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は
じ
め
に

　
近
世
初
頭
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
五
、
六
世
紀
、
い
わ
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
と
呼
ば
れ
る
時
期
を
ほ
ぼ
念

　
　
　
　
　
　
（
1
）

頭
に
置
い
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
、
一
口
に
言
っ
て
・
「
自
然
」
と
い
う
問
題
が
一
つ
の
大
き
な
思
想
的
関
心
事
あ
る
い
は
中
心
的
テ
ー
マ

と
な
軌
、
そ
こ
か
ら
こ
の
「
自
然
㎏
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
や
考
え
方
が
現
わ
れ
、
そ
こ
に
い
く
つ
か
の
自
然
哲
学
の
立
場
や
、

ま
た
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
と
い
う
も
の
が
新
し
く
成
立
し
て
く
る
。
こ
う
い
つ
た
事
態
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い

周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
最
初
か
ら
そ
う
し
た
自
然
哲
学
と
自
然
科
学
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
区
別
や
性
格
づ
け
が
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
自
然
」
と
い
う
広
い
、
ま
た
漠
然
と
し
た
概
念
あ
る
い
は
事
柄
に
対
し
て
、
そ
れ
を
い
か
に
把
握
し
、
ど
の
よ
う

に
認
識
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
探
求
や
思
考
が
な
さ
れ
る
な
か
か
ら
、
次
第
に
自
然
哲
学
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
思
想
や
立
場
が

形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
ま
た
そ
れ
に
並
行
し
て
、
こ
れ
も
の
ち
に
自
然
科
学
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
思
想
や
知
識
が
成
立
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し
て
く
る
と
い
う
の
が
実
状
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
生
庇
的
・
流
動
的
な
事
態
な
い
し
状
況
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
展
開
さ
れ
て
い
く
の
か
。
「
自
然
」

と
い
う
こ
と
が
時
代
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
や
ト
ピ
ッ
ク
と
な
り
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
新
た
な
特
徴
的
な
自
然
理
解
や
自
然
観
が
形
成
さ

れ
出
現
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
事
態
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
ら
、
い
か
に
し
て
現
わ
れ
て
く
る
の
か
。
ま
た
そ
こ
で
い
か
な
る
事
柄

が
そ
れ
に
関
連
し
て
問
題
と
な
り
、
そ
う
し
た
問
題
連
関
の
う
ち
で
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
く
の
か
。
近
世
初
頭
に
お
け
る
こ
う
し
た

「
自
然
」
を
め
ぐ
る
思
想
展
開
の
経
過
と
問
題
状
況
に
つ
い
て
、
以
下
、
少
し
詳
し
く
見
て
み
た
い
と
思
う
。

　
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
今
言
っ
た
よ
う
な
間
竿
に
関
し
て
、
主
と
し
て
｝
五
、
六
世
紀
の

思
想
的
状
況
な
い
し
は
問
題
展
開
の
経
過
を
叙
述
し
、
そ
こ
で
の
事
柄
の
諸
側
面
を
い
く
ら
か
で
も
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
主
た

る
目
的
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
結
論
め
い
た
主
張
や
帰
結
を
導
き
出
す
と
い
っ
た
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
そ
の
よ

う
な
考
察
に
基
づ
い
て
近
世
的
な
自
然
観
の
形
成
と
か
自
然
科
学
の
成
立
の
背
景
な
い
し
基
礎
を
明
確
に
問
う
（
そ
し
て
そ
れ
に
一
定
の

答
え
を
見
出
す
）
と
い
っ
た
こ
と
は
、
到
底
な
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
問
題
に
関
連
づ
け
て
言
う
と
す
れ
ぽ
、
こ
こ
で
の
考

察
は
、
そ
う
し
た
近
世
的
な
自
然
観
や
自
然
科
学
の
成
立
・
確
立
に
到
る
ま
で
の
（
以
前
の
）
状
況
に
向
け
ら
れ
、
ほ
ぼ
一
五
、
六
世
紀

の
範
囲
内
で
の
い
わ
ば
そ
の
前
段
階
と
い
う
か
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
前
史
の
と
こ
ろ
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
言
う

ま
で
も
な
く
そ
の
よ
う
な
近
世
的
自
然
観
や
自
然
科
学
の
形
成
を
論
ず
る
に
は
、
は
る
か
に
広
範
に
し
て
詳
細
な
思
想
史
お
よ
び
科
学
史

へ
の
知
兇
と
洞
察
が
必
要
で
あ
り
、
昌
下
の
筆
者
に
は
大
き
す
ぎ
る
課
題
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
が
、
あ
え
て
も
う
一
つ
の
理
由
を
挙
げ
る

と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
到
る
い
わ
ば
そ
の
準
備
的
な
時
期
の
、
な
お
混
沌
と
し
た
、
し
か
も
多
様
な
思
想
連
関
な
い
し
問
題
状
況
と
い
う
も

の
が
、
従
来
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
比
較
的
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
こ

で
は
む
し
ろ
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
時
期
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
そ
の
独
自
な
問
題
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
わ
け
で
あ
る
。



一

　
今
も
言
っ
た
ご
と
く
、
い
わ
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
と
呼
ば
れ
る
こ
の
時
期
、
外
的
・
現
実
的
な
自
然
（
そ
れ
は
ま
た
し
ば
し
ば
世
界
や
宇

宙
と
も
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
る
）
が
、
人
々
の
思
想
的
な
関
心
李
と
し
て
前
面
に
現
わ
れ
、
改
め
て
問
題
と
し
て
見
直
さ
れ
て
く
る

と
い
う
状
況
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
こ
の
時
代
を
性
格
づ
け
、
特
注
づ
け
る
一
つ
の
根
本
的
な
点
で
あ
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
誰

も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
い
わ
ば
常
識
的
な
見
方
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
自
然
へ
の
還
帰
」
（
力
尊
O
評
ズ
①
げ
『
　
N
煽
壇
　
り
4
餌
仲
口
吋
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
か
、
ま
た
「
自
然
へ
の
憧
憬
」
（
ω
①
ぎ
。
。
蓉
廉
廉
9
幽
2
窯
簿
¢
「
）
と
い
っ
た
こ
と
が
一
種
の
標
語
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
時

期
の
思
想
的
関
心
の
一
つ
の
根
本
的
な
動
向
な
い
し
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
全
般
的
な
基
本
的
傾
向
の
な
か
か
ら
、

そ
の
自
然
全
体
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
自
然
一
認
識
な
い
し
自
然
一
理
解
が
一
つ
の
思
想
的

な
問
題
あ
る
い
は
課
題
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
毒
学
的
思
想
や
、
ま
た
の
ち
に
は
自
然
科
学
的
な
思
想
が

生
じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
こ
こ
で
、
そ
も
そ
も
自
然
（
あ
る
い
は
世
界
）
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

受
け
取
ら
れ
、
ど
う
い
う
仕
方
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
か
が
ま
ず
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
自
然
（
あ
る
い
は
外
的
な
世
界
）
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
と
い
う

こ
と
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
動
機
に
基
づ
き
、
ま
た
い
か
な
る
動
因
に
促
さ
れ
て
生
じ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
勿
論
、
こ
の
こ

と
は
広
く
考
え
れ
ば
、
ま
さ
し
く
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
時
代
全
体
の
諸
状
況
、
つ
ま
り
歴
史
的
、
社
会
的
、
文
化
的
等
の
諸
状
況
が
よ
り

大
き
な
背
景
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
今
は
も
う
少
し
限
定
し
て
、
主
と
し
て
思
想
的
な
い
し
哲
学
的
な
地
平
で
の
知
的
な
探
求
を
駆

り
立
て
る
よ
う
な
、
よ
り
直
接
的
な
動
因
と
い
う
か
、
よ
り
具
体
的
な
誘
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
い
か
な
る
事
態
か
と
い
う
点
を
考
え

て
み
た
い
。

　
無
論
こ
の
よ
う
に
限
定
し
て
も
、
な
お
そ
こ
に
い
く
つ
か
の
事
柄
が
考
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
重
要
な
、
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へ

ま
た
大
き
な
動
因
と
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
神
の
書
物
」
（
甲
羅
ユ
U
㊦
凶
’
し
d
⇔
9
2
Ω
o
舞
Φ
ω
）
と
し
て
の
自
然
と
い
う
考
え
が

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
．
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
自
然
（
そ
れ
は
し
ば
し
ば
世
界
あ
る
い
は
宇
宙
と
も
置
き
換
え
ら

れ
る
）
と
い
う
も
の
を
、
神
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
書
物
」
と
し
て
受
け
取
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
読
み
解
く
と
い
う

考
え
（
な
い
し
そ
う
い
う
意
図
）
が
強
く
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
門
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

書
」
と
い
う
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
、
し
か
も
文
字
で
書
か
れ
た
書
物
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
聖
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
並
行
し
て
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
「
聖
書
」
以
上
に
、
自
然
と
い
う
具
体
的
・
現
実
的
な
書
物
に
屋
を
向
け
、
そ
れ
を
解
読
し
て
い
こ
う

と
い
う
、
あ
る
い
は
解
読
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
畿
㌘
兄
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
聖
書
」
が
軽
視
さ
れ
、
無
意
味
と
み
な
さ
れ

る
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
に
せ
よ
、
単
に
伝
統
的
な
理
解
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
ま
で
注
意
の
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
自
然
の
う
ち
に

も
あ
え
て
神
の
現
わ
れ
と
神
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
、
い
わ
ぽ
時
代
全
体
の
意
欲
と
い
う
か
意
向
が
そ
こ
に
現
わ
れ
て
き

て
い
る
の
が
見
て
取
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
ま
ず
、
こ
の
時
代
の
自
然
へ
の
関
心
、
自
然
の
探
求
と
認
識
を
大
き
く
促
し
、
駆
り
立
て
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
実
際
、
こ
の
時
期
の
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
「
神
の
書
物
」
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
語
ら
れ
、
そ
れ
を
読
み
解
く
こ
と
の
重
要
性

と
必
要
性
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
の
早
い
時
期
の
一
例
と
し
て
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
（
一
ム
O
困
一
①
腿
）
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
。
彼
の
『
知
恵
に
つ
い
て
』
と
題
さ
れ
る
対
話
篇
の
な
か
で
は
、
在
俗
者
（
一
象
。
3
）
と
称
す
る
人
物
が
登
写
す
る
が
、
彼
は
自
ら
が

無
学
（
無
知
）
な
る
知
恵
の
探
求
者
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
し
、
自
分
が
真
理
を
探
求
し
学
ぶ
の
は
、
先
人
（
学
匠
た
ち
）
の
書
い
た
書
物

か
ら
で
は
な
く
、
神
膚
身
が
自
ら
の
手
で
書
か
れ
た
「
神
の
書
物
」
（
一
一
σ
ユ
∪
Φ
一
）
か
ら
で
あ
る
、
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
こ
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

出
さ
れ
る
の
か
と
い
う
相
手
の
問
い
に
対
し
て
、
「
い
た
る
と
こ
ろ
に
」
（
尋
…
ρ
器
）
と
箒
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
場
合
、

こ
こ
に
言
わ
れ
る
「
神
の
書
物
」
と
い
う
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
自
然
だ
け
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
活
動
・
行

動
を
も
含
め
た
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
そ
こ
か
ら
直
ち
に
い
わ
ゆ
る
自
然
探
求
（
自
然
哲
学
）
を
展
開



す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
世
界
の
諸
事
象
（
つ
ま
り
広
い
意
味
で
の
自
然
）
を
神
が
書
き
現
わ
し

た
「
神
の
書
物
」
と
し
て
受
け
取
り
、
そ
れ
を
読
み
解
く
こ
と
が
、
彼
の
新
た
な
知
の
探
求
を
駆
り
立
て
る
直
接
の
動
機
な
い
し
動
因
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
も
は
っ
き
り
見
て
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
だ
け
、
今
度
は
逆
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
最
も
遅
い
時
期
に
属
す
る
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
（
嵩
①
ヤ

一
①
お
）
が
そ
の
著
作
『
偽
金
鑑
識
官
』
（
臣
し
Q
帥
σ
q
α
q
雲
霞
ρ
一
8
ω
）
の
な
か
で
語
っ
た
、
「
哲
学
は
、
眼
の
ま
え
に
た
え
ず
開
か
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
最
も
巨
大
な
書
物
の
な
か
に
書
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
る
。
こ
の
「
最
も
巨
大
な
書
物
」
と
は
、
宇
宙

（
あ
る
い
は
全
自
然
）
の
こ
と
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
読
み
解
く
こ
と
、
そ
の
謎
な
り
秘
密
な
り
を
解
く
こ

と
の
う
ち
に
、
哲
学
（
彼
に
と
っ
て
は
科
学
）
の
務
め
が
あ
り
、
そ
こ
に
自
然
の
認
識
あ
る
い
は
宇
宙
の
探
求
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
ガ
リ
レ
イ
の
場
合
、
特
徴
的
で
あ
り
ま
た
重
要
な
の
は
、
そ
れ
に
す
ぐ
続
い
て
「
し
か
し
（
誰
で
あ
れ
）
、
ま
ず
そ
の
言
語
を
理

解
し
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
を
解
読
す
る
こ
と
を
学
ば
な
い
限
り
、
（
こ
れ
を
）
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
書
は
数
学

の
言
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
文
字
は
三
角
形
、
円
そ
の
他
の
幾
何
学
図
形
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
手
段
が
な
け
れ
ば
、
人
間
の
カ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
そ
の
言
葉
は
理
解
で
き
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
神
の
書
物
と
し
て
の
自
然
（
宇
宙
）
は
、
数
学
的
な

言
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
だ
け
が
こ
れ
を
解
読
で
き
る
の
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
す
で
に
ガ
リ
レ
イ
に
お
け
る
自
然
探
求
、
言
い
換
え
れ
ば
自
然
科
学
の
方
向
と
可
能
性
の
基
礎
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
か
ら
ガ
リ
レ
イ
ま
で
（
そ
の
他
の
一
々
の
例
は
挙
げ
な
い
が
）
、
ほ
ぼ
こ
の
時
代
の
自
然
哲
学
的
（
な
い
し

科
学
的
）
な
思
想
傾
向
の
人
々
の
い
ず
れ
に
も
、
こ
の
「
神
の
書
物
」
と
い
う
考
え
は
見
ら
れ
、
そ
れ
が
彼
ら
の
、
広
い
意
味
で
の
自
然

の
探
求
を
導
く
根
本
的
な
動
機
な
い
し
動
因
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
知
の
探
求
は
、
自
然
の
う
ち
に

書
き
込
ま
れ
、
書
き
現
わ
さ
れ
た
も
の
を
読
み
解
き
、
そ
こ
に
神
の
筆
跡
を
、
あ
る
い
は
神
の
痕
跡
（
く
Φ
ω
識
σ
q
ご
ヨ
U
9
ω
℃
霞
O
o
け
9
。
。
）

　
　
　
　
近
世
初
頭
に
お
け
る
自
然
哲
学
と
自
然
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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口
学
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耕
傭
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第
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六

を
読
み
取
る
と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る
自
然
探
求
や
自
然
認
識
は
、
総
じ
て
な
お
宗

教
的
な
想
念
に
強
く
導
か
れ
、
根
本
の
と
こ
ろ
で
な
お
神
と
い
う
意
識
に
結
び
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
「
神
の
書
物
」
と
い
う
表
現
自
体
は
、
こ
の
時
期
に
薪
た
な
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
す
で
に
中
世
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
古
く
か
ら
現
わ
れ
（
例
え
ば
ト
マ
ス
や
、
さ
ら
に
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
ま
で
遡
っ
て
辿
ら
れ
）
、
し
か
も
よ
り
多
義
的
に
用
い
ら

　
　
　
　
　
　
（
9
）

れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
表
現
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
い
て
改
め
て
強
調
さ
れ
、
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
く
る
と
き
、
や
は

り
そ
こ
に
は
自
然
に
対
す
る
何
か
薪
た
な
見
方
な
い
し
は
受
け
取
り
方
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
「
聖

書
」
と
い
う
文
字
で
書
か
れ
た
書
物
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
伝
統
的
学
問
に
対
し
て
、
新
た
に
自
然
と
い
う
よ
り
直
接
的
な
書
物
の
方
に

も
目
を
向
け
、
の
み
な
ら
ず
こ
の
時
期
に
は
、
（
両
者
に
お
け
る
神
の
啓
示
は
原
理
的
に
は
同
｝
の
、
従
っ
て
優
劣
も
対
立
も
な
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ

と
見
な
が
ら
も
）
そ
う
し
た
書
展
に
お
け
る
啓
示
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
然
と
い
う
い
わ
ば
物
に
お
け
る
（
あ
る
い
は
業
に
お
け
る
）
啓
示

を
よ
り
優
先
さ
せ
、
そ
こ
に
よ
り
身
近
な
も
の
を
感
じ
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
、
ま
た
そ
こ
か
ら
新
し
い
知
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
こ

う
と
い
う
時
代
の
意
向
が
よ
り
強
く
現
わ
れ
て
き
て
い
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
中
世
で
は
な
お
、
　
一
期
に
書
っ
て

「
聖
書
漏
と
そ
れ
に
基
づ
く
学
問
が
何
と
い
っ
て
も
絶
対
的
で
あ
り
、
膚
然
と
い
う
害
物
は
そ
こ
で
は
い
ま
だ
閉
じ
ら
れ
、
教
会
の
権
威

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
よ
っ
て
い
わ
ば
封
印
（
ω
δ
α
q
＆
を
か
け
ら
れ
て
い
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
状
態
に
対
し
て
、
今
や
そ
の
書
物
は
朋
か
れ
、
積
極
的
に
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
封
を
か
け
ら
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

自
然
は
解
き
放
た
れ
、
救
い
出
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
勿
論
そ
の
こ
と
は
、
（
繰
り
返
し
言
え
ば
）
な
お
ど
こ
ま
で
も
神
の
書
物
を
開
き
、

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
こ
に
神
の
痕
跡
を
読
む
と
い
う
宗
教
的
な
想
念
に
根
本
に
お
い
て
発
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
純
に
神
を
離
れ
、
神
か
ら

目
を
背
け
て
自
然
の
方
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
と
は
書
え
、
や
ば
り
そ
こ
に
は
結
果
的
に
自
然
を
、
そ
れ
ま
で
の
い
わ
ば
閉

じ
ら
れ
封
印
さ
れ
て
い
た
状
態
か
ら
鋭
き
放
ち
、
救
い
出
す
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
自
然
の
解
放
・
救
出
（
図
ヨ
雪
N
…
霧
ぎ
馬
身
門
z
p
。
梓
ξ
）

と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
二
彌
性
な
い
し
両
義
性
が
、
ま
さ
し
く
ル
ネ
サ
ン
ス
と



い
う
こ
の
中
世
か
ら
近
世
へ
の
転
換
の
時
期
を
特
微
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
神
の
書
物
」
と
し
て
の
自
然
と
い
う
見
方
か
ら
の
一
つ
の
帰
結
と
し
て
、
自
然
の
解
放
・
救
出
と
い
う
こ
と
を
い
ま
言
っ
た
が
、
こ

の
こ
と
に
関
連
し
て
さ
ら
に
も
う
一
つ
注
意
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
先
程
か
ら
も
言
っ
て
き
た
よ
う
に
、
自
然
と
い
う

書
物
は
読
み
解
き
、
読
み
明
か
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
を
読
み
解
く
者
あ
る
い
は
読
み
明

か
す
者
（
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
人
間
自
身
で
あ
る
）
の
あ
り
方
が
確
保
さ
れ
、
か
つ
そ
の
読
み
解
く
者
と
し
て
の
立
場
が
確
立
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
通
常
の
文
字
の
書
物
を
読
む
の
と
は
違
っ
た
仕
方
で
の
解
読
が
な
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
に
自
然
に

対
し
て
、
こ
れ
を
読
み
解
く
者
と
し
て
の
人
間
の
立
場
、
い
わ
ば
人
間
の
自
立
的
な
あ
り
方
が
当
然
な
が
ら
要
求
さ
れ
、
ま
た
自
覚
さ
れ

て
く
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
に
対
峙
し
つ
つ
、
し
か
も
こ
れ
を
独
自
な
仕
方
で
読
解
す
べ
き
者
と
し
て
の
人
間
の
自
立
性
、
そ
の
独
自
性

の
確
立
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
問
題
と
な
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
し
て
こ
こ
か
ら
、
書
物
と
し
て
の
自
然
と
い
う
児
玉
か
ら
の
も

う
一
つ
の
帰
結
と
し
て
、
人
間
あ
る
い
は
精
神
の
解
放
。
救
出
（
閃
ヨ
雪
鳳
冒
二
〇
昌
α
Φ
ω
ζ
o
諺
9
窪
。
自
魯
O
ユ
ω
8
ω
）
と
い
う
こ
と
が
出
て

く
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
慮
然
の
解
放
と
人
間
の
解
放
と
い
う
二
つ
の
側
面
な
い
し
事
態
は
、
ど
ち
ら
が
よ
り
先
で
あ
る
と
か
、

ま
た
よ
り
根
本
的
で
あ
る
と
か
は
簡
単
に
言
え
な
い
し
、
恐
ら
く
ど
ち
ら
の
場
合
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
両
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

は
相
連
関
し
、
ま
た
相
互
作
用
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
自
然
哲
学
な
い
し
自
然
科
学
が
成
立
し
て
く
る
と
い
う
事
態
の
も
と
に
は
、
ま
ず
自
然
（
あ
る
い
は
世
界
）
そ
の
も
の
を

自
然
と
し
て
捉
え
、
ま
た
見
る
と
い
う
こ
と
と
一
つ
に
結
び
つ
い
て
、
人
問
（
な
い
し
そ
の
精
神
）
が
ど
の
よ
う
に
自
ら
を
自
覚
し
、
自

己
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
密
接
に
関
連
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
逆
に
自
然
理
解
の
あ
り
方
や
内
容
ま
で
を
も
規
定
す
る

こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
よ
り
一
般
的
な
言
葉
で
言
え
ば
、
人
間
の
問
題
は
し
ば
し
ば
碧
旨
四
あ
る
い
は
甥
署
冨
（
斜
な

い
し
霊
魂
）
の
問
題
と
し
て
考
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
で
の
窃
旨
9
げ
σ
q
雷
の
閥
題
が
、
8
ω
ヨ
。
ω
（
宇
宙
な
い
し
自
然
）
の
閑
題
、
す

な
わ
ち
8
。
・
旨
。
δ
嬢
9
の
問
題
と
不
可
分
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
、
人
間
を
ヨ
…
q
。
8
ω
ヨ
。
ω
（
小
宇
宙
）
と

　
　
　
　
近
世
初
頭
に
お
け
る
自
然
哲
学
と
自
然
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
哲
学
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仙
弟
一
血
百
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十
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口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面

し
て
捉
え
、
こ
れ
を
ヨ
8
3
8
。
・
ヨ
。
の
（
大
宇
宙
）
と
の
対
応
な
い
し
連
関
に
お
い
て
考
察
す
る
と
い
う
古
来
の
思
想
が
、
改
め
て
多
く
の

人
々
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
い
ま
言
っ
た
事
態
を
示
す
一
つ
の
証
左
と
見
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

点
に
も
、
や
は
り
近
世
初
頭
の
特
微
・
的
な
思
想
状
況
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
も
う
少
し
具
体
的

な
内
容
に
沿
っ
て
見
て
み
よ
う
。

二

　
近
世
初
頭
に
お
け
る
新
た
な
自
然
探
求
や
自
然
認
識
の
遂
行
に
際
し
て
、
そ
の
も
と
に
当
然
な
が
ら
自
然
そ
の
も
の
の
鍬
下
碧
N
…
冨
帥
…
。
⇒
〉

と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
そ
れ
と
並
行
し
て
、
人
間
の
自
立
な
い
し
自
覚
へ
の
要
求
、
そ
の
意
味
で
人
間
そ
の
も
の
の

く
図
ヨ
雪
N
ぢ
巴
§
〉
と
い
う
こ
と
も
必
然
的
に
現
わ
れ
、
そ
の
二
つ
の
側
面
は
相
互
に
関
連
し
作
用
し
合
っ
て
思
想
的
な
事
態
が
進
展
・

形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
よ
り
広
い
連
関
で
言
え
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
ご
§
属
三
3
ω
（
人
間

性
）
の
概
念
と
そ
の
理
想
の
追
求
、
あ
る
い
は
人
間
の
自
立
な
い
し
自
由
の
獲
得
と
い
う
問
題
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ル
ネ
サ
ン

ス
期
に
愛
好
さ
れ
る
言
葉
で
言
え
ば
、
人
間
の
象
σ
q
量
器
（
尊
厳
）
と
①
x
。
①
濠
葺
す
（
卓
越
）
と
い
う
周
知
の
テ
ー
マ
に
も
連
な
る
が
、

今
こ
こ
で
言
っ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
閥
題
や
テ
ー
マ
も
自
然
哲
学
や
自
然
科
学
の
形
成
・
展
開
と
決
し
て
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
こ

と
を
示
竣
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
ご
く
一
般
的
に
言
っ
て
も
、
入
間
の
自
立
な
い
し
麺
麻
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
こ
に
何
ら
か
の
拘

束
・
束
縛
、
あ
る
い
は
制
限
・
限
定
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
解
放
な
い
し
脱
却
と
し
て
慮
立
と
自
由
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ル
ネ

サ
ン
ス
と
い
う
時
代
の
画
期
、
そ
こ
に
歴
史
的
、
社
会
的
、
文
化
的
な
諸
側
蒲
に
わ
た
る
大
き
な
転
換
の
背
景
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
、
と
り
わ
け
精
神
的
な
い
し
思
想
的
な
側
面
に
限
定
し
て
見
て
、
人
悶
は
自
ら
を
い
か
な
る
拘
束
な
い
し
鰯
限
の
も
と
に
捉
え
、

ま
た
い
か
な
る
束
縛
や
限
定
か
ら
の
解
放
を
自
立
な
い
し
自
由
と
み
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
一
言
で
言
え
ば
、
ル
ネ
サ
ン



ス
的
人
間
の
自
己
理
解
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
カ
ッ
シ
…
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
新
し
い
生
命
感
情
と
人
間
性
の
理
想
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
二
つ
の
根
本
的
な
力
に
対
抗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

し
て
追
求
さ
れ
、
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
説
く
と
こ
ろ
に
従
っ
て
言
え
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
の
自
己
理

解
に
お
い
て
人
間
が
置
か
れ
て
い
る
束
縛
・
上
限
は
、
二
重
の
本
性
と
特
質
を
も
っ
た
必
然
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
中
世
以
来
の
伝
統

的
な
言
葉
で
は
「
恩
寵
の
支
配
」
（
話
σ
q
建
ヨ
α
q
『
註
器
）
と
「
自
然
の
支
配
」
（
お
び
q
暑
ヨ
二
陣
霞
器
）
と
表
現
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
人

間
は
こ
れ
ら
の
一
…
重
の
支
配
の
も
と
に
帰
属
し
、
ま
た
服
従
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
と
も
に
い
わ
ば
運
命
（
貯
け
β
ヨ
）
と
し
て
受
け
取
り
、

そ
れ
ら
の
定
め
の
も
と
に
あ
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
理
解
し
て
き
た
．
そ
の
う
ち
、
と
り
わ
け
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
い
て
は
、
こ
の
第
二

の
も
の
が
よ
り
大
き
な
比
重
を
占
め
る
も
の
と
な
り
、
「
自
然
の
支
配
」
（
つ
ま
り
自
然
が
人
間
を
支
配
し
君
臨
す
る
、
自
然
の
王
国
）
が

よ
り
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
と
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
考
え
て
い
る
。

　
こ
こ
で
恩
寵
の
支
配
（
な
い
し
王
国
）
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
中
世
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
や
教
説
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
く
教
会

的
秩
序
や
権
威
の
も
と
に
成
り
立
つ
、
現
世
の
現
実
的
状
態
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
具
体
的
に
は
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
神
の

絶
対
性
と
全
能
性
に
基
づ
く
摂
理
や
予
定
が
、
宗
教
的
な
性
格
を
も
っ
た
必
然
性
と
し
て
、
人
々
に
と
っ
て
拘
束
的
な
力
あ
る
い
は
支
配

的
な
働
き
と
し
て
受
け
取
ら
れ
得
る
。
さ
ら
に
は
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
教
説
に
よ
る
人
間
の
本
性
的
な
罪
性
や
有
限
性
も
、
人
間
に

と
っ
て
の
免
れ
が
た
い
制
限
な
い
し
限
定
と
み
な
さ
れ
得
る
。
無
論
、
そ
れ
ら
は
本
来
的
に
は
恩
寵
…
（
ぴ
q
田
甑
p
）
と
い
う
根
本
的
性
格
を

も
つ
わ
け
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
が
一
種
の
必
然
性
と
し
て
、
束
縛
な
い
し
制
限
と
受
け
取
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
か
ら
の
解
放

や
自
由
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
自
然
の
支
配
（
な
い
し
王
国
）
は
、
第
一
の
恩
寵
の
支
配
が
宗
教
的
な
、
従
っ
て
い
わ
ば
超
越
的
と
い
う
性

格
を
よ
り
強
く
示
す
支
配
・
拘
束
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
然
的
な
、
従
っ
て
い
わ
ば
よ
り
内
在
的
な
性
格
の
支
配
で
あ
り
、
束
縛
で
あ

　
　
　
　
（
1
3
）

る
と
言
え
る
。
し
か
も
こ
の
時
期
、
第
一
の
宗
教
的
な
支
配
が
、
伝
統
的
な
宗
教
的
権
威
の
動
揺
と
後
退
を
う
け
て
、
少
な
く
と
も
相
対

　
　
　
　
近
世
初
頭
に
お
け
る
自
然
哲
学
と
自
然
科
学
九



　
　
　
　
哲
学
寵
別
鷹
九
　
鮪
弟
五
百
｛
ハ
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

的
に
弱
ま
り
、
そ
れ
以
前
に
比
べ
て
力
を
失
う
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
て
（
あ
る
い
は
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
）
、
逆
に
第
二
の
、
自
然
の

支
配
・
拘
束
と
い
う
側
面
は
む
し
ろ
よ
り
強
ま
り
、
よ
り
大
き
な
比
重
を
も
っ
て
前
面
に
現
わ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て

そ
れ
が
人
々
に
と
っ
て
重
荷
と
な
り
、
い
わ
ば
の
し
か
か
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
人
々
が
現
実
的
な
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
得
な
い

問
題
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
の
葛
藤
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
す
る
対
応
が
、
こ
の
時
代
に
と
っ
て
大
き
な
間
題
と
な

り
、
ま
た
こ
の
時
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
思
想
に
お
け
る
自
然
の
闇
題
、
従

っ
て
ま
た
自
然
を
め
ぐ
る
何
ら
か
の
仕
方
で
の
探
求
や
認
識
が
な
さ
れ
て
く
る
の
も
、
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
な
事
態
を
通
じ
て
、
ま
た
こ

う
し
た
形
に
お
い
て
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
い
て
、
今
言
っ
た
よ
う
な
仕
方
で
自
然
が
問
題
と
さ
れ
て
く
る
場
合
、
そ
の
実
際
的
な
場
面
あ
る
い
は
そ
の
具
体

的
な
問
題
状
況
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
さ
し
あ
た
っ
て
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
取
り
出
し
て
言
え
ば
ー
ー
第
一
に
は
い
わ
ゆ
る
占
星

術
（
〉
ω
ぎ
げ
倉
q
一
①
）
の
問
題
、
第
二
に
は
魔
術
（
降
監
鴇
①
）
と
い
う
事
象
、
そ
し
て
第
三
に
は
錬
金
術
（
≧
6
窯
巨
Φ
）
と
い
う
場
面
で
あ
ろ

う
。
勿
論
こ
れ
ら
は
互
い
に
内
的
に
繋
が
り
、
複
雑
に
絡
ん
で
い
て
、
明
確
に
区
別
で
き
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
的

に
は
こ
れ
ら
三
つ
の
場
薦
（
あ
る
い
は
要
素
）
が
中
心
的
な
核
を
な
し
、
こ
れ
ら
と
結
び
つ
い
て
自
然
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
問
題
と
な

り
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
広
い
意
味
で
の
自
然
哲
学
的
な
諸
思
想
が
形
成
・
展
開
さ
れ
て
い
く
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
念
の
た
め
君
え
ば
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
問
題
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
呼
ば
れ
る
こ
の
時
期
に
始
め
て
現
わ
れ
て
き
た
も
の
で
な
い
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

言
う
ま
で
も
な
い
。
占
星
術
や
魔
術
が
き
わ
め
て
古
い
起
源
と
歴
史
を
も
ち
、
ほ
ぼ
い
つ
の
蒔
代
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
行
わ
れ
て
き

た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
中
世
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
占
星
術
的
な
思
想
や
体
系
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て

い
る
が
、
た
だ
そ
こ
で
は
な
お
、
占
星
術
的
な
諸
要
素
は
お
お
む
ね
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
教
化
的
な
力
や
神
的
予
見
の
力
の
も
と
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

属
せ
し
め
ら
れ
、
も
っ
ぱ
ら
世
俗
的
な
知
識
の
原
理
と
し
て
侵
害
さ
れ
ず
に
存
続
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
な
る
と
、
先

に
も
見
た
よ
う
に
、
恐
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
的
・
宗
教
的
な
も
の
の
カ
が
相
対
的
に
弱
体
化
し
、
そ
れ
の
も
た
ら
す
信
仰
や
秩
序
も
総
じ
て



希
薄
化
す
る
と
い
う
事
態
の
な
か
で
、
逆
に
占
星
術
が
大
き
な
関
心
の
的
と
な
り
、
そ
の
異
常
な
ま
で
の
流
行
と
隆
盛
が
も
た
ら
さ
れ
て

き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
魔
術
や
錬
金
術
に
関
し
て
も
お
お
む
ね
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な

か
か
ら
、
広
く
自
然
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
探
求
や
考
察
が
な
さ
れ
て
い
く
と
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

三

　
今
言
っ
た
こ
と
を
、
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
　
一
五
、
六
世
紀
の
多
く
の
思
想
家
、
こ
と
に
自
然
哲
学
的
な
（
つ
ま
り
何
ら

か
の
意
味
で
自
然
を
中
心
的
な
問
題
と
す
る
）
傾
向
を
含
む
思
想
家
の
場
合
、
彼
ら
の
思
想
の
う
ち
に
、
い
わ
ゆ
る
魔
術
的
－
占
星
術
的

な
表
象
や
問
題
連
関
が
し
ば
し
ば
き
わ
め
て
密
接
に
絡
み
合
っ
て
含
ま
れ
て
い
る
の
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
先
に
述
べ
た
「
自
然
の
支

配
」
と
い
う
事
態
、
す
な
わ
ち
自
然
が
何
ら
か
の
仕
方
で
人
間
の
生
存
と
運
命
を
束
縛
し
、
制
限
す
る
と
い
う
事
態
は
、
何
に
も
ま
し
て

そ
の
よ
う
な
占
星
術
的
な
観
念
や
表
象
と
の
結
び
つ
き
の
な
か
で
顕
わ
に
な
っ
て
く
る
。
人
間
が
占
星
術
的
な
因
果
性
の
な
か
に
捉
え
ら

れ
、
星
辰
の
力
や
天
体
の
働
き
に
影
響
さ
れ
る
と
い
う
形
で
、
そ
れ
は
人
間
に
感
じ
取
ら
れ
、
ま
た
聞
題
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

勿
論
、
自
然
の
力
や
支
配
が
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
受
け
取
ら
れ
、
問
題
と
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
そ
の
根
本
に
は
そ
れ
の
も

た
ら
す
必
然
性
や
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
の
限
定
性
や
拘
束
か
ら
で
き
れ
ば
免
れ
た
い
と
い
う
意
欲
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ま
た
人
間
の

自
由
と
自
立
、
あ
る
い
は
広
く
人
間
性
の
理
想
を
追
求
せ
ん
と
す
る
意
図
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
　
連
の
プ
ロ
セ
ス

の
な
か
で
同
時
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
自
然
の
支
配
な
い
し
力
そ
の
も
の
を
ま
ず
把
握
し
、
認
識
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

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

な
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
、
ま
ず
も
っ
て
そ
の
自
然
を
自
然
と
し
て
捉
え
、
自
然
そ
の
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
自
然
哲
学
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
基
本
的
に
言
っ
て
成
立
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
際
、
こ
の
「
自
然
を
自
然
と
し
て
」
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
一
六
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
自
然
哲
学
者
テ
レ
ジ
ナ
（
一
9
0
。
一
。
。
Q
。
）
の
用

　
　
　
　
近
世
初
頭
に
お
け
る
自
然
哲
学
と
自
然
科
学
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一



　
　
　
　
折
口
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胃
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二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
た
表
現
に
従
え
ば
、
自
然
を
そ
の
「
固
有
の
諸
原
理
に
基
づ
い
て
」
（
冒
×
欝
鳴
。
箕
凶
降
・
胃
ぎ
9
且
餌
）
捉
え
る
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

た
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
自
然
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
か
ら
、
自
然
そ
の
も
の
に
沿
っ
て
捉
え
、
そ
の
固
有
な
諸
原
理
や
本
性
的

な
諸
力
か
ら
説
明
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
と
き
、
さ
し
あ
た
っ
て
最
も
捉
え
や
す
く
、
直
戯
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
の

は
、
い
わ
ゆ
る
天
上
の
諸
現
象
、
つ
ま
り
も
ろ
も
ろ
の
天
体
や
星
辰
の
現
わ
れ
や
動
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
言
う
の
も
、
天
体
や
星

辰
の
動
き
は
あ
る
意
味
で
最
も
包
括
的
か
つ
普
遍
的
な
自
然
事
象
で
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
に
規
則
的
な
も
の
が
き
お
め
て
読
み
取
ら
れ
易

い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
一
方
で
は
こ
の
よ
う
な
天
体
や
星
辰
の
諸
現
象
が
い
わ
ゆ
る
占
星
術
と
結
び
つ
い
て
、
人
間
の
生
存
と
運
勢
（
｛
⇔
欝
ヨ
）

を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
他
方
で
は
ま
た
、
そ
の
占
星
術
的
な
規
定
を
成
り
立
た
し
め
る
当
の
も
の
、
つ
ま

り
は
天
空
の
諸
現
象
の
う
ち
に
、
宇
宙
の
内
在
的
な
法
則
や
普
遍
的
な
活
動
が
探
ら
れ
、
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
よ
り

一
般
的
に
言
え
ば
、
自
然
企
体
の
包
括
的
か
つ
普
遍
的
な
性
質
や
規
則
と
い
っ
た
も
の
が
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
読
み
取
ら
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
の
自
然
の
探
求
・
解
明
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
根
本
の
と
こ
ろ
で
は
、
占
星
術
的
世
界
観
や
体

系
の
支
配
に
対
す
る
否
定
的
な
意
図
か
ら
発
し
、
つ
ま
り
こ
れ
ら
を
克
服
し
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
ん
と
す
る
意
欲
に
基
づ
い
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
、
そ
う
し
た
否
定
や
克
服
は
決
し
て
そ
れ
ほ
ど
ス
ト
レ
ー
ト
に
（
＝
置
線
に
）
現
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
思

想
そ
の
も
の
と
し
て
は
む
し
ろ
、
占
星
術
的
な
考
え
や
理
解
を
い
わ
ば
捉
え
藏
し
、
見
方
に
よ
っ
て
は
か
え
っ
て
占
星
術
そ
の
も
の
を
確

立
し
、
基
礎
づ
け
る
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
す
こ
と
に
さ
え
な
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
あ
る
意
味
で
は
避
け
が
た
い
経
過
と
も
見
ら
れ

る
が
、
そ
の
一
つ
の
典
型
的
な
ケ
ー
ス
が
、
例
え
ば
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
（
一
晶
0
卜
⊃
一
一
㎝
卜
○
、
い
）
の
著
作
『
霞
然
の
驚
く
べ
き
事
象
の
原
因
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

て
、
あ
る
い
は
魔
術
に
つ
い
て
』
（
一
概
O
）
に
現
わ
れ
て
い
る
、
彼
の
占
星
術
に
つ
い
て
の
特
微
的
な
捉
え
方
で
あ
る
。

　
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
は
こ
こ
で
ま
ず
、
自
然
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
「
驚
く
べ
き
事
象
」
（
⑦
駿
O
O
侍
¢
ω
　
P
住
導
圃
辱
螢
瓢
戯
一
）
を
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

種
類
の
奇
蹟
や
魔
術
、
異
常
で
不
思
議
な
事
象
を
で
き
る
だ
け
広
く
集
め
、
そ
れ
ら
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
整
理
し
配
列
せ
ん
と
す
る
、
そ



の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
基
本
的
に
は
そ
れ
ら
の
事
例
に
対
し
て
、
批
判
的
な
、
つ
ま
り
そ
の
事
実
性
を
吟
味
す
る
と
い
う
態
度
が
と
ら
れ
る

に
せ
よ
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
の
真
理
性
や
信
愚
性
は
決
し
て
侵
害
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
（
い
か
に
異
常

で
不
思
議
で
あ
れ
）
、
経
験
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
外
か
ら
の
勝
手
な
解
釈
や

理
論
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
事
実
性
を
認
め
、
そ
の
経
験
的
観
察
を
「
救
い
出
す
」
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う

に
し
て
、
そ
こ
か
ら
初
め
て
こ
れ
ら
の
事
実
に
対
し
て
そ
の
「
理
由
」
を
求
め
、
こ
れ
ら
の
現
象
の
「
根
拠
」
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
事
象
（
¢
凍
ω
o
貯
ω
）
を
集
成
し
、
そ
れ
ら
を
一
定
の
秩
序
に
配

列
す
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
を
原
因
（
O
餌
自
ω
帥
）
と
結
果
（
Φ
浄
9
窃
）
と
い
う
、
い
わ
ば
因
果
性
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
根
拠
や
原
因
が
見
出
さ
れ
得
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
さ
し
あ
た
っ
て
多
様
で
特
殊
的
な

諸
現
象
が
、
一
定
の
普
遍
的
か
つ
法
則
的
な
形
式
へ
と
還
元
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
何
ら
か
の
形
式
が
あ
っ
て
初

め
て
還
元
も
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
形
式
は
、
彼
に
と
っ
て
ま
さ
に
天
体
の
活
動
性
や
占
星
術
的
な
因
果
性
の
う

ち
に
現
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
占
星
術
的
因
果
性
こ
そ
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
事
象
の
説
明
が
そ
れ
に
基
づ
く
べ
き
、

い
わ
ば
根
本
要
請
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
に
と
っ
て
、
今
や
い
か
な
る
自
然
の
事
象
で
あ
れ
、
天
空
の
諸
星
辰
の
活
動
と
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
は
、
こ
れ
ら
諸
星
辰
の
影
響
力
と
占
星
術
的
な
因
果
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
か
り
に
神
が
世
界
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
天
体
を
媒
介
に
し
て
の
み
生
じ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
天
体
こ
そ
は
神
的
意
志
を
示
す
徴
表
で
あ
り
、
そ
の
不
可
欠
な
中
華
原
因
と
み
な
さ
れ
る
。
哲
学
的
な
理
解
は
、
こ
の

占
星
術
的
因
果
性
と
い
う
根
本
規
則
を
離
れ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
媒
介
を
飛
び
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た

よ
う
な
奇
蹟
的
な
事
象
や
不
思
議
な
作
用
（
つ
ま
り
「
驚
く
べ
き
事
象
」
）
に
関
し
て
も
同
様
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が

　
　
　
　
近
世
初
頭
に
お
け
る
自
然
哲
学
と
自
然
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
哲
学
研
薦
九
　
第
五
百
六
十
醐
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

一
般
の
人
々
、
あ
る
い
は
世
の
民
衆
的
信
仰
は
、
何
か
異
常
で
不
可
思
議
な
事
象
に
出
会
う
と
、
そ
こ
に
デ
ー
モ
ン
の
働
き
や
特
殊
な
姻

人
的
異
能
の
力
な
ど
を
見
て
、
こ
れ
を
個
別
的
に
説
明
し
、
納
得
し
て
い
る
。
通
常
の
い
わ
ゆ
る
占
星
術
や
魔
術
の
世
界
は
こ
う
し
て
成

り
立
ち
、
ま
た
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
論
家
な
い
し
哲
学
者
た
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
へ
の
解
消
や
例
外
に
よ
る

説
明
で
済
ま
し
て
は
な
ら
ず
、
ど
こ
ま
で
も
占
星
術
的
因
果
性
と
い
う
普
遍
的
・
法
則
的
な
形
式
に
基
づ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
と

言
う
の
も
、
も
し
も
先
の
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
も
は
や
自
然
の
秩
序
と
必
然
性
は
見
失
わ
れ
、
宇
宙
全
体
の
意

義
も
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
に
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
の
考
え
方
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
奇
妙
に
思
わ
れ
、
そ
の
ま
ま
納
得
し
が
た
い

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
え
そ
の
思
考
の
う
ち
に
は
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
合
理
的
な
論
理
と
い
う
か
、
自
然
認
識
の
形
式
と
い
っ
た

も
の
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
彼
の
占
星
術
的
因
果
性
の
考
え
は
、
一
方
で
は
奇
蹟
的
な
事
象
を
そ
の
ま

ま
是
認
し
、
そ
れ
ら
を
で
き
る
だ
け
多
く
そ
の
因
果
関
係
の
う
ち
に
取
り
込
も
う
と
す
る
。
し
か
も
他
方
で
は
、
そ
の
う
ち
か
ら
普
遍
的

な
も
の
、
法
則
的
な
も
の
を
見
出
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
自
然
全
体
を
把
握
し
秩
序
づ
け
ん
と
す
る
。
占
星
術
的
因
果
性
は
、
そ

の
意
味
で
一
種
の
自
然
把
握
の
根
本
規
刻
、
い
わ
ば
「
自
然
法
劉
」
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
限
り
で
、
そ
こ
に
成
り
立
っ
て
い
る

の
は
i
一
見
ま
っ
た
く
奇
妙
に
見
え
る
に
せ
よ
一
一
つ
の
ま
っ
た
く
「
合
理
的
」
な
占
星
術
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
そ
れ
は
、
自
然
事
象
を
で
き
る
だ
け
汎
通
的
に
、
か
つ
一
定
の
論
理
（
そ
れ
は
ご
く
素
朴
な
帰
納
的
論
理
で
あ
る
が
）
に
よ
っ
て
把

握
せ
ん
と
す
る
と
い
う
意
味
で
の
合
理
的
性
格
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
の
立
場
は
、
占
星
術
的
・
魔
術
的
な
も
の
を
事
実
と
し
て
確
か
め
、
そ
の
有
効
性
を
認
め
る
の
で
あ
り
、

従
っ
て
そ
こ
で
は
占
星
術
的
世
界
観
は
い
よ
い
よ
強
要
に
確
定
さ
れ
、
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
占
星
術
は
い
わ
ば
勝
利

を
占
め
て
、
ま
す
ま
す
支
持
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
実
は
す
で
に
こ
こ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

占
星
術
的
世
界
観
は
あ
る
固
有
な
仕
方
で
解
体
に
直
面
し
、
そ
の
崩
壊
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
と
縫
う
の
も
、



確
か
に
こ
こ
で
は
占
星
術
的
・
魔
術
的
な
も
の
の
有
効
性
は
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
の
内
在

的
な
自
然
因
果
性
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
今
や
こ
れ
ら
の
も
の
も
こ
の
自
然
的
因
果
性
の
枠
を
超

え
出
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
見
ら
れ
、
む
し
ろ
そ
の
内
に
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
自
然
の
圏
域
を
超
え

出
る
と
見
ら
れ
た
も
の
も
、
次
第
に
こ
の
自
然
の
圏
域
に
引
き
戻
さ
れ
、
従
っ
て
ま
た
個
別
的
・
偶
然
的
な
も
の
も
、
す
べ
て
普
遍
的
・

必
然
的
な
も
の
へ
と
解
消
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
事
実
上
、
星
辰
の
カ
へ
の
信
仰
、
ま
た
そ
れ
と
結
び
つ
い

た
い
わ
ゆ
る
奇
蹟
信
仰
と
い
う
も
の
を
批
判
し
、
次
第
に
こ
れ
を
解
体
さ
せ
る
方
向
に
導
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
占
星
術
な
い
し
占
星
術
的
世
界
観
は
、
も
と
も
と
二
重
の
側
面
を
含
ん
で
、
す
な
わ
ち
理
論
と
し
て
は
宇
宙
の
永
遠
な
る
法
則
を
提
示

す
る
と
と
も
に
、
実
践
的
に
は
デ
ー
モ
ン
へ
の
恐
怖
と
い
っ
た
素
朴
な
宗
教
的
動
機
づ
け
に
留
ま
る
と
い
う
二
面
性
の
う
え
に
成
り
立
つ

も
の
で
あ
る
。
星
辰
信
仰
や
奇
蹟
信
仰
は
、
と
り
わ
け
そ
の
デ
ー
モ
ン
や
異
能
力
に
対
す
る
恐
怖
や
期
待
と
結
び
つ
い
た
実
践
的
な
関
心

に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
や
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
二
側
面
は
い
わ
ば
分
離
さ
れ
、
そ
の
理
論
的
側

面
だ
け
が
取
り
出
さ
れ
る
、
星
辰
信
仰
に
お
け
る
素
朴
な
デ
ー
モ
ン
的
要
素
は
払
拭
さ
れ
、
一
つ
の
普
遍
的
な
法
則
性
と
い
う
思
想
だ
け

が
残
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
一
種
の
合
理
的
な
因
果
性
が
主
導
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
勿
論
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
そ
こ
で
の
因
果
性
は
な
お
ま
っ
た
く
占
星
術
的
表
象
の
圏
内
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
い
わ
ゆ
る
数
学
的
一
科
学
的

な
因
果
性
で
は
な
い
。
し
か
し
か
り
に
、
こ
の
占
星
術
的
な
原
因
（
0
9
餌
白
自
卯
）
の
概
念
が
ひ
と
た
び
数
学
的
－
物
理
的
な
原
因
概
念
に
置
き

換
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
自
然
事
象
の
科
学
的
解
明
と
い
う
こ
と
は
そ
こ
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
隔
た
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
も
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
の
考
え
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
方
法
論
的
な
観
点
か
ら
し
て
、
自
然
の
科
学
的
把
握
へ
の
道
を
い
わ
ば
先
触
れ
す

る
、
あ
る
い
は
準
備
す
る
も
の
を
確
か
に
示
し
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
に
解
釈
し
、
そ
こ
に
一
定
の
評
価
を
な
す

わ
け
で
あ
る
。

　
と
は
雷
え
、
む
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
、
そ
れ
ゆ
え
近
世
的
科
学
が
成
立
し
て
く
る
基
底
に
占
星
術
が
あ
っ
た
と
か
、
占
星
術
的
な

　
　
　
　
近
世
初
頭
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然
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六

考
え
が
い
わ
ば
近
世
科
学
を
生
み
出
し
て
く
る
母
胎
と
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
事
態
は
そ

れ
ほ
ど
簡
単
で
も
、
ま
た
単
純
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
、
自
然
を
自
然
と
し
て
万
緑
に
し
解
明
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
時

代
の
全
般
的
な
意
向
な
い
し
要
求
を
先
取
り
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
が
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
意
味
は
重
要
で
あ
り
、
決

し
て
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
流
れ
の
な
か
の
先
駆
的
な
一
形
態
と
し
て
取
り
上
げ
た

わ
け
で
あ
る
。

　
占
星
術
お
よ
び
占
星
術
的
世
界
観
に
対
し
て
、
以
上
に
見
た
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
の
よ
う
に
、
結
果
的
に
こ
れ
を
基
礎
づ
け
、
支
持
す
る

と
い
う
仕
方
で
自
然
の
問
題
に
関
わ
り
、
自
然
の
解
明
・
考
察
に
向
か
う
と
い
う
あ
り
方
と
は
溺
に
、
す
で
に
占
星
術
と
い
う
も
の
を
明

確
に
批
判
し
、
占
星
術
的
な
運
命
の
影
響
と
い
っ
た
も
の
を
拒
否
す
る
よ
う
な
考
え
も
ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
い

わ
ば
対
照
的
な
立
場
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
ピ
コ
・
デ
ッ
ラ
・
ミ
ラ
ソ
ド
ラ
の
晩
年
の
著
作
『
占
星
術
論
駁
』
（
駿
呂
三
畏
・

9
Φ
ω
巴
く
①
誘
毎
器
樗
。
δ
㈹
幽
麟
ヨ
島
≦
ロ
簿
二
8
β
＝
逡
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
そ
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ピ
コ
の
占
星
術
批
覇
は
、
傭
単
に
言
っ
て
、
彼
の
自
然
哲
学
思
想

な
い
し
自
然
観
か
ら
由
来
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
の
人
間
観
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
人
間
の
尊
厳
」
（
＆
ぴ
q
葺
霧
ぎ
ヨ
三
ω
）

の
問
題
と
し
て
探
求
さ
れ
た
、
人
間
の
知
的
・
精
神
的
能
力
に
基
づ
く
自
立
と
自
由
の
実
現
と
い
う
、
彼
の
理
想
的
人
問
把
握
に
立
脚
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ピ
コ
は
こ
の
書
の
な
か
で
、
「
地
上
に
は
人
間
以
外
に
偉
大
な
も
の
は
な
く
、
人
間
の
う
ち
で
は
精
神

と
霊
魂
以
外
に
偉
大
な
も
の
は
な
い
。
も
し
お
ま
え
が
そ
こ
へ
と
高
ま
る
な
ら
ば
、
お
ま
え
は
天
を
も
超
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
お
ま
え

が
身
体
に
傾
き
、
天
を
見
上
げ
る
な
ら
ば
、
お
ま
え
は
窃
ら
が
蝿
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
蝿
以
下
の
も
の
で
あ
る
の
を
知
る

　
　
（
2
1
）

で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
彼
の
言
う
「
人
間
の
尊
厳
偏
の
思
想
の
な
ご
り
が
明
瞭
に
見
て
取
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

「
天
を
超
え
る
」
（
8
臨
§
ρ
叶
「
雪
ω
8
乙
㊦
話
）
と
「
天
を
見
上
げ
る
」
（
8
鉱
§
μ
。
。
霧
且
8
話
）
と
が
対
比
的
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
天

と
い
う
こ
と
で
、
い
わ
φ
る
占
星
術
的
世
界
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
占
星
術
的
な
も
の
に
支
配
さ
れ
、
そ



れ
に
左
右
さ
れ
る
老
は
、
た
だ
「
天
を
見
上
げ
る
」
だ
け
で
あ
る
。
占
星
術
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
何
ら
か
の
オ
カ
ル
ト
的
な
性
質
や
デ
ー

モ
ン
的
な
力
を
も
ち
出
し
て
説
明
し
、
そ
れ
ら
の
想
定
に
よ
っ
て
納
得
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
人
間
は
「
天
を
も
超
え
る
」
こ
と
の
可
能
な
存
在
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
こ
こ
で
、
ピ
コ
自
身
が
晩
年
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
ー

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
世
界
観
か
ら
純
正
な
プ
ラ
ト
ン
的
思
想
世
界
に
立
ち
返
り
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
「
超
越
」
（
①
需
陛
下
慈
）
に
帰
着
し
た

　
　
　
　
（
2
2
）

と
見
て
い
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ピ
コ
に
お
い
て
も
は
や
通
俗
の
占
星
術
的
な
因
果
性
は
放
棄
さ
れ
、
む
し
ろ
自
然
の
諸
事
象
と
そ

れ
ら
の
因
果
性
は
、
あ
く
ま
で
も
観
察
に
直
接
に
現
わ
れ
る
、
経
験
的
に
確
認
さ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
2
3
）

考
え
ら
れ
る
。
彼
も
ま
た
、
自
然
の
す
べ
て
の
現
象
は
「
そ
れ
ら
固
有
の
原
理
か
ら
」
（
O
×
　
℃
憎
O
℃
円
一
一
ω
　
℃
「
一
5
0
一
唱
＝
ω
）
把
握
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
言
う
。
こ
の
こ
と
は
世
俗
の
大
衆
も
日
常
生
活
の
な
か
で
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
に
、
占
星
術
者
た
ち
だ
け
が
、
宇
宙
の

な
か
の
遠
く
隔
た
っ
た
通
じ
合
う
も
の
を
考
え
出
し
、
想
像
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
虚
構
の
も
の
を
も
ち
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
何

も
遠
く
に
特
別
な
力
が
求
め
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。
す
べ
て
の
現
象
は
、
最
も
近
い
、
個
別
的
な
原
因
か
ら
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

例
え
ば
、
光
や
熱
の
力
と
い
っ
た
感
覚
的
に
示
し
得
る
現
象
の
う
ち
に
、
そ
れ
は
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ピ
コ
は
こ
の
よ
う
な
考
え

に
基
づ
い
て
、
占
星
術
を
批
判
し
、
論
駁
す
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
の
ち
の
テ
レ
ジ
オ
の
よ
う
な
自
然
哲
学
者
が
と
る
姿
勢
、
ま
た
そ
の
自
然
哲
学
的
な
思
想
に
そ

の
ま
ま
繋
が
っ
て
い
く
も
の
が
示
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
ル
ネ
サ
ン
ス
期
全
体
に
見
ら
れ
る
自
然
に
鮒
す
る
基
本
的
な
態
度
な
い
し
見
方
が

よ
く
現
わ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
ピ
コ
の
場
合
、
こ
う
し
た
申
し
立
て
が
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
自
立
と
肉
由
と

い
う
自
覚
に
立
脚
し
、
精
神
の
自
発
と
創
造
の
発
現
と
い
う
と
こ
ろ
が
ら
な
さ
れ
て
い
る
点
に
、
彼
の
立
場
の
独
自
性
が
見
ら
れ
よ
う
。

と
は
言
え
、
彼
の
立
場
も
、
占
星
術
を
め
ぐ
る
思
想
に
お
い
て
先
の
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
と
は
い
わ
ば
対
脈
的
な
位
置
を
占
め
な
が
ら
、
や

は
り
の
ち
の
自
然
哲
学
や
、
自
然
科
学
に
す
ら
繋
が
る
道
を
歩
み
始
め
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

近
世
初
頭
に
お
け
る
自
然
哲
学
と
自
然
科
学

一
七
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ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
自
然
哲
学
的
思
想
が
形
成
・
展
開
さ
れ
る
場
面
な
い
し
問
題
連
関
の
第
一
の
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
占
星
術
を
め

ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
少
々
長
く
述
べ
た
が
、
先
に
あ
げ
た
第
二
の
場
而
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
魔
術
と
い
う
も
の
も
や
は
り
こ
の
時
期
き
わ

め
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
魔
術
は
、
（
先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
）
実
際
に
は
し
ば
し
ば
占
星
術
と
結
び
つ
い
て
、
占
星
術

的
魔
術
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
よ
り
狭
い
意
味
で
は
、
占
星
術
が
天
上
的
な
も
の
、
つ
ま
り
天
体
や
星
辰
の
世
界
に
主
に

関
わ
る
の
に
薄
し
て
、
む
し
ろ
よ
り
地
上
的
な
事
象
、
従
っ
て
よ
り
身
近
な
自
然
現
象
（
つ
ま
り
人
間
の
手
の
届
き
得
る
範
囲
の
も
の
）

と
結
び
つ
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
、
ま
た
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
現
象
へ
の
連
関
と
対
応
の
う
ち
で
、
よ
り
本
来
的
な
意
味
で
自

然
哲
学
と
呼
ば
れ
る
に
稲
冷
し
い
諸
思
想
が
現
わ
れ
て
く
る
。
（
因
み
に
言
え
ば
、
上
述
の
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
や
ピ
コ
は
、
必
ず
し
も
第

一
義
的
に
自
然
哲
学
者
と
は
言
わ
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
）
。
周
知
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
一
六
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
（
と
く
に
南
イ
タ

リ
ア
）
に
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
哲
学
者
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
思
想
家
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
の
思
想
傾
向
に
つ
い
て
も
、

少
し
詳
し
く
見
て
お
こ
う
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
の
思
想
家
も
、
い
ず
れ
も
先
に
も
言
っ
た
よ
う
な
外
的
・
現
実
的
な
自
然
を
把
握
し
解
明
し
て
行
こ
う
と
す
る
ル
ネ
サ

ン
ス
心
良
の
基
本
的
傾
向
を
共
通
し
て
示
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
し
か
も
彼
ら
の
自
然
哲
学
が
形
成
・
展
開
さ
れ
て
い
く
場
合
の
具
体

的
な
手
が
か
り
と
し
て
、
い
わ
φ
る
魔
術
と
い
う
も
の
へ
の
闘
心
な
い
し
関
連
が
と
り
わ
け
強
く
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
こ
こ
で
も
（
先
の
占
星
術
の
場
合
と
あ
る
意
味
で
類
似
の
仕
方
で
）
、
魔
術
に
対
す
る
消
極
的
な
態
度
、
つ
ま
り
こ
れ
を
否
定
な
い

し
拒
否
し
、
そ
こ
か
ら
脱
却
し
解
放
さ
れ
ん
と
す
る
意
向
が
根
本
に
あ
る
一
方
、
し
か
し
そ
の
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
は
、
か
え
っ

て
こ
れ
を
全
体
的
に
掘
握
し
、
ま
た
理
論
的
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
総
じ
て
、
結
果
的
に
は
魔
術
と
い
う
も
の
の
必

然
性
あ
る
い
は
不
可
避
性
を
認
容
す
る
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
こ
れ
を
積
極
的
に
評
価
し
肯
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
も
勿
論
、
そ
の



よ
う
な
試
み
の
な
か
で
、
彼
ら
の
自
然
哲
学
思
想
そ
の
も
の
が
形
成
さ
れ
て
行
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
し
ば
し
ば
こ
れ
ら
の

自
然
哲
学
は
、
魔
術
な
い
し
魔
術
的
世
界
観
の
思
想
的
基
盤
と
な
り
、
ま
た
い
わ
ば
そ
の
理
論
的
根
拠
づ
け
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
Q

　
こ
の
よ
う
な
自
然
哲
学
者
の
代
表
的
な
一
人
と
し
て
、
先
に
も
触
れ
た
テ
レ
ジ
オ
の
場
合
を
よ
り
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
彼
の
主
著

『
固
有
の
諸
原
理
に
基
づ
く
、
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
』
（
U
Φ
器
毎
ヨ
嵩
齢
貫
p
。
冒
×
＄
箕
。
震
冨
℃
ユ
琴
嘗
ρ
日
切
。
。
①
）
は
、
そ
の
題
名
か
ら

し
て
も
、
こ
の
時
期
（
あ
る
い
は
広
く
ル
ネ
サ
ン
ス
期
）
の
自
然
哲
学
的
探
求
の
根
本
的
な
姿
勢
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
「
固
有
の
原

理
に
基
づ
く
」
と
は
、
要
す
る
に
自
然
を
自
然
そ
の
も
の
の
プ
ロ
パ
ー
な
原
理
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
何
ら
か
の
自
然
以
外
の
原
理

（
た
と
え
ば
神
）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
然
そ
の
も
の
の
う
ち
か
ら
、
従
っ
て
い
わ
ば
自
然
内
在
的
に
、
自
然
を
考
察
し
よ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
別
の
角
度
か
ら
言
え
ば
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
中
世
以
来
の
伝
統
的
な
い
わ
ゆ
る
ス
コ
ラ
的
な
自
然
理
解
、

と
り
わ
け
そ
こ
に
含
ま
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
基
本
概
念
一
例
え
ば
、
形
相
と
質
料
と
か
、
可
能
態
と
現
実
態
と
い
っ
た
一
種
の

論
理
的
概
念
1
に
基
づ
く
自
然
理
解
に
対
し
て
、
従
っ
て
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
自
然
学
と
そ
れ
に
直
結
し
た
目
的
論
的
世
界
観
に

対
抗
し
て
、
こ
れ
を
批
判
す
る
と
い
う
意
図
が
基
本
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
実
際
、
そ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ス

コ
ラ
的
自
然
観
へ
の
批
判
と
い
う
こ
と
が
、
イ
タ
リ
ア
自
然
哲
学
に
共
通
し
た
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
し
ぼ
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と

　
　
　
（
2
5
）

こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
テ
レ
ジ
オ
は
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
姿
勢
を
具
体
的
に
展
開
し
遂
行
す
る
方
法
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
感
覚
主
義
あ
る
い
は
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

験
主
義
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
自
然
を
そ
れ
自
身
と
し
て
捉
え
、
自
立
的
か
っ
客
観
的
に
見
る
た
め
に
、
自
然
に
対

し
て
直
接
的
に
、
従
っ
て
感
覚
に
よ
っ
て
経
験
的
に
こ
れ
を
直
観
す
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う

な
立
場
や
方
法
は
、
当
時
の
イ
タ
リ
ア
に
は
広
く
見
ら
れ
る
全
体
的
な
傾
向
で
あ
り
、
広
義
の
自
然
哲
学
思
想
に
共
通
す
る
特
許
で
も
あ

る
が
、
テ
レ
ジ
オ
の
場
合
、
と
く
に
そ
の
こ
と
は
あ
る
意
味
で
徹
底
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
は
、
感
覚
的
知
覚
は
知
性
の

　
　
　
　
近
世
初
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け
る
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然
哲
学
と
自
然
科
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哲
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研
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鮪
二
五
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十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

あ
ら
ゆ
る
作
業
に
先
行
す
る
、
認
識
の
い
わ
ば
全
面
的
な
基
礎
手
段
と
し
て
強
調
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
認
識
の
成
立
の
全
体
が
、
従
っ
て

認
識
と
そ
の
対
象
を
繋
ぎ
結
ぶ
も
の
が
、
す
べ
て
原
理
的
に
感
覚
的
知
覚
の
働
き
に
還
元
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
一
つ
の
対
象
を
把
握
す
る
（
認
識
す
る
）
と
は
、
感
覚
的
知
覚
が
実
際
に
知
性
に
ま
で
届
く
こ
と
と
捉
え
ら
れ
、
ま
た
あ
る
も
の
が

意
識
さ
れ
る
と
は
、
そ
の
も
の
の
作
用
が
何
ら
か
の
物
質
的
な
も
の
と
し
て
、
文
字
通
り
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
透
煙
し
て
く
る
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
。
従
っ
て
ま
た
逆
に
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
は
、
外
的
な
物
質
的
作
用
に
接
触
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
変
様
さ
れ
る
、
一

つ
の
可
変
的
な
実
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
感
覚
的
な
刺
戟
は
、
文
事
通
り
精
神
に
触
れ
、
そ
れ
を
規
定
す
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
テ
レ
ジ
オ
で
は
触
覚
が
最
も
重
要
で
、
最
終
的
な
感
覚
と
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
が
、
テ
レ
ジ
オ
に
お
け
る
感
覚
主
義
と
言
わ
れ
る
も
の
の
要
点
的
な
特
徴
づ
け
で
あ
る
が
、
念
の
た
め
に
も
う
「
蔑
ま
と
め
て
言

え
ば
、
こ
こ
で
は
感
覚
主
義
は
二
重
の
意
味
を
込
め
て
賜
わ
れ
て
い
る
。
第
一
に
は
、
あ
く
ま
で
も
藏
接
的
な
感
覚
に
塞
つ
い
て
自
然
を

捉
え
見
る
と
い
う
通
常
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、
従
っ
て
感
覚
主
義
的
と
は
経
験
主
義
的
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
経
験
を
も
っ
ぱ
ら

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
感
覚
的
明
証
に
基
づ
か
な
い
も
の
は
す
べ
て
農
然
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
同
時
に
第
二
に
は
、
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

覚
的
知
覚
が
人
間
の
心
的
作
用
の
中
心
的
か
つ
全
体
的
な
実
質
を
な
し
、
す
べ
て
の
精
神
的
活
動
が
い
わ
ば
感
覚
の
発
展
と
見
ら
れ
て
く

る
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
何
ら
か
の
物
的
な
も
の
の
運
動
・
変
化
に
よ
っ
て
心
的
な
購
象
の
す
べ
て
を
説
明
し
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

る
、
い
わ
ば
唯
物
論
的
一
元
論
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
特
徴
的
な
認
識
論
が
現
わ
れ
て
く
る
も
と
に
は
、
実
は
す
で
に
そ
こ
に
、
よ
り
基
本
的
な
あ
る
種
の
理
論
的
前
提
が
概
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
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）

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
、
イ
タ
リ
ア
霞
網
哲
学
金
体
に
共
通
な
原
理
と
み
な
さ
れ
る
事
態
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
言

っ
て
、
あ
る
も
の
を
「
認
識
謝
す
る
と
は
、
そ
の
も
の
と
「
…
つ
に
な
る
こ
と
」
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な

二
な
る
こ
と
」
が
可
能
と
な
る
の
は
、
そ
の
主
体
と
客
体
が
、
つ
ま
り
認
識
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
が
も
と
も
と
等
し
い
本
性

を
も
ち
、
同
「
の
面
謝
を
な
す
と
み
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
こ
か
ら
、
感
覚
を
通
じ
て
の
認
識
と
は
、
そ
の
よ
う



な
本
来
の
あ
り
方
を
取
り
戻
し
、
再
び
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
イ
タ
リ
ア
自

然
哲
学
の
実
写
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
結
合
・
統
一
を
可
能
に
す
る
本
性
は
、
も
と
も
と
生
命
的
連
関
を
含
ん
だ
も
の
、
つ
ま
り
生

命
的
な
繋
が
り
を
も
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
し
ば
し
ば
、
自
然
全
体
が
本
来
的
に
生
命
的
連
関
に
お
い
て

成
り
立
ち
、
何
か
生
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
暗
黙
の
前
提
と
な
る
。
自
然
が
生
き
た
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
が
何
ら
か
の
心
的
な
も
の
を
、
つ
ま
り
一
種
の
霊
魂
（
餌
巳
ヨ
餌
な
い
し
勾
蔓
。
ず
Φ
）
に
類
す
る
も
の
を
有
す
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
イ
タ
リ
ア
自
然
哲
学
の
思
想
は
、
お
お
む
ね
い
わ
ゆ
る
汎
心
論
（
旗
日
塁
。
三
。
・
ヨ
器
）
の
傾
向
に
帰
着

し
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
生
命
論
的
な
宇
宙
論
や
自
然
理
解
を
も
た
ら
す
と
い
う
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
上
述
の
テ
レ
ジ
オ
の
慮
然
哲
学
思
想
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
聖
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
先
に
見
た
彼
の
認
識
理
論
に
お
い

て
、
い
わ
ゆ
る
感
覚
主
義
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
事
態
も
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
形
而
上
学
的
な
基
盤
に
立
脚
し
て
、
思
考
の
働
き
を

一
つ
の
類
比
形
成
の
機
能
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
彼
自
身
、
「
い
か
な
る
知
性
で
あ
れ
、
そ
の
原
理
は
、
感
覚
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

受
け
取
ら
れ
た
類
比
（
。
・
冒
…
ま
鼠
。
ω
Φ
房
罫
引
容
8
仲
節
）
で
あ
る
鳳
と
言
う
よ
う
に
、
認
識
と
は
、
認
識
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
と

の
あ
い
だ
に
類
比
（
ω
ぎ
ヨ
ε
瓢
P
》
づ
巴
。
σ
q
δ
）
を
見
出
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
知
性
と
感
覚
と
を
一
つ
に
結
び
つ
け
、
い
わ
ば
両
者
を

連
続
的
に
捉
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
考
え
、
つ
ま
り
認
識
を
類
比
形
成
な
い
し
把
捉
と
す
る
考
え

の
背
景
に
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
暗
黙
の
う
ち
に
自
然
（
存
在
）
全
体
の
本
性
的
連
関
が
前
提
さ
れ

て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
こ
こ
で
も
お
お
む
ね
一
種
の
生
命
的
な
い
し
汎
心
論
的
な
本
性
の
も
の
で
あ
り
、
認
識
理
論
の
形
而
上
学
的

な
基
盤
と
な
り
、
存
在
論
的
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
テ
レ
ジ
オ
の
認
識
理
論
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
、
話
は
よ
り
広
く
イ
タ
リ
ア
自
然
哲
学
の
思
想
的
背
景
に
ま
で
及
ん
だ
が
、
よ
う
や
く

こ
こ
で
本
来
の
魔
術
の
問
題
に
立
ち
返
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
言
う
の
も
、
上
に
見
た
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
自
然
哲
学
に
お
け
る
自
然
把
握
、

す
な
わ
ち
存
在
（
自
然
）
全
体
を
同
一
的
な
生
命
的
連
関
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
基
本
的
見
解
が
、
実
は
い
わ
ゆ
る
魔
術
と
い
う
も
の

　
　
　
　
近
世
初
頭
に
お
け
る
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然
哲
学
と
自
然
科
学
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を
成
り
立
た
し
め
る
背
景
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
命
論
的
あ
る
い
は
汎
心
論
的
な
自
然
観
な
い
し
宇
宙
論
こ
そ
は
、
ま
さ
に
魔

術
的
世
界
観
の
基
底
を
な
す
、
い
わ
ば
そ
の
理
論
的
背
景
で
あ
る
。
そ
し
て
魔
術
と
は
、
基
本
的
に
書
っ
て
、
か
か
る
自
然
認
識
の
う
ち

で
理
論
的
に
類
比
的
な
い
し
同
属
的
と
認
識
さ
れ
る
も
の
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
を
行
動
に
よ
っ
て
糟
互
に
結
び
つ
け
、
互
い
に
影
響
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

及
ぼ
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
そ
の
よ
う
な
実
践
的
行
動
な
の
で
あ
る
。

　
イ
タ
リ
ア
自
然
哲
学
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
魔
術
と
は
そ
の
自
然
認
識
の
活
動
的
側
面
を
示
す
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
勿
論
、
こ
の

実
践
的
・
活
動
的
側
面
が
思
想
の
な
か
で
ど
れ
だ
け
の
比
重
を
占
め
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
テ
レ
ジ

オ
の
場
合
に
は
、
一
方
で
な
お
、
自
然
認
識
に
お
け
る
感
覚
主
義
と
経
験
主
義
の
姿
勢
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ス
コ
ラ
的
自
然
理
解

に
対
抗
す
る
客
観
的
な
観
察
と
正
確
な
記
述
が
厨
指
さ
れ
、
他
方
で
は
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
い
お
ゆ
る
オ
カ
ル
ト
的
知
識
と
一

線
を
画
す
る
よ
う
な
明
確
な
原
理
的
認
識
を
進
め
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
魔
術
的
な
も
の
は
あ
る
意
味
で
は
後
退
さ
せ
ら
れ
、
少

な
く
と
も
表
明
的
に
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
の
う
ち
に
は
の
ち
に
現
わ
れ
て
く
る
経
験
的
科
学
の
立
場
に
通
じ
、

そ
の
方
法
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
一
端
を
窺
わ
せ
る
も
の
す
ら
あ
る
。
と
は
言
え
、
彼
の
類
比
形
成
と
し
て
の
認
識
論
と
そ
の
墓
底
に
あ

る
自
然
観
は
、
や
は
り
ま
さ
し
く
魔
術
的
世
界
を
可
能
に
し
、
準
備
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
事
実
、
彼
以
後
の
人
々
に
な
る

と
、
例
え
ば
バ
ト
リ
ツ
ィ
、
デ
ッ
ラ
・
ボ
ル
タ
、
あ
る
い
は
ブ
ル
ー
ノ
や
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
と
い
っ
た
人
々
に
お
い
て
は
、
そ
の
自
然
哲
学

的
思
想
は
魔
術
の
問
題
と
い
っ
そ
う
密
接
に
関
わ
り
合
い
、
ま
た
そ
こ
に
よ
り
積
極
的
な
意
義
を
見
出
す
傾
向
を
示
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
人
々
の
思
想
に
も
は
や
詳
し
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
総
じ
て
そ
こ
で
は
認
識
は
、
門
認
識
可
能
な
も
の
と
の
合

致
」
（
バ
ト
リ
ツ
ィ
）
、
あ
る
い
は
「
認
識
さ
れ
る
も
の
に
な
る
こ
と
扁
（
カ
ソ
バ
ネ
ッ
ラ
）
な
ど
と
規
定
さ
れ
、
魔
術
は
そ
の
認
識
に
お
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け
る
事
態
を
た
だ
実
践
的
側
面
か
ら
表
現
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
認
識
の
可
能
性
の
原
理
は
、
そ
の
ま
ま

魔
術
の
可
能
性
の
原
理
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
よ
り
具
体
的
に
、
い
か
に
し
て
精
神
が
対
象
と
し
て
の
窃
然
を
支
配
し
、



従
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
、
実
践
的
な
方
途
が
探
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
魔
術
は
今
や
、
も
は
や
い
わ
ゆ
る
デ

ー
モ
ン
的
魔
術
、
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
デ
ー
モ
ン
的
な
も
の
を
想
定
し
、
そ
の
超
自
然
的
な
力
に
依
存
す
る
魔
術
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

「
自
然
魔
術
」
（
ζ
・
・
σ
q
す
蓬
け
霞
薗
嵩
9
デ
ッ
ラ
．
ボ
ル
タ
）
と
呼
ば
れ
、
前
者
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
自
然
魔
術
は
、
あ
く
ま
で
も

自
然
に
内
在
す
る
規
灘
的
な
も
の
の
観
察
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
効
力
も
ま
さ
に
自
然
そ
の
も
の
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
自
然
認
識
の
最
も
高
尚
な
部
分
、
自
然
に
つ
い
て
の
知
恵
の
綜
合
と
見
ら
れ
、
さ
ら
に
は
哲
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

自
然
認
識
を
い
わ
ば
仕
上
げ
る
も
の
、
あ
る
い
は
「
哲
学
の
完
成
」
と
す
ら
称
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
と
り
ま
と
め
て
言
う
な
ら
ば
、
一
五
、
六
琶
紀
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
の
自
然
哲
学
は
、
そ
の
根
本
の
と
こ
ろ
で
は
魔
術
的
な
も

の
へ
の
強
い
関
心
と
深
い
繋
が
り
か
ら
餓
発
し
、
し
か
も
基
本
的
に
は
そ
れ
に
平
す
る
消
極
的
な
態
度
と
、
そ
こ
か
ら
脱
却
せ
ん
と
す
る

意
向
を
示
し
な
が
ら
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
魔
術
的
な
も
の
を
克
服
し
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
方
向
は
ほ
と
ん
ど
見
え
て

こ
な
い
と
い
う
結
果
に
終
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
先
程
も
言
っ
た
よ
う
に
、
従
来
の
い
わ
ゆ
る
デ
ー
モ
ン
的
魔
術
と
は

異
な
る
も
の
と
し
て
、
薪
た
に
「
自
然
魔
術
」
と
い
う
も
の
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
意
識
に
お
い
て
確
か
に

少
な
か
ら
ぬ
変
化
と
進
展
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
な
お
不
徹
底
で
、
中
途
半
端
な
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
そ
れ
が
、
の
ち
の
自
然
科
学
的
な
立
場
や
方
法
の
展
開
に
そ
の
ま
ま
繋
が
っ
て
い
く
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
の
意
味
で
は
、
「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
（
と
く
に
イ
タ
リ
ア
の
）
自
然
哲
学
が
求
め
て
い
た
の
は
、
（
結
局
は
）
魔
術
を
認
識
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

的
に
根
拠
づ
け
、
正
当
化
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
扁
と
言
わ
れ
る
の
も
、
妥
当
な
結
論
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
同
じ
こ
と
を
先
に
用
い
た
言
葉
に
結
び
つ
け
て
言
え
ば
、
自
然
の
解
放
・
救
出
（
国
ヨ
⇔
隷
下
簿
坤
§
）
と
い
う
意
図
か
ら
出
発
し
、
従
っ

て
ま
た
人
間
の
（
自
然
か
ら
の
）
解
放
・
救
出
を
目
指
す
と
い
う
方
向
で
展
開
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
自
然
哲
学
思
想
も
、
そ
こ
に
独
自
な
認

識
論
や
特
微
的
な
自
然
把
握
を
も
た
ら
し
た
が
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
禽
ヨ
野
獣
窓
陣
δ
鋤
〉
と
い
う
点
で
は
、
な
お
や
は
り
不
十
分
な
、
中
途

の
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
と
に
そ
れ
以
後
の
、
い
わ
ゆ
る
近
世
に
繋
が
る
新
た
な
自
然
認
識
や
自
然
概
念
の
形
成
に
関
し
て
は
、

　
　
　
　
近
世
初
頭
に
お
け
る
自
然
哲
学
と
自
然
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
折
口
学
研
…
究
　

第
五
百
六
十
篇
万

直
接
的
に
は
ほ
と
ん
ど
関
わ
り
の
な
い
も
の
に
終
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
四

お
わ
り
に

　
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
一
五
、
六
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
い
て
、
門
自
然
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ

て
く
る
具
体
的
な
場
面
、
実
際
的
な
問
題
状
況
と
し
て
、
と
く
に
占
星
術
と
魔
術
と
い
う
事
柄
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
と
の
連
関
で
形

成
・
展
開
さ
れ
て
い
る
自
然
哲
学
思
想
の
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
局
面
や
様
相
を
や
や
詳
し
く
考
察
し
て
き
た
。
先
に
第
三
の
場
面
と
し

て
あ
げ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
錬
金
術
と
の
連
関
に
は
、
こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
錬
金
術
の
問
題
連
関
は
、

占
星
術
や
魔
術
の
そ
れ
と
は
ま
た
異
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
れ
は
、
や
は
り
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
も
う
一
つ
の
自
然
哲
学
の

傾
向
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
自
然
哲
学
と
の
関
連
に
お
い
て
、
よ
り
詳
し
い
独
特
の
考
察
が
な
さ
れ
得
る
と
思
う
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
譲

り
た
い
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
一
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
「
自
然
」
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
思
想
状
況
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
い
わ
ゆ
る
自
然

哲
学
的
思
想
の
側
面
（
そ
れ
も
そ
の
全
体
で
は
な
い
）
の
考
察
に
終
始
し
て
し
ま
い
、
最
初
に
予
告
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
に
並

行
し
て
成
立
し
て
く
る
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
的
思
想
の
側
面
に
は
、
ほ
と
ん
ど
、
い
な
ま
っ
た
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
以

上
に
見
た
自
然
哲
学
の
立
場
や
論
題
は
、
た
し
か
に
そ
こ
に
従
来
と
は
異
な
る
、
ま
た
独
自
な
様
相
と
局
面
を
提
示
し
て
お
り
、
ま
た
そ

の
う
ち
に
薪
た
な
、
い
わ
ゆ
る
近
世
的
な
自
然
把
握
や
近
世
的
科
学
の
立
場
を
あ
る
意
味
で
先
触
れ
し
、
準
備
す
る
よ
う
な
一
面
を
垣
悶

見
せ
て
は
い
た
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
ら
が
そ
の
ま
ま
近
世
的
な
自
然
観
や
、
こ
と
に
自
然
科
学
の
立
場
や
方
法
に
直
接
に
繋
が
り
、
連
続

的
に
発
展
し
て
い
く
の
で
な
い
こ
と
も
、
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
、
明
白
に
な
っ
た
。
新
し
い
自
然
観
や
自
然
科
学
の
成
立
・
出
現
に
は
、

さ
ら
に
こ
こ
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
思
想
的
要
素
や
方
法
的
意
識
が
つ
け
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
新

た
な
要
素
な
い
し
側
面
は
、
い
わ
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
範
囲
内
で
も
、
例
え
ば
レ
オ
ナ
ル
ド
や
、
ケ
プ
ラ
ー
、
ガ
リ
レ
イ
な
ど
の
う
ち
に



と
く
に
顕
著
に
見
て
取
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

機
会
を
改
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
人
々
の
思
想
に
つ
い
て
も
、
広
義
の
ル
ネ
サ
ン
ス
的
「
自
然
」
の
問
題
と
し
て

（
了
）

付
記

　
本
稿
は
、
平
成
四
年
十
［
月
三
日
、
京
都
哲
学
会
公
開
講
演
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
講
演
の
内
容
を
い
く
ら
か
補
足
・
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
注

（
1
）
　
い
お
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
時
期
を
こ
こ
で
ほ
ぼ
「
五
、
六
世
紀
に
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
、

　
と
に
関
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
議
論
は
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
い
っ
さ
い
省
略
し
た
い
。

ま
た
こ
と
に
こ
れ
を
近
世
初
頭
と
称
す
る
こ

（
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）
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富
は
、
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の
対
話
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に
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場
す
る
中
心
的
人
物
で
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内
容
的
に
は
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ザ
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ヌ
ス
自
身
の
思
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い
る
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ガ
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レ
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谷
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世
界
の
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著
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1
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中
央
公
論
社
）
三
〇
八
頁
。
も
っ
と
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ガ
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場
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神
の
書
物
と
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
宇
宙
が
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
（
従
っ
て
書
か
れ
た
）
書
物
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
に
お
い
て
も
当
然
の
こ

　
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
書
物
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

（
7
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同
右
。
な
お
引
用
中
の
（
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内
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用
者
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足
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ま
た
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語
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世
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（
1
1
）
　
こ
の
こ
と
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
ル
ネ
サ
ン
ス
を
特
徴
づ
け
た
「
世
界
と
人
間
の
発
見
」
と
い
う
規
定
の
う
ち
に
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と

　
書
え
よ
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叙
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よ
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も
、
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魔
術
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つ
い
て
』
は
、
一
般
的
に
は
デ
ー
モ
ン
や
霊
の
は
た
ら
き
に
帰
せ
ら
れ
て
い
た
か
ず
か
ず
の
出
来
事
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対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
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雪
曇
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　outline　of　such　an　article　as　aPPears　in　more　than　one　number　of　this

211agazi21e　is’0δθgiven　toge〃ler磁ん〃Zθ1α∫彦instalfnent　O∫伽αプticte，

Naturphilosophie　und　Naturwissenschaft

zu　Beginn　der　Neuzeit

von　Tan　SONODA
Professor　ftir　Geschichte

der　Neueren　Philosophie．

Philosophische　Fakultat，

Universitat　Kyoto

　　Wie　wohl　bekannt　ist，　besteht　elner　der　gedanklicrhen　Grundzuge　zu

Beginn　der　Neuzeit　bzw．　der　Renaissance－Zeit　darin，　daB　die　”Rtickkehr

zur　Natur”　zum　gr6Ben　lnteresse　der　Menschen　geworden　ist　und　die　neue

Entdeckung　der　．Natur”　ais　gedank！iches　Hauptthema　der　Epoche　allmahlieh

eine　neue　Natursicht　oder　ein　neues　Naturverstandnis　hervorgebracht　hat．

Damit　sind　aus　der　anfanglichen　Suche　und　Auffassung　des　vagen　Begriffs

Natur　bald　verschiedene　Naturphilosophien　entstanden　und　es　haben　sich

dann　weiter　auch　die　spater　so　genannten　Naturw1ssenschaften　entwickelt．

Wie　haben　sich　die皿it　der　Natur　befassenden　Philosophlen　und　Wissen－

schaften　weiter　fortentwickelt？　Die　Absicht　dieser　Abhandlung　liegt　haupt－

sachlich　darin，　diese　um　die　”Natur”　konzentrierten　Gedankenprozesse　uRd

Problemlagen　1｛onkret　darzustellen　und　naher　zu　erhellen　versuchen．
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　　Wir　k6nnen　zunachst　als　Motlv　und　treibende　Kraft　dleser　Gedanl〈enztige

den　damals　fuhrenden　Gedanken　der　Natur　als　”BUcher　Gottes”　（libri　Dei）

aufzeigen．　Damit　ist　gemeint，　daB　man　eher　ln　der　Natur　als　Buch　Gottes

die　Offenbarung　Gottes　oder　die　g6ttliche　Botschaft　lesen　kann　als　in　den

heiligen　Schriften．　Wir　k6nnen　ein　frifhes　Beisplel　so1cher　Auffassung　im

Denken　von　Nikolaus　Cusanus　finden，　und　ein　sp2teres　in　Gaiileis　Ausdruck

”Universum　als　kolossalstes　Buch”．　Hier　bemerkt　man　sog！eich，　daB　die

Naturforschung　dieser　Zeit　noch　wesentlich　von　religi6sen　ldeen　veran！aBt

und　gefuhrt　ist．

　　Die　Natur　wird　auf　diese　Weise　durch　das　Lesen　und　Aus1egen　der

Natur＝Bucher　erforscht　und　so　als　sie　se！bst　betrachtet．　Dies　f6rdert

zugleich　eine　Entwicl〈lung，　welche　die　Selbstandigkeit　des　Bucher－Lesenden

hervorbringt　und　den　Auslegenden　zur　Freiheit　emanzipiert．　Die　．Ernanzi－

pation　der　Natur”　schreitet　also　zusammen　mit　der　．Emanzipation　des

Menchen”fQrt．　D三ese　be三den　Sachverhalte　geschehen　miteinander，　und　die

Kosmologie　als　Naturforschung　verbindet　sich　oft　mit　der　Psychologie　als

Menschenforschung．　Das　Erkennen　des　Macrocosmos　muB　hier　demjenigen

des　Microcosmos　entsprechen．

　　Die　Emanzlpation　des　Menschen　in　dieser　Epoche　wird　in　erster　Linie

als　Befreiung　aus　deni　．regnttm　naturae”，　namlich　aus　der　Beherrschung

und　Beschrankung　durch　die　rn2chtige　und　geheimnisvolle　Natur　vorgestellt，

wahrend　das　．regnum　gratiae”，　wenigstens　im　Vergleich　mit　dem　Mittel－

alter，　relativ　schwacher　und　ruckstAndiger　wird．　Die　Erforschung　der　Natur

wird　durch　dieses　Bewu8tsein　vorangetrieben．　Urn　sich　aus　der　Beschrankung

der　Natur　zu　befreien，　muB　man　sich　aber　vor　allem　mit　der　Natur　als

solcher　befassen　und　sie　aus　ihr　selber　her　erhellen．　Das　bedeutet　nach　den

Worten　Telesios，　die　Natur　”juxta　propria　principia”　zu　erfassen　und　zu

erforschen．

Als　konkrete　Problemlage　k6nnen　wir　hier　drei　Phasen　in　der　Wahrneh－

mung　der　Macht　der　Natur　benennen，　n2mlich　1）　die　Astro！ogie，　2）　die

Magie　und　3）　die　Alchimie．　ln　dieser　Abhandlung　m6chten　wir　die　ersten
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zwei　Phasen　etwas　ausfuhrlicher　betrachten　und　erhellen，　wie　die　der

Astrologie　und　Magie　eigene　Naturerfassung　von　sich　selbst　aus　den　Weg

zu　einer　rationalen　Naturforschung　auf　besondere　Art　er6ffnet　und　sogar

die　entstehenden　Naturwissenschaften　vorbereitet．　Wir　werden　in　Beziehung

zur　Astrologie　die　Gedanken　von　Pomponazzi　und　Pico　della　Mirandola，

und　in　der　Beziehttng　zur　Magie　die　Gedanken　von　Telesio　und　della

Porta　aufftihren　und　sie　naher　betrachten．

Epektasis

　　　　　　　　　　　　　　Das　Problem　der　Unendlichkeit　bei

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gregor　von　Nyssa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Kenji　Doi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W三sse簸schaftlicher　Assls亡ent

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　der　Wissenschaft　Christentums

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an　der　Philosophischen　Fakult5t，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　Universittit

　　Der　ewige　Fortschritt　zu　Gott，　oder　Epektasis，　wie　sie　J．　Dani610u　im

Ansch！uB　an　Philip．　3，　13　einmal　genannt　hat，　ist　einer　der　wichtigsten

Gedanken　in　Gregor　von　Nyssa．　Wir　k6nnen　nicht，　Gregor　sagt，　das　Wesen

Gottes　begreifen，　well　er　unendlich　ist．　Was　wir　tiber　ihn　wissen，　das　ist

immer　nur　ein　Ansatz　zum　neuen　Fortschritt　in　Erkenntnis，　und　so

mtissen　wir　zu　Gott　ewig　fortschreiten，　auch　nach　unserem　Tod．

　　Danielou　interpretiert　diesen　Gedanken　aus　dem　Gesichtspunkt　der　Mystik．

Es　geht　ihm　um　das　mystischen　Schauen；　Epektasis　ist　ftir　ihn　ein

Fortschritt　in　der　mystischen　Ekstasis．　Epektasis　ist　also　nach　ihm　Ekstasis．

Dagegen　bestreitet　E．　Muhlenberg　diese　lnterpretation．　Epektasis　ist　far　ihn

ein　Fortschritt　in　der　Erkenntnis　der　unendlichen　Namen　Gottes．　Gott

ist　unendlich；　es　gibt　also　die　unendiichen　Namen　Gottes．　lm　Unterschied

zu　Danielou　behauptet　er　die　symbo！ische　Theologie．

　In　diesen　sich　widersprechenden　lnterpretationen　geht　es　um　die　Fage，　um
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