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一
i
醐
　
弁
証
法
と
は
何
か
。
哲
学
に
お
け
る
・
こ
の
古
典
的
「
方
法
」
の
そ
の
本
質
は
、
ど
こ
に
在
る
の
か
。
も
し
、
　
「
方
法
」
で

は
な
い
、
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
思
惟
そ
の
も
の
の
或
ひ
は
精
神
自
体
の
、
　
い
か
な
る
動
き
、
い
か
な
る
理
法
を
指
す
の
だ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
の
間
ひ
を
問
ひ
詰
め
て
ゆ
く
た
め
の
そ
の
着
手
点
と
し
て
、
吾
々
は
、
　
「
弁
証
法
」
概
念
の
形
成
に
写
し
近
世
以
降
最
大
の
イ
ソ
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ク
ト
を
与
へ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、
そ
の
『
論
理
学
』
に
注
目
し
、
関
係
す
る
一
群
の
テ
キ
ス
ト
に
基
い
て
、
『
論
理
学
』
思
想
の
根
本
的
動
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因
と
構
造
と
に
迫
る
こ
と
を
試
み
て
み
よ
う
。
然
し
そ
れ
は
（
「
弁
証
法
」
そ
の
も
の
の
理
論
的
ま
た
は
歴
史
的
研
究
か
ら
内
在
的
に
要
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求
さ
れ
て
く
る
課
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
）
、
同
時
に
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
一
般
の
研
究
の
中
か
ら
も
亦
、
そ
れ
を
問
ふ
こ
と
が
現
に
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

示
さ
れ
て
来
て
み
る
今
日
的
で
必
然
的
な
方
向
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
の
現
段
階
は
、
「
弁
証
法
と
は
何
か
」
を
改
め
て

間
は
し
め
る
場
所
へ
吾
々
を
導
い
て
来
て
み
る
の
で
あ
る
。
一
そ
の
や
う
に
構
想
し
・
ま
た
判
断
す
る
根
拠
の
若
干
を
次
項
以
下
に
略

述
し
て
見
よ
う
。

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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一
一
二
　
　
「
弁
証
法
と
は
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
ふ
根
本
的
定
立
か
ら
独
断
論
的
に
（
教
義
で
も
展
開
す
る
か
の

や
う
に
）
論
述
を
始
め
る
こ
と
は
、
最
早
吾
々
に
は
出
来
な
い
。
何
と
い
っ
て
も
吾
々
は
、
批
判
的
思
惟
に
よ
り
更
に
は
歴
史
的
思
惟
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と

よ
っ
て
教
育
さ
れ
陶
冶
さ
れ
た
時
代
の
、
そ
の
更
に
後
を
生
き
て
み
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ス
ト
　
リ
ツ
シ
ユ
ロ
ク
リ
ア
イ
ツ
シ
ユ

　
然
し
な
が
ら
、
所
謂
「
歴
史
的
批
判
的
な
立
揚
」
か
ら
始
め
る
こ
と
も
、
ま
だ
吾
々
の
直
接
意
園
す
る
所
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

た
と
へ
ば
E
・
v
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
『
弁
証
法
的
方
法
に
つ
い
て
』
（
一
八
六
八
年
）
が
示
し
て
み
る
や
う
に
、
（
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
や
エ

レ
ア
の
ゼ
ノ
ソ
に
始
ま
り
、
中
世
か
ら
近
世
を
経
て
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
）
彩
し
い
「
弁
証
法
的
」
哲
学
の
な
か
か
ら
、
重
立
っ
た
も
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へ

の
を
一
々
取
出
し
批
判
的
に
叙
述
し
つ
つ
、
そ
の
系
譜
を
描
出
し
、
そ
れ
に
基
い
て
、
　
「
弁
証
法
と
は
何
か
」
を
総
合
的
に
直
観
し
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
し
て
、
弁
証
法
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
客
観
的
理
念
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
、
さ
う
い
ふ
立
場
な
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
こ
れ
は
従
来
幡
広
く
採
用
さ
れ
て
来
た
手
堅
い
手
順
で
は
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
吾
々
が
こ
の
手
法
を
差
当
り
解
髪
し
な
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へ

い
の
は
、
そ
れ
が
厭
謂
「
悪
し
き
循
環
（
q
ミ
ミ
器
乾
ミ
。
簑
吻
）
」
を
な
し
て
み
る
か
ら
、
と
い
ふ
や
う
な
形
式
論
に
基
い
て
の
こ
と
で
は
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も
ち
ろ
ん
な
い
。
（
寧
ろ
吾
々
は
、
　
こ
の
歴
史
的
批
判
的
立
場
が
そ
の
根
底
に
お
い
て
は
、
　
一
層
包
括
的
な
或
る
循
環
関
係
の
そ
の
構
成

、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

契
機
と
な
っ
て
み
る
、
と
い
ふ
事
態
を
肯
定
的
に
受
容
し
、
そ
の
点
に
こ
の
立
場
の
生
産
性
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て

や
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

鰭
て
は
こ
の
媚
環
の
中
に
積
極
的
に
、
し
か
も
正
し
い
仕
方
で
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
も
期
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
）

　
「
弁
証
法
」
の
歴
史
的
批
判
的
研
究
が
顧
慮
す
べ
き
対
象
は
、
哲
学
史
の
ほ
ぼ
全
領
域
に
わ
た
っ
て
聡
し
く
見
い
だ
さ
れ
る
。
数
々
の

具
体
的
体
系
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
共
感
や
批
判
や
客
観
的
解
釈
の
文
書
、
更
に
社
会
的
歴
史
的
関
係
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
織
り
な
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し
た
作
用
聯
関
（
学
派
や
学
統
）
等
々
、
そ
れ
ら
は
無
尽
蔵
と
さ
へ
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
正
に
そ
の
総
体
が
原
初
的
素
材
と

し
て
、
歴
史
的
批
判
的
立
場
の
前
提
を
な
す
の
で
あ
る
。
一
然
し
そ
の
や
う
な
前
提
に
制
約
さ
れ
つ
つ
も
敢
へ
て
活
動
を
始
め
得
る
の
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
立
場
は
、
既
に
原
対
象
（
「
弁
証
法
」
）
を
素
材
と
し
て
経
験
し
得
て
を
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
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素
材
と
の
出
逢
ひ
の
経
験
が
経
験
と
し
て
豫
め
成
立
し
て
み
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
歴
史
的
批
判
的
立
場
は
、
自
分
が
前
以
て
経
験
し
て
ゐ
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た
そ
の
原
対
象
に
つ
い
て
、
自
分
の
理
解
形
式
を
即
自
か
ら
対
自
に
変
更
す
る
と
い
ふ
・
自
己
本
来
の
手
順
を
始
動
せ
し
め
得
る
の
で
あ

る
。
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ヘ
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然
る
に
、
こ
の
一
聯
の
論
客
で
葺
々
が
企
図
し
て
み
る
の
は
、
寧
ろ
、
さ
う
い
ふ
手
順
に
先
行
す
る
・
素
材
と
の
出
逢
ひ
の
或
る
経
験
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の
、
そ
の
記
述
で
あ
る
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
験
に
潜
ん
で
み
た
理
念
（
歴
史
的
批
判
的
方
法
が
「
弁
証
法
と
は
何
か
」
と
問

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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ふ
さ
い
改
め
て
先
導
役
を
果
た
す
べ
き
理
念
）
を
対
自
化
し
、
そ
れ
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
で
あ
る
、
且
つ
そ
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
。
そ

し
て
こ
の
里
国
経
験
の
成
立
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
経
験
を
記
述
す
る
場
合
、
『
論
理
学
』
が
出
発
点
に
据
ゑ
ら
れ
る
の
は
必

且
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

　
［
一
三
　
然
し
そ
れ
で
は
、
こ
の
着
手
点
に
は
、
ど
こ
か
ら
ど
の
や
う
に
手
を
着
け
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
か
。
い
っ
た
い
、
『
論
理
学
』

の
原
文
は
、
「
第
一
頁
か
ら
読
ん
で
ゆ
け
ば
わ
か
る
」
や
う
な
も
の
だ
ら
う
か
。
そ
れ
は
何
故
か
う
ま
で
も
（
異
様
な
ほ
ど
）
難
解
で
あ

り
、
又
ど
う
し
て
か
う
も
そ
の
解
釈
が
縫
れ
て
る
る
の
だ
ら
う
か
。
一
過
し
、
こ
れ
は
、
そ
の
責
任
を
た
だ
一
方
的
に
原
著
者
の
「
暗

（
5
）

さ
」
に
帰
す
れ
ば
そ
れ
で
済
む
、
と
い
ふ
た
ぐ
ひ
の
問
題
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
原
典
そ
の
も
の
に
向
は
う
と
す
る
な
ら
ば
（
そ
の
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
た

お
よ
そ
可
能
で
あ
る
た
め
に
も
）
、
吾
々
は
先
づ
、
後
世
が
テ
キ
ス
ト
の
上
に
積
み
重
ね
て
来
た
数
多
の
解
釈
と
そ
の
伝
承
の
ほ
う
を
も

顧
み
て
、
責
任
の
有
無
を
問
ひ
糺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
吾
々
が
此
処
で
解
釈
史
的
反
省
か
ら
着
手
す
る
の
は
、
主
と
し

て
以
下
の
や
う
な
内
容
的
認
識
に
基
い
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ザ
ツ
ヘ
ゼ
ル
ブ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
ク
シ
じ
メ

　
た
し
か
に
、
「
原
典
そ
の
も
の
に
即
け
」
と
か
「
事
象
自
身
に
立
ち
向
へ
」
と
か
い
ふ
や
う
な
格
率
を
誰
が
拒
み
得
よ
う
か
。
然
し
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
の
ぼ
ガ
ソ
　
　
　
ヘ
　
へ

に
問
題
と
す
べ
き
は
、
さ
う
い
ふ
標
語
的
形
式
の
も
と
に
ど
ん
な
内
容
が
盛
り
こ
ま
れ
て
く
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

原
雌
ハ
へ
の
取
組
み
は
、
常
に
自
体
的
に
、
実
る
内
容
的
知
見
に
既
に
先
廻
り
さ
れ
て
を
り
、
そ
し
て
、
自
分
で
は
そ
れ
と
気
付
か
ぬ
う
ち

に
も
う
そ
れ
に
左
右
さ
れ
て
る
る
、
否
、
屡
々
決
定
さ
れ
て
さ
へ
る
る
、
と
い
ふ
の
が
吾
々
の
実
情
な
の
で
あ
る
。
更
に
、
そ
れ
ら
先
循

へ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ド
ド
ラ

判
断
は
、
凝
固
し
て
所
謂
先
入
見
と
な
る
可
能
性
を
現
実
に
持
っ
て
み
る
。
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
偏
見
や
虚
像
は
、
原
典
へ

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



4

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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
取
組
み
に
取
穿
き
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
原
典
に
即
け
」
と
い
ふ
要
請
は
、
形
式
的
思
考
に
よ
っ
て
結
着
す
る
聞
題
で
は

決
し
て
な
い
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
特
に
彼
の
「
弁
証
法
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
懸
念
が
ま
さ
し
く
現
実
化
し
て
み
る
こ
と
を
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

吾
は
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
1
そ
れ
を
掛
け
る
と
原
文
が
消
え
著
者
の
真
意
が
隠
れ
た
り
振
ぢ
曲
が
っ
た
り
す
る
や
う
な
魔
性
の
眼
鏡

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
て
だ
て

（
G
・
E
・
ミ
ュ
ラ
ー
）
が
現
に
そ
こ
に
は
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
蛍
っ
て
与
へ
ら
れ
今
に
伝
へ
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
手
段
で
あ
る
こ
と
に

思
ひ
到
る
折
の
な
い
ま
ま
、
い
つ
ま
で
も
そ
れ
を
（
無
批
判
に
）
掛
け
続
け
て
み
る
、
と
い
ふ
現
実
が
実
に
数
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
ん
ず
く

　
脚
一
四
　
例
示
し
て
兇
よ
う
。
！
「
弁
証
法
と
は
（
…
…
特
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
用
ひ
て
み
る
意
味
で
の
そ
れ
は
）
、
“
物
事
（
就
中
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ラ
　
イ
　
ア
ツ
　
ド

問
の
思
惟
）
は
、
正
一
反
一
合
と
い
ふ
所
謂
弁
証
法
的
三
肢
組
織
を
な
し
て
発
展
す
る
。
こ
の
発
展
様
式
が
物
裏
の
根
本
特
性
で
あ
る
。
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
、
さ
う
主
張
す
る
理
論
で
あ
る
。
」
一
こ
の
断
定
は
、
又
、
別
の
著
者
で
は
次
の
如
き
表
現
に
な
っ
て
み
る
。
「
こ
の
（
正
一
反
－
合

　
　
　
　
フ
オ
ル
メ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ラ
イ
シ
ユ
リ
ツ
ト

と
い
ふ
）
定
式
の
中
に
は
、
弁
証
法
的
思
惟
の
特
徴
た
る
三
段
階
が
現
は
れ
て
来
て
み
る
…
…
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
惟
は
…
…
三
つ
の
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

階
を
な
し
て
動
く
。
『
論
理
学
』
心
頭
の
一
節
は
屡
々
論
議
の
的
と
な
る
が
、
そ
こ
で
は
、
有
（
正
）
か
ら
無
（
反
）
へ
進
み
、
そ
こ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
に
ち

ら
有
と
無
と
の
統
一
（
合
）
と
し
て
の
成
へ
到
る
の
で
あ
る
。
」
一
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
へ
の
こ
の
や
う
な
理
解
は
、
今
日
も
な
ほ
、
い

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ば
ば
常
識
と
し
て
、
一
般
に
流
通
し
て
み
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
へ
ば
、
筆
者
に
と
り
学
ぶ
所
の
多
か
っ
た
・
あ
る
論
理
学
入
門

書
に
も
、
次
の
叙
述
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　
「
有
名
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
つ
い
て
言
へ
ば
、
そ
れ
は
通
常
三
つ
の
命
題
の
過
程
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
る
る
。
す
な
は
ち
、

臼
D
正
i
最
初
の
肯
定
命
題
、
個
反
一
正
か
ら
導
か
れ
る
否
定
命
題
、
夢
合
一
反
を
介
し
、
正
と
反
と
を
要
素
と
し
て
含
む

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

や
う
つ
く
ら
れ
た
新
肯
定
命
題
。
…
…
」
　
（
も
っ
と
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
述
は
曖
昧
な
部
分
や
混
乱
が
多
い
の
で
、
必
ず
し
も
こ
の
や
う
な
様
式
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

厳
密
に
守
っ
て
み
る
わ
け
で
は
な
い
。
）
（
傍
点
は
筆
者
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
然
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
、
「
方
法
」
と
し
て
の
こ
の
「
正
一
反
－
合
」
を
い
っ
た
い
ど
こ
ま
で
（
否
、
寧
ろ
、
そ
も
そ
も
）
用
ひ
て



5

み
る
の
だ
ら
う
か
。
一

　
　
　
　
　
　
テ
キ
ス
ト
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
原
文
に
は
、
正
一
反
一
合
の
や
う
な
も
の
は
、
全
く
現
は
れ
て
こ
な
い
。
二
十
巻
に
お
よ
ぶ
グ
ロ
ッ
ク
ナ
差
置
全
集
の
中

で
、
彼
は
こ
の
「
三
肢
組
織
」
を
た
だ
の
一
度
も
（
さ
う
い
ふ
も
の
と
し
て
）
使
っ
て
み
な
い
。
一
さ
う
G
・
E
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
報
告

　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

し
て
み
る
。
そ
し
て
こ
の
報
告
の
趣
旨
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
要
著
書
（
特
に
生
前
刊
行
の
も
の
）
を
、
一
、
二
だ
け
で
も
完
湿
し
た
こ

と
の
あ
る
ひ
と
な
ら
誰
し
も
（
た
と
へ
爾
余
の
文
書
に
は
未
だ
進
み
得
て
み
な
く
と
も
）
、
自
分
の
体
験
に
照
ら
し
て
頷
く
に
違
ひ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
い
ふ
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
み
つ
か
ら
力
説
し
て
止
ま
な
い
の
は
、
「
学
」
の
体
系
は
、
（
全
く
同
一
の
公
式
を
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
に
外
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ら
た
だ
繰
返
し
適
用
す
る
だ
け
の
）
形
式
主
義
を
克
服
す
る
過
程
と
ま
さ
に
ひ
と
つ
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
実
現
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
吾
々
は
銘
記
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
た
と
へ
ば
赤
と
緑
と
い
ふ
た
だ
ふ
た
つ
の
色
し
か
載
っ
て
を
ら
ず
、
歴
史

画
を
求
め
ら
れ
れ
ば
赤
色
で
画
面
を
彩
ど
り
、
風
景
画
を
求
め
ら
れ
れ
ば
緑
色
で
彩
ど
る
〔
と
決
め
て
み
る
〕
や
う
な
画
家
の
、
そ
の
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

レ
ッ
ト
よ
り
も
な
ほ
扱
ひ
易
い
」
と
ま
で
、
か
の
単
調
な
形
式
主
義
は
窪
め
ら
れ
て
る
る
か
ら
で
あ
る
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
か
く
し
て
こ
こ
に
、
ひ
と
つ
の
見
通
し
が
立
っ
て
来
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
、
　
「
正
－
反
一
合
扁
公
式
の
形
式
主
義
的
使
用
が
余
人
の
考

案
し
た
一
解
釈
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
図
式
を
尺
度
と
し
て
原
典
に
接
し
た
と
き
、
解
釈
し
切
れ
な
い

あ
ま
た

数
多
の
文
脈
に
逢
着
し
た
と
し
て
も
、
吾
々
は
、
解
釈
不
通
の
責
め
を
直
ち
に
原
思
想
そ
の
も
の
に
帰
し
て
、
そ
の
「
混
乱
」
や
「
曖
昧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
ば
り

さ
」
を
難
ず
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
況
ん
や
、
こ
の
状
況
は
寧
ろ
己
が
眼
の
「
梁
木
」
（
つ
ま
り
色
眼
鏡
）
が
作
り
出
し
た
事
態
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

は
な
い
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
糾
し
も
し
な
い
う
ち
に
、
も
う
あ
の
哲
学
老
を
（
彼
が
「
正
一
反
－
合
」
図
式
を
絶
対
的
に
貫
徹
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
か
ど
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し

る
な
い
・
そ
の
「
不
徹
底
さ
」
の
廉
で
）
叱
り
つ
け
る
や
う
な
、
そ
ん
な
単
二
に
趨
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゾ
ソ
ネ
ソ
ク
ラ
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
一
－
五
そ
れ
で
は
、
「
正
－
反
一
合
」
の
や
う
な
（
明
々
白
々
と
さ
へ
見
倣
さ
れ
が
ち
な
）
先
行
的
理
解
は
、
ど
う
い
ふ
普
遍
的
根

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

抵
か
ら
発
現
し
て
来
て
み
る
の
か
。
i
吾
々
は
と
り
あ
へ
ず
、
そ
の
根
抵
を
（
定
式
的
図
式
的
な
）
形
式
主
義
的
態
度
と
い
ふ
ふ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

規
定
し
て
お
か
う
。
と
い
ふ
の
は
、
お
よ
そ
こ
の
種
の
先
行
的
解
釈
が
斉
し
く
前
提
と
し
て
み
る
の
は
、
「
“
論
理
”
な
い
し
“
方
法
”

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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哲
学
研
備
九
　
雌
昂
五
甲
臼
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

と
し
て
の
弁
証
法
は
、
極
め
て
少
数
の
命
題
（
又
は
概
念
、
又
は
図
式
）
が
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
み
る
。
そ
れ
ら
が
存
在
の
諸
領
祓
に
反

復
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
証
法
の
全
体
的
体
系
が
完
成
す
る
。
」
と
、
さ
う
確
信
す
る
立
場
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
、
広

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
暴
酒
で
の
論
理
主
義
的
姿
勢
と
言
ひ
表
は
し
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。
一
た
と
へ
ば
、
前
述
の
E
・
v
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
は
、
　
「
矛
盾
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ゥ
フ
へ
　
ペ
ン

お
よ
び
そ
の
他
の
悟
性
原
則
を
排
棄
す
る
こ
と
が
、
弁
証
法
が
現
実
化
す
る
た
め
の
不
可
欠
条
件
（
q
ミ
ミ
ミ
。
無
ミ
ミ
§
醤
§
）
な
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
弁
証
法
は
普
通
の
論
理
学
か
ら
区
甥
で
き
る
や
う
に
な
る
」
と
論
じ
、
更
に
、
「
然
し
弁
証
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

精
神
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
矛
盾
律
は
排
棄
さ
れ
る
の
と
ま
さ
に
同
じ
ぶ
ん
だ
け
、
同
じ
関
係
に
お
い
て
存
立
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ウ
フ
へ
ま
ベ
ソ

い
ふ
や
う
に
転
回
し
、
か
く
し
て
、
「
矛
盾
律
の
止
揚
」
が
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
核
心
で
あ
る
、
と
解
釈
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
れ
故
、
『
論
理
学
』
の
研
究
に
実
際
に
取
掛
る
場
合
、
現
に
先
行
し
つ
つ
あ
る
・
解
釈
上
の
諸
概
念
や
諸
図
式
は
、
少
く
と
も
原
文

そ
の
も
の
へ
の
直
接
を
甚
し
く
は
妨
げ
な
い
程
度
に
ま
で
、
そ
の
主
張
力
を
予
め
制
限
さ
れ
て
る
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
然
も
、
お

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

よ
そ
解
釈
史
的
反
省
ほ
ど
、
即
ち
、
そ
れ
ら
図
式
な
り
命
題
な
り
の
そ
の
成
立
と
系
譜
と
の
委
細
を
明
示
す
る
こ
と
ほ
ど
、
こ
の
扇
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

適
つ
た
（
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
を
措
定
し
て
く
る
・
か
の
形
式
主
義
的
姿
勢
の
圧
力
を
中
和
し
相
対
化
す
る
の
に
有
効
な
）
方
策
は
他
の
何

処
に
も
見
当
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
こ
で
吾
々
は
、
吾
々
の
論
孜
計
画
の
全
体
（
益
頁
参
照
）
に
対
す
る
こ
の
小
論
の
位
置
を
、
上
記
の
解
釈
史
的
反
省
の
そ
の
遂
行
、

と
い
ふ
や
う
に
規
定
し
よ
う
。
そ
し
て
、
論
述
を
「
へ
！
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
」
（
第
二
、
第
三
章
）
と
「
解
釈
図
式
の
淵
源
」
（
第
四
章
）

と
に
分
節
し
詳
細
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
典
理
解
へ
の
障
擬
を
出
来
る
だ
け
取
り
除
く
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
積
極
的
解
釈
の
た
め

の
具
体
的
指
針
を
講
戯
し
て
見
よ
う
。
一
然
し
、
本
論
文
は
そ
の
や
う
に
、
あ
る
全
体
的
課
題
（
即
ち
、
「
弁
証
法
と
は
何
か
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ふ
問
ひ
）
に
対
す
る
固
有
の
職
分
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
聯
関
の
解
明
に
直
接
に
関
は
っ
て
来
な
い
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
玉
）

う
な
先
行
的
諸
概
念
一
た
し
か
に
そ
れ
ら
は
へ
…
ゲ
ル
哲
学
の
根
抵
に
関
す
る
最
も
重
要
な
論
争
を
喚
起
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
一

に
つ
い
て
ま
で
解
釈
史
的
反
省
を
引
き
受
け
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
吾
々
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
全
般
的
性
格
に
対
す
る
あ
る
ひ
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、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
つ
の
対
人
的
論
証
（
ミ
偽
帖
§
§
ミ
ミ
ミ
ぎ
ミ
ミ
ミ
）
を
、
脚
注
に
お
い
て
（
そ
れ
が
最
早
吾
々
を
蹟
か
せ
る
こ
と
な
く
、
客
観
的
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
対
象
と
な
る
や
う
）
中
和
化
す
る
に
と
ど
め
、
早
速
次
章
へ
移
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
即
ち
、
吾
々
に
先
行
す
る
形
式
主
義
的
論

へ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
き
さ
つ

理
主
義
的
諸
概
念
と
は
具
体
的
に
は
い
か
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
ら
は
何
処
か
ら
ど
の
や
う
な
経
緯
を
経
て
吾
々
に
ま
で
届

い
た
の
か
、
そ
れ
を
究
明
し
て
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
ニ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
e

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
み

　
二
一
悶
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
内
容
に
つ
い
て
、
詳
細
な
情
報
が
吾
々
の
手
許
に
届
く
や
う
に
な
り
始
め
た
の
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
の
こ

と
で
あ
ら
う
か
、
又
そ
れ
は
ど
の
や
う
な
経
路
を
経
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
。
一
こ
の
間
ひ
の
解
明
が
、
（
吾
々
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

解
に
は
常
に
何
ら
か
の
解
釈
が
先
行
し
て
み
る
と
い
ふ
現
実
に
気
付
き
、
つ
い
で
こ
の
先
行
的
把
握
を
吟
味
す
る
た
め
の
）
先
づ
第
一
歩

と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
曽
っ
て
船
山
信
一
氏
は
、
「
日
本
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
〔
の
〕
、
さ
ら
に
は
弁
証
法
そ
の
も
の
の
本
格
的
研
究
は
、
大
正
宋
か
ら

昭
和
の
初
め
に
か
け
て
、
唯
物
弁
証
法
の
研
究
及
び
へ
！
ゲ
ル
百
年
忌
記
念
祭
（
一
九
三
一
年
”
昭
和
穴
年
）
が
契
機
と
な
っ
て
、
始
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

た
」
、
と
い
ふ
見
解
を
提
出
さ
れ
た
。
一
た
し
か
に
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
わ
た
る
（
即
ち
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年

代
前
半
に
か
け
て
の
）
こ
の
時
期
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
（
特
に
そ
の
弁
証
法
）
の
研
究
史
上
、
ま
さ
に
劃
期
的
な
時
代
で

あ
っ
た
。
考
察
を
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
範
囲
に
限
っ
て
み
て
も
、
こ
の
百
年
忌
の
年
に
は
西
田
幾
多
郎
の
「
私
の
立
場
か
ら
見
た
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
な
べ
は
じ
め

の
弁
証
法
」
が
、
翌
昭
和
七
年
に
は
田
辺
元
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
が
、
更
に
そ
の
明
く
る
年
に
は
同
じ
著
者
に
よ
る
『
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
う
ん

通
論
』
が
、
踵
を
接
し
つ
つ
次
々
に
世
に
出
て
み
る
。
然
も
こ
れ
ら
の
論
究
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
に
と
り
、
余
論
や
余
興
に
属
す

　
た
ぐ

る
類
ひ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
寧
ろ
、
「
無
の
一
般
者
の
自
己
限
定
」
と
い
ふ
や
う
な
唯
心
論
的
立
場
か
ら
「
歴
史
的
世
界
の
論
理
」

へ
向
ふ
進
展
途
上
で
の
本
格
的
叙
述
で
あ
り
、
あ
る
ひ
は
「
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
新
カ
ン
ト
主
義
的
論
理
思
想
」
か
ら
「
絶
対
弁
証

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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哲
学
碍
凹
究
籠
翔
五
百
五
十
・
五
号
八

法
」
に
到
達
す
る
ま
で
の
研
鑛
精
進
の
そ
の
記
録
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
い
つ
れ
に
対
し
て
も
、
当
時
盛
行
し
て
み
た
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
側

か
ら
の
刺
戟
な
い
し
挑
戦
が
、
最
も
強
力
な
動
因
に
な
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。
否
、
西
照
お
よ
び
田
辺
の
両
哲
学
が
今
世
紀
の
本
邦
哲
学

史
上
に
占
め
る
位
置
を
考
へ
合
は
せ
る
な
ら
ば
、
吾
々
は
進
ん
で
次
の
や
う
に
さ
へ
言
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
f
大
正
末
か
ら
昭
和
の
最

初
期
に
か
け
て
の
こ
の
時
期
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
核
心
部
分
に
お
い
て
す
ら
真
摯
な
応
答
な
い
し
思
想
的
転
回
が
惹
き
起
さ
れ
た
ほ
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

弁
証
法
へ
の
、
更
に
は
へ
！
ゲ
ル
哲
学
へ
の
社
会
的
関
心
が
高
揚
し
、
ま
た
滲
透
し
た
時
代
な
の
で
あ
る
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
従
っ
て
、
当
面
す
る
課
題
（
即
ち
、
こ
の
哲
学
の
、
本
邦
へ
の
本
格
的
渡
来
に
関
し
て
、
そ
の
時
期
や
経
緯
を
特
定
す
る
問
題
）
を

解
明
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
こ
の
時
期
－
一
世
の
碩
学
は
も
と
よ
り
、
津
々
浦
々
の
知
識
人
も
工
費
ま
で
も
「
弁
証
法
々
屡
々
」
で

か
ま
び
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

喧
し
か
っ
た
時
代
i
の
中
に
具
体
的
な
手
掛
り
を
望
め
、
そ
こ
か
ら
起
源
し
て
ゆ
く
の
が
、
最
も
堅
実
な
手
順
で
あ
ら
う
。
も
ち
ろ

　
　
　
セ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ん
、
「
本
格
的
研
究
」
の
系
譜
を
辿
ら
う
と
意
図
す
る
以
上
、
こ
の
手
掛
り
は
、
単
な
る
社
会
的
現
象
で
は
あ
り
え
な
い
、
社
会
的
諸
聯

関
か
ら
独
立
し
て
も
み
て
、
　
「
哲
学
」
と
い
ふ
・
自
己
に
早
馬
な
理
念
に
よ
っ
て
自
己
を
律
す
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
聯
関
の
契
機
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
知
的
流
行
や
社
会
的
実
利
へ
の
追
随
よ
り
は
先
づ
、
原
思
想
そ
の
も
の
の
把
握
を
詩
的
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ノ
グ
ラ
フ
イ
ヱ

す
る
や
う
な
研
究
、
従
っ
て
原
思
想
を
原
典
お
よ
び
詳
細
な
専
門
論
文
又
は
権
威
あ
る
哲
学
史
書
に
基
い
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
の

研
究
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
さ
う
い
ふ
本
格
的
研
究
の
中
か
ら
特
に
影
響
力
の
あ
っ
た
論
放
を
ひ
と
つ
選
び
娼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
（
1
8
）

し
、
そ
れ
を
構
成
す
る
本
質
的
思
想
契
機
が
、
「
蕃
書
調
所
」
時
代
以
後
の
い
つ
ご
ろ
に
形
成
さ
れ
（
又
は
受
容
さ
れ
）
た
解
釈
な
の
か
、

概
定
し
得
な
い
も
の
か
ど
う
か
、
暫
ら
く
探
究
し
て
兇
よ
う
。

　
二
一
二
　
田
辺
元
は
、
昭
和
二
年
三
月
か
ら
岡
四
年
九
月
に
か
け
て
、
『
哲
学
研
究
』
誌
上
に
論
文
「
弁
証
法
の
論
理
」
を
六
回
に
わ

た
り
掲
載
、
学
界
内
外
の
注
目
を
集
め
た
。
（
当
時
東
京
大
学
長
学
科
学
生
で
あ
っ
た
高
峰
一
二
氏
も
こ
の
論
文
に
傾
倒
せ
し
め
ら
れ
た

　
　
　
　
（
1
9
）

ひ
と
り
で
あ
る
。
）
執
筆
の
動
機
は
、
当
時
急
速
に
勢
力
を
得
て
来
た
唯
物
弁
証
法
を
、
　
一
部
の
人
々
が
無
批
判
に
も
「
魔
術
の
棒
の
如

き
万
能
の
論
理
」
と
信
じ
こ
ん
で
み
る
状
況
に
、
到
底
黙
視
出
来
な
い
と
感
じ
、
そ
し
て
同
時
に
、
こ
れ
を
機
会
に
弁
証
法
の
論
理
性
を
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徹
底
的
に
究
明
し
よ
う
と
思
ひ
立
っ
た
所
に
、
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
田
辺
自
身
が
後
に
述
懐
し
て
み
る
や
う
に
、
た
し
か
に
、
こ
の
論
文
そ
の
も
の
は
、
（
弁
証
法
を
外
か
ら
論
明
す
る
と
い
ふ
レ
ゾ
ソ
ヌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

マ
ソ
の
立
場
で
書
き
進
め
ら
れ
た
た
め
に
）
次
第
に
行
き
詰
ま
っ
て
遂
に
挫
折
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
然
し
そ
の
故
に
か
へ
っ
て
、

解
釈
史
的
反
省
を
行
ふ
に
は
又
と
な
い
手
掛
り
を
提
示
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
田
辺
自
身
が
関
々
の
ち
に
、
「
弁
証
法
を

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
外
か
ら
論
議
す
る
悟
性
の
立
場
」
で
あ
る
と
見
倣
し
て
批
判
す
る
に
到
っ
た
の
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
彼
が
実
際
に
採
択
し
た
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

順
そ
の
も
の
に
対
し
て
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
先
づ
、
弁
証
法
的
論
理
に
と
っ
て
根
本
的
で
あ
る
、
と
判
断
さ
れ
る
や
う

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
諸
特
色
を
取
り
上
げ
て
分
析
批
判
し
、
次
に
、
そ
れ
ら
の
特
色
の
必
然
的
根
底
を
な
す
「
超
論
理
的
な
も
の
」
に
追
っ
て
ゆ
か
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
、
さ
う
い
ふ
手
順
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
、
弁
証
法
の
根
本
的
特
色
（
本
質
）
を
さ
う
し
て
一
々
挙
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

る
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
弁
証
法
的
立
場
に
自
ら
が
立
つ
に
先
立
っ
て
、
な
ほ
そ
の
外
に
立
っ
て
み
る
段
階
に
お
い
て
さ
へ
既
に
、
そ
れ
ら

は
本
質
的
な
も
の
と
し
て
吾
々
に
理
解
さ
れ
て
み
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
根
本
的
特
色
と
は
、
弁
証
法
に
対
す

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
先
行
概
念
で
な
く
て
何
で
あ
ら
う
か
。
i
そ
れ
ら
は
い
っ
た
い
何
処
か
ら
こ
の
場
へ
勧
請
さ
れ
て
来
た
の
か
、
個
人
の
内
か
ら
心
理

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

的
自
然
的
に
発
生
し
て
来
た
の
か
、
そ
れ
と
も
伝
統
の
中
か
ら
個
人
に
媒
介
さ
れ
つ
つ
形
成
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
ら
う
か
。
一
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
も
う
す
こ
し
あ
と
か
ら
（
一
五
頁
以
後
に
）
論
じ
よ
う
。

　
ニ
ー
三
　
い
つ
れ
に
せ
よ
、
田
辺
は
こ
の
論
文
の
冒
頭
で
、
弁
証
法
の
論
理
的
特
色
は
次
の
四
項
目
に
よ
っ
て
上
々
完
全
に
把
握
出
来

る
で
あ
ら
う
、
と
い
ふ
提
言
を
行
な
っ
て
み
る
。
即
ち
、
ω
弁
証
法
に
お
い
て
は
、
祝
ひ
に
矛
盾
す
る
概
念
が
と
も
に
特
殊
と
し
て
普

遍
の
中
に
止
揚
さ
れ
、
普
遍
の
限
定
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
。
1
綜
合
性
。
②
弁
証
法
に
お
い
て
は
、
　
い
か
な
る
定
立
も
必
然
的
に
そ

の
反
対
定
立
を
喚
起
し
、
し
か
も
こ
の
定
立
と
反
定
立
と
は
ω
の
綜
合
性
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
、
新
し
い
定
立
の
契
機
と
な
る
。
か
く

し
て
、
定
立
、
否
定
、
綜
合
と
い
ふ
無
限
の
過
程
が
発
展
す
る
。
1
否
定
性
。
㈲
弁
証
法
的
思
惟
の
こ
の
無
限
過
程
は
、
た
だ
に
反

省
的
主
観
に
対
し
て
成
立
す
る
の
み
で
な
く
、
同
時
に
実
在
そ
の
も
の
の
発
展
の
理
法
で
も
あ
る
。
1
実
在
性
。
ω
思
惟
即
実
在
の

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

こ
の
無
限
の
発
展
に
お
け
る
理
法
が
弁
証
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
事
実
も
特
殊
的
聖
別
的
規
定
も
、
弁
証
法
の
論
理
の
み
か
ら

必
然
的
に
演
繹
さ
れ
得
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
発
出
性
。

　
然
も
胆
辺
は
こ
れ
ら
の
四
特
色
を
、
列
挙
す
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
全
体
的
聯
関
の
中
へ
組
み
い
れ
る
の
で
あ
る
、
後
続
の
項
は
そ
れ

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

に
先
立
つ
す
べ
て
の
項
を
予
想
す
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
ら
先
行
の
全
規
定
の
意
味
を
実
現
し
も
す
る
、
と
い
ふ
仕
方
で
。
従
っ
て
弁
証

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

法
の
最
も
基
礎
的
な
特
色
は
、
矛
盾
律
に
対
し
て
普
通
の
形
式
論
理
と
は
理
解
が
ま
さ
に
逆
に
な
る
、
と
い
ふ
点
（
つ
ま
り
綜
合
性
）
に

成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
二
一
四
　
然
し
照
辺
は
、
（
こ
れ
ら
の
先
行
概
念
か
ら
出
発
す
る
所
の
）
そ
の
悟
性
的
手
順
を
以
て
し
て
は
、
当
初
の
意
図
を
達
成
す

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
昏
迷
と
暗
中
摸
索
の
の
ち
、
彼
が
比
較
的
安
定
し
た
立
場
に
到
達
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
へ
の
態
度
を
ひ
と
ま

つ
決
定
す
る
に
到
っ
た
の
は
、
こ
の
大
傘
の
百
年
忌
の
年
（
昭
和
六
年
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
公
け
に
し
た
の
が
論
文
「
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

の
絶
対
観
念
論
」
そ
の
他
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
点
で
の
自
分
の
哲
学
的
立
場
を
も
、
彼
は
や
は
り
絶
対
観
念
論
と
呼
び
、
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

哲
学
は
そ
こ
ま
で
具
体
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
の
こ
の
絶
対
観
念
論
の
ほ
う
か
ら
観
れ
ば
、
ヘ
ー

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ゲ
ル
の
そ
れ
は
、
主
観
的
観
念
論
に
逆
転
す
る
傾
向
か
ら
未
だ
脱
却
出
来
て
を
ら
ず
、
且
つ
「
有
〔
的
絶
対
者
〕
の
発
出
」
を
絶
対
知
と

見
倣
し
て
み
る
点
で
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
論
理
も
、
そ
れ
故
、
唯
物
弁
証
法
に
相
対
的
な
観
念
弁
証
法
た
る
に
と
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ま
り
、
田
辺
の
所
謂
絶
対
弁
証
法
と
の
間
に
は
な
ほ
大
き
な
径
庭
が
あ
る
、
と
評
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
絶
対
」

観
念
論
を
し
て
沼
辺
の
い
ふ
絶
対
観
念
論
の
立
場
に
ま
で
超
出
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
そ
の
精
神
に
お
い
て
理
解
す
る
所
以
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
る
一
そ
れ
が
、
ふ
た
つ
の
絶
紺
観
念
論
に
対
し
て
国
辺
が
樹
立
し
た
秩
序
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
一
も
と
も
と
歯
釜
は
、
絶
対
知
の
所
在
を
（
一
海
里
知
そ
の
も
の
の
否
定
は
彼
の
哲
学
的
要
求
の
堪
へ
う
る
所
で
は
な
か
っ
た

一
）
、
「
見
え
ざ
る
全
体
へ
向
ふ
目
的
論
的
道
徳
的
実
践
偏
の
そ
の
自
覚
、
と
い
ふ
方
向
で
覆
い
だ
さ
う
と
し
て
刻
苦
し
て
み
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
道
徳
的
爵
的
論
の
根
抵
を
な
す
全
体
的
普
遍
を
、
形
式
的
普
遍
と
し
て
で
は
な
く
、
絶
対
無
の
普
遍
と
し
て
理
解
し
得
る
や
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
に
な
っ
た
と
き
は
じ
め
て
、
さ
う
い
ふ
立
場
（
絶
対
観
念
論
）
に
立
ち
得
た
の
で
あ
る
。
一
そ
れ
故
、
弁
証
法
諭
理
の
探
究
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
・
田
辺
の
思
索
の
根
抵
に
は
、
窮
極
的
且
つ
全
体
的
な
普
遍
の
立
場
を
希
求
す
る
存
在
論
的
探
究
が
同
時
に
存
在
し
て
み
た
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

が
、
そ
れ
は
ま
た
へ
：
ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る
徹
底
的
批
判
と
表
裏
を
な
し
て
も
み
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
そ
れ
で
は
然
し
、
そ
の
や
う
に
三
に
し
て
一
な
る
探
究
過
程
は
、
ど
の
や
う
に
す
れ
ば
、
同
じ
ひ
と
つ
の
叙
述
の
中
で
表
現
し
て
ゆ
く

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
。
田
辺
が
採
択
し
た
具
体
的
手
順
で
は
、
前
述
の
や
う
に
、
最
初
に
、
弁
証
法
の
根
本
的
特
色
と
し
て
四
つ

の
規
定
が
挙
示
さ
れ
た
。
次
い
で
、
そ
れ
ら
に
反
省
と
吟
味
の
大
銘
が
振
は
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
折
角
先
程
挙
示
さ
れ
た
特
色
の
う
ち

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

実
在
性
お
よ
び
特
に
発
出
性
が
（
田
辺
自
身
の
哲
学
的
要
砦
に
基
い
て
）
拒
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
か
く
し
て
弁
証
法
的
論
理
の

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

真
理
契
機
と
し
て
残
る
の
は
、
二
字
性
と
否
定
性
と
の
ふ
た
つ
だ
け
に
な
る
が
、
然
も
こ
こ
に
い
た
る
や
、
　
「
否
定
（
分
裂
）
と
綜
合
と

の
交
互
的
統
一
に
由
っ
て
対
象
を
流
動
発
展
の
過
程
に
於
て
思
惟
す
る
論
理
、
こ
れ
が
弁
証
法
の
真
髄
で
あ
」
る
、
と
言
は
れ
、
又
、
「
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

証
法
の
、
論
理
と
し
て
の
価
値
は
こ
こ
　
〔
即
ち
自
己
否
定
的
綜
合
論
理
で
あ
る
、
と
い
ふ
点
〕
に
存
」
す
る
、
と
ま
で
断
定
さ
れ
る

に
い
た
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
認
識
が
準
縄
と
な
っ
て
へ
：
ゲ
ル
哲
学
も
吟
味
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
〔
彼
に
〕
特
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ど

な
る
汎
論
理
論
の
合
理
主
義
的
世
界
観
」
に
基
い
て
、
発
出
性
を
弁
証
法
的
論
理
に
必
然
的
な
規
定
と
見
倣
し
た
廉
で
、
批
判
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
一
田
辺
は
昭
和
四
年
九
月
に
は
、
既
に
さ
う
い
ふ
認
識
と
そ
れ
に
基
く
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
と
に
達
着
し
て
み
た
が
、
そ
れ
ら
は

昭
和
六
年
以
降
の
関
係
諸
論
文
（
特
に
昭
和
八
年
の
『
哲
学
通
論
』
）
　
に
お
い
て
、
　
今
や
「
絶
対
無
の
普
遍
」
に
よ
る
凝
固
な
存
在
論
的

基
礎
づ
け
の
も
と
で
、
し
か
も
い
っ
そ
う
整
っ
た
体
系
形
式
に
よ
っ
て
、
周
到
に
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
一
「
弁
証
法
は
〔
論
理
に
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

っ
て
存
在
を
観
念
か
ら
導
出
す
る
〕
所
謂
発
出
論
的
論
理
と
は
正
反
対
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
せ
い

　
二
一
五
　
さ
て
こ
こ
で
、
田
辺
の
弁
証
法
研
究
が
こ
の
生
生
の
数
年
間
（
昭
和
ニ
ー
八
年
）
に
辿
っ
て
来
た
過
程
を
、
あ
ら
た
め
て
通
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

し
て
見
よ
う
。
一
弁
証
法
の
根
本
的
特
色
と
し
て
彼
が
当
初
枚
挙
し
た
四
規
定
の
う
ち
、
（
彼
自
身
の
存
在
論
的
立
場
が
そ
の
後
根
本

的
に
転
換
し
た
に
も
拘
ら
ず
）
終
始
さ
う
い
ふ
規
定
と
し
て
維
持
さ
れ
た
の
は
、
前
述
の
や
う
に
、
綜
合
性
お
よ
び
否
定
性
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
～
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

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

即
ち
、
い
か
な
る
特
定
の
哲
学
的
主
張
を
も
そ
の
本
質
の
う
ち
に
含
む
必
要
が
な
い
や
う
な
、
従
っ
て
単
な
る
形
式
的
規
定
と
見
倣
す
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
も
（
つ
ま
り
、
い
か
な
る
思
惟
対
象
に
も
形
式
と
し
て
適
用
す
る
こ
と
が
）
可
能
で
あ
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
規
定
が
残
っ
て
来
た
の

で
あ
る
。
他
方
、
実
在
性
や
発
出
性
の
や
う
に
、
弁
証
法
的
論
理
の
契
機
た
る
こ
と
を
拒
否
さ
れ
た
規
定
は
、
何
か
あ
る
特
定
の
哲
学
的

へ
　
　
　
へ

定
立
（
た
と
へ
ば
、
反
省
的
思
惟
と
実
在
過
程
と
の
同
一
性
と
か
、
特
殊
事
実
の
個
別
的
規
定
を
論
理
か
ら
導
出
す
る
こ
と
の
可
能
性
、

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
ど
の
主
張
）
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
る
た
が
、
そ
れ
ら
は
然
し
、
へ
！
ゲ
ル
自
身
の
世
界
観
の
ほ
う
か
ら
弁
証
法
論
理
の
中
へ
混
入
し
て

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

来
た
い
は
ば
非
弁
証
法
的
要
素
に
他
な
ら
な
い
、
と
判
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
望
も
田
辺
は
、
哲
学
が
全
体
的
思
惟
た
る
べ
き
こ
と
を
常
に
標
榜
し
て
み
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
彼
が
綜
合
性
お
よ
び
否
定
性

の
両
老
を
、
（
い
か
な
る
特
定
の
内
容
に
も
無
関
心
な
）
単
な
る
形
式
規
定
と
し
て
の
み
理
解
し
て
み
た
、
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
け

れ
ど
も
、
然
し
、
彼
が
弁
証
法
を
こ
の
爾
規
定
に
基
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
揚
合
、
概
念
に
よ
る
説
明
に
平
行
し
て
、
対
応
す
る
図
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

や
定
式
や
形
式
概
念
を
破
産
し
、
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弁
証
法
の
具
体
的
敷
術
を
試
み
て
み
る
こ
と
も
至
重
に
屡
々
な
の
で
あ
る
、

い
や
寧
ろ
常
態
で
さ
へ
あ
る
。
一
そ
れ
で
は
、
こ
の
両
規
定
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
み
る
の
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
や
う
な
形
式
で
あ

る
か
。

　
二
⊥
ハ
　
ω
綜
合
性
i
弁
証
法
は
、
矛
盾
律
に
対
し
て
形
式
論
理
と
は
全
く
対
黙
的
な
理
解
方
式
を
と
る
。
「
〔
弁
証
法
に
於
て
は
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
甲
」
に
し
て
「
非
理
」
、
即
ち
「
甲
」
で
あ
っ
て
同
時
に
「
甲
』
で
な
い
全
体
が
思
惟
せ
ら
れ
る
。
」
（
田
辺
元
、
『
哲
学
通
論
貼
一
八
一
頁
。

〔
　
〕
内
と
鋳
点
と
は
筆
者
の
附
潴
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
然
し
、
こ
の
「
甲
で
あ
っ
て
同
時
に
甲
で
な
い
」
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
、
弁
証
法
の
理
念
を
な
か
ば
決
定
し
て
し
ま
ふ
や
う
な
重
大

問
題
で
あ
る
。
そ
の
解
釈
は
弁
証
法
論
理
を
種
々
な
区
分
に
一
例
へ
ば
、
「
闘
争
」
の
弁
証
法
か
　
、
和
解
」
の
弁
証
法
か
、
と
い
ふ
や

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

う
な
二
進
組
織
に
i
規
定
し
て
ゆ
く
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
解
釈
の
帰
趨
は
弁
証
法
論
理
そ
の
も
の
の
存
亡
に
直
接
関
は
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

（
そ
し
て
田
辺
自
身
の
理
解
は
、
そ
の
研
究
の
始
め
と
終
り
と
で
は
、
か
な
り
の
ず
れ
を
示
し
て
み
る
。
）
i
そ
れ
故
、
こ
の
綜
合
性
の
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形
式
を
徹
底
的
に
究
明
す
る
こ
と
は
、
本
論
文
の
任
務
内
容
に
は
属
し
な
い
、
吾
々
の
本
来
的
責
任
は
寧
ろ
、
「
弁
証
法
」
へ
の
先
行
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

解
を
解
釈
史
的
反
省
に
よ
っ
て
別
僻
し
吟
味
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
吾
々
は
こ
の
「
〔
全
体
は
〕
甲
で
あ
っ
て
同
時
に
甲
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

い
」
の
理
解
を
ば
、
「
自
己
自
身
に
お
い
て
矛
盾
す
る
も
の
」
（
西
田
幾
多
郎
）
を
も
「
矛
盾
律
の
逆
転
」
（
山
内
目
立
）
を
も
含
み
得
る
や

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
な
高
度
の
形
式
性
に
と
ど
め
お
き
、
今
は
そ
れ
以
上
そ
の
外
延
を
狭
め
な
い
で
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
②
否
定
性
i
弁
証
法
の
否
定
的
構
造
は
、
二
、
三
の
定
式
又
は
図
式
に
由
っ
て
表
現
さ
れ
得
る
こ
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
9

　
「
甲
」
と
「
千
弄
」
と
の
矛
盾
薄
立
か
ら
乙
（
A
と
【
A
と
の
矛
盾
対
立
か
ら
B
）
が
現
は
れ
る
、
と
か
、
⇔
弁
証
法
は
、
正
一
反
一
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
ん
づ
く
　
　
ヘ
　
　
　
へ

又
は
定
立
－
反
定
立
一
綜
合
と
い
ふ
三
二
組
織
に
よ
っ
て
図
式
化
さ
れ
る
、
と
か
、
⇔
就
中
、
正
と
反
と
の
矛
盾
対
立
が
否
定
さ
れ
て

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

へ合
又
は
次
段
階
の
正
に
い
た
る
所
謂
「
止
揚
」
過
程
は
、
弁
証
法
暫
学
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
従
っ
て
、
択
一
（
一
三
ミ
＆
Φ
㌘
○
α
Φ
貝
）
、

両
二
又
は
双
是
（
o
Q
O
≦
O
ず
一
匿
》
一
ω
‘
〉
眞
O
ず
）
、
両
否
又
は
双
否
（
≦
践
興
・
宏
。
魯
）
と
し
て
、
或
ひ
は
そ
れ
ら
の
組
合
せ
と
し
て
、
特
殊
化
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
コ
フ
ぜ
ア
イ
グ
マ

る
、
と
い
ふ
や
う
に
。
そ
し
て
、
否
定
性
の
か
う
い
ふ
図
式
の
範
型
と
し
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
有
－
無
－
成
」
が
最
も
頻
繁

に
引
用
さ
れ
又
は
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
る
。

　
そ
れ
故
、
田
辺
の
立
揚
か
ら
観
る
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
、
　
「
否
定
性
」
の
こ
れ
ら
の
図
式
（
た
と
へ
ば
、
正
i
反
－
合
）
を
、

存
在
お
よ
び
思
惟
の
諸
領
域
の
根
抵
に
置
き
、
反
復
し
、
か
く
し
て
発
出
的
体
系
を
構
築
し
た
体
系
哲
学
者
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
な

’
る
。
そ
の
体
系
は
、
永
遠
な
る
理
念
の
神
的
秩
序
を
叙
述
し
よ
う
と
し
、
又
、
そ
こ
か
ら
存
在
を
内
在
的
に
導
出
す
る
こ
と
を
意
図
し
て

み
た
が
故
に
、
学
説
史
的
に
は
、
汎
理
性
主
義
的
汎
論
理
主
義
的
観
念
論
（
又
は
、
寧
ろ
唯
心
論
）
と
判
定
さ
れ
、
そ
の
最
終
最
高
の
形

態
と
見
倣
さ
れ
る
。
然
し
勿
論
、
そ
れ
が
田
辺
の
ヘ
ー
ゲ
ル
籐
の
す
べ
て
で
は
な
い
。

　
嗣
丁
七
　
田
辺
が
論
ず
る
所
を
、
こ
こ
で
更
に
も
う
一
歩
離
れ
て
吟
味
し
て
見
よ
う
。
一
田
辺
に
お
け
る
弁
証
法
の
理
念
が
、
襲
に

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

形
式
主
義
的
態
度
と
呼
ば
れ
た
も
の
（
五
～
六
頁
）
の
上
に
成
り
立
っ
て
み
る
こ
と
は
、
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
田
辺
が
弁
証

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

法
を
再
構
成
し
て
、
綜
合
性
と
否
定
性
と
の
み
を
契
機
と
す
る
絶
紺
弁
証
法
に
ま
で
仕
上
げ
た
の
は
、
単
な
る
形
式
的
論
理
的
関
心
の
た

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

め
で
は
な
く
、
寧
ろ
、
「
唯
々
相
対
を
媒
介
と
し
、
そ
れ
の
否
定
を
通
じ
て
絶
対
否
定
的
に
の
み
自
己
を
実
現
す
る
」
絶
対
無
（
『
哲
学
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

論
』
、
二
二
五
頁
）
の
立
場
に
立
っ
た
め
で
あ
っ
た
ら
う
け
れ
ど
も
、
然
し
こ
の
絶
対
弁
証
法
の
両
契
機
は
、
そ
の
図
式
に
い
た
る
ま
で
も
、

い
ま
上
に
検
分
し
た
通
り
、
す
べ
て
の
可
能
的
思
惟
五
重
に
適
用
可
能
な
形
式
規
定
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
本
質
的
構
造
の
上
か
ら
し
て
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ネ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

う
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
発
生
の
経
緯
か
ら
見
て
も
一
へ
ー
ゲ
ル
に
特
有
な
世
界
観
か
ら
由
来
し
た
内
容
規
定
（
特
に
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

毘
性
）
は
非
弁
証
法
的
要
素
と
し
て
い
つ
れ
も
排
除
さ
れ
た
が
故
に
1
一
段
と
形
式
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
然
も
、
こ
の
絶
対
弁
証
法
は
、
形
式
主
義
的
態
度
に
担
は
れ
て
る
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
自
身
は
発
出
的
で
な
い
に
せ
よ
、
実
在
認

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

識
の
場
合
に
は
、
発
出
的
弁
証
法
と
同
様
の
構
成
的
性
格
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
心
身
関
係
や
実
践
等
の
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

体
的
問
題
に
解
決
の
原
理
を
提
供
し
て
み
る
の
み
で
な
く
、
他
の
す
べ
て
の
哲
学
的
方
法
に
内
在
し
つ
つ
そ
れ
ら
を
し
て
自
己
止
揚
を
遂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

行
せ
し
め
る
思
惟
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
豫
め
先
行
す
る
、
と
見
倣
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
1
然
し
こ
こ
で
吾
々
の
視
野
の
中
に
、
極

め
て
重
要
な
問
題
が
浮
び
あ
が
っ
て
来
て
は
み
な
い
だ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
田
辺
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
、
ま
た
『
漁
ぎ
の
論
理
』
と
も
呼
び
、
宗
教
の
論
理
と
も
解
し
た
。
耶
ち
彼
は
一
方
で
は
、
「
ヘ
ー
ゲ

ル
の
哲
学
思
索
の
、
初
よ
り
一
貫
せ
る
主
動
機
は
、
基
督
教
の
宗
教
的
真
理
を
理
性
に
由
っ
て
理
解
し
再
建
す
る
こ
と
、
…
…
…
に
存
し

た
」
と
い
ふ
・
デ
ィ
ル
タ
イ
以
来
の
解
釈
を
、
定
説
と
し
て
受
容
し
、
他
方
で
は
、
唯
物
弁
証
法
お
よ
び
絶
対
弁
証
法
（
特
に
西
田
の
そ

れ
）
と
の
尉
比
に
お
い
て
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
神
学
で
あ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
理
由
を
も
つ
」
と
も
評
し
た
の
で
あ
る
。
然
も
彼
は

　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
う
解
釈
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
更
に
一
歩
を
進
め
、
さ
う
い
ふ
特
定
の
宗
教
的
世
界
観
を
基
盤
と
し
た
所
に
、
彼
へ
：
ゲ
ル
の
観
念
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

証
法
の
「
石
垣
」
が
あ
る
、
と
批
判
す
る
。
1
然
し
、
個
々
の
現
実
を
神
の
全
体
的
統
一
の
中
で
、
舎
穣
的
的
必
然
性
に
お
い
て
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
る
こ
と
が
何
故
「
歓
陥
」
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
実
践
的
自
由
を
不
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
、
即
ち
、
緬
体
は
、
若
し
そ
れ
が
、
神

の
挺
樹
高
画
の
う
ち
に
富
め
定
め
ら
れ
た
観
念
的
規
定
に
よ
っ
て
尽
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
己
自
身
に
固
有
な
奥
底
か
ら
自
発

性
を
以
て
自
由
に
自
己
を
限
定
す
る
独
立
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
（
『
哲
学
通
論
』
、
一
八
八
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
一
こ
こ
ま
で
の
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彼
の
議
論
に
対
し
て
は
、
吾
々
は
一
応
そ
の
一
貫
性
を
承
認
し
得
る
で
あ
ら
う
、
た
と
へ
田
辺
の
結
論
に
は
同
意
出
来
な
く
と
も
、
又
、

彼
の
提
示
す
る
・
キ
リ
ス
ト
教
神
学
や
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
そ
の
も
の
の
理
解
に
、
問
題
性
が
多
々
認
め
ら
れ
よ
う
と
も
。
真
に
問
題
と
さ
る

べ
き
は
次
の
問
ひ
で
あ
る
。

　
二
i
八
　
お
よ
そ
体
系
を
な
し
て
を
り
又
は
体
系
を
な
さ
う
と
す
る
限
り
で
の
哲
学
知
に
お
い
て
（
1
体
系
性
を
も
つ
こ
と
は
哲
学

知
の
理
想
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
q
旨
還
ミ
と
は
元
来
、
全
体
と
統
一
を
な
す
や
う
部
分
が
秩
序
づ
け
ら
れ
て
る
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
か
ら
i
）
、
部
分
は
全
体
か
ら
、
ま
た
部
分
と
そ
の
全
体
と
は
そ
れ
ら
が
そ
こ
か
ら
虫
来
し
た
世
界
観
的
基
盤
か
ら
、
ど
の
程
度
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
独
立
す
る
こ
と
が
出
来
、
或
ひ
は
ど
こ
ま
で
切
離
し
て
、
思
惟
さ
れ
得
る
だ
ら
う
か
。
た
と
へ
ば
、
根
源
か
ら
分
離
し
て
他
の
全
体
や

ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な

別
の
基
盤
の
部
分
と
な
り
得
る
こ
と
、
機
械
の
交
換
部
晶
や
臓
器
移
植
に
お
け
る
提
供
臓
器
の
ご
と
く
に
な
り
得
る
か
否
か
。
も
ち
ろ
ん
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
メ
ζ
　
　
（
2
7
）

部
分
と
全
体
又
は
基
盤
と
の
関
係
が
緊
密
と
な
っ
て
「
契
機
－
全
体
」
の
や
う
な
相
互
関
係
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
分
離
は
不
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ら
う
。
田
辺
の
や
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
そ
の
盤
界
観
的
基
盤
か
ら
切
離
し
て
、
そ
の
契
機
で
あ
っ
た
綜
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

性
と
否
定
性
だ
け
を
、
彼
が
構
想
す
る
絶
対
弁
証
法
の
中
で
再
生
せ
し
め
・
い
は
ば
二
書
に
奉
公
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
さ
う
い
ふ
思
惑

通
り
に
事
態
が
動
く
か
ど
う
か
。
そ
れ
ら
の
契
機
は
（
発
出
性
を
も
含
め
た
）
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
全
体
の
中
で
の
み
生
生
の
展
開
を
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
し

え
た
の
で
あ
っ
て
、
基
盤
（
た
る
宗
教
的
橡
界
観
）
か
ら
絶
ち
切
ら
れ
る
と
き
は
、
（
移
植
以
前
に
）
既
に
壊
死
を
遂
げ
て
み
る
の
で
は

な
い
だ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
田
辺
は
、
ど
こ
か
ら
、
ど
の
や
う
な
根
拠
に
基
い
て
、
彼
自
身
の
弁
証
法
を
、
襲
の
や
う
に
形
式
化
さ
れ
た
両

契
機
か
ら
構
成
し
、
以
て
恥
勢
愉
の
論
理
た
ら
し
め
よ
う
、
と
い
ふ
ふ
う
に
着
葱
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
。
そ
れ
は
、
　
「
弁
証
決
」
ど

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

い
ふ
名
前
の
も
と
に
彼
が
元
来
理
解
し
て
み
た
論
理
（
一
普
通
の
形
式
論
理
学
か
ら
は
峻
別
さ
る
べ
き
特
有
な
思
惟
方
式
と
し
て
の

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

i
）
が
、
（
か
の
四
特
色
す
べ
て
で
は
な
く
、
）
実
は
否
定
性
と
綜
合
性
と
の
み
を
契
機
と
し
て
成
り
立
っ
て
み
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
か
。
そ
し
て
そ
の
綜
合
性
も
否
定
性
も
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
中
か
ら
既
に
、
彼
の
こ
の
門
弁
証
法
」
の
中
へ
移
植
さ
れ
（
つ
ま
り
前
述

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五
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折
隣
学
研
究
　
　
鮪
弟
五
甲
日
五
山
一
五
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
如
く
全
く
形
式
化
さ
れ
）
、
そ
の
う
へ
で
彼
に
理
解
さ
れ
て
み
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
さ
う
い
ふ
い
は
ば
原
型
的
弁
証
法
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

沼
辺
に
お
け
る
絶
対
弁
証
法
の
着
想
に
は
先
行
し
て
を
り
、
そ
れ
が
彼
を
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
中
に
不
純
な
「
非
弁
証
法
的
」
要
素

を
識
別
さ
せ
る
と
と
も
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
絶
対
弁
証
法
の
即
自
的
契
機
と
し
て
認
識
せ
し
め
た
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
一
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
ん
、
吾
々
が
「
あ
る
種
の
原
型
的
弁
証
法
の
理
解
が
彼
の
思
索
に
先
行
し
て
み
る
」
と
言
ふ
の
は
、
解
釈
学
的
意
味
に
お
い
て
な
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
っ
て
、
こ
の
「
原
型
的
弁
証
法
制
が
絶
対
弁
証
法
の
即
自
態
と
し
て
論
理
的
一
存
在
論
的
に
前
提
さ
れ
て
る
る
、
と
い
ふ
意
味
で
は
な

い
。
（
つ
ま
り
、
こ
の
原
型
的
弁
証
法
な
る
も
の
は
、
決
し
て
「
観
念
弁
証
法
」
の
中
に
潜
入
し
て
み
る
絶
対
弁
証
法
の
や
う
な
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
な
い
、
寧
ろ
「
弁
証
法
」
概
念
に
対
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
機
能
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
）

　
然
し
、
蟹
辺
自
身
の
中
に
、
こ
の
や
う
な
先
行
的
理
解
に
対
す
る
主
題
的
反
省
を
見
い
だ
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
寧
ろ
吾
々
を
瞠
目
せ

し
め
る
の
は
、
自
分
の
弁
証
法
理
解
に
つ
い
て
の
そ
の
確
信
の
強
さ
で
あ
る
。
f
弁
証
法
の
論
理
が
か
の
両
契
機
お
よ
び
そ
の
そ
れ
ぞ

れ
の
図
式
か
ら
構
成
さ
れ
た
概
念
組
織
で
あ
る
こ
と
、
寧
ろ
か
か
る
概
念
組
織
を
こ
そ
弁
証
法
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
分
り
き

っ
た
こ
と
、
決
ま
り
き
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
自
明
の
こ
と
が
ど
う
し
て
問
題
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
批
判
的
反
省
の

要
求
に
興
し
て
は
、
さ
う
い
ふ
拒
絶
反
応
が
そ
こ
か
ら
跳
ね
か
へ
っ
て
来
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
し
て
、
田
辺
に
限
ら
ず
、
西
田
に
せ

よ
山
内
に
せ
よ
、
　
「
弁
証
法
と
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
」
と
い
ふ
各
自
の
（
形
式
主
義
的
）
理
解
を
尺
度
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
批
判
し

て
み
る
が
、
さ
う
い
ふ
手
法
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
手
法
自
体
に
些
か
の
反
省
も
疑
念
も
表
弱
さ
れ
て
る
な
い
こ
と
も
亦
、
確
か
に
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
キ
ス
ト

に
共
通
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
i
だ
が
、
彼
ら
の
「
弁
証
法
と
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
」
は
、
へ
：
ゲ
ル
の
原
文
と
果
た
し
て
譜
調
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な

し
得
る
も
の
で
あ
る
か
。
否
と
す
れ
ば
、
彼
ら
の
い
は
ば
原
型
的
理
解
は
ど
こ
か
ら
到
来
し
た
の
だ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
事
実
、
吾
々
は
、
彼
ら
の
理
解
す
る
「
弁
証
法
の
原
型
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
原
典
と
の
間
に
は
腰
当
の
開
き
が
あ
る
、
と
実
感
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
～
否
定
性
の
諸
図
式
の
う
ち
、
彼
ら
に
も
頻
出
し
て
み
る
「
正
－
反
一
合
」
は
、
既
述
の
如
く
原
典
中
の
何
処
に
も
見
当
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ね

な
い
。
そ
も
そ
も
、
図
式
に
よ
る
形
式
主
義
的
講
成
に
対
し
て
は
、
　
へ
…
ゲ
ル
自
身
が
、
　
「
種
が
割
れ
て
み
る
の
に
繰
返
さ
れ
る
手
品
」
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に
対
す
る
の
と
ま
さ
に
同
様
の
苛
立
ち
を
、
抑
へ
兼
ね
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
学
的
認
識
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
担
ひ
且
つ
導

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
て
る
る
積
極
的
理
念
は
、
「
紺
象
の
生
命
の
中
に
沈
潜
し
、
内
容
の
必
然
性
に
身
を
委
ね
る
所
に
の
み
、
そ
し
て
、
内
容
に
内
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

概
念
運
動
の
そ
の
リ
ズ
ム
を
、
あ
る
が
ま
ま
に
観
察
す
る
場
合
に
の
み
、
学
的
認
識
は
成
立
し
て
く
る
の
だ
」
、
と
い
ふ
思
想
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
の
理
念
が
内
容
の
側
か
ら
の
抵
抗
や
拒
絶
を
悉
く
克
服
し
、
対
象
と
し
て
は
最
早
自
分
自
身
し
か
残
っ
て
み
な
い
ほ
ど
純
粋
に
実
現
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
た
と
き
（
純
粋
方
法
）
、
そ
れ
は
、
三
陸
組
織
（
⇒
旦
巨
響
）
と
も
四
肢
組
織
（
O
§
母
ξ
ぎ
冨
叶
）
と
も
規
定
さ
れ
う
る
概
念
運
動
と

し
て
、
あ
る
ひ
は
、
多
く
の
円
環
の
連
鎖
一
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
環
も
全
体
も
、
始
元
か
ら
の
前
進
が
同
時
に
厚
層
へ
の
還
帰
で
あ
る
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

う
な
円
運
動
で
あ
る
一
と
し
て
、
融
通
総
監
の
相
に
お
い
て
現
は
れ
る
。
こ
の
や
う
に
柔
軟
な
概
念
運
動
が
、
あ
の
形
式
的
な
原
型
的

弁
証
法
と
ど
れ
だ
け
本
質
的
な
も
の
を
共
有
し
う
る
で
あ
ら
う
か
。
一
然
し
、
原
典
自
体
と
形
式
主
義
的
理
解
と
の
あ
ひ
だ
の
隔
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

を
こ
れ
以
上
枚
挙
し
て
徹
底
を
期
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
。
吾
々
は
寧
ろ
こ
こ
で
次
章
以
下
の
た
め
に
ひ
と
つ
の
中
間
的
展
望
を
立

て
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
二
一
九
　
田
辺
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
原
典
（
『
精
神
の
現
象
学
』
お
よ
び
『
エ
ソ
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
）
に
基
い
て
研
究
し
た
恐
ら
く
は
本
邦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

最
初
の
読
書
会
の
、
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
指
導
者
の
波
多
野
精
一
は
、
そ
の
後
の
田
辺
の
（
『
論
理
学
』
を
通
読
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

と
い
ふ
）
格
別
の
精
進
ぶ
り
に
い
た
く
感
銘
し
、
弁
証
法
的
方
法
の
批
判
的
叙
述
を
照
辺
に
期
待
し
て
も
み
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
田

辺
は
、
弁
証
法
の
本
格
的
把
握
の
た
め
に
改
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
取
組
ん
だ
と
き
、
吾
々
が
つ
い
今
し
が
た
確
認
し
た
や
う
に
、
原
典
の
基

本
的
雰
囲
気
と
迫
力
か
ら
は
相
当
隔
た
り
の
あ
る
形
式
的
理
解
を
示
す
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
な
の
か
。
f

そ
れ
は
、
彼
が
、
彼
自
身
の
既
に
理
解
し
て
み
る
「
弁
証
法
の
原
型
」
を
、
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
起
源
を
有
せ
ず
・
何
か
別
の
由
来
を

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

持
っ
た
ひ
と
つ
の
解
釈
を
、
そ
れ
と
気
付
く
こ
と
な
く
勿
論
批
判
す
る
こ
と
も
な
く
、
原
典
そ
の
も
の
の
把
握
に
尺
度
と
し
て
豫
め
先
行

さ
せ
て
る
た
か
ら
で
あ
る
一
と
、
そ
の
や
う
に
、
吾
々
は
こ
こ
で
ひ
と
ま
つ
兇
通
し
を
立
て
よ
う
。

　
然
し
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ご
く
自
然
に
（
全
く
自
明
的
に
）
田
辺
の
思
惟
に
先
立
っ
て
み
た
「
弁
証
法
の
原
型
」
は
、
即
ち

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号

桑
木
三
三
の
弁
証
法
図
式
（
『
哲
学
概
論
隔
一
九
〇
〇
年
）

▽
合
（
正
｝
）
v
舎
（
冠
）
〉
合

田
辺
元
に
お
け
る
・
↑
ゲ
ル
の
観
念
弁
証
法
図
式
（
『
哲
学
通
諭
馳
㎝
九
三
三
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
非
丙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
　
正

　
駐
　
↓
は
自
己
疎
外
を
表
は
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

先
行
判
断
は
、
弁
証
法
的
論
理
の
歴
史
上
、
あ
る
ひ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
解

釈
史
上
、
ど
こ
に
そ
の
起
源
を
持
つ
の
か
、
又
、
さ
う
い
ふ
源
泉
が

ど
う
い
ふ
経
路
を
通
っ
て
田
辺
に
到
達
し
、
ご
く
自
然
に
現
出
し
て

来
た
の
か
。
そ
の
や
う
な
解
釈
史
的
反
省
を
、
田
辺
か
ら
棚
源
し
て

ゆ
く
方
向
で
遂
行
し
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
吾
々
は
同
時
に
、
「
ヘ

ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
の
理
解
を
め
ぐ
り
、
絶
え
ず
吾
々
の
隙
を
窺
っ
て

み
る
先
入
判
断
（
即
ち
色
眼
鏡
）
に
対
し
、
常
に
自
律
的
で
あ
り
う

る
立
場
を
確
立
し
確
保
し
て
ゆ
く
こ
と
に
努
め
よ
う
。

三
　
へ
：
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
醐
　
さ
て
田
辺
は
（
今
や
比
較
的
安
定
す
る
に
い
た
っ
た
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
の
弁
証
法
理
解
に
基
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
観
念
」
弁
証
法
を
『
哲
学
通
論
』
（
昭
和
八
年
）
に
お
い
て
図
形
化
す
る
。
だ
が
こ
の
図
形
は
、

　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し

お
よ
そ
三
分
の
…
世
紀
も
曲
っ
た
所
に
、
即
ち
十
九
世
紀
最
後
の
年
の
頃
に
、
既
に
自
分
に
類
似
の
図
式
が
出
現
し
て
み
る
の
を
見
い
だ

す
で
あ
ら
う
、
桑
木
厳
翼
『
哲
学
概
論
』
（
明
治
三
十
三
年
、
一
二
六
頁
）
に
お
い
て
。

　
ふ
た
つ
の
図
式
を
比
較
す
る
と
、
田
辺
の
そ
れ
は
、
自
己
疎
外
を
実
線
で
示
し
「
合
」
を
次
段
階
の
「
正
」
と
区
別
す
る
な
ど
、
さ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
あ
り

が
に
原
典
を
忠
実
に
且
つ
精
密
に
研
究
し
た
様
子
が
歴
歴
と
認
め
ら
れ
る
。
然
し
そ
の
本
文
を
検
討
す
る
と
、
桑
木
も
亦
、
弁
証
法
を
田

辺
の
所
謂
「
綜
合
性
」
と
「
否
定
性
」
と
か
ら
、
極
め
て
形
式
主
義
的
に
構
成
し
て
み
る
こ
と
、
従
っ
て
彼
の
弁
証
法
理
解
に
お
い
て
も

そ
の
根
底
に
は
襲
の
原
型
的
弁
証
法
が
先
行
し
て
み
る
こ
と
、
な
ど
が
判
明
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
（
後
述
。
二
五
頁
参
照
）
然
る
に
、
さ
う

い
ふ
形
式
的
理
解
は
、
翌
胴
治
三
十
四
年
刊
行
の
波
多
野
精
一
著
『
鷺
山
哲
学
史
要
』
に
お
、
い
て
も
、
（
図
形
的
図
式
こ
そ
添
へ
ら
れ
て
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（
3
3
）

は
み
な
い
が
）
や
は
り
、
そ
の
叙
述
の
前
提
と
さ
れ
て
み
る
。
そ
し
て
吾
々
は
、
船
山
信
一
民
お
よ
び
茅
野
良
男
氏
の
研
究
に
基
い
て
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

望
す
る
な
ら
ば
、
嚢
に
田
辺
に
お
い
て
吾
々
が
見
い
だ
し
た
所
の
こ
の
原
型
一
即
ち
、
弁
証
法
と
は
、
綜
合
性
お
よ
び
否
定
性
と
い
ふ

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

ふ
た
つ
の
形
式
的
契
機
か
ら
構
成
さ
れ
た
非
形
式
論
理
的
論
理
で
あ
る
、
と
い
ふ
理
解
一
は
、
既
に
明
治
三
十
年
代
半
ば
に
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
哲
学
（
特
に
、
そ
の
弁
証
法
）
の
研
究
者
に
対
し
（
共
感
と
批
判
、
　
い
つ
れ
の
側
に
彼
が
付
く
に
せ
よ
）
、
定
石
と
し
て
或
ひ
は
一

種
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
、
（
間
々
原
典
読
解
の
場
合
に
す
ら
）
先
行
し
て
み
た
、
と
、
そ
の
や
う
に
概
括
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら

う
。
従
っ
て
吾
々
は
、
問
題
の
先
行
概
念
の
そ
の
源
泉
に
辿
り
着
く
た
め
に
は
、
も
う
少
し
棚
っ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
f

　
　
　
　
　
み
ち
の
り
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
ば
く

そ
こ
ま
で
の
道
程
は
、
然
し
も
う
幾
許
も
残
っ
て
み
な
い
筈
で
あ
る
。

　
三
－
二
　
〔
顧
慮
さ
る
べ
き
事
実
関
係
〕
e
ゆ
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
年
）
秋
、
第
一
高
等
中
学
校
か
ら
東
京
帝
国
大
学
文
科
大

学
に
進
ん
だ
ば
か
り
の
桑
木
厳
翼
は
、
こ
れ
も
着
任
早
々
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ー
ベ
ル
（
幻
呂
冨
巴
く
8
函
o
o
ぴ
興
二
。
。
蒔
◎
。
～
お
さ
。
ω
）

の
そ
の
初
年
度
講
義
に
列
し
得
た
筈
で
あ
る
。
（
こ
の
と
き
の
「
哲
学
入
門
」
講
義
は
、
明
治
三
十
年
、
『
哲
学
要
領
』
と
い
ふ
表
題
の
も

と
に
公
刊
さ
れ
た
。
）

　
㈲
　
こ
の
ひ
と
の
来
朝
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、
然
し
興
味
深
い
物
語
が
幾
つ
も
幾
重
に
も
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ー
ー

ケ
ー
ベ
ル
は
、
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
も
と
で
学
位
を
得
（
一
八
八
○
年
）
、
E
・
v
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
か
ら
は
高
い
評
価
を
受
け
る

け
れ
ど
も
、
大
学
教
授
職
に
就
く
こ
と
を
あ
へ
て
急
が
ず
、
一
八
八
五
年
以
降
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
住
み
、
著
述
に
専
念
し
て
み
た
。
彼
が

最
も
傾
倒
し
没
頭
し
た
の
は
シ
ョ
ー
ペ
ソ
ハ
ウ
エ
ル
で
あ
り
、
つ
い
で
E
・
v
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
た
め
に
体
系
的

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

叙
述
を
公
表
し
て
み
る
が
、
ま
た
他
方
で
は
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ク
ラ
ー
の
『
哲
学
史
綱
要
』
を
改
訂
し
、
そ
の
第
十
四
版
（
一
八
八
七
年
）

お
よ
び
第
十
五
版
（
一
八
九
一
年
）
を
刊
行
し
て
も
み
る
。

　
㈹
　
さ
て
我
国
で
は
、
明
治
二
十
四
年
頃
に
な
る
と
、
外
人
教
師
任
用
の
実
情
に
つ
い
て
改
め
て
議
論
が
興
っ
て
く
る
。
「
萄
も
三
百

五
十
金
の
月
俸
と
重
要
の
地
位
と
を
与
ふ
と
せ
ば
、
秀
逸
の
碩
学
を
招
く
能
は
ざ
る
も
、
猶
ほ
学
識
に
富
み
、
…
…
経
験
に
富
め
る
教
師

　
　
　
　
へ
！
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

を
聴
上
し
来
る
こ
と
難
し
と
せ
ざ
る
な
り
。
」
（
三
宅
雪
嶺
、
『
偽
悪
醜
日
本
人
』
）
そ
れ
故
、
鴻
儒
を
冠
す
る
に
そ
の
道
を
以
て
す
べ
き
で
あ

る
一
さ
う
い
ふ
声
が
東
京
大
学
当
局
を
動
か
し
、
ド
イ
ツ
哲
学
界
の
泰
斗
に
教
師
の
推
薦
方
を
公
式
に
依
頼
す
る
、
と
い
ふ
仕
儀
に
ま

で
具
体
化
す
る
。
そ
れ
が
は
る
ば
る
E
・
v
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
手
許
に
（
垂
心
公
使
青
木
子
爵
を
通
じ
て
）
届
い
た
の
は
、
明
治
二
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

年
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
品
格
よ
り
い
ふ
も
、
学
識
よ
り
い
ふ
も
、
　
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
如
く
傑
出
せ
る
人
物
は
当
代
に
稀
少
な
り
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
と

ふ
公
評
は
、
我
国
の
哲
学
者
の
間
で
も
夙
に
知
ら
れ
て
み
た
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ソ
か
ら
の
強
い
推
挙
を
受
け
た
ケ
ー
ベ
ル
は
、
か
ね

て
か
ら
の
厚
誼
の
前
に
遂
に
圃
辞
で
き
な
く
な
り
、
翌
明
治
二
十
六
年
四
月
末
艮
、
東
京
に
向
け
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
旅
立
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
同
年
六
月
十
一
B
の
、
こ
の
ひ
と
の
神
戸
上
陸
こ
そ
、
へ
：
ゲ
ル
理
解
の
真
の
有
資
格
者
一
即
ち
、
原
典
を
原
語
か
ら
直
接
学

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ぶ
能
力
は
も
と
よ
り
、
公
正
な
解
釈
を
ど
こ
ま
で
も
維
持
し
よ
う
と
す
る
・
純
粋
な
心
術
を
も
兼
ね
備
へ
た
人
格
一
の
そ
の
本
邦
渡
来

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
春
江
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
無
二
法
は
殆
ん
ど
忘
却
さ
る
。
近
時
の
学
生
も
教
師
も
之
に
就
て
知
る
所
な
し
。
一
般
に
今
臼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

哲
学
を
其
本
源
よ
り
、
即
ち
へ
…
ゲ
ル
の
書
よ
り
知
る
人
は
甚
だ
少
し
。
こ
れ
は
吾
人
の
時
代
の
恥
辱
な
り
。
…
…
一
般
に
へ
1
ゲ
ル
の
、

彼
の
人
と
な
り
並
に
彼
れ
の
教
義
の
、
最
大
敵
手
は
i
余
は
置
く
も
云
は
ざ
る
を
得
ず
ー
シ
ョ
ー
ペ
ソ
ハ
ウ
エ
ル
な
り
き
。
へ
ー
ゲ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ル
に
対
す
る
彼
れ
の
敵
意
は
彼
れ
の
人
物
及
び
彼
れ
の
著
作
に
於
け
る
暗
き
点
な
り
。
」
（
フ
ォ
ン
・
コ
ェ
ー
ベ
ル
講
『
哲
学
要
領
』
、
七
六
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

七
七
頁
。
傍
点
は
筆
者
の
付
加
。
）
1
「
ド
イ
ツ
学
界
の
大
勢
に
背
く
」
こ
の
や
う
な
見
識
と
心
情
と
は
、
然
し
遠
賀
の
地
の
弟
子
た
ち
の

う
ち
に
点
灯
し
た
。
前
述
の
、
波
多
野
精
一
を
指
導
者
と
す
る
『
精
神
の
現
象
学
』
の
輪
読
会
は
、
実
に
こ
の
師
の
感
化
に
負
ふ
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
イ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
は
つ
ほ

あ
り
、
こ
の
師
と
と
も
に
渡
来
し
た
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
そ
の
初
穂
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
墓
所
で
、
『
哲
学
要
領
』
の
訳
者
（
下
田
次
郎
）
は
概
に
”
b
芭
。
∩
晋
．
、
を
「
辮
証
法
」
と
訳
し
て
み
る
。
（
因
み
に
ケ
…
ベ
ル
の
講
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
英
語
で
行
は
れ
た
。
）
然
る
に
、
「
辮
証
法
」
と
い
ふ
こ
の
語
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
芭
。
窪
『
．
の
訳
語
に
用
ひ
た
の
は
、
中
島
力
造
の
論

文
「
ヘ
ー
ゲ
ル
氏
考
証
法
」
（
明
治
二
十
四
年
）
が
最
初
で
あ
る
こ
と
、
然
も
そ
れ
よ
り
先
、
既
に
明
治
二
十
二
年
に
は
三
宅
雪
嶺
が
『
哲
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け
ん
て
き

学
漏
滴
』
の
中
で
、
カ
ン
ト
の
二
茸
彗
ω
N
Φ
裁
Φ
導
帥
δ
∪
ド
一
簿
鼻
．
、
を
「
超
絶
辮
証
法
」
と
訳
出
し
て
を
り
、
こ
れ
が
も
巨
①
簿
涛
．
．
を
一

般
に
「
辮
証
法
」
と
訳
出
す
る
慣
例
の
そ
の
始
ま
り
と
な
っ
た
こ
と
一
こ
れ
ら
は
船
山
信
一
氏
の
指
摘
以
来
、
学
界
で
定
説
に
な
り
つ

つ
あ
る
事
柄
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
治
十
四
年
の
『
哲
学
字
彙
』
（
井
上
哲
次
郎
等
編
）
以
降
、
”
b
芭
㊦
9
8
．
．
又
は
L
）
芭
更
鼻
、
、
に
対
し
て

「
敏
辮
法
」
「
藁
菰
式
」
等
に
よ
っ
て
種
々
試
み
ら
れ
て
来
た
訳
出
の
努
力
が
、
　
ケ
ー
ベ
ル
の
来
朝
の
頃
に
は
、
概
ね
「
辮
証
法
」
な
い

し
「
辮
証
法
」
に
一
「
確
証
」
は
、
漢
籍
で
は
既
に
十
一
世
紀
の
『
新
唐
書
・
弓
手
伝
』
に
用
例
が
見
え
る
・
由
緒
の
古
い
常
用
語
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
る
一
落
着
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
だ
が
そ
れ
で
は
、
さ
う
い
ふ
訳
語
と
し
て
表
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
る
た
”
b
芭
8
ぎ
、
、

　
な
か
ん
づ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

（
就
中
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
）
は
、
ど
の
や
う
な
内
容
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
み
た
の
だ
ら
う
か
、
そ
れ
は
何
に
基
き
誰
か
ら
由
来

し
て
み
た
の
か
。

　
⑯
　
三
宅
雪
嶺
は
『
哲
学
渦
滴
』
に
お
い
て
「
ヘ
ー
ゲ
ル
実
に
哲
学
の
一
大
団
円
を
作
れ
り
」
と
肯
定
し
、
ま
た
「
ヘ
ー
ゲ
ル
欧
洲
哲

学
を
究
極
す
」
と
断
じ
て
み
る
が
、
こ
の
確
信
は
何
に
基
い
て
み
る
の
か
。
彼
は
、
同
書
が
「
多
く
材
料
を
シ
ユ
ウ
ェ
グ
レ
ル
、
ク
ノ
ー
・

フ
ヰ
セ
ル
、
山
斗
の
著
書
に
取
れ
る
」
む
ね
を
、
冒
頭
で
こ
と
わ
っ
て
み
る
。
こ
の
「
シ
ユ
ウ
ェ
グ
レ
ル
」
氏
の
著
書
が
ケ
ー
ベ
ル
も

関
与
し
た
『
哲
学
史
綱
要
』
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
つ
間
違
ひ
な
い
。
そ
し
て
、
明
治
十
三
年
度
に
、
当
時
東
京
大
学
文
学
部
第
一
科
（
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

学
・
政
治
学
・
理
財
学
科
）
に
二
年
生
と
し
て
在
学
し
て
み
た
三
宅
へ
、
こ
の
書
物
の
英
文
抄
訳
本
を
哲
学
史
教
科
書
と
し
て
渡
し
た
米
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

教
師
こ
そ
、
か
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（
国
搬
P
①
ω
け
　
酒
戦
9
P
O
一
ω
O
O
　
閃
O
口
O
一
一
〇
ω
9
”
　
H
C
◎
㎝
Q
◎
～
目
Φ
O
Q
◎
）
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
㈹
　
三
宅
雪
嶺
は
晩
年
に
回
想
し
て
み
る
、
「
（
明
治
）
十
一
年
八
月
、
米
国
人
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
来
学
し
、
大
学
で
哲
学
を
担
当
し
た
。

哲
学
科
が
独
立
し
な
い
問
の
こ
と
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
授
業
が
頗
る
面
白
く
、
学
生
の
注
意
を
盛
っ
た
。
そ
れ
ま
で
哲
学
は
外
山
正
一
教
授

が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
第
一
原
理
を
主
に
し
た
の
を
ば
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
簡
単
に
デ
カ
ル
ト
か
ら
初
め
、
…
…
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
雄
弁
に
説
き
立

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
、
僅
か
の
期
間
に
ド
イ
ツ
哲
学
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
は
英
学
者
が
前
に
概
ね
知
ら
ず
、
世
聞
に
知
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
今

更
の
や
う
に
耳
新
ら
し
く
聞
え
、
哲
学
と
は
さ
う
い
ふ
も
の
か
と
人
が
興
味
を
覚
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
」
（
山
口
静
一
『
フ
ェ
ノ
ロ
サ
』

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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哲
学
研
究
　
第
五
菖
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

上
巻
、
九
十
四
頁
。
　
部
省
略
。
）

　
そ
の
三
宅
が
第
三
学
年
に
進
級
し
た
明
治
十
四
年
度
は
、
哲
学
科
在
籍
学
生
は
彼
、
三
宅
雄
二
郎
（
雪
嶺
）
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
。
教

師
一
人
学
生
一
人
と
い
ふ
状
況
下
で
新
た
に
教
科
書
と
さ
れ
た
の
は
ウ
ォ
ー
レ
ス
（
♂
く
．
　
4
く
餌
一
一
動
O
①
）
が
英
訳
し
た
・
ヘ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
三
宅
は
翌
十
五
年
度
も
、
こ
の
英
訳
『
論
理
学
』
を
与
へ
ら
れ
る
。
す
で
に
ド
イ
ツ
語
に
熟
達
し
て
み
た
三
宅
は
後

に
評
し
た
～
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
ド
イ
ツ
語
に
通
ぜ
ず
、
英
語
で
へ
；
ゲ
ル
を
読
ん
だ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
文
宇
通
り
に
読
ん
だ
り
す
る
の
で
、

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

少
し
の
特
長
な
く
、
自
身
で
随
意
に
読
書
し
て
足
る
の
状
態
で
あ
っ
た
、
と
。
即
ち
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
着
任
当
初
こ
そ
講
義
に
お
い
て
畠

他
共
に
満
足
し
得
る
成
果
を
収
め
た
も
の
の
、
明
治
十
四
年
頃
か
ら
次
第
に
、
西
欧
の
新
知
識
を
求
む
る
に
常
に
急
な
・
新
興
巳
本
の
学

生
た
ち
の
f
彼
ら
が
吸
収
し
よ
う
と
し
て
み
た
の
は
、
米
国
式
の
一
般
教
養
的
教
育
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
流
の
専
門
的
又
は
純
理
論
的

知
識
で
あ
っ
た
一
そ
の
要
望
に
添
ひ
兼
ね
る
や
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
然
も
教
授
す
る
者
と
受
講
す
る
者
と
の
闘
に
、
さ
う
い
ふ
理
念
上
の
翻
嬬
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
　
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
ハ
ー
ヴ

ァ
…
ド
大
学
と
そ
の
大
学
院
に
お
い
て
哲
学
を
修
め
、
た
し
か
に
そ
の
成
績
は
優
秀
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
ス
ペ
ン
サ
ー
に
心
酔
す
る
が
、

鰭
て
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
学
派
刊
行
の
『
思
辮
的
哲
学
雑
誌
（
↓
ぎ
冒
ミ
蓉
、
ミ
⑦
鷺
6
ミ
貸
篭
器
、
ミ
、
寓
目
ξ
）
』
を
通
し
て
知
っ
た
ヘ
ー
ゲ

ル
哲
学
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
。
然
し
彼
は
来
日
の
少
し
前
（
一
八
七
六
年
顕
）
か
ら
既
に
、
美
術
の
方
に
関
心
を
移
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
と
は
い
へ
、
彼
が
、
そ
の
哲
学
関
係
の
講
義
に
よ
っ
て
、
本
邦
に
お
け
る
ド
イ
ツ
哲
学
、
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
そ
の
本
格
的
研

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

究
に
発
起
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
へ
た
功
労
者
で
あ
る
、
と
い
ふ
事
実
に
は
些
か
の
楡
り
も
な
い
で
あ
ら
う
。

　
㈹
　
か
く
し
て
、
錯
綜
す
る
無
数
の
愚
論
関
係
の
中
か
ら
、
吾
々
は
今
や
ひ
と
つ
の
作
用
的
聯
関
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

即
ち
、
へ
：
ゲ
ル
哲
学
は
ま
つ
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
よ
っ
て
本
邦
に
本
格
的
に
紹
介
さ
れ
た
、
そ
し
て
彼
が
播
い
た
種
子
の
百
貫
か
は
轍
葉
を

出
し
、
学
術
的
研
究
に
い
っ
そ
う
好
適
な
土
壌
に
ケ
ー
ベ
ル
に
よ
っ
て
移
さ
れ
る
ま
で
、
と
に
か
く
生
長
し
続
け
た
の
で
あ
る
一
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

か
に
、
彼
が
与
へ
た
の
は
原
典
で
は
な
く
英
訳
で
あ
っ
た
、
彼
の
解
釈
は
、
「
ス
ペ
ソ
サ
1
の
進
化
論
と
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
を
統
一
出
来
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（
4
0
）

れ
ば
、
完
成
し
た
哲
学
（
P
　
O
O
ヨ
O
一
Φ
瞥
Φ
　
や
ず
出
O
ω
O
点
ず
団
）
が
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
」
と
い
ふ
展
望
（
！
こ
れ
は
当
時
必
ず
し
も
稀
な
見
方

で
は
な
か
っ
た
一
）
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
は
み
た
、
他
方
、
受
容
者
の
側
に
も
、
「
特
長
な
け
れ
ば
自
身
で
随
意
に
読
書
し
て
〔
以
て
〕

足
る
」
と
い
ふ
気
負
ひ
と
、
更
に
は
塗
る
独
自
の
関
心
（
後
述
。
二
八
頁
）
と
が
あ
り
は
し
た
け
れ
ど
も
。

　
然
し
こ
の
や
う
な
作
用
的
聯
関
の
存
在
が
こ
こ
に
確
認
さ
れ
た
以
上
、
吾
々
が
い
ま
ま
で
問
ひ
求
め
て
来
た
も
の
（
即
ち
、
原
型
的

弁
証
法
の
源
泉
、
又
は
成
立
の
現
場
）
の
そ
の
所
在
に
つ
い
て
も
、
焦
点
を
ど
の
方
向
に
絞
り
こ
む
べ
き
か
は
、
既
に
明
ら
か
で
あ
ら

う
Q

　
三
一
三
　
　
〔
原
型
の
成
立
場
所
を
推
定
す
る
試
み
〕
一
ω
　
〔
田
辺
元
か
ら
湖
っ
て
〕
い
ま
到
達
さ
れ
た
・
授
受
の
作
用
的
聯
関
を
、

こ
こ
で
い
っ
た
ん
明
治
三
十
年
代
前
半
に
ま
で
戻
り
、
『
哲
学
要
領
』
と
『
哲
学
概
論
』
と
を
対
比
し
つ
つ
、
講
述
道
話
は
著
者
の
弁
証

法
理
解
に
、
か
の
原
型
が
果
し
て
或
ひ
は
ど
こ
ま
で
先
行
し
て
み
る
か
、
そ
れ
を
吟
味
し
て
見
よ
う
。

　
㈹
　
ケ
ー
ベ
ル
は
、
ω
先
づ
、
西
洋
哲
学
の
全
伝
統
を
背
景
に
、
そ
こ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
厚
み
と
重
み
と
を
描
き
出
さ
う
と
す

　
　
　
　
　
ダ
イ
ア
レ
ク
テ
イ
ツ
ク

る
。
即
ち
、
「
弁
証
法
」
の
抑
々
の
語
源
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
ヂ
ア
レ
ゴ
マ
イ
（
窃
ミ
隷
N
£
ミ
と
　
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
心
中
に
於
け

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
出
物
を
彼
れ
自
ら
説
明
す
る
、
ま
た
或
者
と
会
話
す
る
、
争
論
す
る
」
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
語
の
ざ
農
。
さ
α
善
葺
。
に
相

当
す
る
、
と
い
ふ
や
う
な
、
原
義
の
確
認
か
ら
始
め
る
。
「
ヂ
ア
レ
ク
チ
ケ
ー
（
黛
ミ
①
驚
馬
ミ
）
」
は
そ
れ
故
、
「
他
人
と
〔
た
る
を
〕
或
は

己
れ
自
ら
と
た
る
を
問
は
ず
、
会
話
及
び
争
論
を
行
ひ
、
此
の
方
便
に
由
て
真
理
を
発
見
す
る
の
術
（
焼
遵
ヒ
唱
）
」
を
指
す
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
し
て
さ
う
い
ふ
技
術
を
駆
使
し
て
自
分
の
思
想
内
容
を
表
現
し
た
哲
学
者
或
ひ
は
哲
学
的
議
論
を
ば
、
ヘ
ラ
ク
リ
ツ
ス
か
ら
カ
ン
ト
の

「
超
絶
的
辮
証
法
」
に
い
た
る
ま
で
顧
み
た
の
ち
、
そ
こ
で
初
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
が
主
題
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
②
従
っ
て
、
ケ
ー
ベ
ル
の
弁
証
法
理
解
の
中
に
は
、
た
し
か
に
、
あ
の
原
型
弁
証
法
の
契
機
が
悉
く
見
い
だ
さ
れ
は
す
る
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

「
彼
れ
〔
ヘ
ー
ゲ
ル
〕
に
よ
れ
ば
、
弁
証
法
は
進
化
（
Φ
〈
9
償
ぎ
誹
）
、
即
ち
吾
人
の
総
念
〔
1
1
概
念
〕
の
進
化
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
」
然
る

　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　

ソ
フ
ィ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

に
、
こ
の
「
進
化
」
が
、
単
弁
派
的
意
味
に
お
け
る
・
悪
し
き
形
の
辮
証
法
か
ら
峻
別
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
撞
着
を
生
か
し
而
し
て

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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哲
学
研
究
　
第
五
菅
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

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

之
を
殿
つ
（
解
く
）
」
方
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
『
哲
学
要
領
』
、
七
【
頁
。
）
そ
し
て
、
こ
の
「
而
し
て
」
が
「
共
に
同
時
に
」
を
意
味
す

る
こ
と
は
、
右
の
語
旬
に
つ
づ
く
数
行
の
敷
術
に
よ
っ
て
も
証
示
出
来
る
。
そ
れ
故
、
田
辺
の
所
謂
「
綜
合
性
」
が
、
ケ
1
ベ
ル
の
弁
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

法
理
解
に
契
機
と
し
て
含
ま
れ
て
み
る
こ
と
は
明
瞭
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヤ

　
「
否
定
性
」
に
つ
い
て
は
、
更
に
端
的
に
指
示
出
来
よ
う
。
「
史
興
的
手
続
は
三
分
的
な
り
、
正
題
〔
正
論
、
↓
冨
ω
呂
よ
り
幡
羅
〔
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

論
、
＞
p
葺
冨
ω
呂
を
経
て
総
合
〔
摂
論
、
ω
葦
窪
。
ω
呂
に
至
る
、
こ
れ
な
り
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
二
の
撞
着
を
解
く
こ
と
」
は
「
寧
ろ

　
　
　
　
　
　
し
ぼ
ウ

撞
着
の
新
し
き
纈
を
結
ぶ
こ
と
」
で
あ
っ
て
、
「
漸
次
斯
く
の
如
く
し
て
最
終
絶
対
の
総
合
が
達
せ
ら
る
る
迄
進
む
」
と
も
明
言
さ
れ
て

る
る
の
で
あ
る
。
（
同
書
、
七
一
、
七
四
頁
）

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
㈲
然
し
な
が
ら
、
　
ケ
ー
ベ
ル
が
理
解
す
る
弁
証
法
は
、
決
し
て
、
単
に
形
式
主
義
的
に
構
成
さ
れ
た
「
方
法
」
で
も
「
論
理
」
で
も

な
い
。
「
こ
の
法
は
語
の
厳
格
な
る
意
義
に
於
い
て
の
方
法
に
あ
ら
ず
し
て
哲
学
な
り
。
…
…
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
従
ふ
者
な
ら
ず
し
て
、

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

其
難
事
法
に
従
ふ
確
た
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
」
郡
ち
ケ
ー
ベ
ル
に
従
へ
ば
、
吾
々
が
「
辮
証
法
」
概
念
に
お
い
て
理
解
し
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
ら
な
い
の
は
、
「
ロ
ゴ
ス
〔
一
絶
対
精
神
を
ギ
リ
シ
ア
語
に
よ
っ
て
言
ひ
表
は
す
な
ら
ば
、
「
ロ
ゴ
ス
」
で
あ
る
、
と
ケ
ー
ベ
ル
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

注
解
す
る
一
〕
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
教
義
に
於
て
は
絶
対
主
義
な
り
、
而
し
て
其
展
開
は
辮
証
的
の
も
の
な
り
。
…
…
哲
学
は
其
進
行
に
於

い
て
μ
ゴ
ス
の
如
き
同
じ
道
を
行
き
而
し
て
ロ
ゴ
ス
の
後
を
追
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
方
法
な
る
語
そ
の
も
の
に
於
い
て
此
の

、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
（
4
3
）

形
而
上
的
意
義
を
見
る
」
、
と
い
ふ
事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
み

　
そ
れ
故
、
「
綜
合
性
」
も
「
否
定
性
」
も
、
　
ケ
ー
ベ
ル
の
理
解
で
は
、
根
源
た
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
の
血
が
通
っ
て
み
る
生
身
の
手

足
で
あ
り
肢
体
な
の
で
あ
っ
て
、
交
換
可
能
部
品
で
も
提
供
臓
器
で
も
な
い
、
原
型
的
弁
証
法
の
契
機
と
し
て
同
名
で
挙
げ
ら
れ
て
み
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
の
と
は
、
実
は
そ
の
表
面
が
類
似
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
「
原
型
」
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
み
た
「
実
在
性
」
お
よ
び

「
発
出
性
」
の
契
機
も
、
ケ
：
ベ
ル
が
理
解
す
る
限
り
で
の
弁
証
法
運
動
の
な
か
で
は
、
「
綜
合
性
」
や
「
否
定
性
」
と
同
様
、
根
源
的

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

生
命
を
本
来
分
ち
あ
っ
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
i
然
し
、
講
述
者
の
、
こ
の
や
う
に
西
洋
哲
学
の
伝
統
に
立
脚
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し
た
折
醤
の
正
し
い
解
釈
が
、
そ
の
意
図
に
お
い
て
又
精
神
に
お
い
て
、
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
受
講
老
に
理
解
さ
れ
た
で
あ
ら
う
か
。
問

題
は
ま
さ
に
其
処
で
あ
る
。

　
三
－
四
　
ω
桑
木
量
目
は
、
前
述
（
一
九
頁
）
の
如
く
、
　
ケ
ー
ベ
ル
か
ら
来
朝
最
初
期
の
講
義
を
（
従
っ
て
『
哲
学
要
領
』
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
も
実
質
的
に
は
）
聴
い
た
筈
で
あ
る
が
、
然
し
、
研
究
主
題
を
ば
哲
学
史
的
反
省
を
通
じ
て
精
密
化
し
て
ゆ
く
と
い
ふ
・
師
の
手
法
は
、

殆
ん
ど
学
び
得
な
か
っ
た
や
う
に
見
え
る
。
彼
が
関
心
を
専
ら
向
け
た
の
は
、
師
か
ら
教
示
さ
れ
た
弁
証
法
の
諸
形
式
を
更
に
一
段
と
形

式
化
し
図
形
化
し
て
、
弁
証
法
を
論
理
学
の
↓
種
又
は
一
部
門
と
見
倣
し
得
る
や
う
整
備
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
向
に
見
い
だ
さ

れ
る
の
が
、
「
矛
盾
に
よ
り
て
発
達
は
行
は
る
」
と
い
ふ
概
念
で
あ
り
、
「
世
界
の
事
物
は
常
に
〔
正
反
合
の
〕
三
段
の
順
序
を
経
て
発
達

す
」
と
い
ふ
命
題
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
「
綜
合
性
」
お
よ
び
「
否
定
性
」
に
相
当
す
る
こ
と
は
改
め
て
言
ふ
ま
で
も
な

（
4
4
）い

。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
然
る
に
、
そ
の
一
方
で
桑
木
は
、
弁
証
法
と
い
ふ
「
巧
妙
に
し
て
多
く
の
場
合
を
説
明
し
得
る
」
こ
の
方
法
に
対
し
、
「
実
在
性
」
の

契
機
が
内
属
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
、
「
概
念
の
発
達
に
は
経
験
に
照
合
す
る
の
必
要
」
が
あ
り
、
　
一
々
の
概
念
の
性
質
が
経
験
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
か
　
ム

て
明
か
に
な
っ
て
み
る
場
合
に
始
め
て
、
　
「
之
を
方
法
（
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
方
式
）
に
投
じ
て
正
反
合
の
別
を
設
け
得
る
」
の
だ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
発
出
性
」
も
亦
、
弁
証
法
の
契
機
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
弁
証
法
は
確
定
し
た
概
念
を
単
に
排
列
す
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ

の
、
「
模
型
の
如
き
も
の
」
で
あ
り
、
吾
々
は
経
験
を
全
く
離
れ
此
の
模
型
に
だ
け
依
拠
し
て
、
一
の
概
念
か
ら
そ
れ
と
反
対
の
概
念
を
、

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

っ
ま
り
正
か
ら
反
を
ば
演
繹
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
吾
々
は
、
桑
木
に
お
け
る
へ
1
ゲ
ル
弁
証
法
の
理
解
に
も
、
や
は
り
、
吾
々
の
言
ふ
「
原
型
弁
証
法
」
が
、
図
式
的
形
式
主

義
的
態
度
に
撫
は
れ
な
が
ら
既
に
先
行
し
て
み
る
、
と
い
ふ
や
う
に
結
ぶ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
一
然
し
な
が
ら
、
こ
の
先
行
的

把
握
は
、
果
た
し
て
彼
自
身
に
起
源
を
持
ち
彼
自
身
が
責
任
を
負
ふ
べ
き
理
解
な
の
か
ど
う
か
一
そ
れ
は
ど
う
な
の
か
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
㈹
ヘ
ー
ゲ
ル
の
．
、
豊
ミ
ミ
勘
．
．
に
、
訳
語
と
し
て
「
緒
言
法
」
を
は
じ
め
て
与
へ
た
の
は
、
既
述
の
や
う
に
、
中
島
力
造
（
一
八
五
八

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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哲
学
研
堀
九
　
第
五
甲
臼
五
∴
1
五
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

一
一
九
～
八
）
で
あ
り
、
そ
の
場
所
は
論
文
「
ヘ
ー
ゲ
ル
二
項
証
法
」
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
論
文
は
、
先
づ
ヘ
ー
ゲ
ル
等
号
法
の
大
意
を
九
項
自
に
分
け
て
概
説
し
、
次
い
で
、
そ
の
や
う
に
理
解
さ
れ
た
辮
証
法
に
対
し
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

箇
条
の
批
評
的
疑
問
を
提
起
す
る
、
と
い
ふ
構
成
に
な
っ
て
み
る
が
、
筆
者
の
姿
勢
が
、
批
判
的
検
証
の
段
階
を
越
え
て
懐
疑
的
な
い
し

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

否
定
的
な
方
角
に
向
っ
て
み
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
中
島
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
の
ほ
う
が
、
桑
木
の
修
正
主
義
的
な
そ

れ
に
比
べ
遙
か
に
正
鵠
を
得
て
み
る
、
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
さ
て
中
島
は
、
ω
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
根
本
を
論
理
的
唯
心
論
（
炉
o
o
q
ざ
巴
冠
魯
誹
ヨ
）
と
し
て
規
定
し
、
そ
れ
に
基
い
て
辮
証
法
の
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ラ
イ
　
　
　
　

ジ
ユ
ネ
ラ
ル
ロ
ビ
ヨ
イ
ソ
グ

的
性
格
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
即
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
哲
学
の
研
究
主
題
は
現
実
存
在
又
は
普
通
的
実
在
で
あ
る
が
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
じ
ト
ロ
ど
　
イ
ソ
グ

普
通
的
実
在
と
は
「
死
物
ニ
ア
ラ
ズ
…
…
固
有
ノ
活
動
力
ヲ
具
ヘ
タ
ル
モ
ノ
」
、
つ
ま
り
思
想
的
実
在
で
あ
る
、
思
想
の
中
に
あ
っ
て
、

　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

た
だ
思
想
と
し
て
の
み
現
実
的
な
る
も
の
、
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
の
や
う
に
、
思
想
の
外
に
飼
鯛
的
現
象
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

吾
々
の
思
想
の
中
に
〔
普
遍
的
〕
概
念
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
概
念
の
中
で
の
そ
の
活
動
の
方
法
が
辮
証
法
と
名
づ
け
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
で
あ
る
。
逆
に
、
概
念
は
こ
の
思
想
的
実
在
の
形
体
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
り
　
ズ
ン

　
②
然
る
に
、
理
性
を
以
て
は
じ
め
て
会
得
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
と
は
い
へ
、
か
か
る
「
概
念
」
に
お
い
て
は
、
思
想
と
実
在
（
或
ひ

は
主
観
と
客
観
）
と
の
区
別
は
撤
去
さ
れ
て
を
り
（
「
実
在
性
」
の
契
機
）
、
且
つ
万
物
は
「
尽
ク
此
ノ
概
念
ノ
活
動
二
季
ツ
テ
産
出
」
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
（
「
発
凝
性
」
の
契
機
。
）
従
っ
て
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
番
ふ
論
理
学
と
は
、
単
に
通
常
の
方
式
的
科
学
を
指
す
の
で
は
な

　
　
じ
っ
た
い

く
、
実
躰
学
（
○
コ
酔
O
一
〇
α
q
団
）
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
概
念
活
動
の
方
法
は
反
対
法
（
o
。
づ
霞
予
算
δ
づ
）
で
あ
る
。
詳
言
す
る
と
、
拒
否

（
翼
。
α
q
鋤
訟
§
）
お
よ
び
拒
否
の
推
否
（
窯
紹
註
舅
。
h
鶉
£
葺
9
）
の
二
者
か
ら
成
立
す
る
方
法
で
あ
る
。
（
「
綜
合
性
」
と
「
否
定
性
」
の

契
機
。
）
l
f

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
③
中
島
論
文
に
お
け
る
・
ヘ
ー
ゲ
ル
辮
証
法
の
理
解
が
英
語
文
献
に
基
い
て
み
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
体
裁
は
論
文
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ず
か
ず
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

に
は
余
り
に
も
簡
朴
で
あ
り
、
寧
ろ
、
一
層
立
入
っ
た
研
究
の
先
行
を
必
要
と
す
る
や
う
な
、
数
数
の
断
定
の
列
挙
、
と
い
ふ
べ
き
で
あ
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
　
に
も
拘
ら
ず
、
　
へ
；
ゲ
ル
辮
証
法
を
哲
学
の
論
理
学
な
い
し
存
在
論
そ
の
も
の
と
規
定
し
、
「
発
出
性
」
も
「
実
在
性
」
も
い
つ
れ

も
、
契
機
と
し
て
そ
れ
に
内
在
せ
し
め
て
み
る
限
り
に
去
て
は
、
彼
の
理
解
は
桑
木
よ
り
も
遙
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
意
に
近
い
所
に
あ
る
、

と
言
へ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
自
身
は
、
先
行
す
る
「
原
型
弁
証
法
」
ご
と
き
も
の
に
理
解
を
妨
げ
ら
れ
て
み
る
や
う
に
は
見
え
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
て
い

で
あ
る
。
（
勿
論
、
哲
学
史
的
反
省
を
殆
ん
ど
行
な
ふ
こ
と
な
く
、
専
ら
概
念
規
定
を
連
綴
し
な
が
ら
論
述
し
て
ゆ
く
彼
の
そ
の
姿
勢
は
、

た
し
か
に
、
極
め
て
形
式
主
義
的
で
は
あ
る
、
さ
う
い
ふ
議
論
は
ま
だ
ま
だ
問
題
の
表
層
に
し
か
達
し
え
な
い
、
と
い
ふ
意
味
に
お
い

て
。
）

　
㈲
然
し
、
彼
の
こ
の
論
文
は
、
な
る
ほ
ど
原
型
弁
証
法
の
起
源
こ
そ
そ
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
吾
々
の
問
題
追

究
に
対
し
て
、
あ
る
別
の
重
要
な
示
唆
を
与
へ
て
る
る
の
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
も
、
中
島
が
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
に
黒
し
て
提
起
し
た
「
批

評
的
疑
問
」
を
通
覧
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
悟
性
又
は
経
験
の
立
場
に
固
執
し
て
み
る
限
り
で
発
生
し
た
疑
問
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
故
中
島

が
先
づ
第
一
に
問
ふ
べ
き
問
ひ
は
、
（
た
し
か
に
、
彼
の
側
か
ら
見
て
も
吾
々
の
側
か
ら
見
て
も
）
経
験
又
は
悟
性
の
次
元
か
ら
い
か
に

し
て
純
粋
概
念
が
、
つ
ま
り
論
理
学
の
立
場
が
生
成
し
得
た
の
か
、
と
い
ふ
問
ひ
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
判
明
し
て
来
る
が
、
こ
の
間

ひ
の
た
め
に
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
ら
用
意
し
た
『
精
神
の
現
象
学
』
の
方
を
、
中
島
は
さ
ら
さ
ら
顧
み
て
み
な
い
か
ら
で
あ
る
、
　
「
へ
；

ゲ
ル
氏
ノ
論
理
的
哲
学
ヲ
充
分
二
会
得
ス
ル
ニ
ハ
繋
馬
ノ
い
。
σ
q
涛
ヲ
熟
読
ス
ル
」
必
要
あ
り
、
と
、
そ
ち
ら
の
方
は
強
調
し
て
み
る
、

　
　
　
（
4
6
）

と
い
ふ
の
に
。
一

　
然
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
論
明
を
意
図
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
『
意
識
の
経
験
の
学
』
を
つ
い
ぞ
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
点
で
は
、

三
宅
雪
嶺
も
桑
木
厳
翼
も
亦
同
様
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
に
共
通
し
て
み
た
こ
の
姿
勢
一
即
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
（
特
に
、
彼
の

弁
証
法
）
を
研
究
す
る
た
め
の
そ
の
根
本
テ
キ
ス
ト
は
、
『
論
理
学
』
で
あ
る
、
と
豫
め
判
断
を
下
し
て
を
り
、
『
精
神
の
現
象
学
』
が
こ

の
関
聯
で
は
決
し
て
浮
び
上
っ
て
来
な
か
っ
た
や
う
な
理
解
態
度
一
は
、
実
は
当
時
の
（
本
邦
の
み
な
ら
ず
広
く
世
界
の
）
学
界
の
大

　
　
　
　
（
4
7
）

勢
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
前
述
の
や
う
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
英
訳
の
へ
！
ゲ
ル
『
論
理
学
』
を
、
唯
≧
一
人
の
受
講
老
三
宅
雄
二
郎
に
教

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

科
書
と
し
て
手
渡
し
た
頃
（
明
治
十
三
年
、
一
八
八
○
年
）
の
、
哲
学
界
の
常
識
と
は
、
お
ほ
よ
そ
さ
う
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
吾
々
は
、
こ
こ
で
改
め
て
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
⊥
二
宅
雄
二
郎
間
に
行
は
れ
た
筈
の
、
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
の
授
受
に
焦
点
を
絞
り
、

そ
こ
に
果
た
し
て
原
型
弁
証
法
の
誕
生
が
見
い
だ
さ
れ
は
し
な
い
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
実
地
検
分
す
べ
き
時
機
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
三
一
五
　
『
哲
学
渦
滴
』
の
著
者
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
関
し
て
、
照
師
フ
ェ
ノ
p
サ
と
共
有
し
て
み
る
の
は
、
そ
れ
へ
の
積
極
的
評
価

へ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
ん
ず
く
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

一
般
で
あ
る
、
就
中
、
そ
の
現
代
性
を
承
認
し
、
更
に
こ
れ
を
自
分
自
身
の
思
索
の
本
質
的
契
機
に
し
て
ゆ
か
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
イ
ス
ト

然
し
こ
の
や
う
な
活
気
ま
た
熱
気
は
、
斉
し
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
に
淵
源
す
る
と
は
い
へ
、
北
米
は
セ
ン
ト
ル
イ
ス
経
由
の
も
の
が
発
出

し
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
、
概
に
一
八
五
〇
年
代
の
初
め
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
名
は
忘
れ
ら
れ
た
も
同
然
に
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぞ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

七
〇
年
（
明
治
三
年
）
に
は
、
か
の
J
・
E
・
エ
ー
ル
ト
マ
ソ
が
自
分
自
身
を
擬
へ
て
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
「
最
後
の
モ
ヒ
カ
ン
人
」
に

讐
へ
る
ほ
ど
の
状
況
に
な
っ
て
み
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
然
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
、
と
い
ふ
こ
の
大
枠
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
両
者
の
あ
ひ
だ
に
授
受
の
関
係
が
成
立
し
て

み
る
け
れ
ど
も
、
さ
う
評
価
す
る
根
拠
、
意
図
、
更
に
は
こ
の
大
枠
に
基
い
て
構
築
し
て
ゆ
く
方
向
な
ど
は
、
企
く
異
類
的
で
あ
る
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
ん
て
い

と
へ
ば
、
既
述
の
や
う
に
（
二
二
、
二
三
頁
）
、
伝
逓
の
人
が
「
哲
学
そ
の
も
の
を
完
成
す
る
た
め
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ

　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
て
補
棄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
信
じ
て
み
た
、
と
す
れ
ば
、
「
へ
！
ゲ
ル
欧
洲
哲
学
を
究
極
す
」
と
い
ふ
受
容
者
側
の
判
断
は
、
実
は
、

次
の
や
う
な
壮
大
な
構
想
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
る
た
の
で
あ
る
。
一
若
し
泰
西
の
哲
学
を
注
入
し
、
こ
れ
を
研
磨
し
て
「
海
外
強

国
の
元
精
を
感
化
す
る
の
術
」
を
自
得
し
得
た
な
ら
ば
、
貧
に
し
て
弱
な
る
我
国
と
い
へ
ど
も
、
「
東
海
に
於
て
宇
内
第
二
十
世
紀
の
哲

学
界
を
支
配
」
し
得
る
で
あ
ら
う
。
儒
教
も
仏
教
も
伝
来
し
て
既
に
久
し
き
故
に
、
こ
れ
ら
と
哲
学
と
が
混
然
和
舎
し
新
た
に
開
達
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

に
到
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ら
う
か
一
と
、
そ
こ
ま
で
の
信
念
が
先
行
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
た
し
か
に
、
さ
う
い
ふ
大
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
若
し
、
酉
洋
哲
学
の
全
体
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
大
園
円
（
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

究
極
の
形
態
）
に
到
達
し
て
み
る
、
と
い
ふ
や
う
に
、
（
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
自
ら
任
じ
た
る
如
く
」
）
解
釈
し
う
る
な
ら
ば
、
真
に
好
繋
馬
な
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た

こ
と
で
は
あ
ら
う
。
そ
し
て
雪
嶺
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
あ
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
攻
撃
し
て
起
っ
た
シ
ョ
：
ペ
ソ
ハ
ウ
エ
ル
お
よ
び
E
・
v
・
ハ

ル
ト
マ
ソ
の
そ
の
思
想
の
中
に
、
俄
か
に
今
後
を
逆
賭
し
え
な
い
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
も
、
結
局
は
、
「
人
多
く
許
せ

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

る
如
く
」
彼
自
身
も
亦
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
欧
洲
哲
学
を
究
極
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
明
確
な
基
礎
づ
け
な
し
に
、
事
実
上
着
意
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
『
哲
学
渦
滴
』
の
本
論
そ
の
も
の
は
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
一
章
に
お
い
て
哲
学
史
上
の
二
大
段
落
」
が
結
成
さ
れ
る

や
う
に
、
カ
ン
ト
に
対
す
る
と
略
≧
同
じ
頁
数
（
そ
れ
ぞ
れ
本
論
の
四
分
の
一
）
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
に
割
く
、
と
い
ふ
構
成
に
な
り
ゆ

か
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
ま
き
　
　
　
き
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
だ
が
、
将
に
来
ら
し
む
べ
き
β
本
の
哲
学
に
お
い
て
、
西
洋
哲
学
が
仏
教
お
よ
び
儒
教
と
と
も
に
、
そ
の
本
質
的
契
機
を
な
す
や
う
、

こ
れ
を
止
揚
す
る
、
と
い
ふ
課
題
を
前
に
し
て
、
三
宅
雪
嶺
が
「
歴
史
上
最
後
に
登
場
す
る
哲
学
が
内
容
的
に
も
最
高
の
哲
学
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
く
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

と
い
ふ
主
張
に
与
し
た
と
き
、
彼
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、
思
弁
的
理
論
的
で
あ
る
と
間
時
に
、
極
め
て
実
際
的
実
用
的
な
関
心
で
あ
っ

た
や
う
に
見
え
る
。
一
「
英
雄
の
功
業
の
み
を
承
る
に
、
其
幼
時
の
遊
戯
を
顧
み
ず
し
て
単
な
る
と
等
し
く
」
、
哲
学
の
結
構
を
考
察

す
る
に
は
、
最
近
三
百
年
の
意
見
弁
論
を
察
す
れ
ば
（
あ
へ
て
古
今
を
通
観
せ
ず
と
も
）
十
分
で
あ
る
、
と
彼
は
言
ふ
。
即
ち
西
洋
哲
学

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

は
、
心
学
自
身
の
全
歴
史
全
伝
統
か
ら
（
一
哲
学
が
そ
こ
で
生
ま
れ
、
育
ち
、
現
に
活
動
し
て
み
る
西
洋
の
精
神
的
伝
統
の
全
体
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い

い
て
は
論
ず
る
ま
で
も
な
く
一
）
切
離
さ
れ
て
、
そ
の
一
時
代
を
見
た
だ
け
で
全
本
質
が
把
握
で
き
る
体
の
も
の
（
つ
ま
り
非
生
命
的

存
在
老
）
と
見
倣
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
こ
に
は
然
し
、
嚢
に
吾
≧
が
形
式
主
義
的
と
批
評
し
た
姿
勢
が
、
根
源
的
な
相
に
お
い
て
露
呈
し
て
来
て
は
み
な
い
だ
ら
う
か
。

（
五
～
六
、
一
五
買
参
照
）
あ
る
思
想
や
そ
の
契
機
を
根
源
的
基
盤
か
ら
切
離
し
て
他
の
体
系
に
組
み
込
む
こ
と
が
、
そ
の
つ
ど
ど
こ
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

可
能
的
で
あ
る
か
！
そ
の
点
に
つ
い
て
の
批
判
的
反
省
を
敏
い
た
・
楽
天
的
な
形
式
主
義
的
態
度
と
し
て
、
実
は
「
和
魂
洋
才
」
の
一

へ
　
　
　
へ

亜
種
が
現
出
し
て
来
て
み
る
の
で
は
な
い
か
。
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
ツ
の
あ
の
感
銘
深
い
言
葉
が
思
ひ
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

i
日
本
に
来
た
外
国
人
教
師
は
、
科
学
の
樹
を
育
て
よ
う
と
思
っ
て
み
た
の
に
、
即
ち
、
種
を
播
き
、
そ
の
種
か
ら
科
学
の
樹
が
人
手

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

を
借
り
ず
に
育
ち
、
実
を
結
ぶ
こ
と
を
意
図
し
て
み
た
に
も
拘
ら
ず
、
日
本
人
は
彼
ら
を
、
科
学
の
『
成
果
』
を
切
り
売
り
す
る
人
々
と

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
取
扱
ひ
、
今
日
的
成
果
の
み
を
受
取
ら
う
と
し
た
。
日
本
人
は
彼
ら
か
ら
最
赫
の
成
果
を
引
継
ぐ
だ
け
で
満
足
し
、
こ
の
成
果
を
齎

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
た
精
神
は
学
ば
う
と
し
な
か
っ
た
。
（
ト
ク
・
ベ
ル
ッ
編
、
『
〔
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
フ
ォ
ン
・
〕
ベ
ル
ツ
の
日
記
』
か
ら
の
王
事
の
、
筆
者
に
よ
る
編

（
5
0
）

輯
。
）
1

　
三
一
六
　
ω
　
さ
て
、
『
哲
学
漏
滴
』
の
著
者
が
、
　
こ
れ
ら
の
目
的
の
系
列
（
即
ち
理
念
的
聯
関
）
を
逐
一
実
現
し
て
ゆ
く
た
め
に
、

ヘ
　
　
　
へ

材
料
の
多
く
を
あ
お
い
だ
の
は
、
彼
自
身
も
明
言
し
て
み
る
如
く
（
一
二
頁
参
照
）
、
　
シ
ユ
ウ
ェ
グ
レ
ル
そ
の
他
か
ら
で
あ
っ
た
。
特
に

ヘ
ー
ゲ
ル
を
論
じ
た
第
四
部
・
第
三
篇
は
、
か
の
『
哲
学
史
綱
要
』
i
そ
の
英
語
抄
訳
は
十
年
前
に
は
彼
の
教
科
書
で
あ
っ
た
一
に

負
ふ
所
が
少
く
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
叙
述
全
体
の
結
構
1
そ
れ
は
「
論
理
－
自
然
一
精
神
（
」
－
N
－
G
と
と
い
ふ
体
系
形
式
に
従

っ
て
展
開
し
て
み
る
一
か
ら
も
、
各
論
中
の
か
な
り
の
部
分
（
就
中
、
伝
記
関
係
の
記
述
や
「
客
観
精
神
」
な
ど
）
か
ら
も
、
た
し
か

に
窺
ひ
う
る
の
で
あ
る
。

　
㈹
　
と
は
い
へ
、
著
者
が
学
生
時
代
の
教
科
書
の
単
な
る
換
骨
奪
胎
な
い
し
翻
案
を
試
み
て
み
た
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
寧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ろ
彼
は
彼
な
り
の
流
儀
で
、
素
材
を
実
に
よ
く
唖
囎
し
、
当
時
の
学
問
的
水
準
を
遙
か
に
漕
出
し
た
理
解
に
ま
で
到
達
し
て
み
た
や
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
（
5
1
）

見
え
る
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
は
又
、
『
精
神
の
現
象
学
』
の
内
容
と
意
味
と
に
つ
い
て
は
説
明
を
全
く
省
略
す
る
な
ど
、
独
法
の
取
捨
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た
す
ら

択
を
行
な
っ
て
、
（
「
日
本
の
哲
学
」
の
樹
立
と
い
ふ
）
自
分
自
身
の
哲
学
的
目
標
に
向
ひ
、
只
管
道
を
急
い
で
み
た
。
そ
の
限
り
に
お
い

て
、
彼
の
叙
述
の
独
自
性
と
自
律
性
と
は
た
し
か
に
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
そ
れ
で
は
、
そ
の
や
う
な
叙
述
の
う
ち
に
、
か
の
原

型
弁
証
法
は
果
た
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
だ
ら
う
か
、
若
し
見
い
だ
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
形
式
と
文
脈
と
の
中
に
お
い
て

で
あ
ら
う
か
。

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

　
㈹
　
　
「
三
界
法
と
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
」
と
い
ふ
理
解
が
（
i
雪
嶺
は
、
二
U
或
①
ζ
欝
．
．
を
訳
出
す
る
と
き
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
場

合
に
は
こ
の
言
葉
を
用
ひ
た
一
）
、
　
一
種
の
原
型
的
形
式
と
し
て
、
『
哲
学
渦
滴
』
の
中
に
随
所
に
、
自
明
的
に
定
立
さ
れ
て
る
る
の
は



31

確
か
で
あ
る
。
一
「
凡
そ
思
想
の
法
、
先
づ
一
旨
義
を
提
出
す
れ
ば
、
中
に
必
ず
之
に
反
対
す
る
日
義
を
含
有
す
る
老
に
し
て
、
理
法

　
　
　
　
　
　
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い
こ
う

〔
論
理
〕
学
に
在
て
、
前
者
を
本
国
と
い
ひ
、
後
者
を
上
分
と
い
ひ
、
両
義
相
対
立
し
て
更
に
相
井
合
す
る
を
合
断
と
い
ふ
…
…
。
」
「
本

断
あ
れ
ば
、
反
断
あ
り
、
両
断
転
じ
て
物
断
に
移
る
も
、
合
断
既
に
特
立
し
て
、
本
断
の
状
を
現
は
せ
ば
、
則
ち
果
た
反
断
の
表
記
す
る

　
　
　
（
5
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

莫
き
を
得
ず
。
」
等
≧
。
そ
し
て
雪
嶺
が
こ
れ
ら
の
原
型
的
表
現
を
刻
み
娼
し
た
と
き
、
か
の
英
訳
『
哲
学
史
綱
要
』
か
ら
も
随
時
論
拠

を
取
り
出
し
て
み
た
こ
と
、
こ
れ
亦
、
疑
ふ
除
地
は
な
い
で
あ
ら
う
。
「
正
、
反
、
合
一
誹
れ
は
、
　
フ
ィ
ヒ
テ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
一
切

　
　
　
　
エ
　
ゴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ソ
ッ
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

の
存
在
を
自
我
か
ら
演
繹
し
よ
う
と
し
て
み
た
方
法
で
あ
る
が
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
と
全
く
同
じ
仕
方
で
（
§
特
ミ
駐
ミ
ヒ
き
鳴
鶏
§
馬

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

§
兄
）
、
思
想
か
ら
す
べ
て
の
存
在
を
演
繹
す
る
、
但
し
フ
ィ
ヒ
テ
と
は
異
な
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
観
念
論
的
に
演
繹
さ
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

の
は
同
時
に
客
観
的
実
在
性
を
持
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
」
（
傍
点
は
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
然
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
原
型
的
表
現
は
、
『
哲
学
渦
滴
』
で
は
ど
こ
ま
で
も
「
原
型
的
弁
証
法
」
の
可
能
態
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、

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

決
し
て
さ
う
い
ふ
も
の
と
し
て
現
実
に
機
能
し
て
は
み
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ク
ラ
ー
の
叙
述
自
体
が
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

発
出
性
お
よ
び
実
在
性
の
規
定
も
亦
、
綜
合
性
お
よ
び
否
定
性
の
規
定
と
同
様
に
、
同
じ
ひ
と
つ
の
弁
証
法
に
お
い
て
そ
の
必
然
的
契
機

を
な
し
て
み
る
、
と
見
徹
す
立
場
に
立
っ
て
、
さ
う
表
現
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
原
型
的
形
式
が
こ
の
統
一
か
ら
、
従
っ
て
他
の

契
機
か
ら
切
離
さ
れ
、
構
成
図
式
と
し
て
里
謡
化
さ
れ
、
ひ
と
り
歩
き
を
し
て
み
る
や
う
な
場
所
は
見
い
だ
し
え
な
い
。
却
っ
て
雪
嶺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

は
明
言
し
て
み
る
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
惟
へ
ら
く
…
…
若
し
塗
れ
真
成
の
論
法
は
思
想
全
般
よ
り
開
志
し
て
、
正
に
世
界
進
化
の
次
序
と
合
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
っ
せ
き

衆
反
対
の
旨
義
を
井
蓋
し
、
之
を
調
諮
し
、
之
を
総
合
し
て
、
遂
に
実
　
と
一
躰
を
為
す
者
な
り
と
。
」
（
同
書
、
一
八
九
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
㈹
　
だ
が
そ
れ
で
は
、
こ
の
や
う
な
可
能
態
を
対
自
化
し
、
原
型
的
弁
証
法
と
し
て
独
り
歩
き
さ
せ
る
の
は
、
い
か
な
る
運
動
で
あ
ら

う
か
。
i
前
述
の
や
う
な
著
者
自
身
の
根
本
意
図
（
即
ち
「
日
本
の
哲
学
」
の
樹
立
）
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
さ
う
い
ふ
形
式
化
原

型
化
の
運
動
を
起
始
す
る
必
然
性
を
含
む
で
あ
ら
う
。
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
場
合
、
西
洋
哲
学
を
止
揚
す
る
、
と
い
っ
て
も
、
ω
そ
の

企
て
は
、
西
洋
哲
学
を
そ
の
根
源
的
精
神
的
伝
統
か
ら
切
離
し
て
、
そ
れ
に
は
異
質
な
意
図
に
基
き
活
殺
す
る
よ
り
以
上
に
、
又
そ
れ
よ

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

り
以
外
に
、
何
ら
内
容
的
方
策
を
講
じ
え
な
い
で
あ
ら
う
が
、
②
そ
の
結
果
、
選
択
に
値
ひ
す
る
も
の
と
し
て
は
中
性
的
没
生
命
的

な
も
の
、
特
に
、
形
式
的
図
式
的
な
も
の
し
か
、
そ
し
て
最
も
使
ひ
易
く
即
効
的
な
も
の
し
か
、
残
ら
な
く
な
る
で
あ
ら
う
か
ら
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
然
し
、
さ
う
い
ふ
主
体
的
意
図
に
外
部
か
ら
い
は
ば
加
勢
し
て
、
こ
れ
を
形
式
化
原
型
化
の
方
向
へ
、
　
一
段
と
強
く
又
容
易
に
踏
み
切

ら
せ
る
や
う
な
力
は
働
い
て
み
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
こ
こ
で
吾
々
は
、
三
た
び
東
京
大
学
蒔
代
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
立
ち
向
ひ
、
彼
の

哲
学
史
講
義
を
吟
味
し
て
見
よ
う
。
然
る
に
、
三
宅
雄
二
郎
が
聴
講
し
た
筈
の
明
治
十
三
年
度
の
講
義
は
、
翌
十
四
年
度
に
も
ほ
ぼ
同
じ

内
容
で
行
は
れ
た
、
と
見
倣
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
吾
々
は
、
阪
谷
芳
郎
の
残
し
た
・
翌
年
度
講
義
の
筆
記
か
ら
、
そ
の
大
体
を
窺
ふ
ご

　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
紛
　
さ
て
、
「
阪
谷
ノ
：
ト
」
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
の
中
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
ド
イ
ツ
観
念
論
に
関
す
る
部
分
を
取
出
し
、
『
哲
学

漏
滴
』
に
お
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
記
述
と
比
較
し
た
と
き
、
吾
々
の
眼
を
お
の
つ
と
引
き
つ
け
る
の
は
、
次
の
や
う
な
事
柄
で
あ
る
。

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

　
前
述
の
や
う
に
、
雪
嶺
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
現
代
的
意
義
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
旧
師
と
同
じ
道
を
歩
ん

で
み
た
。
（
二
八
頁
以
下
。
）
然
し
フ
ェ
ノ
μ
サ
が
把
握
し
構
想
し
て
み
た
事
柄
の
中
身
に
つ
い
て
は
一
即
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ス
ペ
ン
サ
ー

と
は
、
い
つ
れ
も
「
進
化
」
を
根
本
の
原
理
と
す
る
が
故
に
、
本
来
譜
和
し
得
る
哲
学
老
た
ち
で
あ
り
、
若
し
両
者
相
補
ふ
な
ら
ば
、
ま

さ
に
哲
学
そ
の
も
の
が
完
成
す
る
に
到
る
で
あ
ら
う
、
と
い
ふ
や
う
な
見
解
に
つ
い
て
は
一
、
雪
嶺
は
直
接
的
に
は
何
も
書
明
し
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

な
い
。
だ
が
ス
ペ
ン
サ
ー
に
つ
い
て
の
彼
の
記
述
を
、
『
哲
学
漏
壷
』
お
よ
び
約
二
十
年
後
の
論
文
『
宇
宙
』
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出

し
て
比
較
し
て
見
る
と
、
雪
嶺
自
身
は
椴
師
が
立
て
て
み
た
見
通
し
に
対
し
て
は
、
消
極
的
な
い
し
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
も
、
雪
嶺
の
主
張
す
る
翫
は
結
局
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
「
何
事
に
も
事
実
を
貴
び
」
「
哲
学
を
科
学
的
に
せ
ん
と
す

る
」
英
国
哲
学
の
系
統
に
属
し
て
を
り
、
　
こ
れ
を
、
　
「
哲
学
は
科
学
の
究
察
し
得
ざ
る
所
を
（
沈
思
冥
想
に
よ
り
）
究
察
し
得
べ
し
と
想

ふ
」
ド
イ
ツ
哲
学
の
二
丈
か
ら
見
て
、
「
哲
学
に
非
ず
」
と
ま
で
酷
評
す
る
の
は
誤
ま
り
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
、
つ
ま
り
、
迂
る
哲
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

学
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
系
統
上
の
相
違
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
帰
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
然
る
に
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
そ
の
や
う
な
系
統
上
の
区
別
に
無
頓
着
に
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
な
ど
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
が
疾
っ
く

の
昔
に
見
つ
け
て
み
た
・
こ
の
「
進
化
」
の
概
念
を
、
科
学
の
労
る
種
の
も
の
に
適
用
し
た
だ
け
で
あ
る
、
と
論
じ
て
み
た
ば
か
り
で
は

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

な
い
。
そ
れ
と
ま
さ
に
同
じ
文
脈
に
お
い
て
、
彼
は
更
に
進
ん
で
、
　
一
種
の
図
式
的
形
式
主
義
を
以
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
を

解
釈
し
よ
う
と
し
て
み
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
フ
ィ
ヒ
テ
は
実
践
的
な
立
場
に
立
っ
て
、
三
分
法
（
↓
「
一
〇
7
0
け
O
日
P
《
）
の
原
理
を
発
見
し
て
み
る
。
（
こ
れ
は
非
常
に
大
切
な
原
理
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
　
ス

あ
っ
て
、
そ
の
の
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、
そ
し
て
多
少
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
〔
哲
学
的
〕
根
底
と
な
っ
た
。
…
…
）
A
は
非
A
か
ら
引
き
退
い

て
み
る
（
窟
ぽ
自
。
ロ
叶
）
単
な
る
抽
象
で
は
な
い
。
A
と
非
A
と
の
根
底
に
は
埋
が
あ
っ
て
両
者
を
統
一
し
て
み
る
。
…
…
従
っ
て
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
セ
ス

三
分
法
に
は
三
つ
の
過
程
が
あ
る
。
先
づ
A
が
あ
り
、
次
い
で
A
に
対
立
す
る
所
の
も
の
、
即
ち
非
A
が
あ
り
、
そ
し
て
綜
合
（
巨
。
σ
q
門
曾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

け
δ
質
）
た
る
埋
が
来
る
。
ス
ペ
ソ
サ
：
が
言
ふ
分
化
（
α
一
跨
⑦
同
Φ
誉
仲
卿
⇔
酔
一
〇
⇒
）
お
よ
び
綜
合
は
こ
れ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
」
ー
フ
ェ
ノ
ロ

サ
の
こ
れ
ら
の
思
想
の
う
ち
、
ど
れ
が
『
哲
学
人
畜
』
に
お
い
て
も
な
ほ
且
つ
現
は
れ
る
こ
と
が
出
来
た
か
、
そ
れ
は
今
や
そ
の
根
拠
と

と
も
に
明
瞭
で
あ
る
1
但
し
、
雪
嶺
の
著
書
に
お
い
て
は
、
三
分
法
の
こ
の
形
式
は
主
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
即
し
て
提
示
さ
れ
て

み
る
の
で
あ
る
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
三
－
七
　
ω
然
し
、
こ
こ
で
吾
々
は
遂
に
、
雪
嶺
そ
の
ひ
と
の
内
に
、
或
る
種
の
形
式
主
義
的
立
場
を
（
勿
論
そ
れ
は
彼
自
身
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
変
様
を
受
け
て
は
み
る
け
れ
ど
も
）
確
認
し
得
た
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
即
ち
、
た
し
か
に
彼
は
、
ω
　
ド
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
解
の
た
め
の
）
嚢
の
如
き
三
分
法
と
少
く
と
も
形
式
上
は
ほ
ぼ
同
一
の
図
式
を
ば
、
対
応
す
る
文
脈
（
即
ち
ド
イ

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
藁
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哲
学
研
究
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

ツ
観
念
論
の
叙
述
）
の
中
で
特
に
へ
！
ゲ
ル
理
解
の
た
め
に
形
成
し
提
示
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
三
宅
雪
嶺
は
、
十
年
前
に
は

彼
自
身
も
受
講
者
と
し
て
と
に
か
く
「
耳
新
し
く
聞
き
」
「
興
味
を
覚
え
た
」
（
二
一
頁
）
筈
の
そ
の
講
義
と
ま
さ
に
同
じ
紺
象
を
、
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ

み
つ
か
ら
論
述
す
る
に
あ
た
り
、
旧
師
が
あ
る
根
本
主
題
（
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
）
に
つ
い
て
下
し
て
み
た
諸
解
釈
の
う
ち
ひ
と
つ
は
、
ほ
ぼ
同

じ
形
で
そ
の
著
書
の
中
に
現
は
れ
さ
せ
て
み
る
の
に
（
②
）
、
そ
れ
と
同
じ
思
想
的
文
脈
の
中
に
あ
る
も
う
ひ
と
つ
の
解
釈
の
ほ
う
は
表
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
せ
て
み
な
い
（
ω
）
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
そ
こ
に
は
、
彼
に
お
け
る
思
想
決
定
の
特
殊
的
方
向
が
認
識
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
か
。
否
、
も
っ
と
積
極
的
に
、
「
図
式
的
形
式
主
義
へ
の
傾
向
（
i
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
原
型
的
弁
証
法
へ
の
現
実
的
可
能
性
に
ほ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
ら
な
い
f
）
が
作
用
し
て
み
る
の
が
看
取
出
来
る
」
と
言
っ
た
ら
言
ひ
過
ぎ
に
な
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
し
て
こ
の
や
う
な
傾
向
性
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

雪
嶺
哲
学
の
根
本
動
機
（
「
日
本
の
哲
学
」
の
樹
立
）
と
の
あ
ひ
だ
で
、
形
式
性
志
向
の
度
合
を
愈
≧
相
乗
的
に
強
め
あ
ひ
、
機
縁
が
到

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

れ
ば
直
ち
に
原
型
的
弁
証
法
の
源
泉
に
転
化
し
得
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
た
ぐ
ひ
の
動
向
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
㈹
　
然
し
な
が
ら
、
図
式
的
形
式
主
義
へ
の
こ
の
や
う
な
傾
向
（
可
能
態
）
が
現
実
化
し
対
自
化
す
る
場
所
は
、
何
も
雪
嶺
個
人
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

観
の
内
に
限
ら
れ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
、
つ
ま
り
、
雪
嶺
哲
学
の
共
鳴
者
な
い
し
読
者
一
般
、
即
ち
彼
の
影
響
圏
で
も
差
支
へ
な
い

で
あ
ら
う
。

　
更
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
自
身
に
は
、
三
宅
雄
二
郎
以
外
に
も
有
力
な
聴
講
者
が
幾
人
か
あ
っ
た
f
井
上
哲
…
哺
郎
（
の
ち
に
哲
次
郎
）
、
井
上

　
　
　
　
　
　
　
　
き
ょ
ざ
は
　
ま
ん
し
　
　
　
　
　

は
じ
め

円
了
、
徳
永
（
の
ち
に
清
沢
）
満
之
、
そ
し
て
大
西
祝
。
彼
ら
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
の
あ
ひ
だ
の
思
想
的
授
受
に
つ
い
て
は
、
甥
に
詳
細
に

研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
注
自
す
べ
き
は
、
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
一
一
九
〇
三
）
の
や
う
に
、
師
の
へ
！
ゲ
ル
解
釈
を
概
ね
受
容
し

て
（
そ
れ
故
、
「
進
化
」
の
原
理
を
介
し
て
の
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ス
ペ
ン
サ
ー
と
の
統
一
、
と
い
ふ
理
念
も
あ
へ
て
拒
否
す
る
こ
と
な
く
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
れ
を
自
分
の
哲
学
的
思
索
の
積
極
的
契
機
た
ら
し
め
る
に
せ
よ
、
あ
る
ひ
は
大
西
祝
（
一
八
六
四
一
一
九
〇
〇
）
の
や
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

学
一
般
に
対
し
て
否
定
的
に
ふ
る
ま
ふ
に
せ
よ
、
彼
ら
の
弁
証
法
理
解
は
い
つ
れ
も
図
式
的
形
式
主
義
の
立
場
に
立
ち
、
実
際
に
は
原
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

的
弁
証
法
そ
の
も
の
を
実
現
し
さ
へ
し
て
み
た
、
と
い
ふ
事
実
で
あ
る
。
だ
い
た
い
こ
の
外
人
教
師
自
身
が
種
≧
な
機
会
に
、
そ
の
形
式
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主
義
的
理
解
を
独
り
歩
き
さ
せ
て
み
た
の
で
あ
っ
た
。
！
「
欧
洲
哲
学
中
に
て
も
予
は
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
、
物
み
な
三
箇
相
依
り
て
成
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

の
理
を
主
義
と
す
る
な
り
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
こ

　
ま
た
、
井
上
円
了
（
一
八
五
八
－
一
九
一
九
）
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
よ
っ
て
哲
学
へ
の
眼
を
開
か
れ
た
、
と
伝
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
明

治
二
十
年
に
始
ま
り
そ
の
後
三
十
二
年
間
に
わ
た
っ
た
彼
の
社
会
的
宗
教
的
教
育
活
動
は
（
一
彼
の
地
方
講
演
回
数
は
実
に
七
コ
ニ
四

回
、
主
要
著
述
は
雑
誌
論
文
を
除
き
百
三
十
数
点
に
及
ん
だ
、
と
言
は
れ
る
）
、
右
の
や
う
な
師
の
見
解
を
我
国
の
知
識
人
の
あ
ひ
だ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
ら

滲
透
さ
せ
る
大
き
な
活
力
で
は
な
か
っ
た
だ
ら
う
か
。

　
か
く
し
て
吾
々
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
、
本
邦
に
渡
来
し
て
の
ち
二
十
翌
年
の
あ
ひ
だ
に
（
即
ち
桑
木
耳
翼
の
『
哲
学
概
論
』
が
刊
行

さ
れ
る
頃
ま
で
に
）
、
ど
の
部
分
に
お
い
て
ど
う
受
容
さ
れ
、
ま
た
他
の
ど
の
部
分
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
同
調
者
を
得
な
か
っ
た
か
、
そ
の

だ
い
た
い
の
見
通
し
が
立
つ
所
に
ま
で
到
達
し
得
た
や
う
に
思
は
れ
る
、
勿
論
こ
れ
を
確
実
な
認
識
と
し
て
提
出
す
る
た
め
に
は
更
に
詳

細
に
且
つ
厳
格
に
基
礎
づ
け
る
必
要
が
あ
ら
う
け
れ
ど
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
三
－
八
　
〔
概
括
〕
　
我
国
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
初
め
て
本
格
的
に
導
き
入
れ
た
ひ
と
は
、
　
フ
ェ
ノ
ロ
サ
で
あ
る
。
彼
は
明
治
十
一
年

秋
以
降
八
年
間
に
わ
た
り
、
主
に
東
京
大
学
文
学
部
の
講
壇
を
通
し
て
こ
の
こ
と
を
行
な
っ
た
。
然
し
な
が
ら
、
彼
が
学
生
に
英
訳
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

『
論
理
学
』
や
『
哲
学
史
綱
要
』
を
教
材
と
し
て
与
へ
つ
つ
、
英
語
で
講
じ
た
「
へ
：
ゲ
ル
哲
学
」
は
実
は
、
彼
自
身
の
関
心
と
解
釈
と

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
よ
っ
て
、
特
殊
な
色
あ
ひ
に
染
め
あ
げ
ら
れ
て
み
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ω
彼
の
関
心
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
想
を
客
観
的
に
提
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
る
所
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
、
あ
る
「
完
全
な
」
哲
学
の
中
ヘ
ス
ペ
ソ
サ
！
と
と
も
に
綜
合
さ
れ
得
る
限
り
で
の
、
つ
ま
り

「
進
化
」
の
概
念
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
得
る
限
り
で
の
、
さ
う
い
ふ
（
特
定
の
解
釈
を
受
け
た
）
へ
！
ゲ
ル
を
ば
抽
き
出
す
断
に
あ
っ
た
。

②
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
に
対
す
る
彼
の
理
解
は
、
紛
れ
も
な
く
図
式
的
形
式
主
義
的
で
あ
っ
た
。
否
、
対
談
な
ど
口
頭
の
場
合
に

は
、
さ
う
い
ふ
理
解
を
ぱ
、
（
綜
合
性
と
否
定
性
と
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
た
）
原
型
的
弁
証
法
の
如
く
に
独
り
歩
き
さ
せ
る
こ
と
も
屡
≧

で
あ
っ
た
、
も
っ
と
も
そ
れ
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
お
い
て
は
、
ω
の
や
う
な
体
系
的
意
図
の
も
と
に
、
「
進
化
」
の
論
理
と
し
て
山
羊
さ

　
　
　
　
へ
！
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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折
円
学
研
…
究
　
　
驚
叩
五
頁
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
騎
六

れ
て
を
り
、
決
し
て
放
恣
な
構
成
に
ま
で
逸
脱
し
て
は
み
な
か
っ
た
や
う
に
見
受
け
る
け
れ
ど
も
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
タ
ブ

　
だ
が
、
彼
の
さ
う
い
ふ
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
は
、
通
算
百
十
数
名
に
お
よ
ぶ
受
講
学
生
や
更
に
大
学
外
の
知
識
人
の
中
に
、
そ
の
ま
ま
に
（
白

ヲ
ロ
ラ
サ

紙
　
の
う
へ
に
一
律
に
判
で
も
押
し
て
ゆ
く
か
の
や
う
に
）
染
み
こ
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ら
う
か
。
！
明
治
十
年
代
か
ら
二

十
年
代
の
終
り
に
か
け
て
、
と
い
へ
ば
、
維
新
以
来
の
酒
酒
だ
る
厭
損
尚
新
と
欧
米
崇
拝
と
の
風
潮
に
プ
レ
！
キ
が
か
か
り
、
改
め
て
B

本
へ
の
回
帰
と
国
家
的
自
主
性
へ
の
志
向
が
馬
頭
し
、
そ
れ
が
民
族
主
義
、
更
に
明
治
国
家
主
義
へ
と
生
長
し
つ
つ
あ
っ
た
や
う
な
時
代

で
あ
る
、
立
憲
政
治
の
実
現
と
不
平
等
条
約
の
改
正
と
に
向
っ
て
世
論
人
心
が
大
い
に
沸
騰
し
又
高
揚
し
て
み
た
時
期
で
あ
る
。
加
へ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
に
ち

大
学
に
学
ぶ
も
の
の
多
く
は
、
桑
門
や
旧
武
士
階
級
の
そ
の
子
弟
で
あ
り
、
彼
ら
の
知
的
精
神
的
独
立
心
は
今
日
よ
り
も
は
る
か
に
旺
盛

で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
れ
故
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
現
代
的
意
義
を
承
認
す
る
、
と
い
ふ
い
は
ば
い
ち
ば
ん
外
側
の
枠
組
に
関
し
て
は
フ
ェ
ノ
戸
サ
に
同
意
す

る
こ
と
が
出
来
た
や
う
な
揚
合
で
も
、
「
そ
れ
で
は
、
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
何
の
た
め
に
？
」
と
い
ふ
研
究
の
究
極
目
的
の
問
題
に
な

る
と
、
学
ぶ
者
の
ほ
う
は
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
お
け
る
ω
の
や
う
な
考
へ
方
に
は
精
々
部
分
的
に
し
か
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
彼
ら
に
と
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
我
国
を
ば
「
哲
学
に
関
し
て
世
界
の
中
心
」
た
ら
し
め
る
た
め
の
（
心
心
雪
嶺
）
、
あ
る
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
仏
教
思
想
を
そ
れ
と
の
共
通
基
盤
を
顕
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
活
性
化
す
る
た
め
の
（
井
上
円
了
、
清
沢
満
之
）
、
所
詮
は
そ
の
手

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

段
な
の
で
あ
っ
た
、
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
、
ス
ペ
ン
サ
ー
と
で
あ
れ
他
の
誰
と
で
あ
れ
綜
合
統
一
し
、
西
洋
の
哲
学
史
の
新
し
い
（
然
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
そ
ご
　
と

最
終
の
）
一
頁
を
細
り
あ
げ
る
、
云
々
と
い
ふ
や
う
な
構
想
は
、
要
す
る
に
鯨
所
事
で
し
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
況
ん
や
、
ヘ
ー
ゲ
ル

哲
学
そ
の
も
の
に
対
し
批
判
的
又
は
否
定
的
な
研
究
老
（
中
島
力
造
、
大
西
祝
）
に
と
っ
て
は
、
ω
の
ご
と
き
理
念
は
問
題
に
な
り
や
う
が

な
か
っ
た
。

　
然
る
に
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
体
系
的
見
解
（
ω
）
に
対
し
て
は
、
態
度
が
ど
の
や
う
に
分
岐
し
又
分
化
し
て
み
た
と
し
て
も
、
更
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
い
ち
ば
ん
外
側
の
枠
組
」
（
即
ち
、
　
へ
！
ゲ
ル
哲
学
の
現
代
的
意
味
の
肯
定
）
に
対
し
て
は
、
姿
勢
が
ま
さ
に
対
躁
的
に
分
か
れ
て
さ
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ひ
と

へ
る
た
、
と
し
て
も
、
彼
ら
は
或
る
ひ
と
つ
の
概
念
に
つ
い
て
、
教
師
と
同
じ
理
解
を
斉
し
く
分
ち
あ
っ
て
を
り
、
従
っ
て
こ
れ
を
介
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
相
互
に
疏
通
す
る
空
間
（
つ
ま
り
学
界
常
識
）
を
作
っ
て
み
た
一
即
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
へ
の
図
式
的
形
式
主
義
的
理
解
（
②
）

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

で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
「
弁
証
法
と
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
」
が
こ
の
空
間
内
で
は
最
初
か
ら
、
原
型
的
弁
証
法
に
転
化
す
る
動
的
可
能
性

で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
も
は
や
多
く
を
語
る
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
。

　
か
く
し
て
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
年
）
の
秋
、
　
ケ
ー
ベ
ル
が
東
京
帝
国
大
学
で
開
講
し
た
頃
に
は
、
既
に
我
国
の
学
界
で
は
、

「
弁
証
法
」
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
概
ね
図
式
的
形
式
主
義
的
に
、
そ
し
て
屡
≧
原
型
主
義
的
に
さ
へ
身
構
へ
る
こ
と
が
、
自
明

の
こ
と
と
し
て
先
行
す
る
や
う
な
状
況
に
な
っ
て
み
た
、
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ケ
ー
ベ
ル
が
へ
：
ゲ
ル
弁
証
法
の
重
み
と
厚

み
と
を
、
西
洋
哲
学
の
伝
統
に
基
い
て
講
じ
て
も
、
受
講
老
の
耳
朶
に
残
る
の
は
、
正
一
反
－
合
の
や
う
な
馴
染
み
の
定
式
が
大
半
、
と

い
ふ
現
実
が
生
ま
れ
て
み
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
カ
ン
ト
主
義
者
の
桑
木
厳
翼
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
し
て
は
師
の
手
法
を
学
び
得
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
た
の
も
（
二
五
頁
参
照
）
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
学
界
常
識
の
先
行
に
妨
げ
ら
れ
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ら
う
か
。
そ
し
て
、
フ
ェ
ノ

ロ
サ
か
ら
学
生
へ
の
伝
授
に
お
い
て
成
立
し
た
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
お
よ
び
彼
の
哲
学
一
般
に
関
す
る
）
こ
の
基
礎
的
理
解
は
、
そ
の

後
（
特
に
ケ
ー
ベ
ル
来
朝
の
頃
ま
で
に
）
、
ど
こ
ま
で
又
ど
の
や
う
に
し
て
、
本
邦
哲
学
界
に
お
け
る
先
行
判
断
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
ら
う
か
。
1
こ
こ
で
吾
々
は
、
明
治
哲
学
史
上
、
最
も
興
味
の
あ
る
・
今
後
更
に
詳
細
に
検
討
さ
る
べ
き
課
題
の
ひ
と
つ
に
直
面
し

て
み
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
そ
れ
と
同
時
に
、
吾
々
は
今
や
、
あ
る
新
し
い
全
く
別
系
列
の
問
ひ
に
出
逢
っ
て
も
み
る
の
で
あ
る
。
1
い
っ
た
い
、
フ
ェ
ノ

ロ
サ
自
身
の
、
そ
し
て
ケ
ー
ベ
ル
自
身
の
、
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
は
何
処
か
ら
来
た
の
か
。
い
ま
碇
を
お
ろ
し
た
こ
の
船
は
、
ど
こ
の
港

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
そ
の
荷
を
積
み
入
れ
た
の
か
。
だ
が
舶
載
の
そ
の
品
≧
は
ど
う
い
ふ
出
自
の
も
の
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
ひ
は
当
然
、
吾
々
を
駆
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ヤ
ス
ト
　
　
ガ
イ
ス
ト

十
九
世
紀
欧
米
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
の
歴
史
を
棚
ら
し
め
る
が
、
然
し
そ
の
衝
迫
は
、
原
典
の
精
神
に
達
す
る
ま
で
は
決
し
て
吾
≧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ょ
う
ぼ
う

を
立
ち
ど
ま
ら
せ
な
い
で
あ
ら
う
。
1
か
く
し
て
吾
々
は
い
つ
し
か
内
海
（
明
治
哲
学
史
）
か
ら
砂
甚
た
る
外
洋
（
十
九
世
紀
哲
学

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七

電
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史
一
般
）

哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号

に
ま
で
乗
り
出
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

三
八

四
　
解
釈
図
式
の
淵
源
1
一
転
換
と
展
望

　
外
洋
へ
の
船
出
に
先
立
ち
、
吾
々
が
豫
め
入
手
し
て
み
る
情
報
は
、
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
i
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
四
一
開
　
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
暫
学
に
対
す
る
理
解
と
情
熱
と
を
ば
、
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
学
派
お
よ
び
そ
の
発
行
誌
「
思
弁
的
哲

学
雑
誌
」
か
ら
得
た
。
（
二
二
頁
参
照
）
た
し
か
に
、
彼
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
時
代
に
聴
講
し
た
ボ
ー
ウ
ェ
ソ
　
（
三
二
。
尻
し
d
。
≦
①
範
目
。
。
訟
～

8
）
そ
の
他
の
教
授
は
、
英
国
哲
学
の
伝
統
に
立
ち
つ
つ
も
、
多
少
と
も
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義
哲
学
の
影
響
を
受
け
た
ひ
と
び
と
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

が
、
然
し
彼
の
心
を
し
か
と
招
へ
た
の
は
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
へ
ぐ
い
と
引
寄
せ
た
の
は
こ
の
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
学
派
な
の
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
カ
コ
テ
ミ
シ
ヤ
ソ

　
だ
が
こ
れ
は
、
大
学
の
伝
統
の
や
う
な
も
の
が
全
く
何
も
な
い
或
る
黒
部
の
都
市
に
、
お
よ
そ
大
学
人
で
は
な
く
又
大
学
人
で
あ
ら
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

と
も
思
は
な
か
っ
た
在
野
の
人
た
ち
が
燃
え
上
ら
せ
た
精
神
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
起
始
せ
し
め
更
に
指
導
し
た
ひ
と
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

ロ
ッ
ク
マ
イ
ヤ
ー
（
缶
雪
蔓
O
o
霞
巳
じ
ご
8
評
ヨ
薯
①
繋
一
。
。
b
。
①
～
お
8
）
は
、
　
お
よ
そ
文
筆
家
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
デ
イ
ヴ
ィ
・
ク
ロ
ケ
ッ
ト

と
い
ふ
風
貌
の
持
主
で
あ
っ
て
、
あ
る
思
想
の
真
実
性
は
、
自
分
が
そ
れ
に
よ
っ
て
実
際
生
き
て
見
る
こ
と
を
通
し
て
し
か
判
定
で
き
な

い
、
と
い
ふ
や
う
な
、
　
一
方
で
は
実
存
的
、
他
方
で
は
実
践
的
な
姿
勢
の
持
主
で
あ
っ
た
、
と
記
さ
れ
て
み
る
。
さ
う
い
ふ
個
性
が
、

し
ん
そ
こ

心
底
か
ら
信
じ
切
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
書
物
は
一
語
一
語
真
理
で
あ
る
、
『
大
論
理
学
』
は
書
物
の
な
か
の
書
物
、
私
に
と
っ
て
の
い
は

　
バ
イ
ブ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
　
た

ば
聖
書
で
あ
る
、
と
ま
で
熱
弁
を
ふ
る
っ
た
の
で
あ
る
。
幾
多
の
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
粛
民
を
感
動
せ
し
め
た
彼
の
こ
の
言
葉
は
、
一
八
五

八
年
、
つ
い
そ
の
前
年
に
、
新
式
速
農
法
の
教
師
と
し
て
こ
の
地
に
到
着
し
た
ば
か
り
の
ハ
リ
ス
　
（
≦
卿
≡
鋤
ヨ
↓
o
お
《
国
”
三
ω
”
H
。
。
。
。
㎝
～

一
⑩
O
O
）
を
も
電
撃
の
や
う
に
貫
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
ふ
た
り
の
蓬
遁
こ
そ
ま
さ
し
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
を
媒
辞
と
し
て
の
、
霊
感
者

と
解
釈
老
と
の
、
あ
る
ひ
は
預
言
者
と
伝
道
者
と
の
結
び
つ
き
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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サ
ユ
ク
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
か
う
し
て
成
立
し
た
「
原
始
教
団
」
は
、
学
校
的
組
織
や
「
象
牙
の
塔
」
を
経
由
せ
ず
に
、
サ
ロ
ン
と
か
市
昆
文
化
教
室
の
や
う
な
私

へ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
な
集
ひ
に
よ
っ
て
、
直
接
に
男
女
市
民
の
あ
ひ
だ
に
、
彼
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
伝
播
は
急
速
で
あ
っ
た

一
と
い
ふ
の
も
、
こ
れ
ら
献
身
的
布
教
者
た
ち
が
勝
ち
取
っ
て
み
た
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
は
、
前
世
紀
の
六
〇
年
代
お
よ
び
七
〇
年
代
に
お

け
る
合
衆
国
市
民
一
般
の
、
そ
の
世
界
観
的
要
求
に
応
答
す
る
所
が
ま
さ
に
少
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
時
代
は
あ
た
か
も
南
北
戦
争

（
一
八
六
一
～
六
五
年
）
と
そ
の
直
後
の
「
再
建
（
菊
8
。
房
窪
蓉
ぎ
ロ
）
の
時
代
」
（
一
八
七
七
年
ま
で
）
に
あ
た
り
、
「
家
に
出
征
兵
士
の
な
き
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
く
、
村
に
戦
死
者
の
な
き
は
な
い
」
と
ま
で
言
は
れ
た
惨
澹
た
る
内
戦
の
現
実
が
、
何
び
と
に
も
、
各
個
人
各
州
の
自
由
と
国
家
お
よ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

び
連
邦
の
統
合
力
と
の
問
の
原
理
的
対
立
を
ば
認
識
せ
し
め
て
を
り
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
の
対
立
を
和
解
へ
齎
し
得
べ
き
世
界
観
を
希

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ナ
　
じ
　
キ
　
ロ

求
せ
し
め
て
み
た
。
然
る
に
、
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
学
派
の
指
導
者
た
ち
（
特
に
ハ
リ
ス
）
は
、
政
治
上
の
無
政
府
状
態
、
宗
教
画
の
伝
統

　
　
　
　
　
　
　
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
ふ
ウ

主
義
、
科
学
上
の
自
然
主
義
、
と
い
ふ
三
頭
の
怪
物
を
一
挙
に
断
ち
切
る
や
う
な
一
振
の
剣
を
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
蔵
し
て
み
る
、
ま
た

ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
こ
の
原
理
を
現
代
の
科
学
的
精
神
的
問
題
に
適
用
し
た
代
表
的
哲
学
老
で
あ
る
、
と
い
ふ
や
う
に
主
張
し
て
み
た
の
で

あ
る
。
1

　
こ
の
原
始
教
団
は
更
に
発
展
し
て
、
　
一
八
六
六
年
に
は
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
哲
学
協
会
（
↓
ゲ
O
　
ω
『
　
ド
O
信
一
ω
　
℃
ゴ
出
O
ω
O
剥
げ
一
6
餌
一
　
ω
O
O
卿
Φ
け
賓
）
を
組

織
し
、
そ
の
翌
年
に
は
、
か
の
「
思
弁
的
哲
学
雑
誌
」
を
創
刊
す
る
に
い
た
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
来
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

哲
学
が
最
初
に
発
し
た
宣
言
書
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
（
、
・
・
エ
ア
ヘ
ッ
ド
の
表
現
）
そ
の
精
神
に
つ
い
て
は
、
　
ハ
リ
ス
自
身
が
披
歴
し
て

み
る
、
「
〔
ア
メ
リ
カ
的
思
惟
の
ト
ー
ン
を
高
め
る
た
め
に
は
〕
吾
々
は
古
代
や
近
世
に
お
け
る
最
も
深
遠
な
哲
学
者
た
ち
に
近
づ
く
便
宜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

を
〔
我
国
に
〕
齎
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
翻
訳
と
解
説
と
を
用
意
す
る
こ
と
が
吾
々
の
目
的
で
あ
る
。
」
一
か
く
し
て
、
　
こ
の
雑
誌
の
早

い
時
期
の
ナ
ン
バ
ー
は
、
多
く
の
も
の
が
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
翻
訳
で
占
め
ら
れ
る
結
果
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
か

し
、
そ
れ
ま
で
主
と
し
て
英
国
暫
学
の
伝
統
に
依
拠
し
て
み
た
ア
メ
リ
カ
哲
学
を
ば
多
様
化
し
、
自
立
独
歩
せ
し
め
る
う
へ
で
、
与
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

力
が
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
雑
誌
は
臆
て
、
ま
だ
若
か
っ
た
パ
ー
ス
、
ロ
イ
ス
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
デ
ュ
ー
イ
た
ち
に
、
討
論
の
場

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

所
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
側
面
か
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
哲
学
の
形
成
に
多
大
の
貢
献
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
然
し
こ

の
雑
誌
の
功
績
と
し
て
特
に
顕
揚
さ
る
べ
き
は
、
そ
れ
が
前
述
の
や
う
に
ド
イ
ツ
の
哲
学
お
よ
び
文
学
に
対
す
る
広
汎
な
関
心
を
既
に
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

．
○
年
代
か
ら
開
拓
し
て
み
た
た
め
に
、
八
○
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
英
国
で
（
ス
タ
ー
リ
ン
グ
が
か
ね
て
点
火
し
て
み
た
）

へ
！
ゲ
ル
主
義
運
動
が
急
激
に
高
ま
っ
た
と
き
に
も
、
米
国
哲
学
界
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
主
題
と
す
る
一
連
の
体
系
的
論
孜
に
よ
っ
て

そ
れ
と
競
ひ
あ
ふ
こ
と
が
出
来
た
、
と
い
ふ
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
雑
誌
に
と
っ
て
一
八
九
三
年
の
終
刊
は
、
使
命
を
全
う
し
終
へ

　
　
ヘ
　
　
へ

て
の
完
刊
と
い
ふ
べ
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
学
派
の
歴
史
と
精
神
と
が
概
ね
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
「
再
建
の
時
期
」
の

直
後
（
一
八
七
八
年
）
、
日
本
に
向
っ
て
鹿
島
立
ち
し
た
と
き
携
へ
て
る
た
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
か
ら
湖
っ
て
、
吾
々
が
更
に
何
を
問
ひ
進

め
る
べ
き
か
は
明
ら
か
で
あ
ら
う
！
セ
ソ
ト
・
ル
イ
ス
学
派
の
へ
1
ゲ
ル
理
解
の
中
に
、
か
の
原
型
的
弁
証
法
は
果
し
て
見
い
だ
さ
れ

得
る
か
否
か
。
見
い
だ
さ
れ
う
る
、
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
起
源
に
お
い
て
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
外
部
か
ら
の
影
響
の
結
果
と
し
て
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
か
。
前
者
で
あ
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
原
典
か
ら
の
い
か
な
る
飛
躍
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
の
か
。
然
し
後
者
で
あ
る
な
ら
ば
、

吾
々
は
原
型
的
弁
証
法
の
最
終
起
源
を
求
め
て
更
に
彷
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
、
大
西
洋
を
越
え
て
、
或
ひ
は
英
国
に
、
或

ひ
は
ヨ
ー
戸
ッ
パ
大
陸
（
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
）
に
赴
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
一
然
し
、
こ
こ
に
極
め
て
有
力
な
、
ま
つ
信
頼
す

る
に
足
る
ひ
と
つ
の
情
報
が
届
い
て
み
る
。

　
四
一
二
　
そ
れ
は
、
既
述
の
、
G
・
E
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
報
告
（
五
頁
）
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
即
ち
、
　
一
九
五
八
年
に
発
表
し
た

　
「
“
正
一
反
一
合
”
な
る
へ
：
ゲ
ル
伝
説
」
と
い
ふ
短
論
文
の
中
で
、
彼
は
「
私
は
と
う
と
う
そ
れ
（
“
正
一
反
－
合
”
形
式
の
源
泉
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

見
つ
け
た
。
・
．
固
ゆ
舜
ξ
壽
8
＜
。
器
伽
搾
、
”
」
と
報
じ
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
要
旨
を
、
補
正
を
若
干
加
へ
つ
つ
、
以
下
に
纏
め
て
見
よ

う
。

　
e
の
一
八
三
五
i
六
年
の
冬
、
　
キ
ー
ル
大
学
教
授
シ
ャ
リ
ベ
ウ
ス
（
O
冨
ユ
菩
貯
ρ
頃
。
ぎ
ぎ
ず
ヨ
。
簿
N
）
は
ド
レ
ス
デ
ン
で
、
　
カ
ン
ト
以
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後
の
新
し
い
哲
学
運
動
に
つ
い
て
連
続
講
義
を
行
な
っ
た
。
彼
に
こ
の
連
続
講
義
を
懇
請
し
た
の
は
、
高
級
官
吏
や
学
者
・
文
化
人
か
ら

成
る
或
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
て
、
カ
ソ
ト
ー
ー
ヤ
コ
ー
ビ
哲
学
の
全
盛
期
に
各
自
の
大
学
時
代
を
す
ご
し
、
そ
の
後
も
学
問
へ
の
尊
敬
は
懐

き
続
け
て
み
る
も
の
の
最
近
の
哲
学
の
動
向
や
特
に
用
語
に
は
理
解
が
及
び
か
ね
る
、
と
い
っ
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
反
響
の
良
さ

に
力
づ
け
ら
れ
、
　
シ
ャ
リ
ベ
ウ
ス
は
こ
の
と
き
の
講
義
を
翌
年
（
一
八
三
七
年
）
、
『
カ
ン
ト
か
ら
へ
：
ゲ
ル
ま
で
の
思
弁
哲
学
発
展
史
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

と
題
し
て
公
刊
す
る
。
こ
の
書
物
は
、
副
題
に
現
は
れ
て
る
る
啓
蒙
的
性
格
や
ま
た
著
者
自
身
の
非
党
派
的
立
場
に
も
支
へ
ら
れ
て
、
　
一

八
六
〇
年
に
は
改
訂
第
五
版
を
公
け
に
す
る
ほ
ど
広
く
読
ま
れ
た
。

　
そ
の
第
十
五
講
に
お
い
て
、
『
論
理
学
』
冒
頭
の
弁
証
法
を
概
説
し
な
が
ら
、
ジ
ャ
リ
ベ
ウ
ス
は
言
ふ
、
「
こ
れ
が
、
有
一
無
－
成
の
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
ジ
チ
オ
コ
ソ
　
　
　
ネ
ガ
チ
オ
ロ
ソ
　
　
リ
ミ
タ
チ
オ
じ
ン

一
と
い
ふ
、
あ
る
ひ
は
肯
定
一
否
定
i
制
限
の
統
一
と
い
ふ
、
最
初
の
三
部
法
（
↓
藁
。
ぴ
q
ε
で
あ
る
。
…
…
吾
々
は
、
こ
の
最

初
の
方
法
的
な
“
正
一
反
一
合
”
に
お
い
て
、
同
時
に
、
あ
と
か
ら
来
る
す
べ
て
の
“
正
－
反
一
合
”
の
、
典
型
な
い
し
図
式
を
持
つ
の

で
あ
る
。
…
・
：
」
（
同
書
、
第
三
版
三
五
四
頁
、
第
五
版
二
九
七
頁
。
）
シ
ャ
リ
ベ
ウ
ス
の
こ
の
や
う
な
理
解
の
根
底
に
フ
ィ
ヒ
テ
弁
証
法
か
ら

の
連
想
が
働
い
て
み
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
間
違
ひ
の
な
い
所
で
あ
ら
う
。
然
し
彼
が
こ
の
「
素
晴
ら
し
い
閃
き
（
P
　
げ
『
一
一
一
帥
9
μ
け
　
7
β
口
0
7
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と

を
使
用
し
た
の
は
、
（
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
）
後
に
も
先
に
も
た
だ
こ
の
と
き
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
㈲
　
然
し
、
こ
の
閃
き
に
と
び
つ
い
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
学
生
が
ひ
と
り
み
た
。
即
ち
そ
れ
が
か
の
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
で
あ
っ
て
、

当
時
彼
が
そ
の
】
員
で
あ
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
・
ク
ラ
ブ
で
は
、
シ
ャ
リ
ベ
ウ
ス
の
こ
の
有
名
な
良
書
を
頻
り
と
話
題
に
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

彼
は
、
同
じ
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
に
属
す
る
他
の
人
た
ち
（
ル
ー
ゲ
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
た
ち
）
は
用
ひ
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

“
正
－
反
－
合
μ
図
式
を
ば
、
生
命
の
な
い
機
械
的
装
置
に
ま
で
仕
上
げ
た
の
で
あ
る
。
「
純
粋
理
性
な
る
も
の
は
…
…
措
定
、
反
措
定
、

綜
合
と
し
て
自
己
を
公
式
化
す
る
と
こ
ろ
に
、
…
…
自
己
を
肯
定
し
、
自
己
を
否
定
し
、
自
己
の
否
定
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
本

　
　
（
6
7
）

質
が
あ
る
。
」
（
一
八
四
七
年
刊
行
の
『
哲
学
の
貧
困
』
よ
り
。
）
1
か
う
し
て
、
　
一
大
学
教
授
が
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
を
、
教
養
あ
る
聴
衆
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

納
得
さ
せ
る
た
め
工
夫
し
た
解
説
図
式
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
弁
証
法
の
本
質
そ
の
も
の
と
し
て
世
界
的
規
摸
で
宣
布
さ
れ
、
「
へ
一

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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四
ニ

ゲ
ル
弁
証
法
と
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
」
と
い
ふ
理
解
と
し
て
、
自
明
的
に
先
行
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
ご
と
き
ミ
ュ
ラ
ー
の
報
告
、
即
ち
発
想
老
シ
ャ
リ
ベ
ウ
ス
と
国
宣
者
マ
ル
ク
ス
、
と
い
ふ
定
式
は
、
勿
論
更
に
資
料
を
渉
猟
し

て
確
認
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
段
階
で
は
先
づ
承
認
さ
る
べ
き
も
の
と
思
は
れ
る
。
然
し
な
が
ら
、
原
型
的
弁
証
法
の
起
源

を
シ
ャ
リ
ベ
ウ
ス
に
お
い
て
（
で
あ
れ
、
ま
た
他
の
誰
か
に
お
い
て
で
あ
れ
）
見
い
だ
し
得
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
又
た
だ
ち
に
、
次
の
一

連
の
事
情
の
解
明
へ
、
　
吾
々
を
駆
り
立
て
る
に
違
ひ
な
い
。
1
即
ち
、
ω
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て
、
既
に
ヘ
ー
ゲ
ル

の
生
前
か
ら
こ
の
哲
学
者
を
も
巻
き
こ
ん
で
熾
烈
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
議
論
と
こ
の
原
型
的
弁
証
法
と
の
、
論
理
的
な
ら
び
に
事
実
的
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

係
の
、
そ
の
詳
細
。
②
シ
ャ
リ
ベ
ウ
ス
に
お
け
る
原
初
的
原
型
理
解
が
ド
イ
ツ
の
思
想
界
の
中
で
普
及
し
て
ゆ
く
経
過
の
大
要
。
特
に

そ
れ
が
多
様
に
分
岐
し
つ
つ
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ク
ラ
ー
や
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
を
経
て
フ
ォ
ン
・
ケ
…
ベ
ル
に
到
達
す
る
ま
で
の
系
譜
。

③
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
学
派
に
お
け
る
原
型
的
理
解
と
右
記
の
解
釈
系
統
の
そ
れ
と
の
関
係
。
両
者
は
偶
然
に
符
合
し
て
み
る
だ
け
で
、

元
来
は
夫
≧
に
固
有
の
起
源
を
持
っ
て
み
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
聞
に
は
因
果
の
連
鎖
が
秘
め
ら
れ
て
み
る
の
だ
ら
う
か
、
ど
ち
ら
な

の
か
。
1
然
し
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
一
連
の
問
ひ
は
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
問
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
こ
ま
で
問
題
を
煩

裟
な
ほ
ど
に
分
岐
さ
せ
て
来
た
の
は
、
ど
ん
な
必
然
性
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
こ
ま
で
し
な
け
れ
ば
、
吾
々
に
先

行
す
る
原
型
的
理
解
か
ら
中
々
自
由
に
な
れ
な
い
ほ
ど
、
解
釈
史
の
中
に
沈
澱
物
が
現
に
堆
積
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
五
n
々
が
既
に
感
得

し
て
み
る
か
ら
、
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
四
一
三
　
吾
々
は
、
吾
々
の
こ
の
研
究
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
史
上
第
三
期
と
も
い
ふ
べ
き
段
階
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て
る
る
こ
と
を
、

こ
こ
で
改
め
て
銘
肝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
第
一
期
と
い
ふ
の
は
、
い
は
ば
使
徒
お
よ
び
教
父
た
ち
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
・
或
る
限
定
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
像
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
ま
ま
自
体
的
像
と
し
て
妥
当
し
え
た
時
期
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
「
或
る
壮
大
な
完
結
的
体
系
を
、
専
ら
概
念
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ス
テ
じ
ム
　
デ
ソ
カ
じ

よ
っ
て
完
成
し
た
哲
学
者
偏
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て
み
た
七
〇
年
間
な
い
し
八
○
年
間
を
指
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
体
系
的
哲
学
老
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（
6
8
）

ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
ふ
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ω
そ
の
ベ
ル
リ
ン
時
代
か
ら
疑
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
周
囲
に
形
成
さ
れ
始
め
て
み
た
ヘ
ー
ゲ
ル
派

（
頃
Φ
α
q
①
簿
錠
）
又
は
後
の
老
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
（
乏
序
Φ
σ
q
①
密
旨
『
）
に
も
、
②
学
派
に
分
裂
を
惹
起
せ
し
め
た
左
派
、
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
党

（
頃
①
α
q
豊
麗
。
）
又
は
少
壮
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
（
冒
品
冨
。
q
①
蕾
器
『
）
に
も
一
そ
こ
で
際
立
ち
つ
つ
あ
っ
た
の
は
、
恩
師
の
声
貌
を
な
ほ
記
憶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
門
下
生
の
中
の
そ
の
若
手
と
い
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
残
後
に
入
門
し
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
一
、
③
前
世
紀
の
七
〇
年
代
八
○
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
げ
つ

ま
で
な
ほ
鯨
喘
を
保
っ
て
み
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
遺
攣
（
い
は
ば
最
後
の
モ
ヒ
カ
ン
族
）
に
も
、
い
つ
れ
に
も
斉
し
く
共
通
す
る
所
の
解

釈
形
式
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
各
学
派
と
も
、
こ
の
解
釈
形
式
そ
の
も
の
を
批
判
的
に
反
省
す
る
必
要
に
は
殆
ん
ど
思
ひ
到
る
こ
と
な
く
、

た
だ
直
進
的
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
最
奥
の
玄
義
は
何
か
、
と
問
ふ
こ
と
に
終
始
す
る
。
そ
の
結
果
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
は
、
生
成
の
相

よ
り
も
寧
ろ
完
結
し
た
永
遠
の
相
に
お
い
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
最
初
に
論
述
さ
れ
た
と
き
か
ら
既

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
、
確
固
不
動
の
基
礎
の
上
に
立
ち
、
最
終
の
言
葉
を
述
べ
て
も
み
る
、
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
発
展
史
的
研
究
は
殆
ん
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ィ
ス
ト

閑
却
さ
れ
る
が
、
事
態
は
文
献
学
的
研
究
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
、
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
精
神
（
即
ち
思
想
的
核
心
）
に
お
い
て
正
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

く
読
解
出
来
た
な
ら
ば
、
語
句
の
異
同
や
表
現
の
変
化
は
全
く
の
些
事
に
帰
す
る
で
あ
ら
う
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証

へ法
の
研
究
に
関
し
て
も
、
「
故
人
の
友
の
会
」
編
輯
の
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
お
よ
び
特
に
『
論
理
学
』
が
、
そ
れ
ら
の
編
輯
方

針
じ
た
い
が
極
め
て
問
題
的
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
無
批
判
に
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
故
、
発
展
史
的
研
究
お
よ
び
文
献
学
的
研
究
の
、
そ
の
開
始
と
本
格
化
と
い
ふ
こ
と
が
第
二
期
を
際
立
た
せ
る
で
あ
ら
う
。
発
端

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　
ど
　
オ
　
レ

と
な
っ
た
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
か
の
主
張
で
あ
る
。
一
κ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
展
史
が
証
拠
文
書
に
基
い
て
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
”

彼
は
こ
の
趣
旨
の
主
張
を
す
で
に
一
八
八
八
年
に
表
明
し
、
一
九
〇
〇
年
に
は
更
に
敷
聾
し
て
繰
返
し
て
み
た
が
、
一
九
〇
五
年
に
到
る

　
　
　
み
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね

や
遂
に
自
ら
筆
を
執
っ
て
『
青
年
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
（
U
δ
言
。
q
①
巳
σ
q
の
ω
。
三
9
8
国
畠
。
邑
』
を
著
は
し
、
豫
て
か
ら
の
要
求
に
自
ら
応
答

す
る
。
こ
の
著
書
と
、
そ
し
て
そ
の
翌
々
年
彼
の
門
下
生
ノ
1
ル
に
よ
っ
て
編
纂
公
刊
さ
れ
た
『
青
年
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
神
学
論
文
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

（
鍛
①
。
q
Φ
一
ω
↓
冨
。
一
。
α
q
一
ω
9
Φ
一
環
。
q
・
匿
の
。
ξ
捧
①
『
H
8
刈
）
』
と
が
、
新
し
い
時
代
と
そ
の
趨
勢
と
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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四
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

　
こ
の
第
二
期
、
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
は
全
く
新
し
い
光
の
も
と
に
登
場
し
て
く
る
。
彼
が
青
年
時
代
、
何
を
秘
か
に
書
き
録
し
て
み
た
と
し

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

て
も
、
そ
の
本
質
は
す
べ
て
、
後
に
公
表
し
た
体
系
の
中
に
そ
の
契
機
と
し
て
止
揚
さ
れ
て
る
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
る
で
　
　
　

た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
つ
み
つ

う
な
曽
っ
て
の
推
断
は
全
然
事
実
に
違
ふ
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
瑞
瑞
し
い
感
性
に
よ
っ
て
、
政
治
、
宗
教
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ソ
　
カ
じ

歴
史
、
社
会
な
ど
、
精
神
的
生
の
現
実
を
思
惟
し
つ
つ
あ
る
若
々
し
い
思
索
者
で
あ
る
、
壮
年
期
に
は
「
弁
証
法
」
に
拘
束
さ
れ
て
動
き

が
窮
屈
に
な
っ
た
（
デ
ィ
ル
タ
イ
の
見
解
）
・
体
系
家
の
卵
で
は
な
く
、
生
成
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
回
り
盗
れ
た
青
年
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

こ
の
や
う
な
青
年
像
に
基
い
た
・
ヘ
ー
ゲ
ル
発
展
史
の
叙
述
（
特
に
体
系
の
発
展
史
的
理
解
）
が
、
こ
の
時
期
に
は
研
究
者
の
関
心
の
的

と
な
り
、
青
年
時
代
の
彼
の
古
文
書
は
そ
の
断
片
に
い
た
る
ま
で
す
べ
て
、
資
料
と
し
て
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
然
し
な
が
ら
発
展
史
的
理
解
が
一
般
に
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
歴
史
学
的
研
究
が
あ
る
程
度
先
行
し
て
、
当
該
思
想
を
生
み
遅
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
テ
キ
ス
ト

時
代
的
状
況
お
よ
び
伝
記
的
事
実
が
概
観
出
来
る
や
う
に
な
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
し
、
又
、
信
頼
し
得
る
原
文
が
文
献
学
的
研
究
に
よ

っ
て
確
立
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
、
未
公
開
資
料
の
探
索
、
整
理
、
内
容
の
確
定
等
だ
け
で
な
く
、
既
存
の
資
料
や
既
刊

の
原
文
に
つ
い
て
も
、
文
献
学
的
批
判
が
徹
底
的
に
遂
行
さ
れ
て
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
発
展
史
的
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ぼ
っ
か

を
試
み
て
も
、
暫
定
的
成
果
さ
へ
も
覚
束
な
い
で
あ
ら
う
か
ら
。
一
か
く
し
て
、
こ
の
時
期
、
文
献
学
的
研
究
は
、
ω
新
資
料
の
発

　
　
（
7
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

見
と
解
釈
、
②
完
備
し
た
新
し
い
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
の
刊
行
、
と
い
ふ
ふ
た
つ
の
目
標
に
向
ひ
、
そ
の
都
度
の
成
果
に
よ
っ
て
体
系
的
研

究
に
（
即
ち
今
世
紀
初
頭
以
降
の
さ
ま
ざ
ま
の
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
運
動
、
総
称
し
て
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
に
）
絶
大
の
貢
献
を
な
し
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
っ
き
り

る
。
然
し
な
が
ら
文
献
学
的
歴
史
学
的
成
果
が
漸
次
蓄
積
さ
れ
、
志
向
さ
れ
て
る
た
も
の
の
輪
廓
が
判
然
と
し
て
来
る
に
つ
れ
て
他
方
で

は
、
こ
れ
ら
の
課
題
が
、
個
々
の
研
究
岩
の
終
生
の
努
力
を
以
て
し
て
も
な
ほ
達
成
を
期
し
得
な
い
程
の
大
事
業
で
あ
る
こ
と
も
亦
、
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ビ
じ
フ

明
し
て
来
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
一
九
五
八
年
、
ヘ
ー
ゲ
ル
文
書
室
が
設
立
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
（
中
で
も
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版

と
も
い
ふ
べ
き
新
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
の
刊
行
）
を
領
家
的
事
業
と
し
て
遂
行
す
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
然
し
そ
れ
は
文
献
学
的
研
究
を
飛
躍

的
に
促
進
す
る
機
縁
と
な
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
、
今
世
紀
初
頭
以
降
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
の
趨
勢
（
第
二
期
）
に
新
段
階
（
即
ち
第
三
期
）
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を
画
す
る
や
う
な
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　
た
し
か
に
、
文
献
学
的
歴
史
学
的
研
究
が
遂
に
、
学
術
的
に
信
頼
し
得
る
テ
キ
ス
ト
を
全
集
の
形
式
で
提
供
で
き
る
段
階
に
ま
で
到
達

し
た
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
「
や
っ
と
厳
密
な
研
究
が
始
め
ら
れ
る
状
態
に
な
っ
た
」
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
の
や
う
に
も
見
え
る
。
然
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
キ
ス
ト

吾
々
が
門
恰
も
学
校
へ
戻
っ
た
か
の
や
う
に
」
、
い
っ
そ
う
権
威
あ
る
教
科
書
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
学
び
直
す
機
会
を
得
た
、
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
は
、
実
は
、
真
に
解
釈
学
的
な
状
況
が
改
め
て
現
前
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
へ
ー
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ル
自
身
の
言
葉
を
、
従
前
の
や
う
に
解
釈
者
の
解
釈
を
通
し
て
で
は
な
く
、
寧
ろ
彼
か
ら
い
っ
そ
う
直
接
に
聴
き
且
つ
学
ぶ
可
能
性
が
、

つ
ま
り
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
接
し
つ
つ
（
§
）
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
（
ヨ
δ
」
彼
を
理
解
し
得
る
や
う
な
状
況
が
、
今
や
開
か
れ
つ
つ
あ
る
と

い
ふ
こ
と
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　
四
－
四
　
〔
若
干
の
哲
学
的
反
省
〕
然
る
に
、
聴
く
と
い
ふ
こ
と
学
ぶ
と
い
ふ
こ
と
は
、
決
し
て
、
た
だ
単
に
受
動
的
に
、
既
成
の
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
か
の
知
識
を
受
取
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
、
寧
ろ
、
対
話
な
い
し
問
答
を
通
じ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
所
の
能

動
的
な
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
解
釈
学
的
状
況
の
中
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
に
直
接
遙
遁
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
現
代
哲
学
の
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
根
本
的
な
問
題
に
対
し
、
彼
を
し
て
そ
の
考
へ
を
語
ら
し
め
る
、
と
い
ふ
方
向
に
吾
々
が
彼
に
働
き
（
問
ひ
）
か
け
て
ゆ
く
、
と
い
ふ

こ
と
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
イ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
は

　
然
し
、
彼
が
生
き
て
み
た
時
代
と
吾
々
の
現
代
と
が
、
一
世
紀
半
の
隔
た
り
を
超
え
、
精
神
に
お
い
て
「
哲
学
」
に
お
い
て
言
葉
を
交

す
、
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
い
っ
た
い
可
能
な
こ
と
で
あ
る
の
か
、
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
ん
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

か
。
こ
の
絶
大
な
隔
た
り
を
1
現
実
の
生
（
政
治
・
経
済
・
社
会
制
度
・
風
俗
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
）
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
れ
、
精

神
の
生
（
道
徳
・
宗
教
・
芸
術
・
科
学
お
よ
び
哲
学
）
の
そ
れ
で
あ
れ
一
克
服
し
て
彼
と
我
と
の
あ
ひ
だ
を
結
び
つ
け
る
や
う
な
、
い

っ
た
い
何
も
の
が
考
へ
ら
れ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
一
た
と
へ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
も
ロ
シ
ヤ
も
、
た
し
か
に
、
未

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
　
、
、

来
の
国
で
は
あ
っ
た
が
、
ま
だ
歴
史
哲
学
的
考
察
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
吾
々
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
国
の
そ
の
後
の
歴
史
を
、
つ

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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哲
学
研
究
　

邪
論
五
百
五
十
五
口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

ま
り
世
界
歴
史
の
中
へ
の
登
場
、
興
隆
と
繁
栄
と
超
大
国
化
、
そ
し
て
現
在
の
行
き
悩
み
ま
で
の
詳
細
を
、
観
望
し
得
る
立
場
に
立
っ
て

み
る
。
の
み
な
ら
ず
、
「
地
球
全
体
が
現
実
に
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
り
始
め
」
「
世
界
全
体
に
つ
い
て
の
歴
史
で
あ
る
や
う
な
、
た
だ
ひ
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

の
世
界
史
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
」
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
）
だ
、
と
い
ふ
の
に
、
吾
々
は
早
く
も
、
現
実
の
中
に
和
解
よ
り
は
寧
ろ
十
字
架
を
、
つ

ま
り
分
裂
と
虚
無
と
を
読
み
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
の
地
球
そ
の
も
の
が
環
境
破
壊
に
よ
っ
て
病
み
始
め
、
ま
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
深
刺

化
に
よ
っ
て
人
問
の
精
神
的
生
が
到
る
所
で
綻
び
だ
し
て
み
る
こ
と
を
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
然
も
こ
れ
ら
は
隔
た
り
の
絶
大
な
る
こ
と

を
示
す
・
ほ
ん
の
一
、
二
例
で
し
か
な
い
。
一
に
も
拘
ら
ず
、
吾
々
は
解
釈
の
試
み
に
対
し
、
な
ほ
も
希
望
を
懐
き
続
け
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

出
来
る
で
あ
ら
う
か
。
況
ん
や
、
門
い
は
ば
飛
び
火
に
よ
っ
て
灯
火
が
点
ぜ
ら
れ
る
か
の
や
う
に
」
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
言
葉
（
つ
ま
り

テ
キ
ス
ト
　
　
ガ
イ
ス
ト

原
典
の
精
神
）
に
よ
っ
て
捉
へ
ら
れ
鼓
舞
さ
れ
る
、
と
い
ふ
経
験
が
、
吾
々
に
お
い
て
生
起
し
て
く
る
や
う
、
彼
へ
の
問
ひ
か
け
に
真
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

自
己
を
賭
け
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
。
i
そ
れ
は
、
彼
と
我
と
を
真
に
結
び
つ
け
る
も
の
、
即
ち
「
伝
統
」
と
い
ふ
媒
介
者
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
れ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
本
質
的
契
機
と
す
る
や
う
な
哲
学
の
伝
統
が
、
現
に
存
在
し
、
吾
々
は
そ
の
中
に
み
つ
か
ら
立
つ
こ
と
が
可
能

で
あ
る
、
と
、
さ
う
確
信
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
可
能
に
な
っ
て
く
る
や
う
な
可
能
性
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

　
ガ
ー
ダ
マ
！
は
述
べ
て
み
る
一
へ
ー
ゲ
ル
の
思
想
的
偉
業
が
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
認
識
さ
れ
て
か
ら
既
に
久
し
い
。
す
べ
て
の
文
化

国
民
は
、
哲
学
的
思
索
の
あ
る
段
階
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
に
お
い
て
通
過
し
た
。
彼
が
哲
学
上
の
伝
統
的
概
念
を
、
ル
タ
ー
や
ド
イ
ツ
神

　
　
　
　
ピ
エ
テ
イ
ス
ム
ス

秘
主
義
や
敬
度
派
な
ど
の
言
葉
と
融
合
さ
せ
て
造
っ
た
言
語
は
、
さ
な
が
ら
国
際
語
の
や
う
に
行
き
渡
り
、
ド
イ
ツ
語
を
十
分
マ
ス
タ
ー

し
て
み
な
い
外
国
人
哲
学
者
と
い
へ
ど
も
、
こ
の
世
界
語
は
良
く
わ
か
る
の
で
あ
る
、
と
。
i
然
し
、
と
吾
々
は
問
ひ
進
ま
ざ
る
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
い
、
①
ガ
ー
ダ
マ
ー
が
指
示
す
る
や
う
な
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
現
実
（
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
）
、
ま
た
本
稿
に
お
い
て
概
観
さ
れ
或
ひ

は
瞥
見
さ
れ
た
所
の
、
②
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
史
の
三
段
階
的
展
開
、
そ
し
て
　
③
幕
末
以
来
吾
々
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
理
解
の
た
め
に
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

み
重
ね
て
き
た
努
力
（
更
に
は
広
く
吾
々
の
哲
学
的
営
為
の
全
体
）
、
こ
れ
ら
す
べ
て
（
ω
、
②
、
㈲
）
は
、
哲
学
の
伝
統
そ
の
も
の
の
中

で
、
こ
の
伝
統
自
身
に
対
し
又
栢
互
に
対
し
、
ど
の
や
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
。
若
し
位
置
づ
け
が
可
能
で
あ
る
、
と
す
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
な
ら
ば
、
吾
々
は
全
く
別
個
の
精
神
的
伝
統
の
出
自
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
哲
学
の
伝
統
に
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
参
加
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

責
め
を
分
つ
、
と
い
ふ
所
に
ま
で
到
り
え
て
み
る
こ
と
に
な
る
が
、
さ
う
い
ふ
こ
と
が
果
し
て
現
に
実
現
し
え
て
み
る
で
あ
ら
う
か
。

　
だ
が
、
他
方
、
吾
々
は
又
、
次
の
や
う
に
も
自
問
し
且
つ
自
答
せ
ざ
る
を
え
な
い
一
原
典
の
解
釈
を
可
能
に
す
る
、
と
い
は
れ
る
こ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
「
哲
学
の
伝
統
」
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
。
そ
ん
な
観
念
的
な
も
の
が
仮
に
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
存
在
し
て
み
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
今
や
終
焉
の
時
を
迎
へ
つ
つ
あ
る
、
即
ち
、
女
王
陛
下
「
哲
学
」
は
御
臨
終
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
（
《
竃
巴
9
ヨ
①
冨
雷
ぎ
ω
8
課
Φ
ω
Φ

ヨ
Φ
葺
巨
》
）
、
さ
う
い
ふ
の
が
現
代
の
大
方
の
見
解
で
あ
り
、
ま
た
実
感
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
一

　
た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の
哲
学
的
反
省
や
問
ひ
は
、
吾
々
の
直
面
す
る
解
釈
学
的
状
況
に
と
っ
て
本
質
的
な
契
機
か
ら
発
生
し
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ン
ツ
　
　
　
（
7
7
）

あ
る
。
そ
れ
故
、
さ
う
い
ふ
状
況
の
も
と
で
の
解
釈
の
試
み
は
、
常
に
、
哲
学
的
伝
統
の
実
　
存
の
問
ひ
と
の
、
或
ひ
は
吾
々
（
本
邦

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
研
究
者
）
の
現
在
の
現
実
と
の
、
反
省
的
照
応
的
関
係
の
中
で
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
そ
れ
自
身
が
既
に
哲
学
的
思

薩
の
運
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
観
照
の
静
閑
性
よ
り
は
寧
ろ
問
答
の
真
剣
さ
が
、
解
釈
を
構
成
す
る
本
質
的

契
機
に
な
っ
て
来
る
で
あ
ら
う
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
史
の
第
三
段
階
に
お
い
て
は
、
解
釈
は
恐
ら
く
そ
の
や
う
な
特
色
を
帯
び
る
で
あ
ら

う
。　

然
し
な
が
ら
、
原
典
の
解
釈
が
こ
の
や
う
に
、
哲
学
の
現
実
性
に
照
応
し
よ
う
と
す
る
真
剣
さ
の
中
で
遂
行
さ
れ
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ど
の
や
う
な
姿
勢
の
も
と
に
ど
ん
な
言
葉
を
語
り
出
す
で
あ
ら
う
か
。
正
－
反
－
舎
の
図
式
を
形
式
的
機
械
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ソ
デ
イ
フ
エ
レ
ン
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な

に
繰
返
す
だ
け
の
、
現
実
に
対
し
て
は
無
関
心
な
「
灰
色
」
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
姿
を
現
は
す
の
で
あ
ら
う
か
。
否
、
決
し
て
。
寧
ろ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

名
手
が
名
器
を
弾
き
こ
な
し
名
人
が
意
馬
を
乗
り
こ
な
す
や
う
に
、
概
念
の
悟
性
的
固
定
を
、
理
に
適
っ
て
は
み
る
が
駈
謂
「
方
法
」
に

　
　
　
　
ヘ
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ぎ
は
　
　
　
　
　
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ

は
非
ざ
る
手
法
に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
つ
ど
一
回
的
な
手
際
に
よ
っ
て
、
流
動
化
す
る
所
の
、
＝
∪
巨
興
鐸
．
．
の
巨
匠
が
、
そ
の

フ
ェ
ア
フ
ア
じ
レ
ソ

手
　
順
を
教
示
し
つ
つ
現
は
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。

　
四
一
五
　
さ
て
吾
々
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
の
可
能
性
を
尋
ね
究
め
て
そ
の
大
前
提
（
即
ち
「
哲
学
の
伝
統
」
）
に
ま
で
到
達
し
た
が
、
そ
の

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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哲
学
研
究
　
箪
〃
五
百
五
十
・
五
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

過
程
に
お
い
て
（
特
に
四
⊥
　
）
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
最
も
有
力
な
解
釈
形
式
で
あ
っ
た
原
型
的
弁
証
法
が
、
実
は
余
人
の
考
案
し
た
ひ
と
つ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
解
釈
図
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、
そ
の
歴
史
的
起
源
に
お
い
て
確
認
し
た
。
吾
々
は
既
に
第
二
、
第
三
章
に
お
い
て
、
こ
の
解
釈

図
式
の
我
国
に
お
け
る
起
源
を
問
う
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
誓
学
の
本
邦
渡
来
以
前
に
ま
で
探
索
の
手
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
探

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

索
の
旅
へ
の
出
発
に
先
立
ち
事
前
に
入
手
で
き
た
情
報
を
分
析
し
綜
合
し
て
、
い
は
ば
机
上
で
研
究
目
標
を
概
成
し
た
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
、
吾
々
が
無
批
判
的
立
場
に
み
る
限
り
常
に
そ
れ
に
支
配
さ
れ
る
贈
れ
の
あ
っ
た
原
型
的
弁
証
法
は
、
そ
の
起
源
と
制
限
範
囲
と
に

お
い
て
認
識
さ
れ
、
既
に
十
分
無
害
化
さ
れ
終
へ
た
、
と
考
へ
ら
れ
る
。
勿
論
、
原
型
的
弁
証
法
の
発
生
と
伝
播
と
に
つ
い
て
、
事
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

よ
る
基
礎
づ
け
を
更
に
完
全
に
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
吾
々
自
身
に
と
っ
て
も
進
ん
で
担
ふ
こ
と
が
望
ま
し
い
義
務
で
は
あ
る
が
、
こ
の
小

論
が
当
初
に
意
図
し
た
断
は
（
丁
五
。
六
頁
）
、
現
在
ま
で
に
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
、
と
見
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
吾
々
は
寧
ろ
こ
こ

で
当
初
の
計
画
通
り
、
『
論
理
学
』
を
は
じ
め
と
す
る
原
典
の
解
釈
の
ほ
う
へ
進
ん
で
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
、
本
研
究
の
成
果

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

の
中
か
ら
、
こ
の
新
し
い
展
開
に
対
す
る
基
本
的
方
針
と
し
て
先
行
的
に
把
握
さ
れ
て
る
る
も
の
を
工
、
三
挙
示
し
、
以
て
こ
の
小
論
の

結
び
と
し
た
い
。

　
ω
　
現
在
多
く
の
へ
…
ゲ
ル
研
究
老
に
と
っ
て
、
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
彼
は
、
関
心
の
的
に
な
っ
て
み
る
が
、
吾
々
の
立
場
に
お
い
て
も
、

こ
の
時
期
は
特
別
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
『
論
理
学
』
が
こ
の
蒔
期
に
具
体
的
に
着
手
さ
れ
、
そ
し

て
相
当
程
度
纒
ま
り
を
見
せ
た
、
と
い
ふ
理
由
に
の
み
拠
っ
て
さ
う
言
ふ
の
で
は
な
い
。
既
に
論
じ
た
通
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
史
の
第
一

期
と
第
二
期
と
で
は
、
「
故
人
の
友
の
会
」
の
立
場
と
デ
ィ
ル
タ
イ
の
そ
れ
と
に
見
ら
れ
る
や
う
に
、
イ
エ
：
ナ
期
以
前
の
彼
の
思
想
と

イ
エ
ー
ナ
期
以
後
の
体
系
と
の
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
理
解
と
評
価
と
が
、
ま
さ
に
逆
に
な
っ
て
を
り
、
然
も
さ
う
い
ふ
解
釈
に
基
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
念
的
本
然
的
イ
メ
ー
ジ
が
こ
れ
亦
、
ま
さ
に
対
照
的
に
な
っ
て
み
る
。
（
体
系
的
哲
学
者
と
生
の
思
索
者
。
）
然
し
、
現
実

へ

の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
解
釈
者
た
ち
に
お
い
て
は
尉
塾
す
る
・
自
分
に
つ
い
て
の
ふ
た
つ
の
理
解
ふ
た
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
自
分
の
中
で
牛
舎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
生
き
て
み
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
対
抗
す
る
ふ
た
つ
の
生
の
力
が
切
結
ぶ
所
に
、
イ
エ
：
ナ
に
お
け
る
彼
の
生
が
存
立
し
て
み
た



　
　
　
　
　
　
ゾ
ソ
ネ
ソ
ク
う
じ
ル

こ
と
、
そ
れ
は
明
々
白
々
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
、
従
来
の
解
釈
を
止
揚
し
つ
つ
契
機
と
し
て
自
己
の
内
に
含
む
や
う
な
新
し
い
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

像
へ
の
手
掛
り
は
、
イ
エ
ー
ナ
に
お
け
る
彼
の
現
実
的
精
神
的
生
の
そ
の
展
開
の
中
か
ら
現
は
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
i

そ
れ
が
吾
々
の
期
待
す
る
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
②
　
然
る
に
、
新
し
い
解
釈
へ
の
さ
う
い
ふ
端
緒
が
、
『
精
神
の
現
象
学
』
と
『
論
理
学
』
と
の
（
即
ち
「
自
然
的
意
識
の
教
養
の
旅
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
じ
ペ
ン
　
　
ヴ
イ
ツ
セ
ン

と
「
純
粋
概
念
が
自
己
自
身
を
知
る
円
環
的
運
動
」
と
の
）
こ
の
両
者
を
、
契
機
と
し
て
i
生
と
知
と
い
ふ
契
機
と
し
て
1
統

叫
す
る
や
う
な
立
場
を
ば
獲
得
し
把
握
す
る
こ
と
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
震
い
だ
さ
る
べ
き
こ
と
も
既
に
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
吾
々

は
、
第
一
期
お
よ
び
第
二
期
の
解
釈
者
が
多
く
さ
う
で
あ
っ
た
や
う
に
、
『
論
理
学
』
又
は
「
青
年
時
代
の
諸
草
稿
」
の
み
を
、
　
ヘ
ー
ゲ

ル
弁
証
法
を
把
握
す
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
す
べ
き
で
は
な
い
、
そ
れ
ら
に
比
す
れ
ば
殆
ん
ど
閑
却
さ
れ
て
来
た
『
精
神
の
現
象
学
』
を

も
、
前
記
の
統
一
的
立
場
に
お
い
て
は
他
の
テ
キ
ス
ト
と
等
根
源
的
な
契
機
と
し
て
、
解
釈
の
源
泉
た
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
③
　
ヘ
ー
ゲ
ル
を
哲
学
史
の
上
で
、
他
の
諸
体
系
と
関
聯
さ
せ
る
場
合
、
解
釈
史
の
第
二
期
に
お
い
て
は
、
即
ち
研
究
老
の
関
心
が
専

ら
ヘ
ー
ゲ
ル
ひ
と
り
の
発
展
史
の
叙
述
に
向
か
っ
て
み
た
時
期
に
は
、
ω
ド
イ
ツ
観
念
論
の
系
譜
に
お
い
て
か
、
あ
る
ひ
は
、
㈲
「
カ

ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
到
る
ま
で
」
の
哲
学
運
動
の
中
か
、
ど
ち
ら
か
に
、
ひ
と
は
こ
の
哲
学
を
位
置
づ
け
て
き
た
。
然
し
、
吾
々
は
そ

れ
ら
の
文
脈
（
）
、
）
）
を
改
め
て
入
念
に
仕
上
げ
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
体
系
と
の
関
聯
づ
け
を
も
更
に
広
い
視
野
か
ら
推
進
し
な
け

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
ば
な
ら
ぬ
、
哲
学
の
伝
統
の
中
で
こ
の
哲
学
と
問
答
を
も
つ
こ
と
が
こ
の
哲
学
の
解
釈
を
遂
行
す
る
所
以
で
あ
る
、
と
判
明
し
た
か
ら

で
あ
る
。
曽
っ
て
ト
レ
ソ
デ
レ
ソ
ブ
ル
ク
が
行
ひ
、
最
近
は
ラ
ー
ケ
ブ
リ
ソ
ク
や
ガ
ー
ダ
マ
…
が
行
っ
て
み
る
や
う
な
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学

　
　
　
　
（
7
8
）

と
の
関
聯
づ
け
は
稗
益
す
る
と
こ
ろ
特
に
大
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
の
項
、
了
）
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九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号

五
〇

　
注
　
　
記

隅
　
本
稿
は
『
イ
エ
ー
ナ
聴
講
の
論
理
学
』
を
主
題
と
し
た
｝
聯
の
研
究
の
、
そ
の
全
体
的
序
論
で
あ
り
、
旧
稿
『
論
評
と
構
築
と
の
あ
ひ
だ
』
　
（
本

　
誌
第
五
百
四
十
三
号
、
昭
和
五
十
六
年
）
お
よ
び
前
稿
豊
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
』
　
（
本
誌
第
五
菅
五
十
号
、
昭
和
五
十
九
年
）
に
、
事
柄
の

　
順
序
か
ら
い
へ
ぼ
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
使
用
テ
キ
ス
ト
を
は
じ
め
、
略
記
法
そ
の
他
に
も
変
更
は
な
い
。

二
　
（
1
）
　
『
論
理
学
』
研
究
の
直
接
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
ま
つ
以
下
の
も
の
が
枚
挙
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
i
ω
　
所
謂
『
イ
エ
ー
ナ
時
代

　
の
論
理
学
』
（
一
八
〇
四
～
五
年
、
所
謂
L
M
N
草
稿
の
一
部
）
、
②
　
『
高
等
中
学
校
教
諭
と
し
て
の
論
理
学
講
義
』
（
一
八
0
八
～
＝
ハ
年
、
所
謂

　
『
哲
学
初
歩
』
の
｝
部
）
、
③
所
謂
『
大
論
理
学
』
　
（
一
八
一
二
～
一
六
年
）
、
ω
駈
謂
『
大
論
理
学
』
第
　
巻
・
有
論
の
改
訂
第
二
版
（
一
八
＝
二

　
年
）
、
㈲
所
謂
『
小
論
理
学
』
（
『
哲
学
的
諸
学
の
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
第
一
部
、
一
八
一
七
、
二
七
、
三
〇
年
の
印
版
）
。
一
然
し
断
簡

　
や
未
定
稿
に
属
す
る
も
の
も
相
当
に
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
ペ
ゲ
ラ
i
氏
が
一
九
六
三
年
に
は
じ
め
て
公
刊
し
た
未
定
稿
は
、
　
『
論
理
学
』
発
展
史
の

　
た
め
の
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
　
1
ξ
蜀
冨
α
q
ヨ
①
馨
窪
の
①
ぎ
影
踏
⑦
ぴ
q
色
ω
魯
。
講
い
。
α
q
欝
、
．
”
げ
屋
α
q
●
＜
o
浮
9
8
℃
α
ぴ
q
α
q
①
δ
戸
（
鍛
o
o
q
①
7
0
Q
宮
蝕
窪
》
切
9
b
∂
”

　
ω
。
二
あ
勺
O
”
一
8
ω
）

（
2
）
　
国
α
自
9
乱
く
。
コ
寓
拶
暮
ヨ
ロ
p
貸
．
¢
σ
駿
象
Φ
黛
巴
Φ
簿
す
。
冨
一
≦
Φ
窪
8
①
●
（
一
〇
◎
Φ
o
。
）

（
3
）
詳
し
く
言
ふ
と
、
こ
の
歴
史
的
批
判
的
な
立
場
が
、
個
≧
の
弁
証
法
的
哲
学
に
接
し
つ
つ
も
、
そ
の
成
果
を
、
　
「
弁
証
法
」
概
念
の
獲
得
を
爵

　
　
指
し
て
（
い
は
ば
鯉
別
か
ら
全
体
の
方
向
へ
む
か
っ
て
）
積
み
上
げ
得
る
た
め
に
は
、
既
に
「
弁
蕪
法
と
は
か
う
い
ふ
も
の
な
の
だ
」
と
い
ふ
何

　
　
ら
か
の
全
体
的
理
解
が
先
行
し
て
み
て
、
そ
れ
が
そ
の
つ
ど
、
こ
の
立
場
を
導
い
て
を
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
（
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
叙
述
は
哲

　
　
学
史
一
般
の
そ
れ
と
何
ら
こ
と
な
る
所
が
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。
）
i
従
っ
て
、
こ
の
歴
史
的
批
判
的
立
場
は
実
は
、
全
体
的
理
念

　
　
か
ら
燗
別
的
体
系
へ
向
ふ
・
い
ま
ひ
と
つ
の
運
動
と
、
方
向
は
互
ひ
に
正
に
対
等
的
で
あ
り
な
が
ら
、
一
緒
に
な
っ
て
、
あ
る
い
っ
そ
う
大
き
な

　
　
循
環
関
係
の
内
部
で
、
そ
の
構
成
契
機
を
な
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
4
）
　
そ
れ
故
、
か
か
る
徳
環
関
係
の
中
に
正
し
く
立
つ
、
と
い
ふ
こ
と
も
亦
、
当
然
、
循
環
す
る
薯
態
そ
の
も
の
を
単
に
形
式
的
一
般
的
に
（
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た
す
ら

　
　
「
論
理
」
の
権
威
的
法
廷
か
ら
認
可
と
庇
護
と
が
与
へ
ら
れ
る
や
う
ロ
ハ
管
）
思
惟
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
仮
に
さ
う
す
る
こ
と
で
あ
る
な

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ら
ば
、
こ
の
循
環
関
係
も
亦
、
論
理
的
循
環
　
般
と
同
様
、
た
だ
園
避
さ
る
べ
き
も
の
、
本
来
は
存
在
す
べ
か
ら
ざ
る
所
の
・
せ
い
ぜ
い
弁
証
論
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的
仮
象
の
域
に
と
ど
ま
る
も
の
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

（
5
）
　
ガ
ー
プ
ラ
ー
（
0
8
茜
〉
巳
お
器
〇
四
甑
興
）
は
、
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
難
解
な
人
（
○
び
ω
ざ
ユ
け
馨
）
」
と
評
せ
ら
れ
て
み
た
こ
ど

　
　
を
伝
へ
て
る
る
。
　
（
と
U
o
ざ
ヨ
①
暮
①
N
郎
頃
①
o
q
巴
ω
臼
Φ
墨
零
U
o
N
Φ
暑
Φ
詳
言
ユ
磯
醤
Φ
卿
叶
　
（
困
。
。
自
門
Q
。
O
刈
）
．
．
”
訂
ω
瞬
く
。
⇒
出
①
訂
N
屋
B
ヨ
。
臨
。
”
瓢
Φ
ひ
q
o
∵

　
　
o
Q
巳
象
Φ
P
切
α
・
餅
〈
δ
①
刈
〉
ψ
①
㎝
i
な
ほ
、
旧
稿
「
一
八
〇
一
年
夏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
」
の
注
’
（
6
3
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
『
哲
学
研
究
』
第
五
百

　
　
五
十
号
〈
昭
和
五
十
九
年
〉
、
一
九
八
頁
）

（
6
）
2
ω
3
〈
国
「
冨
鼠
否
”
弓
『
①
出
Φ
σ
q
色
冨
『
q
Φ
巳
。
h
．
、
畢
a
ω
－
》
葺
窪
亀
ω
－
琢
”
序
Φ
ω
哉
、
矯
冒
⊆
ヨ
鶏
。
山
里
の
8
蔓
。
こ
瓜
魯
の
し
Φ
α
。
。
（
ω
）
‘
o
．

　
　
蒔
障
．

（
7
）
国
。
二
品
勺
。
署
Φ
雛
≦
冨
什
一
ω
O
竃
Φ
・
魯
範
（
峯
昼
Z
・
ψ
”
お
弘
逡
ρ
．
．
○
。
a
Φ
。
ε
冨
ω
凶
巳
寄
h
暮
四
け
δ
呂
、
、
し
⑩
①
。
。
も
．
ω
ド
。
。
●
）

（
8
）
　
切
。
げ
①
差
紙
⑦
δ
ω
”
≦
o
ω
①
鵠
信
民
団
o
H
ヨ
o
p
α
巽
∪
或
舞
轟
轟
お
㎝
O
・
ψ
一
画
．
な
ほ
、
本
書
に
は
加
藤
尚
武
氏
の
訳
書
『
弁
証
法
の
本
質
と
諸

　
　
形
態
』
（
昭
和
四
十
五
年
、
未
来
社
）
が
あ
る
。

（
9
）
　
末
木
剛
博
・
坂
井
秀
寿
・
大
出
昆
著
『
現
代
論
理
学
』
（
昭
和
五
十
三
年
、
弘
文
堂
刊
）
、
七
十
六
頁
。
同
書
か
ら
受
け
た
多
く
の
御
教
示
に
対

　
　
し
、
重
ね
て
感
謝
の
意
を
養
す
る
。
な
ほ
、
引
用
に
当
っ
て
、
原
文
の
ご
く
一
部
を
変
へ
た
が
、
文
意
に
は
も
ち
ろ
ん
全
然
変
更
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ク
シ
コ
ン

（
1
0
）
○
¢
ω
鼠
く
中
鼠
¢
①
昌
①
鷺
。
や
鼠
∫
ワ
彊
目
H
同
報
口
口
に
よ
れ
ば
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
の
四
巻
の
大
冊
『
ヘ
ー
ゲ
ル
辞
典
隔
に
お
い
て
も
、
元
来

　
　
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
用
語
で
あ
る
・
こ
の
「
正
、
反
、
合
」
は
、
ひ
と
つ
の
三
肢
組
織
と
し
て
纒
め
て
掲
げ
ら
れ
て
は
み
な
い
。
一
1
そ
も
そ
も
フ
ィ

　
　
ヒ
テ
自
身
が
、
こ
の
三
肢
組
織
な
る
も
の
を
、
一
七
九
〇
年
代
を
こ
え
た
時
点
で
は
使
用
し
て
み
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
ρ
乏
’
周
円
．
国
。
σ
q
巴
”
O
o
国
費
ヨ
Φ
囲
件
Φ
≦
①
葵
。
（
〉
犀
巴
㌔
〉
器
σ
q
菩
①
ソ
ω
9
㊤
（
剛
冨
⇒
o
ヨ
雰
巳
。
α
q
剛
Φ
自
。
ω
O
臨
ω
叶
Φ
ω
y
卯
浅
山
“
・

（
1
2
）
　
ρ
≦
●
牢
．
魏
蹟
臨
”
p
ひ
’
鉾
ρ
矯
ψ
ら
◎
S

（
1
3
）
　
≦
畠
β
o
Q
欝
8
”
↓
冨
℃
霞
δ
ω
o
O
ξ
O
h
鵠
①
鴨
囲
（
H
り
b
。
膳
y
や
窯
●

（
1
4
）
　
国
仙
舞
a
＜
o
昌
口
p
腎
ヨ
雪
範
8
G
簿
ご
。
り
．
自
F
Q
Q
●
島
i
お
・

（
1
5
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
法
哲
学
綱
要
』
（
一
八
二
｛
年
刊
）
、
「
宗
教
哲
学
講
義
」
（
一
八
一
一
一
年
夏
学
期
初
講
）
、
お
よ
び
「
歴
史
哲
学
講
義
」
（
一
八
二
，

　
　
ニ
ー
二
三
年
冬
学
期
初
講
）
を
通
じ
て
、
現
実
性
の
各
領
域
（
即
ち
、
政
治
的
社
会
的
現
実
、
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
的
現
実
、
お
よ
び
歴
史
的
現

　
　
　
へ
！
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
実
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
、
理
性
的
な
も
の
を
概
念
的
に
い
ち
い
ち
確
認
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
「
境
実
性
と
の
和
解
」
に
つ
い
て
の
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
表
現
は
、
解
釈
者
の
側
に
、
解
釈
上
の
基
本
的
対
立
（
一
た
と
へ
ば
、
現
実
の
国
家
体
制
や
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
是
認

　
　
す
る
の
か
拒
否
す
る
の
か
、
と
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
の
解
釈
の
対
立
i
）
を
生
み
、
こ
れ
ら
の
対
立
は
学
派
自
体
の
分
裂
を
惹
起
し
た
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
対
立
す
る
解
釈
が
そ
れ
ぞ
れ
に
作
用
聯
関
を
形
成
し
、
現
代
の
研
究
者
に
、
先
行
し
つ
つ
到
達
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
　
く
σ
q
H
際
ρ
二
い
α
≦
淳
貯

　
　
く
。
ロ
鵠
£
o
一
蒙
2
δ
言
ω
9
0
（
一
⑩
痒
y
ω
●
＄
塗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
）

（
1
6
）
　
故
岩
崎
武
雄
氏
を
、
　
「
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
〔
そ
の
〕
こ
と
ば
の
激
し
さ
」
に
よ
っ
て
驚
か
せ
呆
れ
さ
せ
た
ひ
と
の
ひ
と
り
に
カ
ー
ル
・
ポ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
パ
ー
が
み
る
。
彼
の
『
開
か
れ
た
社
会
と
そ
の
敵
』
（
一
九
四
五
年
、
ロ
ン
ド
ン
）
に
つ
い
て
は
、
　
す
で
に
ヴ
ァ
ル
タ
i
・
カ
ウ
フ
マ
ン
が
一
九

　
　
五
一
年
十
月
号
の
『
哲
学
雑
誌
』
（
↓
三
二
ぎ
ω
8
窯
8
一
丙
。
く
冨
～
○
。
f
お
ヨ
）
に
お
い
て
、
．
．
↓
豊
頃
Φ
ぴ
q
9
竃
讐
7
9
。
巳
器
客
の
け
ぎ
隻
”
と
題

　
　
　
　
（
二
）

　
　
す
る
論
文
を
発
表
し
、
こ
の
文
書
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
す
る
部
分
の
そ
の
非
学
術
性
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
。
ま
た
プ
ラ
ト
ン
お
よ
び
特
に
マ
ル
ク

　
　
ス
に
関
す
る
部
分
の
そ
の
「
基
礎
薄
弱
」
性
に
つ
い
て
は
、
身
近
な
所
で
は
、
相
原
億
作
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
　
「
私
に
は
、
こ
れ
は
と
う
て
い
冷

　
　
静
な
、
理
論
的
研
究
と
は
考
へ
ら
れ
ず
、
　
こ
れ
が
も
し
現
在
の
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
の
先
端
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
　
は
な
は
だ
心
細
く
感
ぜ
ら
れ

　
　
（
箪
）

　
　
る
。
」
（
昭
和
四
十
三
年
）

　
　
　
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
批
判
や
指
摘
は
、
必
ず
し
も
我
国
の
哲
学
研
究
者
や
一
般
読
書
人
に
周
知
さ
れ
て
る
な
い
。
他
方
、
ポ
ッ
パ
ー
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
書
物
は
い
ま
だ
に
な
ほ
、
若
干
の
人
々
に
は
魔
性
の
眼
鏡
と
し
て
、
先
行
的
に
機
能
し
て
み
る
や
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
吾
々
は
、
『
論
理
学
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
う
け
い

　
　
研
究
へ
向
ふ
道
を
よ
り
平
坦
に
す
る
た
め
に
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
ポ
ッ
パ
ー
挙
国
の
中
か
ら
、
客
観
的
で
然
も
肯
繁
に
あ
た
っ
て
み
る
こ
と
が
確
認

　
　
さ
れ
た
も
の
に
限
っ
て
若
干
列
挙
し
て
見
よ
う
。

　
　
　
ω
　
〔
テ
キ
ス
ト
の
問
題
〕
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
論
述
す
る
場
合
、
ポ
ッ
パ
ー
が
テ
キ
ス
ト
に
し
て
み
る
の
は
、
「
新
学
生
双
書
」
中
の
一
冊
、

　
　
　
　
　
　
セ
レ
ダ
ζ
ア
ズ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
、
、
、
、

　
　
『
ヘ
ー
ゲ
ル
文
選
』
　
（
一
九
二
九
年
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ス
ク
ラ
イ
ブ
ナ
ー
ズ
・
サ
ン
ズ
志
野
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
す
べ
て
が
抜
手
で
あ
る
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
　

　
　
の
、
学
生
向
け
の
文
選
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
ポ
ッ
パ
ー
が
、
へ
！
ゲ
ル
の
国
家
哲
学
に
つ
い
て
発
言
す
る
た
め
利
用
し
て
み
る
の
は
、
　
『
法

　
　
哲
学
綱
要
』
か
ら
の
抜
葦
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
こ
の
『
文
選
』
の
編
輯
が
特
に
杜
撰
に
な
っ
て
み
る
箇
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ガ
ン
ス
が
、
へ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
　
ザ
フ
ツ

　
　
ゲ
ル
の
褒
後
改
め
て
こ
の
書
物
を
『
全
集
』
申
の
一
冊
と
し
て
編
む
際
に
、
学
生
の
筆
記
ノ
：
ト
の
中
か
ら
選
ん
で
加
へ
た
「
補
遺
」
　
（
用
語
は
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時
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
で
は
な
く
、
寧
ろ
ガ
ソ
ス
に
由
来
す
る
一
）
が
、
そ
の
間
の
事
情
の
コ
メ
ン
ト
な
し
に
（
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

葉
で
あ
る
か
の
や
う
に
）
い
き
な
り
提
示
さ
れ
て
く
る
。
さ
う
い
ふ
抜
海
の
然
も
英
訳
が
ポ
ッ
パ
ー
の
議
論
の
源
泉
に
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
②
〔
英
語
訳
に
依
拠
す
る
こ
と
の
問
題
性
〕
こ
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
文
選
』
に
は
、
　
『
エ
ソ
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
i
』
第
三
版
（
一
八
三
〇
年
）
の
第

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

六
節
は
全
く
含
ま
れ
て
み
な
い
。
然
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
こ
で
は
、
あ
の
「
理
性
的
な
も
の
こ
そ
現
実
的
で
あ
る
、
云
々
」
と
い
ふ
彼
自
身

の
命
題
（
『
法
哲
学
綱
要
』
、
序
言
）
に
関
聯
し
て
、
み
つ
か
ら
こ
の
現
実
性
（
≦
貯
包
ざ
受
皿
け
）
な
る
概
念
を
芸
術
し
、
偶
然
的
存
在
（
留
ω
N
亀
巴
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ん
ぐ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
レ
ア
じ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ィ
ル
ク

壽
Φ
）
、
定
有
（
U
9
器
ぎ
）
、
実
有
（
閤
×
馨
。
欝
）
等
か
ら
そ
れ
を
厳
格
に
区
別
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
団
栗
の
実
は
、
実
在
的
で
あ
っ
て
も
現
実

リ
ツ
ヒ

的
で
は
な
い
。
亭
々
た
る
樫
の
大
木
こ
そ
現
実
的
な
の
で
あ
る
。
1
従
っ
て
、
こ
の
ξ
鼠
鱒
ぎ
ず
．
．
を
、
．
毬
ε
巴
、
”
と
し
て
英
訳
す
る
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
つ
い

こ
の
．
．
翁
・
。
葺
巴
．
、
が
対
に
な
る
の
は
．
．
0
9
0
p
け
芭
．
、
（
潜
勢
的
・
可
能
的
）
と
で
あ
っ
て
、
．
．
旨
旨
①
巴
．
、
と
で
は
な
い
。

　
だ
が
、
ポ
ッ
パ
ー
は
『
文
選
』
に
頼
り
す
ぎ
た
結
果
、
．
、
乏
冨
二
肋
母
酔
δ
昌
巴
㍉
ω
，
。
9
ロ
留
”
、
と
い
ふ
訳
文
に
対
面
し
た
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身

　
　
　
　
　
レ
ア
ロ
ル
　
　
　
　
　
　
ウ
イ
ル
ク
リ
ツ
ヒ

に
お
け
る
「
実
在
的
」
と
「
現
実
的
」
と
の
峻
別
を
全
く
知
る
べ
く
も
な
く
、
．
．
お
曵
霞
碧
堅
陣
、
”
と
い
ふ
や
う
に
同
義
化
し
た
。
　
の
み
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
じ
ア
ル
　
　
　
　
　
ア
ク
チ
ュ
ア
ル

ず
、
結
局
は
、
．
、
器
巴
、
、
の
ほ
う
に
統
一
す
る
。
そ
の
揚
句
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
た
だ
い
ま
実
在
的
あ
る
ひ
は
現
実
的
で
あ
る
も
の
は
ど
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ッ
ド

も
み
な
、
善
で
も
あ
り
合
理
的
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
特
に
結
構
な
の
は
、
…
…
現
実
に
実
在
す
る
（
9
9
爵
ξ
①
×
馨
ぎ
σ
q
）

プ
ロ
シ
ャ
国
家
で
あ
る
。
」
　
と
ま
で
誕
告
を
恣
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
i
然
し
だ
い
た
い
『
法
哲
学
綱
要
』
の
抜
葦
の
英
訳

自
体
が
、
た
と
へ
ば
「
国
家
と
い
ふ
も
の
を
有
ら
し
め
よ
う
、
と
い
ふ
の
が
、
世
界
に
対
す
る
神
の
働
き
か
け
な
の
で
あ
る
」
と
あ
る
べ
き
所
を

「
国
家
と
は
、
世
界
の
中
を
進
ん
で
ゆ
く
神
の
行
進
で
あ
る
」
　
（
『
文
選
』
、
四
四
三
頁
）
と
訳
し
て
み
る
程
度
に
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
の
で

あ
る
。

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

　
㈲
〔
歴
史
的
学
説
公
的
事
実
へ
の
無
知
〕
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
っ
て
み
る
、
　
「
人
間
を
人
間
と
し
て
認
め
う
る
（
鴫
ミ
§
）
の
は
、
彼
が
人
間
で
あ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ド
イ
ツ
人
、
イ
タ
リ
ア
人
等
々
で
あ
る
か
ら
人
間
と
し
て
認
め

う
る
、
の
で
は
な
い
。
」
（
『
法
哲
学
綱
要
』
、
第
二
〇
九
節
。
盲
点
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
も
の
）
一
然
る
に
、
ポ
ッ
パ
ー
は
、
彼
が
（
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
か
た
ぎ

に
は
そ
の
敵
役
を
勤
め
さ
せ
つ
つ
）
賞
揚
す
る
所
の
、
「
自
由
主
義
者
」
プ
リ
ン
ス
が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
、
全
然
知
ら
な
い
ら
し

い
。
フ
リ
ー
ス
は
一
八
一
六
年
夏
に
刊
行
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
中
で
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
根
絶
」
を
叫
び
、
　
「
ユ
ダ
ヤ
人
は
〔
ド
イ
ツ
〕
民
族
の
吸

　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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哲
学
研
究
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
ヨ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け

血
鬼
で
あ
る
し
と
幌
ひ
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
〔
と
い
ふ
階
層
〕
に
は
、
そ
の
衣
服
の
上
に
特
別
の
し
る
し
を
着
け
る
こ
と
を
強
制
す
べ
き
だ
」
と
ま
で
猛

り
立
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
フ
リ
ー
ス
を
推
奨
し
な
が
ら
ポ
ッ
パ
ー
は
、
前
掲
の
や
う
な
思
想
を
表
絹
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
中
に
、
ど
う

し
て
プ
ア
シ
ス
ト
の
原
型
や
ナ
チ
ズ
ム
の
入
種
差
別
論
を
亡
い
だ
さ
う
と
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
。
第
二
〇
九
節
が
『
ヘ
ー
ゲ
ル
文
選
』
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

っ
て
み
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か
。
然
し
、
そ
の
程
度
の
知
識
で
無
蘂
の
ひ
と
を
告
発
し
た
手
口
こ
そ
誰
か
に
似
て
み
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

1
一
般
に
、
ポ
ッ
パ
ー
の
事
実
認
識
は
粗
雑
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ソ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
本
質
主

義
哲
学
者
フ
ッ
サ
ー
ル
お
よ
び
シ
ェ
ー
ラ
ー
」
の
徒
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。
　
『
探
究
の
論
理
』
の
著
考
は
、
事
実
関
係
を
も
う
す
こ

し
正
確
に
探
究
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヅ
ヴ
イ
ッ
セ
ソ

　
ω
〔
そ
の
非
論
理
性
と
煽
情
性
〕
た
し
か
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
国
家
は
良
心
を
、
…
…
主
観
的
な
知
識
と
し
て
は
承
認
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
」
（
『
法
哲
学
綱
要
』
、
第
＝
孤
七
節
）
と
述
べ
て
は
み
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
「
塗
家
」
と
い
ふ
の
は
、
看
々
の
周
囲
に
実
在
す
る
個
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ヂ
ィ

国
家
そ
の
も
の
（
た
と
へ
ば
プ
μ
イ
セ
ン
）
で
は
な
く
、
道
徳
的
理
念
の
現
実
態
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
「
私
の
人
格
性
一
般
、
私
の
普
遍
的
な

意
志
自
由
、
倫
理
、
宗
教
の
や
う
な
も
の
の
そ
の
不
可
譲
渡
性
（
q
昂
く
①
議
葛
①
島
9
冨
δ
」
を
承
認
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
〔
私
の
〕
権
利
の
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

聴
効
性
（
q
曳
く
霞
鞍
ξ
び
鋤
鱒
鉱
け
）
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
理
念
〔
又
は
、
精
神
の
生
〕
な
の
で
あ
る
。
（
間
書
、
第
六
六
節
）
従
っ
て
「
奴
隷
が
自

分
を
自
由
に
す
る
絶
対
的
権
利
を
も
つ
と
い
ふ
こ
と
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
」
（
同
書
、
同
簾
補
薬
）

　
と
こ
ろ
が
「
良
心
を
以
て
法
の
基
準
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
ふ
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
「
コ
ヅ
ツ
ェ
ブ
ー
隠
殺
事

門
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、

件
」
（
一
八
　
九
年
三
月
）
の
犯
人
ザ
ン
ト
の
熱
情
的
確
信
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
意
は
、
　
（
a
）
「
他
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
の
戯

来
な
い
」
人
格
性
と
、
（
b
）
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
取
愚
か
れ
て
る
て
」
、
　
狂
信
に
す
ら
転
じ
か
ね
な
い
「
良
心
」
と
を
区
別
し
た
う
へ
で
、
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
b
）
は
、
道
徳
的
理
念
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
「
国
家
」
の
そ
の
基
盤
と
は
な
り
え
な
い
、
　
と
主
張
す
る
所
に
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
　
ポ
ッ

パ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
、
ナ
チ
ス
の
や
う
な
全
体
主
義
国
家
に
よ
る
・
「
欄
人
の
人
格
性
お
よ
び
譲
渡
し
え
ざ
る
諸
権
利
」
の
圧
殺
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
い
ん

先
駆
的
に
正
当
化
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
ふ
ふ
う
に
歪
曲
し
て
延
引
を
な
す
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ポ
ッ
パ
ー
は
と
も
か
く
こ
こ
で
は
、
良
心
の
、
つ
ま
り
個
別
的
特
殊
的
存
在
の
、
そ
の
肩
を
も
っ
て
、
全
体
な
い
し
一
般
に
優
先
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

せ
よ
う
、
と
し
て
み
る
。
然
る
に
、
世
論
（
全
体
）
と
偉
人
（
心
事
）
と
の
問
題
（
『
法
哲
学
綱
要
』
第
三
｝
八
節
、
　
補
遺
）
で
は
、
全
く
逆
転
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ヘ
　
　
へ

し
て
、
全
体
（
世
論
）
を
個
別
（
偉
人
）
に
優
先
せ
し
め
、
飼
別
を
抑
制
す
る
姿
勢
を
と
る
。
そ
れ
は
、
『
文
選
』
（
四
六
｝
頁
）
か
ら
訳
文
を
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

用
す
る
場
合
、
　
「
そ
こ
ご
こ
か
ら
耳
に
入
っ
て
く
る
や
う
な
世
論
を
軽
視
す
る
す
べ
を
心
得
な
い
ひ
と
は
、
決
し
て
大
き
な
仕
事
を
実
現
し
な
い

で
あ
ら
う
」
と
い
ふ
ふ
う
に
、
　
（
原
文
に
は
な
い
）
傍
点
を
み
つ
か
ら
打
っ
て
み
る
所
に
も
窺
は
れ
る
。
こ
の
引
用
文
の
真
意
は
、
だ
が
そ
の
三

～
四
行
前
の
文
章
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
上
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
世
論
と
い
ふ
も
の
の
中
に
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
虚
偽
と
真
実
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
に
真
実
を
見
い
だ
す
の
が
偉
人
の
仕
事
で
あ
る
。
」
　
1
従
っ
て
ポ
ッ
パ
ー
は
、
論
理
的
な
不
整
合
を
あ
へ
て
お
か
し
、

解
釈
の
不
公
正
を
お
か
し
て
ま
で
も
、
　
「
世
論
を
軽
視
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
」
を
捏
造
し
世
論
尊
重
の
伝
統
の
あ
る
英
語
国
禺
の
前
に
提
示
し
よ
う
と

し
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
理
論
的
一
貫
性
を
頷
け
不
当
な
告
発
に
よ
っ
て
謳
引
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
僻
心
が
露
呈
し
て
は
み
な
い
だ
ら

　
も
　
む

う
カ
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
〔
概
括
〕
以
上
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
ポ
ッ
パ
ー
批
判
の
な
か
で
、
吾
々
が
客
観
的
指
摘
と
し
て
承
認
し
う
る
で
あ
ら
う
も
の
の
や
う
や
く
一
半

で
あ
る
。
（
「
ポ
ッ
パ
ー
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
全
体
主
義
の
現
代
的
形
態
と
の
あ
ひ
だ
の
、
そ
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
を
満
た
す
人
物
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
で
あ
る
、
と
布
告
し
た
だ
け
で
あ
る
」
と
い
ふ
や
う
な
カ
ウ
フ
マ
ン
の
断
定
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
）
カ
ウ
フ
マ
ソ
は
、
「
誰
が

誰
に
ど
ん
な
思
想
的
影
響
を
与
へ
た
か
」
と
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
の
ポ
ッ
パ
ー
の
言
葉
が
、
　
「
論
理
学
お
よ
び
科
学
方
法
論
で
重
要
な
仕
事
を
し

た
人
で
あ
る
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
」
全
く
非
学
問
的
で
あ
る
、
と
雷
っ
て
み
る
が
、
筆
者
に
は
、
問
題
の
こ
の
書
物
と
ポ
ッ
パ
ー
の
他
の
業

績
と
の
あ
ひ
だ
に
は
、
た
し
か
に
著
し
い
落
差
が
存
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
こ
の
書
物
が
一
九
四
五
年
と
い
ふ
時
点
で
、
し
か
も
戦
勝
国
の
首

都
で
刊
行
さ
れ
た
、
と
い
ふ
事
情
は
、
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　
　
（
　
）
　
岩
崎
武
雄
、
「
へ
！
ゲ
ル
の
生
涯
と
思
想
」
（
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
《
中
央
公
論
社
刊
『
世
界
の
名
著
』
、
第
四
十
四
巻
》
所
収
、
昭
和
五
十

　
三
年
、
　
八
百
ハ
。

　
　
（
二
）
　
≦
巴
帯
門
囚
p
鼠
ヨ
9
。
p
簗
↓
ず
①
国
①
o
q
9
ζ
鴫
夢
弩
幽
詳
竃
Φ
窪
。
α
（
↓
譜
、
ミ
』
含
魯
ミ
8
馬
刀
恥
ミ
二
野
O
o
什
ご
一
⑩
望
の
）
↓
冨
羅
”
貯
窯
ω

　
物
こ
ミ
⑦
壽
黛
ぎ
魯
§
蕊
き
肉
註
切
鷺
ミ
皆
§
§
堕
這
α
P
ロ
・
O
早
一
b
。
G
。
．

　
　
（
三
）
　
相
原
信
作
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
一
考
察
」
　
（
三
宅
剛
一
編
『
現
代
哲
学
に
お
け
る
人
間
存
在
の
問
題
』
所
収
、
昭
和
四
十
三
年
）
、

　
一
六
一
頁
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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哲
学
研
究
　

箪
叩
五
百
五
幸
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
　
　
　
（
四
）
　
踏
①
α
q
①
一
”
ω
①
一
①
鼠
。
諺
噸
o
P
び
軽
い
ピ
。
Φ
≦
o
暮
Φ
贔
噸
δ
込
。
ρ
（
目
ぎ
ミ
＆
ミ
韓
9
嚇
ミ
§
鳳
．
一
宮
曾
ミ
き
O
冨
ユ
①
ω
ω
。
ユ
げ
器
厭
．
ω
ω
身
幹
）

　
　
　
　
（
五
）
　
当
時
著
名
の
文
筆
家
ロ
ッ
ツ
ェ
ブ
！
　
（
》
¢
α
q
霞
深
く
。
鐸
目
。
欝
Φ
げ
器
”
一
再
露
1
一
。
。
一
ゆ
）
　
は
ロ
シ
ア
公
使
館
の
参
事
官
と
し
て
、
ロ
シ
ア

　
　
　
宮
廷
に
報
告
を
送
っ
て
み
た
た
め
、
ロ
シ
ア
の
ス
パ
イ
と
見
倣
さ
れ
て
る
た
。
一
八
一
九
年
三
月
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
い
て
、
ギ
ー
セ
ン
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヅ
ル
シ
エ
ソ
シ
ヤ
フ
ト

　
　
　
の
学
生
ザ
ン
ト
（
一
（
①
『
一
　
ぴ
環
α
≦
｝
σ
q
　
ω
①
戸
儀
”
　
H
刈
O
切
1
一
Q
Q
鱒
O
）
に
刺
殺
さ
れ
る
。
全
ド
イ
ツ
学
生
組
合
員
の
ザ
ン
ト
は
、
こ
の
参
事
官
を
全
ド
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
ツ
統
一
の
敵
と
し
て
確
信
し
、
テ
鐸
リ
ズ
ム
を
そ
の
良
心
に
お
い
て
是
認
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

（
1
7
）
　
船
山
信
一
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
体
系
と
方
法
』
（
昭
和
三
十
六
年
、
未
来
社
）
、
二
七
三
～
四
頁
。
（
引
用
文
中
、
三
字
変
更
）

（
1
8
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
名
そ
の
も
の
は
、
若
干
の
知
識
と
と
も
に
、
蕃
書
調
所
で
も
既
に
知
ら
れ
て
み
た
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
年
）
、
　
オ
ラ
ン
ダ
留

　
　
学
途
上
の
西
脇
は
、
オ
ラ
ン
ダ
船
テ
ル
ナ
テ
（
↓
㊤
”
讐
⑦
）
　
号
の
船
上
で
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
ホ
フ
マ
ン
教
授
あ
て
に
研
究
計
画
書
を
作
成
し
た
。
r

　
　
そ
の
中
に
は
「
私
の
計
画
は
要
領
を
か
い
つ
ま
ん
で
学
ぼ
う
と
思
ふ
。
…
…
な
ほ
、
哲
学
と
称
せ
ら
れ
る
方
面
の
学
問
の
領
域
も
修
め
た
い
と
思

　
　
ふ
。
我
が
国
法
が
禁
じ
て
み
る
宗
教
思
想
は
、
デ
カ
ル
ト
、
ロ
ッ
ク
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
カ
ン
ト
等
の
唱
激
し
た
こ
と
と
は
相
違
し
て
み
る
と
思
ふ
か

　
　
ら
、
こ
れ
ら
も
学
び
た
い
と
思
ふ
。
」
と
あ
る
。
（
原
文
は
逆
撫
語
。
板
沢
武
雄
氏
訳
。
）
　
右
計
画
書
は
オ
ラ
ン
ダ
到
着
後
、
一
八
六
三
年
六
月
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
じ
ゲ

　
　
一
日
の
帳
付
を
以
て
、
堤
嵐
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
本
邦
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
学
術
的
関
心
が
表
明
さ
れ
た
最
初
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
「
稗
歓

　
　
ル
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
児
」
の
名
は
そ
の
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
み
た
の
で
あ
る
。
（
宗
高
書
房
刊
『
西
霞
全
集
』
第
｝
巻
、
七
〇
一
～
七
〇
二
頁
。
）
に
も
拘
ら
ず
、
西
周

　
　
は
、
偉
歓
児
に
つ
い
て
必
ず
し
も
多
く
を
述
べ
て
み
な
い
が
、
彼
の
遺
書
厨
録
中
、
　
オ
ラ
ン
ダ
留
学
時
代
の
購
入
と
目
さ
れ
る
書
物
の
中
に
、

　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の
翼
象
悪
熱
『
哲
学
史
講
義
』
、
ク
ー
ザ
ン
の
『
哲
学
史
講
義
』
な
ど
が
あ
る
。
（
麻
生
義
輝
、
　
『
近
世
臼
本
哲
学
史
』
、
　
　
二

　
　
六
～
一
二
七
百
ハ
。
）

（
1
9
）
　
轟
尚
峯
・
一
愚
、
「
『
折
円
学
研
猫
九
』
回
顯
M
」
（
ヲ
誓
学
研
W
施
九
』
仙
弟
五
五
〇
号
、
　
六
〇
七
百
（
。
昭
和
五
十
九
年
十
h
月
）

（
2
0
）
　
一
丁
目
の
は
じ
め
か
ら
こ
こ
ま
で
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
田
辺
元
、
　
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
（
昭
和
七
年
）
、
序
（
一
～
一
三
頁
）
を
参

　
　
照
。
な
ほ
、
同
所
は
、
筑
摩
書
房
刊
『
田
辺
元
全
集
』
第
三
巻
、
七
五
～
八
四
頁
に
収
載
さ
れ
て
る
る
。

（
2
1
）
　
田
辺
元
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
観
念
論
」
　
（
『
哲
学
研
究
』
、
昭
和
六
年
十
二
月
）
。
こ
の
論
文
は
、
こ
の
昭
和
六
年
に
発
表
さ
れ
た
他
の
三
篇
の

　
　
論
文
な
ど
と
と
も
に
、
前
掲
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
の
中
に
収
載
さ
れ
て
る
る
。
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（
2
2
）
　
田
辺
元
、
前
掲
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
、
三
六
八
～
九
頁
。

（
2
3
）
　
田
辺
元
、
『
哲
学
通
論
』
（
昭
和
八
年
、
岩
波
書
店
）
、
一
八
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
2
4
）
　
獲
に
は
「
『
非
甲
は
甲
で
あ
ら
ぬ
』
と
い
ふ
矛
盾
律
は
、
思
惟
が
可
能
な
る
限
り
、
…
…
〔
弁
証
法
に
よ
っ
て
も
〕
破
棄
」
出
来
る
も
の
で
は
な

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
い
、
と
言
は
れ
た
。
さ
う
い
ふ
矛
盾
律
に
基
づ
い
た
形
式
論
理
に
対
置
さ
れ
る
と
き
、
弁
証
法
は
寧
ろ
立
体
の
論
理
で
あ
る
1
即
ち
、
平
面
の

　
　
論
理
に
於
け
る
矛
盾
対
立
は
、
こ
の
立
体
の
論
理
に
於
て
反
対
対
立
に
移
り
、
（
肯
定
否
定
の
対
立
と
し
て
現
れ
た
）
質
は
、
（
全
称
特
称
の
区
別

　
　
と
し
て
現
れ
る
）
量
に
転
化
さ
れ
る
i
、
と
、
さ
う
言
は
れ
た
。
（
田
辺
元
、
『
へ
！
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
、
二
〇
九
～
二
一
一
頁
の
要
約
。
）

　
　
然
る
に
、
『
哲
学
通
論
』
で
は
、
「
弁
証
法
の
動
力
と
な
る
対
立
は
、
反
対
対
立
で
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
し
て
、
類
的
普
遍
の
媒
介
な
き
矛
盾
対

　
　
立
に
さ
へ
止
ま
る
の
で
な
く
、
同
時
に
、
後
者
〔
”
矛
盾
対
立
〕
の
対
象
的
〔
つ
ま
り
、
思
惟
自
身
の
外
に
あ
る
〕
対
立
と
相
即
す
る
作
用
的
対

　
　
立
、
即
ち
作
用
の
相
反
抗
争
す
る
力
的
緊
張
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
作
用
の
矛
盾
的
対
立
は
思
惟
の
自
己
自
身
に
対
す
る
自
己
矛
盾
に
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
な
ら
な
い
。
弁
証
法
の
動
力
は
思
惟
の
〔
こ
の
〕
分
裂
に
あ
る
。
」
と
、
極
め
て
顕
著
な
変
化
が
現
は
れ
て
る
る
。
（
『
哲
学
通
論
』
、
一
八
○
～
一

　
　
八
｝
頁
の
要
約
。
）

（
2
5
）
　
西
田
幾
多
郎
、
「
私
の
立
場
か
ら
見
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
」
（
昭
和
六
年
）
（
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
二
巻
、
六
四
～
八
四
頁
）
。
山
内
得

　
　
立
、
『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』
（
昭
和
四
十
九
年
）
、
た
と
へ
ぼ
五
十
九
頁
。

（
2
6
）
　
こ
の
段
落
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
、
三
五
九
頁
、
『
哲
学
通
論
』
、
二
二
六
頁
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
7
）
　
こ
こ
で
「
契
機
」
と
い
ふ
概
念
に
よ
っ
て
念
頭
に
お
か
れ
る
べ
き
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
論
理
研
究
』
第
二
巻
第
一
部
、
第
三
章
十
七
節
で
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ラ
テ
ィ
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
イ
ル

　
　
定
し
て
み
る
や
う
な
、
「
全
体
に
対
し
て
相
関
的
な
非
独
立
的
部
分
」
と
い
ふ
関
係
で
あ
る
。

（
2
8
）
　
9
≦
．
想
巨
国
①
σ
q
o
汀
O
①
紹
ヨ
ヨ
簿
。
≦
o
芽
。
（
〉
訂
α
㍉
》
臣
σ
q
筈
①
y
ゆ
P
P
ψ
G
。
O
l
。
。
O
’
¢
．
ψ
蔭
ム
b
。
．

（
2
9
）
　
○
．
≦
．
男
“
国
①
ぴ
q
①
一
”
O
o
器
ヨ
ヨ
Φ
冒
≦
Φ
鱒
Φ
（
〉
評
9
。
飢
●
－
》
易
ひ
q
筈
①
y
ω
α
●
一
b
。
（
≦
蹴
ω
o
房
。
里
謡
α
霧
ピ
。
ぴ
q
弾
’
じ
d
9
同
図
y
ω
贋
b
っ
ミ
¢
・
o
Q
6
b
o
認
●

（
3
0
）
　
田
辺
の
所
謂
「
綜
合
性
」
お
よ
び
「
否
定
性
」
の
概
念
、
そ
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
図
式
等
は
す
べ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
か
ら
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ば
、
本
質
論
の
規
定
に
相
当
す
る
で
あ
ら
う
。
然
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
論
理
学
』
の
叙
述
を
、
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
常
に
、
　
「
直
接
的

　
　
な
も
の
」
の
領
域
か
ら
、
即
ち
有
論
か
ら
始
め
て
み
る
の
は
何
故
か
。
形
式
主
義
的
理
解
の
言
ふ
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
自
身
「
本
質
論
」
か

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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折
口
学
研
鷹
九
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

　
　
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
ら
う
の
に
。
初
学
者
の
た
め
に
、
初
学
者
に
近
い
「
直
接
的
な
も
の
」
か
ら
始
め
た
の
だ
、
と
い
ふ
解
釈
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
身
の
言
説
、
特
に
、
　
「
学
は
純
粋
有
の
み
を
そ
の
始
元
と
な
し
得
る
」
と
い
ふ
明
確
な
主
張
の
前
で
は
、
成
り
た
ち
難
い
で
あ
ら
う
。

（
3
1
）
　
田
辺
は
、
大
学
を
卒
業
し
て
閲
も
な
く
（
明
治
四
十
年
代
と
推
定
さ
れ
る
）
、
　
波
多
野
精
一
を
指
導
者
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
読
書
会
に
、
二
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
わ
た
り
出
席
し
た
。
波
多
野
は
、
そ
の
師
フ
ォ
ン
・
ケ
ー
ベ
ル
の
感
化
を
受
け
、
ま
た
「
青
年
の
野
心
留
険
心
も
幾
分
手
筆
っ
て
」
、
　
こ
の
難
解

　
　
の
書
『
精
神
の
環
象
学
』
を
通
読
し
た
の
で
あ
る
。
参
加
者
は
、
田
辺
の
ほ
か
、
阿
部
次
郎
、
安
倍
能
成
、
伊
藤
吉
之
助
、
小
山
靹
給
、
田
中
経

　
　
太
郎
、
宮
本
和
吉
で
あ
っ
た
。
田
辺
元
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
の
序
、
お
よ
び
『
波
多
野
精
一
全
集
』
第
六
巻
、
一
二
三
九
～
三
四
〇
頁

　
　
（
香
州
鉄
蔵
宛
、
昭
和
十
九
年
九
月
二
十
六
日
附
の
書
簡
）
参
照
。

（
3
2
）
　
『
波
多
野
精
一
全
集
』
第
六
巻
、
一
二
～
一
三
頁
（
田
辺
元
宛
、
大
正
六
年
八
月
三
日
附
の
書
簡
）
参
照
。

（
3
3
）
　
船
山
儒
一
、
前
掲
書
、
二
七
一
～
ご
　
三
八
頁
。
茅
野
良
男
、
『
弁
証
法
入
門
』
（
昭
和
四
十
四
年
、
講
談
社
現
代
新
書
）
、
二
四
六
～
二
七
五
頁
。

（
3
4
）
　
菊
9
。
嘗
嚢
・
①
一
〈
9
丙
。
。
び
①
コ
（
目
）
」
層
o
Q
象
8
窪
訂
器
携
両
二
α
醇
厚
穴
一
。
鐸
。
．
．
（
μ
。
。
。
。
b
。
）
’
（
鱒
）
”
b
器
℃
三
δ
ω
8
三
。
・
o
冨
紹
ω
3
ヨ
国
・
タ
出
鍵
貯
B
p
弓
ω
、
．

　
　
（
同
Q
。
c
。
心
）
●
（
ω
）
ヒ
U
δ
勺
7
ロ
。
ω
8
竃
㊦
＞
9
ω
畠
8
窪
冨
器
諺
．
．
（
戸
。
。
○
。
Q
。
）
●

（
3
5
）
　
〉
窃
①
冨
ω
魯
≦
①
α
q
冨
罷
○
①
ω
0
7
ざ
霧
。
亀
忠
勺
三
剛
8
0
9
冨
一
霞
¢
ヨ
ユ
じ
。
．
ρ
c
。
ミ
）
幽

（
3
6
）
　
三
宅
雪
嶺
、
『
偽
悪
醜
日
本
人
』
（
明
治
二
十
四
年
）
。
（
筑
摩
雷
霜
融
、
『
朗
治
文
学
全
集
』
第
三
十
三
巻
、
『
三
宅
雪
嶺
集
』
所
収
。
特
に
二
二

　
　
七
頁
。
）

（
3
7
）
　
…
二
宅
雪
山
領
、
『
哲
学
湘
…
滴
隔
（
錫
治
二
十
二
年
）
、
晶
朗
掲
の
牌
二
丁
書
房
版
、
　
7
九
八
頁
。

（
3
8
）
　
香
川
鉄
蔵
宛
て
の
、
波
多
野
精
一
の
前
掲
（
淺
の
3
1
）
書
簡
参
照
。

（
3
9
）
　
以
下
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
関
し
て
本
論
文
は
、
大
半
を
山
口
静
一
著
『
フ
ェ
ノ
ロ
サ
』
（
上
下
二
本
目
昭
和
五
十
七
年
、
三
省
覚
刊
）
、
特
に
、
そ

　
　
の
第
二
章
「
東
京
大
学
に
お
け
る
フ
ェ
ノ
霧
サ
」
に
負
う
て
み
る
。
叙
述
薄
象
へ
の
愛
情
と
叙
述
自
体
の
歴
史
的
客
観
性
と
を
類
ひ
稀
れ
な
ま
で

　
　
に
両
立
さ
せ
て
る
る
こ
の
著
書
と
著
者
と
に
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
た
い
。
　
な
ほ
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ク
ラ
ー
の
前
掲
書
に
は
、
　
既
に
一
八
五
六
年

　
　
に
、
H
担
ω
①
。
貯
。
の
英
訳
、
．
霞
ω
8
蔓
。
h
写
ま
ω
o
o
ξ
卿
厚
き
弓
。
ぎ
ヨ
①
”
．
（
底
本
は
恐
ら
く
初
版
本
）
が
刊
行
さ
れ
て
る
る
が
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が

　
　
使
用
し
た
英
文
抄
訳
本
と
の
関
係
は
未
詳
で
あ
る
。
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（
4
0
）
　
山
口
静
一
氏
の
前
掲
書
、
上
巻
八
八
頁
（
井
上
哲
次
郎
の
回
想
談
）
。
杉
原
四
郎
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
東
京
大
学
講
義
」
（
『
黍
刊
・
社
会
思
想
』
、

　
　
第
二
巻
第
四
冊
、
昭
和
四
十
八
年
）
、
一
九
五
頁
。
山
下
重
一
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
東
京
大
学
教
授
時
代
」
（
『
国
学
院
法
学
』
、
第
十
二
巻
第
四
号
、

　
　
昭
和
五
十
年
）
、
　
一
四
六
～
｝
五
二
頁
。
特
に
第
二
、
第
三
の
文
献
は
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
明
治
十
四
年
度
の
「
哲
学
史
講
義
」
を
筆
記
し
た
阪
谷

　
　
芳
郎
の
ノ
ー
ト
に
基
い
て
、
詳
細
な
説
明
を
試
み
て
み
る
。

（
4
1
）
　
京
都
大
学
文
学
部
図
書
室
所
蔵
の
「
朝
永
文
庫
」
に
は
、
　
．
．
い
0
9
霞
①
ω
o
コ
出
切
8
蔓
o
h
勺
ず
篇
畠
o
O
7
風
．
．
げ
鴫
U
磐
戦
野
や
ゴ
p
。
①
一
く
。
β
区
。
Φ
げ
Φ
機

　
　
（
閃
O
増
　
℃
醜
座
く
⇔
静
①
　
（
り
陣
「
O
漏
一
当
叶
一
〇
謬
）
と
い
ふ
上
下
二
巻
の
私
家
版
が
あ
り
、
一
八
九
七
年
（
明
治
三
十
年
）
と
い
ふ
年
度
が
記
さ
れ
て
み
る
。
従
っ

　
　
て
、
『
哲
学
要
領
』
と
同
じ
思
想
文
脈
で
理
解
で
き
ょ
う
が
、
そ
こ
で
は
図
馨
裁
。
置
§
σ
q
と
①
＜
o
ゴ
ま
昌
と
は
等
覚
さ
れ
て
る
る
。
同
書
第
二
巻

　
　
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
の
章
、
特
に
三
六
〇
～
三
六
三
頁
参
照
。

（
4
2
）
　
『
哲
学
要
領
』
の
七
三
頁
で
は
、
「
撞
着
は
真
実
の
生
長
す
る
基
礎
な
り
」
と
さ
へ
言
明
さ
れ
て
み
る
。

（
4
3
）
　
『
哲
学
要
領
』
、
六
二
頁
お
よ
び
七
四
頁
。

（
4
4
）
　
本
文
中
に
既
出
の
、
桑
木
鼻
翼
『
哲
学
概
論
』
（
明
治
三
十
三
年
）
、
　
二
四
～
九
頁
参
照
。
一
二
七
頁
に
は
「
一
切
の
事
物
を
正
反
合
の
関
係

　
　
に
よ
り
て
説
明
し
、
其
存
在
す
る
所
以
の
理
を
説
明
せ
ん
と
す
る
方
法
を
弁
証
法
と
い
ふ
な
り
。
」
と
断
じ
ら
れ
て
み
る
。

（
4
5
）
　
中
島
力
造
「
へ
！
ゲ
ル
白
豆
証
法
」
（
『
哲
学
会
雑
誌
』
、
第
四
冊
第
四
十
八
号
、
七
百
十
二
～
七
百
二
十
二
頁
。
明
治
二
十
四
年
。
）

（
4
6
）
　
然
し
、
中
島
力
造
の
同
論
文
を
通
読
す
る
と
、
彼
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
を
ど
こ
ま
で
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
「
熟
読
」
し
て
み
た
か
、
疑

　
　
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
と
へ
ば
、
「
始
元
」
「
純
粋
有
」
　
「
有
一
無
一
成
の
弁
証
法
」
等
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
す
る
所
を
彼
が
も
う

　
　
す
こ
し
入
念
に
研
究
し
て
を
れ
ぽ
、
疑
問
の
提
起
の
仕
方
が
も
っ
と
違
っ
て
来
る
筈
で
あ
る
。

（
4
7
）
　
波
多
野
精
｝
が
香
嚢
鉄
蔵
に
宛
て
た
昭
和
十
九
年
九
月
二
十
六
日
付
の
書
簡
に
は
、
次
の
文
言
が
あ
る
。
（
注
3
1
を
参
照
。
）
　
「
…
…
そ
の
頃
は

　
　
〔
恐
ら
く
明
治
四
十
年
代
か
〕
わ
が
国
で
は
こ
の
本
を
手
に
す
る
も
の
は
お
ほ
か
た
誰
も
な
か
っ
た
で
せ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ド
イ
ツ
に
お
い

　
　
て
さ
へ
、
十
九
世
紀
の
後
半
以
来
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
親
し
ま
う
と
す
る
や
う
な
思
想
家
や
学
者
は
極
め
て
少
く
、
一
九
〇
四
年
に
出
た
ウ
ィ
ン
デ
ル

　
　
パ
ン
ト
の
近
世
哲
学
史
の
第
二
版
に
お
い
て
も
ま
だ
か
う
い
ふ
句
が
読
ま
れ
た
の
で
す
。
〔
以
下
、
独
逸
語
の
原
文
の
筆
者
訳
。
〕
「
こ
の
〔
『
精
神

　
　
の
現
象
学
』
と
い
ふ
〕
作
品
の
豊
か
さ
を
享
け
る
に
堪
へ
え
た
種
族
は
死
減
し
て
み
る
。
そ
し
て
現
在
は
、
こ
の
作
品
を
た
だ
始
め
か
ら
終
り
ま

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
ナ
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

　
　
で
読
ん
だ
だ
け
で
あ
る
、
と
い
ふ
ひ
と
で
さ
へ
、
指
折
り
数
へ
ら
れ
る
位
し
か
み
な
い
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
L
（
同
原
書
、
第
二
巻
、
三

　
　
三
四
頁
。
）

（
4
8
）
錦
窯
ユ
い
α
ミ
幽
静
く
o
p
訟
①
α
q
o
一
N
幽
翠
δ
欝
ω
0
7
①
（
お
障
y
o
っ
．
刈
Q
。
F
ψ
謡
．
但
し
、
こ
の
や
う
な
事
態
を
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
“
死
せ
る
犬
μ
（
無

　
　
用
の
長
物
）
と
見
倣
さ
れ
て
る
た
」
と
ま
で
押
進
め
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
誇
張
に
す
ぎ
は
し
な
い
か
。
こ
の
時
期
に
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
研
究

　
　
書
は
版
を
重
ね
た
り
（
た
と
へ
ば
、
後
述
の
シ
ャ
リ
ベ
ゥ
ス
の
も
の
）
、
　
新
た
に
刊
行
さ
れ
た
り
（
た
と
へ
ば
、
E
・
v
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
前
掲

　
　
の
も
の
）
も
し
て
み
る
し
、
老
ヘ
ー
ゲ
ル
派
も
多
く
は
存
命
し
て
み
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ほ
、
モ
ヒ
カ
ン
人
と
は
、
北
米
原
住
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

　
　
の
一
種
族
で
、
ハ
ド
ソ
ン
河
上
流
の
両
岸
に
居
住
し
て
み
た
が
、
十
八
世
紀
末
に
、
白
人
開
聾
者
の
大
波
の
中
に
消
滅
し
た
。

（
4
9
）
　
三
宅
雪
嶺
、
『
哲
学
湘
…
滴
』
、
前
掲
筑
摩
書
募
版
、
一
五
二
、
一
九
八
百
ハ
。

（
5
0
）
　
エ
ル
ヴ
ィ
ソ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
ツ
（
国
『
≦
ぎ
く
。
戸
ゆ
讐
N
”
蕊
お
み
り
H
Q
ウ
）
。
ト
ク
・
ベ
ル
ツ
編
、
『
ペ
ル
ツ
の
日
記
』
（
筑
摩
書
房
刊
、
『
闘
治
文

　
　
学
全
集
』
第
四
十
九
巻
所
収
、
「
ベ
ル
ツ
の
日
記
」
〈
抄
V
）
、
七
三
頁
。
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
牽
一
月
二
十
二
日
の
記
事
（
在
貝
二
十
五

　
　
周
年
記
念
祝
血
ハ
で
の
演
説
）
の
中
か
ら
、
筆
者
が
要
約
し
て
引
用
し
た
。

（
5
1
）
　
【
般
に
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ク
ラ
ー
は
、
学
説
や
学
派
や
時
代
の
あ
ひ
だ
の
移
行
関
係
（
O
び
Φ
彊
睾
α
q
）
を
重
視
し
、
「
…
…
へ
の
移
り
ゆ
き
」
と
題
す

　
　
る
章
節
を
ぽ
屡
≧
設
け
て
、
思
想
間
の
生
き
た
動
き
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
み
る
。
特
に
ド
イ
ツ
観
念
論
の
取
り
扱
ひ
に
お
い
て
然
り
で
あ
る
。

　
　
『
精
神
の
翼
象
学
』
の
内
容
は
「
（
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
）
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
移
り
行
き
」
の
一
章
で
提
示
さ
れ
て
み
る
。
然
し
三
宅
雪
嶺
は
、
さ
う
し

　
　
た
移
行
関
係
に
は
そ
れ
ほ
ど
注
意
を
払
は
な
い
で
、
む
し
ろ
列
伝
式
か
つ
学
説
誌
的
に
叙
述
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
5
2
）
　
三
宅
親
機
、
『
哲
学
渦
滴
』
、
前
掲
の
筑
摩
書
房
版
、
一
八
九
頁
お
よ
び
一
九
八
頁
。
更
に
同
書
一
八
九
頁
の
次
の
一
節
は
、
極
め
て
形
式
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ

　
　
れ
て
る
て
、
原
型
的
弁
証
法
と
同
｝
形
式
を
持
つ
、
と
判
断
し
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。
　
「
今
略
し
て
三
断
法
の
鼻
糞
を
示
さ
ば
、
愛
に
甲
な
る
本

　
　
義
の
起
る
あ
れ
ば
、
必
ず
之
に
随
て
難
題
な
る
反
対
の
義
の
起
る
も
の
と
し
、
甲
と
非
難
と
已
で
に
対
立
す
る
と
き
は
、
尚
義
本
よ
り
相
反
す
れ

　
　
ど
も
、
而
も
亦
必
ず
相
合
す
べ
き
の
理
あ
る
を
以
て
、
之
を
総
合
し
て
乙
な
る
義
の
起
る
も
の
と
す
。
而
し
て
甲
を
本
態
と
云
ひ
、
雰
甲
を
反
断

　
　
と
云
ひ
、
乙
を
合
断
と
い
ふ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
終
始
此
の
論
法
よ
り
成
り
、
思
想
必
然
の
次
序
に
出
る
も
の
と
す
。
」

（
5
3
）
Q
Q
8
¢
o
の
英
訳
（
注
（
3
9
）
を
参
照
）
、
三
四
一
頁
。
筆
者
の
手
許
に
あ
る
原
書
十
五
版
（
一
八
九
一
年
刊
）
に
は
、
文
章
そ
の
も
の
は
多
少
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異
な
る
が
略
≧
対
応
す
る
思
想
が
、
三
三
一
頁
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
の
他
、
英
訳
三
四
七
頁
（
原
書
十
五
版
の
三
三
七
頁
）
も
、
雪
嶺
に
は
大

　
　
い
に
稗
益
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

（
5
4
）
　
注
の
（
4
0
）
に
掲
げ
た
杉
原
四
郎
氏
お
よ
び
山
下
重
一
氏
の
論
文
、
特
に
、
前
者
の
一
九
〇
～
一
九
六
頁
、
後
者
の
＝
二
九
～
一
五
三
頁
を
参

　
　
照
の
こ
と
。
阪
谷
芳
郎
（
文
久
三
年
生
）
は
岡
山
県
士
族
の
出
で
、
明
治
十
三
年
に
東
京
大
学
文
学
部
に
入
学
、
同
十
七
年
に
同
学
部
の
政
治

　
　
学
・
理
財
学
科
を
十
二
名
中
首
席
で
卒
業
し
た
。
の
ち
、
大
蔵
大
臣
、
東
京
市
長
、
貴
族
院
議
員
、
専
修
大
学
学
長
な
ど
、
要
職
ま
た
栄
職
の
数

　
　
≧
に
就
き
、
政
界
、
財
界
、
学
界
、
教
育
界
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
法
学
博
士
で
も
あ
る
。

（
5
5
）
　
三
宅
雪
嶺
、
『
宇
宙
』
（
明
治
四
十
二
年
）
。
（
筑
摩
書
房
刊
、
『
明
治
文
学
全
集
』
第
三
十
三
巻
、
『
三
宅
雪
嶺
集
』
所
収
。
特
に
そ
の
第
六
章
第

　
　
二
十
一
節
。
）

（
5
6
）
　
山
下
重
一
氏
、
前
掲
論
文
（
i
本
論
文
の
注
（
4
0
）
を
参
照
一
）
の
一
四
八
頁
。
な
ほ
、
同
説
十
一
行
目
の
．
．
9
鐸
p
ユ
。
鉱
。
謬
、
、
は
、
．
o
げ
ω
霞
目
。
・

　
　
け
δ
謬
、
、
の
、
ま
た
．
．
§
α
興
ぎ
ぎ
ぴ
q
、
．
は
．
．
§
号
二
旨
口
σ
q
、
、
の
、
そ
れ
ぞ
れ
窄
ま
り
と
判
断
し
て
訳
出
し
た
。
三
宅
雄
二
郎
は
、
こ
の
「
三
分
野
」

　
　
の
概
念
に
影
響
さ
れ
て
、
「
弁
証
法
」
の
原
語
に
対
し
、
「
三
断
法
」
な
る
訳
語
を
用
ひ
よ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
5
7
）
　
船
山
信
一
、
前
掲
書
、
二
八
五
～
二
九
〇
頁
お
よ
び
三
二
五
～
三
二
六
頁
。
山
口
静
一
、
前
掲
書
、
上
巻
四
二
七
～
四
三
四
頁
。

（
5
8
）
　
山
口
静
一
、
前
掲
書
、
上
巻
四
三
一
～
四
三
二
頁
。
明
治
十
七
年
十
二
月
、
旬
刊
紙
『
万
報
一
覧
』
は
、
　
「
教
学
対
話
」
と
題
し
て
、
同
年
十

　
　
一
月
末
に
大
学
教
師
館
で
行
は
れ
た
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
赤
松
連
城
（
一
八
四
一
－
一
九
一
九
）
と
の
対
談
を
、
詳
細
に
報
じ
た
。

（
5
9
）
　
こ
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
に
拠
っ
た
。
1
ω
門
島
誉
＄
斜
匂
　
缶
．
”
．
、
国
。
≦
踏
Φ
ぴ
q
Φ
一
〇
四
ヨ
①
8
＞
ヨ
竃
甘
鋤
、
、
・
（
目
譜
℃
ミ
ご
旨
・

　
　
層
ミ
ら
ミ
勘
＄
龍
挙
く
。
ド
×
×
×
＜
斎
く
一
Φ
b
。
◎
。
y
P
b
。
b
σ
Φ
壱
・
b
o
合
・
）
②
H
・
G
・
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ド
『
ア
メ
リ
カ
哲
学
史
』
、
特
に
第
七
章
お
よ
び
第
八
章
。

　
　
（
市
井
三
郎
訳
、
岩
波
書
店
。
な
ほ
、
原
著
は
一
九
三
四
年
、
訳
書
は
昭
和
二
十
六
年
の
刊
行
。
）
③
山
口
静
一
、
前
掲
書
、
上
巻
二
六
～
三
〇

　
　
頁
。
－
一
な
ほ
、
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
は
、
ミ
シ
シ
ヅ
ピ
河
中
流
に
あ
っ
て
、
十
九
世
紀
半
ば
ま
で
、
白
人
（
特
に
移
民
）
の
西
部
進
出
の
基
点
と

　
　
な
っ
て
み
た
。
六
十
年
代
の
こ
の
町
は
、
政
治
的
自
由
の
問
題
で
は
ア
メ
リ
カ
の
ど
の
都
市
よ
り
も
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
雰
囲
気
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

　
　
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
の
前
記
論
文
は
伝
へ
て
る
る
。

（
6
0
）
　
一
）
。
。
受
9
0
葵
Φ
算
（
ミ
。
。
森
下
。
。
ω
①
）
。
　
テ
ネ
シ
ー
州
グ
リ
ー
ン
ヴ
ィ
ル
近
く
の
、
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
移
民
の
丸
木
小
屋
に
生
ま
れ
る
。
一
八
二

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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哲
学
研
究
　
　
第
五
百
五
∴
一
五
聞
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
嶺
ニ

　
　
七
年
に
は
連
邦
議
会
の
下
院
議
員
と
な
り
、
｝
八
三
四
年
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
育
ち
、
野
性
的
に
見
え
る
そ
の
反
爾
で

　
　
は
、
話
術
に
巧
み
で
、
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
た
。
一
八
三
華
年
、
テ
キ
サ
ス
独
立
戦
争
に
参
加
。
同
年
二
月
、
　
「
ア
ラ
モ
の
砦
」
で
一
八
○
余
名

　
　
の
民
兵
と
と
も
に
、
メ
キ
シ
コ
正
規
軍
三
千
と
戦
っ
て
玉
砕
し
た
。
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
英
雄
」
の
典
型
と
し
て
、
米
国
人
に
記
憶
さ
れ
て
る
る
。

（
6
1
）
　
ζ
鼠
昏
紹
9
い
出
●
”
o
喝
．
9
鉾
勺
・
器
り
山
き
．

（
6
2
）
　
勺
①
騨
8
”
O
冨
二
＄
o
Q
①
銭
Φ
房
（
冨
ω
O
一
ぢ
置
）
…
幻
。
饗
ρ
H
o
臨
聾
（
H
Q
。
締
∴
り
δ
）
…
冒
ヨ
Φ
の
”
乏
≡
一
p
ヨ
（
富
島
み
O
δ
）
…
∪
Φ
≦
①
ざ
旨
。
ず
”
（
ド
。
。
α
㌣

　
　
お
認
ソ

（
6
3
）
　
o
o
琴
訟
”
α
q
噂
冒
巳
①
ω
国
国
。
謀
。
・
o
避
↓
冨
ω
①
0
3
け
o
h
鵠
£
旦
鱒
く
。
♂
困
。
。
①
㎝
●
o
斡
寓
9
3
Φ
巴
”
9
麟
．
”
盈
出
。
毛
頃
①
α
q
巴
B
ヨ
Φ
8
閏
畠
ド
己
●
．
、

　
　
（
ミ
§
3
＜
o
ド
×
×
×
＜
H
〈
ド
⑩
ミ
y
O
’
蒔
b
o
⊆
o
l
蒔
ミ
．
）
ー
ス
タ
…
リ
ン
グ
は
家
庭
の
事
情
で
医
学
を
断
念
し
、
　
ド
イ
ツ
語
学
習
の
た
め
赴
い
た
ハ

　
　
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
、
突
如
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
、
い
は
ば
回
心
を
遂
げ
る
。
（
一
八
五
六
年
）
翌
年
帰
英
後
、
八
年
間
、
時
と
し
て
一
日
に
十

　
　
二
時
間
の
研
究
を
ヘ
ー
ゲ
ル
に
捧
げ
て
、
一
八
六
五
年
に
完
成
公
刊
し
た
の
が
、
　
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
秘
密
』
で
あ
り
、
　
こ
れ
が
英
国
に
お
け
る
、

　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
注
す
る
最
初
の
認
知
と
な
っ
た
。
－
大
西
洋
を
あ
ひ
だ
に
は
さ
ん
だ
ふ
た
つ
の
英
謡
国
家
に
、
ほ
ぼ
同
じ
蒔
期
に
、
し
か
も

　
　
恐
ら
く
相
互
に
連
絡
な
し
に
、
宗
教
的
情
熱
を
も
っ
た
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
出
善
し
、
各
ζ
の
国
に
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
運
動
を
点
火
し
た
、
と
い
ふ

　
　
こ
と
は
偶
然
の
符
合
と
は
い
へ
、
吾
々
の
尽
き
ざ
る
興
味
の
源
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
伝
播
に
は
、
実
に
多
く
の
ロ
マ
ン
が
ち
り
ば
め
ら
れ

　
　
て
る
る
。

（
6
4
）
　
○
信
ω
鼠
く
や
り
●
竃
鐸
Φ
撮
。
雛
。
℃
●
鳥
梓
二
㍗
母
ω
．
な
ほ
、
注
の
（
6
）
お
よ
び
（
1
0
）
を
も
参
昭
…
せ
よ
。

（
6
5
）
　
頃
①
貯
ユ
9
鼠
。
簿
N
O
冨
ユ
旨
臥
環
ω
”
隷
襲
ω
8
誌
。
・
o
冨
潤
算
鼠
。
冠
属
p
ぴ
q
α
霞
呂
①
2
剛
鋤
幽
く
2
勺
露
δ
ω
o
℃
課
Φ
く
。
鵠
〆
き
肯
玄
ω
凄
①
α
q
①
ド
N
餌
滋
冨
冨
塊

　
　
く
費
ω
籔
麺
盛
α
q
窪
昂
鐙
自
①
ω
≦
δ
軽
暖
ω
9
p
・
坤
嵩
塾
Φ
鐸
幣
¢
三
欝
郎
ヨ
ω
ヨ
淳
旨
旨
浮
Φ
g
Φ
ω
8
⇒
o
Q
警
a
o
●
、
、
H
O
◎
9
ゆ
三
差
Φ
岱
賃
贋
9
σ
q
媒
質
駐
頒
触
①
≦
黛
①
辞
①
犀
p
自
夢
魚
∵

　
　
ξ
o
雛
①
ニ
ヨ
鍛
①
舘
び
魚
8
8
＞
償
智
σ
q
ρ
H
c
。
①
ρ
な
ほ
、
こ
の
改
訂
第
五
版
の
複
写
に
つ
い
て
は
、
滞
独
中
の
八
巻
和
彦
和
歌
山
大
学
助
教
授
の
御
高

　
　
配
を
い
た
だ
い
た
。

（
6
6
）
　
閃
鴬
ぴ
q
P
＞
ヨ
。
匡
（
日
Q
。
8
∴
c
。
◎
。
O
）
…
局
。
器
3
餌
。
ダ
い
巳
三
α
q
》
昌
匹
「
＄
の
（
目
◎
。
9
山
Q
。
お
）
…
ω
琴
p
¢
さ
ヨ
自
ρ
×
（
お
8
山
○
。
㎝
①
）
…
諸
9
触
き
函
戸
出
（
お
お
一

　
　
目
。
。
。
。
。
。
）
・
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（
6
7
）
　
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
、
『
哲
学
の
貧
困
』
（
一
八
四
七
年
）
（
高
木
佑
一
郎
訳
、
大
月
書
店
、
国
民
文
庫
版
）
、
　
第
二
章
第
一
節
「
方
法
」
、
第
一

　
　
の
考
察
。
（
訳
書
の
一
四
七
、
一
四
九
頁
。
）
な
ほ
、
同
訳
書
の
訳
文
を
、
本
稿
は
、
文
体
に
関
し
て
二
箇
所
だ
け
変
更
し
て
引
用
し
た
。
ま
た
、

　
　
右
の
場
所
を
、
こ
の
書
と
同
じ
年
に
刊
行
さ
れ
た
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ク
ラ
！
の
『
哲
学
史
綱
要
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
と
比
較
さ
れ
た
い
。

（
6
8
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
教
授
就
任
演
説
を
行
な
っ
た
の
は
、
一
八
一
八
年
十
月
二
十
二
日
の
こ
と
で
あ
る
。
へ
！
ゲ
ル
の
残
後
、
か
の

　
　
「
故
人
の
友
の
会
」
（
＜
Φ
お
欝
く
。
づ
閃
話
葺
号
”
締
ω
＜
o
お
鼠
o
q
審
p
）
を
結
成
し
て
全
集
の
編
纂
刊
行
に
当
っ
た
の
は
、
多
く
が
こ
の
蒋
期
の
学

　
　
生
で
あ
る
。
な
ほ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
中
の
諸
派
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
前
掲
書
（
”
噂
く
。
P
頃
。
σ
q
①
一
鐘
密
9
湧
。
ゴ
Φ
、
、
）
、

　
　
六
六
頁
以
下
お
よ
び
七
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
6
9
）
　
も
ち
ろ
ん
、
吾
々
は
ロ
ー
ゼ
ソ
ク
ラ
ン
ツ
（
国
三
二
図
。
器
p
す
p
・
震
）
が
そ
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
伝
』
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
未
定
稿
に
つ
い
て
行

　
　
な
っ
た
報
告
や
、
ハ
イ
ム
（
幻
¢
α
O
一
団
頃
⇔
団
ロ
P
）
が
そ
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
そ
の
蒔
代
』
（
一
八
五
七
年
）
に
お
い
て
行
な
っ
た
発
展
史
的
叙
述
を
忘
れ

　
　
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
く
び
q
封
9
ω
①
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O
Q
9
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興
”
N
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お
①
ω
）
匿

（
7
0
）
　
一
八
八
七
年
、
か
の
「
故
人
の
友
の
会
」
編
の
へ
！
ゲ
ル
全
集
は
、
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
（
哲
学
者
の
子
息
）
に
よ
っ
て
、
　
一
八
四
五
年
の
刊

　
　
行
完
結
後
、
は
じ
め
て
第
二
版
の
刊
行
を
経
験
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
に
附
け
ら
れ
た
『
ヘ
ー
ゲ
ル
往
復
書
簡
集
』
に
書
評
を
加
へ
た
の
が

　
　
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
る
。
彼
は
一
九
〇
〇
年
一
月
に
は
、
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ヅ
シ
ャ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
に
つ
い
て
論
評
す
る
が
、
そ
の
中
で
前
掲

　
　
書
評
の
主
張
を
反
復
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
〈
σ
q
ド
躍
Φ
ぎ
N
国
。
冒
ω
8
窪
”
U
剛
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頴
㊦
ぴ
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㍗
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o
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Φ
版
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σ
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昌
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冨
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α
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暁
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触
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b
。
⑩
刈
穿
ω
．
ω
O
お
お
2
）
・

（
7
1
）
　
た
と
へ
ば
、
頃
．
男
国
穿
①
酵
蝕
ヨ
は
、
　
一
九
〇
九
年
目
『
カ
ル
親
書
訳
』
の
発
見
を
報
告
し
、
劉
幻
。
ω
Φ
護
≦
虫
σ
q
は
『
ド
イ
ツ
観
念
論
の
最
原
初

　
　
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
の
発
見
を
一
九
一
七
年
に
報
告
し
て
み
る
。
〈
σ
q
ド
○
置
Φ
鋸
o
Q
9
巳
㊦
斜
斜
p
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O
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①
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（
7
3
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
「
世
界
史
の
哲
学
」
と
題
し
た
講
義
を
行
な
っ
た
の
は
、
一
八
二
二
一
二
三
年
、
一
八
二
四
－
二
五
年
、
一
八

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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哲
学
研
究
　
第
五
甲
日
五
∴
1
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
幅
四

　
　
二
六
一
二
七
年
、
一
八
二
八
一
二
九
年
、
｝
八
三
〇
一
三
一
年
の
各
県
学
期
、
都
合
五
回
で
あ
る
。
こ
の
当
時
ア
メ
リ
カ
で
は
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

　
　
が
や
う
や
く
ミ
シ
シ
ッ
ピ
河
の
西
方
に
広
が
り
始
め
、
テ
キ
サ
ス
は
未
だ
メ
キ
シ
コ
に
帰
属
し
て
み
た
。
ロ
シ
ア
で
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
（
十
二
月
党

　
　
員
）
が
専
制
看
主
制
の
顛
覆
等
を
意
図
し
て
武
装
蜂
起
を
決
行
し
た
の
は
、
一
八
二
五
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。

（
7
4
）
　
区
p
ユ
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呂
霞
ω
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〈
o
ヨ
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¢
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麟
9
虫
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（
7
5
）
　
プ
ラ
ト
ン
『
第
七
書
簡
』
（
長
坂
公
一
訳
）
、
三
四
一
C
－
D
よ
り
。
（
筑
摩
書
房
刊
『
世
界
古
典
文
学
全
集
』
第
十
五
巻
、
三
六
二
頁
。
）

（
7
6
）
　
匡
口
」
謬
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o
お
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⑦
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・
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若
干
編
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の
う
へ
訳
出
し
た
。

（
7
7
）
　
哲
学
が
哲
学
自
身
の
実
存
根
拠
を
絶
え
ず
問
は
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
、
と
い
ふ
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
哲
学
の
宿
命
で
あ
る
。
哲
学
は
生
き

　
　
た
世
界
観
的
問
題
と
の
取
り
組
み
を
す
べ
て
文
学
や
政
治
に
譲
渡
し
、
み
つ
か
ら
は
厳
格
な
学
衛
性
を
標
榜
し
て
、
所
謂
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヤ
ル
ゴ
ン

　
　
専
門
用
語
な
る
隠
語
を
語
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
哲
学
自
身
の
生
の
根
源
を
自
分
の
外
へ
排
除
す
る
結
果
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
7
8
）
　
じ
雌
¢
ヨ
冨
a
い
罠
Φ
酵
『
ざ
〆
。
ヨ
ヨ
Φ
馨
毅
建
国
の
α
q
位
ω
》
ピ
。
σ
q
一
障
《
ぎ
ω
o
ぎ
2
ξ
閃
農
旨
囲
。
審
α
陣
①
、
、
く
o
p
ド
。
。
。
。
P
卜
∂
ω
9
H
り
δ
鼻
お
Q
。
α
・
躍
雪
ω
－

　
　
0
8
凝
0
9
9
ヨ
㊦
鴬
鵠
①
σ
q
o
一
¢
疑
象
Φ
傍
。
昌
け
欝
o
U
芭
Φ
ぎ
節
（
一
㊤
①
一
ソ
（
O
①
鈴
ヨ
ヨ
Φ
冨
≦
o
井
ρ
ヒ
d
恥
．
ω
．
）

（
筆
草
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い
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さ
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京
都
大
学
名
誉
教
授
〔
文
学
部
、
西
洋
近
世
哲
学
史
〕
　
）

附
記
　
本
稿
の
特
に
第
二
、
第
三
章
は
課
題
の
性
質
上
、
議
論
が
特
に
多
岐
に
わ
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
筆
者
は
こ
れ
を
約
五
分
の
一
に
整

　
嬉
し
、
「
京
都
哲
学
と
ヘ
ー
ゲ
ル
辮
謹
法
」
と
題
し
て
、
京
都
文
化
研
究
会
（
京
都
大
学
文
学
部
内
）
の
昭
和
六
十
二
年
度
報
告
書
に
掲
載
し

　
た
。
適
宜
利
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。



THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　outline　Oア3励an　article　as　aPPears勿more　than　one　21襯ber　Oμ痂S

〃zaga2ine　is　to　bθgivθn　togethθr　with　thθlast　instalment　Oアthe　article．

Wie　ist　die　Philosophie　Hegels　nach　Japan　gekommen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　und　auf　welche

　　　　　　　Weise　ist　sie　dort　Ubernommen　worden？

von　Osamu　Sakai

Professor　emeritus

Institut　fur　Geschichte　der　abend－

landischen　Philosophie　der　Neuzeit

an　der　Universitat　Kyoto

　　1．　Es　ist　erst　seit　den　20er　Jahren　unseres　Jahrhunderts，　daB　man　sich

in　Japan　mit　Hegel－Forschung，　vielleicht　vom　Marxismus　herausgefordert，

richtig　zu　beschaftlgen　begann．　Auch　die　sogenannte　Kyoto－Schule　erklar－

te　se！ber，　daB　sie　zwar　Dialektik　als　die　einzig　m6gliche　Methode　fttr

Phiiosophie　gelten　lassen　m6chte，　wobei　sie　aber　in　ihrer　eigenartigen

Weise　die　Hegelsche　Dialektik　als　Exemplar　der　Dialektlk　Uberhaupt　ver－

standen　hat．

　　2．　Hajime　Tanabe　（1885－1962），　der　zweite　Leiter　der　oben　erwahnten

Schule，　nennt　vier　Grundcharaktere　der　Dialektik　Uberhaupt：　（i）　Einheit

der　Widersprechenden；　（ii）　Entwicl〈lung　vermittels　der　Negation　（sozusa－

gen　．Thesls，　Antithesis　und　Synthesis“）　；　（iii）　Wirkliche　Ubereinstimmung

des　Logischen　mit　dem　Realen；　（iv）　Deduzierbarkeit　jedes　Einze！nen　aus

dem　einzigen　Ursprttng，　Logos．　Tanabe　bestatigt　allerdings　nach　seinen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



mifhevollen　Pritfungen　nur　dle　ersten　zwe1　Charaktere　als　dle　richtig　dia－

lektischen，　wahrend　die　letzten　zwei　von　ihm　als　nicht－dialektisch　bezei－

chnet　und　somit　abge1ehnt　werden．　Nach　dleser　Ansicht　Tanabes　soll　auch

die　Hegelsche　Dialektik　wohl　poch　intensiver　verbessert　werden，　da　ihr

gerade　das　vierte　Moment　zugrunde　liegt．　Hegels　Philosophle　sei，　so　nach

Tanabe，　als　eine　vollendete，　theistische　Emanationslehre　zu　kennzeichnen．

　　3．　Dieser　Einste！lung　Tanabes　geht　aber　nun　ohne　Zweifel　eine　rein

formale，　logische　lnterpretation　der　Dialel〈tlk　voraus，　deren　innerste　Wesen

bloB　aus　zwei　Denkverfahren　ausgebildet　wird：　zum　einen　aus　Umkeh－

rung　des　Satzes　von　Widerspruch　und　zum　anderen　aus　dreieinlgen　Entwik－

klung　von　Pos1tion　uRd　Negation．　Wie　und　aus　welchem　Grund　darf　man

jedoch　Hegels　Dialel〈tik　derart　bls　hin　zu　einer　solchen　Abstraktion　for－

ma！isieren？　ln　seinem　Text　finden　wir　beispielsweise　die　oben　angezeigte，

zweite　Bestimmung　w6rtlich　einfach　nicht．　Wlr　finden　diese　Bestimmung

a！1ein　in　dem　lnterpretationswerk　von　Charlyb2us　1835／36　（Anm．　1）．

Gerade　deshalb　muB　gefragt　werden，　woher　solch　eiRe　reln－formale，　ste－

reotype　Verstandnisart　Uber　die　Dialektik　von　iener　Kyoto－Schule　ttber－

nommen　worden　ist．

　　4．　Es　waren　zwe1　Gastprofessoren，　welche　in　Japan　zum　ersten　Mal

mlt　den’Originaltexten　und　Kommentaren　zusarnrnen　die　Hegelsche　Phl－

losophie　beigebracht　haben．　Der　eine　hieB　E．　F．　Fenollosa　（1853－1908）

und　kam　1878　aus　USA　nach　Japan．　Der　andere　war　Raphael　von　Koeber

（1848－1923），e三n　in　RuBland　geborener　I臓d　dort　aufgewachsener　Delユtsch－

er，　und　kam　1893，　blieb　dann　lebens！ang　in　Japan．　Fenollosa，　der　bereits

durch　die　Hege1一lnterpretation　bei　St．　Louis－School　stark　beeinfittBt　wor－

den　war，　hatte　die　folgende　Meinung：　Wenn　man　einmal　dazu　gelangen

wlirde，　Hegel　und　Spencer　zu　vereiRigen，　daRn　kdnnte　man　wohl　eine

perfekte　Phi！osophie　gewinnen．　Von　Koeber，　der　mit　einer　Schopenhauer－

Forschung　seine　wissenschaftllche　Tatigkeit　angefangen　hatte，　unter－

richtete　den　japanischen　Studenten　gegenUber　zum　ersten　Mal　anhand　des

Originaltextes　die　abendlandische　Tradition　der　Philosophie．　Eben　in　dieser

Tradition　al！ein　k6nnen　die　Hegelsche　Dia1ektilsc　und　1hre　Forme！n，　d．　h．

2



die　Triplizitat　der　Begriffe　wleder　beseelt　werden．

　　5．　Die　zuh6renden　Studenten　interessierten　sich　aber　ihrerselts　weder，

die　europaische　Tradition　der　Phi！osophie　a！s　solche　zu　vervollkommnen，

noch，　diese　aus　ihrem　eigentifmlichen　Ursprung　zu　verstehen．　Sondern

sie　wollten　in　den　betreffenden　Vor！esungen　jeweils　nur　terminologische

Einrichtungen　herausspUren，　welche　ja　fUr　ihre　eigentlichste　Absicht，　die

asiatische　Denktradition　durch　einen　west1ich　orientierten，　wissenschaft－

lichen　Begriffsapparat　wieder　lebendig　zu　machen，　doch　sehr　gUnstig　und

sogar　bef6rderlich　sein　k6nnten．　Die　letzten　Ziele　von　den　beiden　Seiten，

namlich　von　den　Lehrern，　Feno！losa　sowie　von　Koeber　und　seinen　Schtt－

lern，　waren　also　in　Wirkiichkeit　v611ig　verschieden．　Unter　den　Grund－

charakteren，　welche　die　Lehrer　ais　dle　Hegel　ursprttnglichsten　Motive　be－

zeichneten，　konnte　aber　nur　ihr　formalster，　abstraktester　Teil　von　den　Zu－

h6rern　als　Grundbestimmung　e圭ner　Dialektik　verstanden臨d　Ubernommen

werden，　wie　etwa　．Uml〈ehrung　des　Satzes　von　Widerspruch“　oder　．Thesis，

Antithesis　und　Synthes1s．“　Das　so　entstandene　Verstandnis　ist　letztiich　zu

elnem　weit　akzeptierten　Dialektik－Begriff　geworden　und　sogar　a！s　ein

einfluBreiches　Vorurteil　festgesetzt　worden．　Und　dieses　lauft　ja　immer

wieder　den　wissenschaftlichen　Forschungen　diesbezttglich　voraus．　Es　lie8e

sich　darum　sagen：　Die　oben　geschilderte　Einstellung　Tanabes　war　an－

gesichts　solcher　naiven　Vorurtelle　noch　nicht　genug　kritisch　und　sie　selbst

war　durch　elnen　gewissen　logischen　Forma！ismus　beherrscht，　welcher　sei－

nerseits　ferner　durch　Tanabes　ausdrifckliche，　thematische　Forderung　nach

dem　．absoluten　Nichts“　eindeutlg　motiviert　worden　war．

6．　Wir　k6nnen　heute　in　der　dritteR　Phase　der　Gesehichte　der　Hegel－

Forschung　noch　unmittelbarer　mit　den　Worten　des　Phllosophen　in　Be－

rUhrung　kommen　und　diese　vernehmen，　da　wir　zufolge　der　zah｝reichen，

（Anm．1）Heinrich　Moritz　Char！yb註us：Historische動伽ゴ。ん1観g　4θ7膨・

kulativen　PhilosoPhie　von　Kant　bis　jElegel．　1837．　（cf．　G．　E．　Mueller：

　Hegel　Legend　of　“Thesis－Antithesis－SNnthesis”．　“Journal　of　History　of

　Ideas”，　1958，　3）
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historisch－philologlschen　Arbeiten　seit　dem　Beginn　unseres　Jahrhunderts

die　vertraulichen　und　vollstandigeR　Hegel－Texte　immer　mehr　in　Anspruch

nehmen　lc6nnen．　Um　die　Hegelschen　GedaRken　aber　noch　genauer　ausle－

gen　zu　k6nnen，　mUssen　wir　uns　auch　von　vielfachen　Niederschlagen　der

herk6mmlichen　Hegel－IRterpretationen　jetzt　endlich　mal　richtig　befreien，

die　schon　seit　1831　zutage　gekommen　und　bei　uns　immer　vorausgesetzt

waren．

Des　anges　et　des　d6mons　chez　Malebranche

Par　Yoshisuke　Yoda
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Facult6　des　arts　a　Osaka

Universite　des　arts

　　Nous　n’avons　pas　le　desseln　de　traiter　1’angelologie　de　Malebranche

pour　ajouter　une　Rouvelle　pages　a　1’histoire　de　1’angelologie．　Mais　on

etablit　comme　but　de　savoir　la　raison　pourquol　bien　que　les　anges　ait

presque　disparu　des　ouvrages　des　philosophes　d’aprさs　l’6poque　皿oderne，

pourtant　on　trouve　des　anges　eR　plusieurs　endroits　de　divers　ouvrages　de

Malebranche．

　　Dans　les　Meditations　chre’tiennes　et　me’taPhysiques，　un　pauvre　esprit　qui

ne　sait　pas　encore　qu’ii　n’y　alt　que　le　Verbe　de　Dleu　qui　soit　la　Raison

universelle　des　esprits，　demande　aux　Pures　lntelligences；　“Etes－vous？

Qu’etes－vous？　Etes－vous　veritablement　lumidre　et　puissance　a　n6tre　egard？”

Nous　aussi，　nous　traitons　les　anges　dans　1’ordre　de　ses　questions：　（1）　De

1’exlstence　des　anges．　（II）　De　la　nature　des　anges．　（III）　De　la　puissance

des　anges．

　　Malebranche　ne　dit　que　rarement　de　1　et　II．　En　premler　lieu，　pour　ce

qui　est　de　1’existence　des　anges，　il　est　vrai　que　les　Salntes　Ecritures　nous

1’enseignent，　mais　la　raison　nous　i’enseigne　de　meme．　Car　nous　connais－

sons　leur　existence　par　conjecture　ou　indirectement．　Nous　conjecturons
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