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井
　
健
　
司

序

　
　
　
我
々
の
幸
福
は
完
全
な
享
受
の
う
ち
に
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
っ
た
享
受
に
お
い
て
は
そ
れ
以

　
　
上
も
は
や
何
も
の
も
望
ま
れ
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
、
我
々
の
精
神
を
鈍
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
幸
福
は
、
新
た
な
快
と
新
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
な
完
全
へ
と
向
か
う
永
続
す
る
前
進
（
鴛
£
鵠
ω
需
弓
Φ
ε
色
）
の
う
ち
に
あ
る
。

　
A
・
0
・
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
は
、
理
性
的
で
永
遠
・
静
止
の
世
界
観
が
極
ま
っ
た
一
八
世
紀
に
お
い
て
突
然
世
界
観
の
「
時
間
化
」
（
↓
。
ヨ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

宮
巨
芭
農
）
が
起
き
た
こ
と
を
論
じ
、
上
述
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
葉
を
引
い
て
い
る
。
静
止
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
動
き
の
う
ち
に

人
閥
の
幸
福
、
完
成
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
フ
柳
・
ウ
ス
ト
的
理
想
は
、
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
に
よ
る
と
ゲ
ー
テ
や
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
発

鯛
で
は
な
く
、
一
八
世
紀
の
思
潮
に
起
源
を
持
ち
、
更
に
は
神
学
に
お
け
る
（
魂
が
神
へ
至
る
）
「
存
在
の
階
梯
」
へ
と
繋
が
っ
て
い

る
Q

　
恐
ら
く
こ
の
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
」
・
パ
ス
モ
ア
は
、
レ
ッ
シ
ソ
グ
の
有
名
な
言
葉
一
神
が
右
手

に
全
て
の
真
理
を
持
ち
、
左
手
に
真
理
へ
の
絶
え
ざ
る
探
求
を
持
ち
、
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
よ
う
に
言
う
な
ら
ば
、
自
分
は
左
手
を
選
ぶ
と

い
う
言
葉
1
を
引
い
た
後
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



　
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
或
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
公
の
見
解
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
確
実
に
右
の
手
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。

　
　
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
お
け
る
彼
の
後
継
者
一
嵩
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
恐
ら
く
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
で
あ
ろ
う

　
　
一
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
神
の
観
照
は
そ
れ
自
体
「
絶
え
ざ
る
発
見
」
で
あ
り
、
そ
の
喜
び
は
こ
う
し
た
事
実
の
う
ち
に
存
し

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
八
世
紀
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
入
間
の
熱
望
に
は
終
り
が
な
く
、
そ
し
て
そ
の
喜
び
は
享
受
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
に
あ
る
の
で
な
く
、
運
動
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
広
く
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
パ
ス
モ
ア
に
よ
る
と
一
八
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
界
に
突
然
現
れ
た
「
不
断
の
前
進
」
と
い
う
思
想
は
、
そ
の
起
源
を
ニ
ュ
ッ
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
等
の
キ
リ
ス
ト
教
の
ギ
リ
シ
ャ
教
父
に
持
っ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
直
接
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
著
作
を
読
ん
だ
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
一
六
世
紀
に
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
著
作
は
西
洋
に
入
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
も
し
か
す
る
と
」
と
い
う
推
測

も
成
り
立
つ
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
こ
の
問
題
に
は
触
れ
な
い
。
し
か
し
歴
史
的
事
実
関
係
は
不
明
で
あ
る
に
し
て
も
、
思
想
的
類
縁

関
係
は
認
め
ら
れ
る
。
運
動
を
何
か
へ
の
「
過
程
」
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
を
意
味
の
あ
る
も
の
、
価
値
の
あ
る
も
の
と

し
て
み
る
見
方
は
、
遙
か
昔
ギ
リ
シ
ャ
教
父
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
西
方
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
活
躍
し
、
ラ
テ
ン
教
父
の
黄
金
時
代
を
築
く
少
し
前
、
東
方
で
は
主
に
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
三
教
父
に
よ

る
ギ
リ
シ
ャ
教
父
の
黄
金
時
代
が
訪
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
教
会
は
ア
リ
ウ
ス
論
争
を
通
し
て
三
位
一
体
論
の
確
立
に
奮
闘
し
、
こ
う
し

た
こ
と
を
通
し
て
優
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
三
教
父
と
は
、
非
常
に
精
力
的
で
あ
っ
た
大
バ

シ
レ
イ
オ
ス
、
詩
人
で
、
後
に
そ
の
優
れ
た
講
話
の
ゆ
え
に
「
神
学
者
」
と
呼
ば
れ
る
ナ
ジ
ィ
ア
ソ
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
、
そ
し
て
大

バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
弟
で
、
内
面
的
で
最
も
哲
学
的
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
三
人
で
あ
る
。
先
に
パ
ス
モ
ア

の
文
章
の
中
に
現
れ
て
い
た
の
は
こ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
で
あ
る
。

　
我
々
は
以
下
で
、
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
（
〇
四
　
ω
ω
㎝
l
O
餌
　
ω
Φ
劇
）
に
お
け
る
人
聞
の
無
限
性
、
つ
ま
り
「
不
断
の
前
進
」
に
つ
い
て

　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

論
じ
た
い
。
こ
の
思
想
は
J
・
ダ
ニ
エ
ル
ー
に
よ
っ
て
「
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
我
々
は
ダ
ニ
エ
ル
ー
の
見
解
に
全
面
的

　
　
　
　
工
ペ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
九
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一
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
賛
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
日
本
語
に
適
訳
が
見
出
せ
な
い
等
の
理
由
か
ら
、
便
宜
上
彼
の
術
語
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
一
　
研
究
史

　
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
い
て
「
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
」
と
い
う
思
想
が
、
そ
の
根
本
に
あ
っ
た
こ
と
に
異
議
を
は
さ
む
者
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
テ
キ

ス
ト
に
入
る
前
に
、
研
究
史
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
大
き
く
二
つ

の
潮
流
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
神
秘
主
義
的
解
釈
で
あ
り
、
他
は
神
秘
主
義
的
解
釈
に
対
し
て
、
問
題
は
神
秘
的
経
験
で
は
な
く
、
哲
学

的
な
理
論
で
あ
る
と
主
張
す
る
解
釈
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
二
つ
の
潮
流
の
代
表
的
研
究
に
つ
い
て
概
観
し
ょ
う
。

　
一
i
一
　
ダ
ニ
エ
ル
ー
説
、
或
は
神
秘
主
義
的
解
釈

　
J
・
ダ
エ
エ
ル
ー
は
『
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
神
秘
神
学
』
と
題
し
た
著
名
な
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
研
究
書
を
田
し
、
そ
の
後
の
グ
レ
ゴ
リ
ォ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

研
究
に
永
く
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
中
で
ダ
ニ
エ
ル
ー
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
思
想
を
三
段
階
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
光
」
、
「
雲
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

「
閣
」
と
し
た
。
こ
の
三
段
階
は
、
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
に
晃
出
さ
れ
る
グ
レ
ゴ
リ
ナ
ス
の
モ
ー
セ
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は

モ
二
曹
の
神
へ
向
か
う
歩
み
に
つ
い
て
、
最
初
は
「
光
扁
に
お
い
て
モ
二
品
は
神
を
見
、
次
は
「
雲
」
の
中
で
、
そ
し
て
最
後
は
「
闇
扁

の
中
で
神
を
見
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ダ
一
三
ル
ー
は
こ
の
「
閥
」
の
最
後
に
お
い
て
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
を
展
開
す
る
。
従
っ
て
図
式

的
に
見
る
な
ら
ば
、
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
と
は
「
闇
」
と
い
う
最
終
段
階
に
位
置
付
け
ら
れ
、
こ
の
門
閣
」
と
い
う
最
高
段
階
に
お
い
て
生
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
「
神
へ
の
不
断
の
前
進
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
で
は
ダ
ニ
エ
ル
ー
は
こ
の
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
段
階
（
鮭
雅
歌
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
解
釈
す
る
「
神
と
の
一
致
」
）
で
、
魂
の
願
望
は
満
足
さ
せ
ら
れ



　
　
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
も
、
魂
は
そ
の
愛
す
る
者
と
一
致
す
る
こ
と
を
望
み
、
そ
し
て
以
後
こ
の
一
致
を
享
受
す
る
か

　
　
ら
で
あ
る
。
し
か
し
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
、
新
し
い
事
態
が
表
わ
れ
て
い
る
。
神
的
善
の
享
受
は
魂
の
渇
望
を

　
　
増
大
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
際
そ
れ
は
、
第
一
に
魂
が
確
認
す
る
事
実
で
あ
り
、
つ
ま
り
第
一
に
は
グ
レ
ゴ
リ
オ

　
　
ス
に
と
っ
て
一
つ
の
経
験
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
徐
々
に
次
の
よ
う
な
法
則
が
明
ら
か
に
な
る
。
魂
は
次
の
こ
と
を
発

　
　
見
す
る
、
前
進
が
続
く
こ
と
は
霊
的
生
に
と
っ
て
さ
え
も
本
質
的
で
あ
り
、
い
か
に
矛
盾
に
見
え
よ
う
と
も
、
完
全
と
は
連
続
し
た

　
　
前
進
（
還
。
き
息
〉
な
の
で
あ
る
。
（
戸
卜
。
⑩
卜
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
ダ
ニ
エ
ル
ー
に
よ
る
と
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
と
は
、
（
1
）
神
と
一
致
し
た
魂
が
、
（
2
）
一
致
に
お
い
て
な
お
ま
す
ま
す
神
を
求
め
る
と
い
う

事
実
（
経
験
）
、
（
3
）
そ
し
て
む
し
ろ
、
こ
の
前
進
こ
そ
が
魂
の
完
全
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
で
は
こ
の
よ
う
な
「
絶
え
ざ
る
前
進
」
は
何
故
起
こ
る
の
か
。
ま
ず
第
一
に
神
が
「
無
限
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
神
が
無
限
で
あ
る

の
で
、
魂
は
無
限
に
神
を
求
め
、
無
限
に
神
を
求
め
る
こ
と
に
魂
の
完
全
性
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ダ
ニ
エ
ル
ー
に
と
っ

て
、
こ
う
し
た
魂
の
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
は
神
の
無
限
性
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
　
こ
こ
に
お
い
て
、
神
と
魂
と
は
同
じ
秩
序
に
い
る
。
本
質
的
な
相
違
は
、
神
は
現
実
性
に
お
い
て
無
限
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
魂

　
　
は
生
成
に
お
い
て
無
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
魂
の
神
性
と
は
、
神
へ
と
自
己
を
変
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
（
や
悼
⑩
Φ
）

　
こ
う
し
た
魂
の
運
動
は
真
の
善
を
求
め
る
こ
と
、
即
ち
神
へ
の
愛
に
基
づ
き
、
同
時
に
神
の
働
き
か
け
の
結
果
で
も
あ
る
。
そ
し
て
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ニ
エ
ル
ー
は
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
の
内
に
二
つ
の
矛
盾
し
た
契
機
を
認
め
る
。
知
と
無
知
、
闇
と
光
、
し
ら
ふ
と
酩
酊
と
い
っ
た
逆
説
が
、
エ

ペ
ク
タ
シ
ス
に
は
認
め
ら
れ
る
と
言
う
。
ダ
ニ
エ
ル
ー
は
「
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
」
と
い
う
語
に
お
け
る
二
つ
の
接
頭
辞
、
伽
ミ
と
舞
に
こ

の
二
重
性
を
読
み
取
る
。
紳
へ
は
「
所
有
」
と
い
う
契
機
を
表
し
、
舞
は
「
（
所
有
す
る
）
自
己
か
ら
の
離
脱
」
と
い
う
契
機
を
表
し
て

い
る
。
ダ
ニ
エ
ル
：
に
よ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
神
を
獲
得
し
つ
つ
、
更
に
更
に
神
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
な
の
で
あ

る
。
知
り
つ
つ
無
知
で
あ
る
こ
と
、
光
の
中
に
い
る
の
に
闇
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
し
ら
ふ
で
い
る
の
に
酔
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら

　
　
　
　
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瓢
＝



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
｝
臼
六
十
筒
写

の
逆
説
は
全
て
、
神
を
所
有
し
て
は
い
る
が
、

も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
自
己
を
超
え
て
更
に
更
に
神
を
求
め
て
い
く
、

　
　
　
三
二

と
い
う
魂
の
運
動
を
表
現
し
た

　
一
ー
ニ
　
　
ミ
　
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
～
説
、
　
或
は
折
n
瀞
†
的
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
E
・
ミ
ュ
ー
レ
ソ
ベ
ル
ク
は
『
ニ
ェ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
神
の
無
限
性
』
と
題
し
た
博
士
論
文
に
お
い
て
、
グ
レ
ゴ
リ
オ

ス
に
お
け
る
神
の
無
限
性
の
問
題
を
論
じ
、
哲
学
史
に
お
け
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
独
自
性
を
主
張
し
た
。
哲
学
史
的
に
見
て
、
神
∵
を
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
的
な
無
限
概
念
に
よ
っ
て
表
示
し
た
の
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
初
め
て
で
あ
り
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ
れ
を
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
古
典
的
形
而
上
学
に
対
す
る
批
判
と
し
て
展
開
し
た
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
で
あ
る
。
全
体
は
二
部
に
分
か
れ
て
い
て
、

第
一
部
で
無
限
概
念
を
哲
学
史
的
に
論
じ
、
第
二
部
で
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
無
限
概
念
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
彼
の
主
張
、
神
の
無
限

性
を
初
め
て
述
べ
た
の
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
こ
の
書
物
が
公
刊
さ
れ
て
か
ら
様
々
な
方
面
か
ら
批
判
さ
れ
、
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
三
）

彼
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
対
す
る
知
識
の
不
備
を
突
い
た
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
批
判
は
痛
烈
で
あ
っ
た
。
今
日
こ
の
書
物
の
価
値
は
、
第

一
部
よ
り
も
第
二
部
に
あ
る
。
第
二
部
に
お
い
て
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
無
限
論
を
展
開
し
、
上
述
の
ダ
ニ
エ
ル
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

見
解
を
批
判
し
て
い
る
。
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
無
限
概
念
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
無
限
概
念
、
即
ち
「
無
限
遡

行
」
（
お
び
q
冨
の
の
窃
ヨ
重
め
a
2
ヨ
）
と
捉
え
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ
の
意
味
で
の
無
限
概
念
を
神
に
使
用
し
た
と
言
う
。
つ
ま
り
ミ
ュ
ー
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

ソ
ベ
ル
ク
に
よ
る
と
無
限
と
は
「
通
過
で
き
な
い
も
の
」
（
§
⊆
ξ
9
零
ξ
①
一
3
碧
）
、
「
そ
の
外
に
ま
だ
何
か
あ
る
も
の
」
で
あ
り
、
無
限

定
、
無
際
限
を
意
味
す
る
。
「
無
隈
扁
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
た
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ
の
無
限
概
念
を

最
高
存
在
で
あ
る
神
に
使
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
神
概
念
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
神
概
念
に
真
正
面
か
ら
対
立

し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
の
主
張
で
あ
っ
た
。
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
思
想
に
お
け
る
神

の
「
無
限
性
」
を
強
調
す
る
。
神
は
無
限
で
あ
る
の
で
、
限
り
が
な
い
。
神
へ
の
探
求
に
は
終
り
が
な
く
、
ま
だ
ま
だ
先
が
あ
る
。
従
っ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

て
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
ダ
ニ
エ
ル
ー
の
三
段
階
説
を
否
定
す
る
。
ダ
　
一
エ
ル
ー
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
思
想
を
光
、
雲
そ
し
て
闇
の
三
段

階
に
分
け
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ミ
ェ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
段
階
は
三
つ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
無
限
に
あ

る
。
「
闇
」
は
最
高
の
段
階
で
は
な
い
。
ミ
ュ
ー
レ
ソ
ベ
ル
ク
は
こ
の
こ
と
を
神
名
の
多
数
性
に
基
礎
付
け
て
い
る
。
神
の
名
は
無
限
に

あ
り
、
魂
は
神
の
名
の
認
識
に
お
い
て
休
む
こ
と
な
く
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
ダ
ニ
エ
ル
ー
の
言
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

「
神
秘
神
学
」
で
は
な
く
、
神
の
名
を
扱
う
「
象
徴
神
学
」
こ
そ
が
魂
の
登
頂
、
す
な
わ
ち
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
で
あ
る
と
す
る
。
従
っ
て
、

そ
れ
自
身
に
お
い
て
無
限
で
あ
る
神
と
の
「
一
致
」
は
あ
り
得
な
い
。
西
洋
中
世
の
神
秘
主
義
の
言
う
「
ウ
ニ
オ
・
、
ミ
ュ
ス
テ
ィ
カ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

（
艮
鐸
一
〇
　
ヨ
嘱
。
α
仲
一
〇
帥
）
か
ら
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
を
解
釈
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
。
同
時
に
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
に
お
い
て
、
ダ
ニ
エ
ル
ー
が
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

摘
し
て
い
た
ミ
と
い
う
「
所
有
」
の
契
機
も
否
定
さ
れ
る
。
神
探
求
に
お
い
て
神
に
つ
い
て
な
に
か
「
所
有
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り

　
（
2
2
）

え
な
い
。
魂
は
神
に
向
か
う
が
、
近
付
く
こ
と
が
な
く
、
魂
は
ど
こ
ま
で
行
こ
う
と
神
か
ら
「
同
程
度
に
隔
た
っ
て
」
（
冒
ひ
q
慾
島
9

　
　
　
　
　
（
2
3
）

〉
び
ω
冨
乙
）
い
る
。
何
故
な
ら
神
は
無
限
な
の
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
進
も
う
と
終
り
の
な
い
道
を
魂
は
進
む
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
所
有
の

契
機
を
認
め
る
ダ
ニ
エ
ル
ー
に
対
し
て
、
こ
れ
を
認
め
な
い
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
自
分
の
解
釈
を
神
学
的
に
見
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的

で
あ
る
と
言
う
。
と
い
う
の
も
何
か
の
功
績
や
所
有
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
進
む
と
い
う
の
は
「
信
仰
」
の
み
と
い
う
在
り
方
で
あ

　
　
　
　
（
2
4
）

る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
神
の
無
限
の
本
性
へ
の
黙
想
に
お
い
て
神
に
向
か
う
人
間
の
努
力
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
形
而
上
学
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
信
仰
の
緊
張

　
　
で
あ
る
。
（
写
N
O
卜
。
）

　
神
と
人
間
は
絶
対
的
に
隔
た
っ
て
い
る
。
こ
の
隔
た
り
の
た
め
、
神
へ
の
道
は
信
仰
に
よ
っ
て
し
か
歩
め
な
い
。
ミ
ュ
1
レ
ン
ベ
ル
ク

は
神
の
無
限
性
を
強
調
し
、
こ
こ
か
ら
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
思
想
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
一
三
　
結
び

　
　
　
エ
ペ
ク
タ
シ
ス

妻



　
　
　
　
哲
学
研
惚
九
　
第
五
百
六
十
－
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
以
上
我
々
は
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
解
釈
の
二
つ
の
タ
イ
プ
を
見
た
。
ダ
ニ
エ
ル
ー
も
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
も
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
の
理
論
的
前
提

と
し
て
神
の
無
限
性
を
認
め
る
。
神
へ
と
止
ま
る
こ
と
な
く
前
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
前
進
自
体
に
お
い
て
人
間

の
完
全
性
が
あ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
の
根
拠
は
、
他
な
ら
ぬ
神
が
無
限
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
よ
り
も
前
に
は
、
バ
ル
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ザ
ー
ル
が
人
間
存
在
の
時
間
的
・
空
閾
的
拡
張
性
（
o
§
q
還
喰
黛
）
に
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
の
理
論
的
基
礎
を
示
唆
し
て
い
た
。
人
問
の
時
問
性
、

ま
た
は
可
変
性
、
そ
し
て
神
の
無
能
性
と
い
う
こ
の
こ
つ
の
事
柄
に
よ
っ
て
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
は
成
立
す
る
と
書
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
ダ
ニ
エ
ル
ー
が
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
に
お
い
て
「
神
と
の
一
致
」
と
い
う
要
素
を
認
め
る
の
に
対
し
て
、
ミ
ュ
ー
レ
ソ
ベ
ル
ク
は

こ
れ
を
否
定
す
る
。
ダ
ニ
エ
ル
ー
は
神
の
無
限
性
よ
り
も
、
神
秘
的
経
験
を
強
調
し
、
反
対
に
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
神
の
無
限
性
と
い

う
事
柄
を
強
調
す
る
。
ミ
ュ
ー
レ
ソ
ベ
ル
ク
に
よ
る
と
、
無
限
と
有
限
と
は
質
的
に
相
違
す
る
限
り
、
無
限
な
る
神
と
一
致
す
る
こ
と
は

あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ダ
ニ
エ
ル
ー
は
魂
の
無
限
の
前
進
に
お
い
て
、
神
の
無
限
性
と
の
一
致
を
認
め
る
が
、
彼
に
対
し
て
我
々
は

次
の
よ
う
に
問
い
た
い
。
魂
の
「
無
限
」
の
前
進
と
神
の
無
限
性
は
、
ダ
ニ
エ
ル
ー
が
言
う
よ
う
に
「
同
じ
秩
序
」
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

そ
こ
で
の
神
と
の
一
致
と
は
い
か
な
る
二
致
」
な
の
か
。
ま
た
ミ
ェ
ー
レ
ソ
ベ
ル
ク
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
問
い
た
い
。
神
の
無
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

性
は
全
く
哲
学
的
概
念
で
あ
る
の
か
、
そ
こ
に
は
（
「
神
と
の
一
致
」
で
は
な
い
に
し
て
も
）
経
験
と
い
う
要
素
は
全
く
な
い
の
か
。
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

く
の
箇
所
で
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
魂
に
よ
る
神
の
「
分
有
」
や
「
一
致
」
に
つ
い
て
語
る
。
ま
た
『
至
福
に
つ
い
て
』
の
第
六
講
話
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

て
は
「
神
を
見
る
一
こ
と
は
「
神
を
持
つ
」
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
一
体
こ
の
『
至
福
に
つ
い
て
』
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
「
持

つ
」
（
q
竪
ミ
）
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
残
念
な
が
ら
ミ
ェ
ー
レ
ソ
ベ
ル
ク
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
書
及
し
て
い
な

い
。
我
々
は
こ
う
し
た
点
に
留
説
思
し
つ
つ
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
「
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　
基
礎
的
考
察

エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
は
断
片
的
な
も
の
を
含
め
て
、
グ
レ
ゴ
リ
ナ
ス
の
著
作
の
か
な
り
の
箇
所
に
散
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
を
こ



こ
で
逐
一
論
ず
る
の
は
あ
ま
り
に
も
冗
長
で
あ
り
、
ま
た
無
益
で
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
我
々
は
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
に
見
ら
れ
る
テ
キ
ス

（
3
0
）

ト
を
「
導
き
の
糸
」
（
い
①
一
梓
扇
9
α
①
μ
）
と
し
よ
う
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
二
人
の
人
物
、
パ
ウ
ロ
と

　
（
3
1
）

モ
ー
セ
の
う
ち
、
モ
ー
セ
を
基
に
論
が
展
開
さ
れ
、
彼
の
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
最
も
よ
く
ま
と
ま
り
、
そ
の
本
質
を
よ

く
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

　
ニ
ー
一
　
テ
キ
ス
ト
分
析
（
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
の
一
舳
取
的
説
明
）

　
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
と
い
う
作
品
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
最
晩
年
に
属
す
る
も
の
と
言
わ
れ
、
そ
の
序
文
を
見
る
と
「
完
全
な
生
」
（
軌

隷
N
§
り
勲
。
り
）
、
つ
ま
り
有
徳
の
生
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
こ
に
は
い
か
に
し
て
到
達
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
を
旧
約
聖
書
に

見
ら
れ
る
モ
ー
セ
の
生
涯
を
た
ど
り
つ
つ
解
き
明
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
物
の
あ
る
箇
所
で
「
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
」
が
集
中
的
に
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

じ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
は
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
に
お
け
る
神
顕
現
の
最
後
の
も
の
に
属
し
て

い
る
。
そ
れ
ま
で
に
神
は
モ
ー
セ
に
（
1
）
光
の
中
で
現
れ
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
3
章
1
4
節
）
、
そ
し
て
（
2
）
暗
闇
の
中
で
現
れ
て
い
た
（
出

エ
ジ
プ
ト
記
2
0
章
2
1
節
）
り
ま
た
出
エ
ジ
プ
ト
記
3
3
章
1
1
節
に
お
い
て
は
、
神
は
モ
ー
セ
と
「
友
と
語
る
よ
う
に
、
顔
と
顔
を
合
お
せ
て
」

語
ら
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
全
体
の
問
題
設
定
は
、
こ
う
し
た
神
顕
現
を
経
験
し
神
を
見
た
モ
ー
セ
が
、
何
故
に
更

に
神
を
見
る
こ
と
を
望
む
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
3
3
章
1
8
節
～
2
3
節
に
対
す
る
解
釈
に
当
た
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
神
顕
現
に
お
い
て
「
顔
と
顔
を
合
わ
せ
て
」
と
か
「
自
分
の
友
と
語
る
よ
う
に
」
と
述
べ
ら
れ
て
、
聖
書
の
雷
葉
に
よ

　
　
り
神
を
は
っ
き
り
と
見
る
と
証
言
さ
れ
て
い
る
者
が
、
こ
う
し
た
境
地
に
到
り
、
聖
書
の
証
言
に
よ
り
達
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て

　
　
い
る
所
に
い
な
い
か
の
よ
う
に
、
神
に
対
し
て
、
常
に
現
れ
て
い
る
も
の
（
主
神
）
が
見
ら
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
、
彼
（
1
ー
モ

　
　
ー
セ
）
に
現
れ
て
く
れ
る
こ
と
を
ど
う
し
て
求
め
る
の
か
。
（
二
一
九
）

　
こ
の
テ
キ
ス
ト
全
体
は
「
神
顕
現
」
、
そ
し
て
「
神
認
識
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
モ
ー
セ
は
様
々
な
神
顕
現
に
お
い
て
神
を
見
た
。

　
　
　
　
エ
ベ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
五



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
　
閂
止
五
百
六
十
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
エ
ハ

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
更
に
神
を
見
る
こ
と
を
望
む
。
そ
れ
は
何
故
か
。
こ
れ
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
全
体
の
生
題
で
あ
る
。

　
二
二
α
か
ら
二
二
三
ま
で
は
聖
書
の
記
事
の
確
認
と
そ
の
解
釈
の
指
針
が
述
べ
ら
れ
る
。
聖
書
の
記
事
は
次
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

1
　
神
は
モ
ー
セ
の
願
い
を
拒
み
、
モ
ー
セ
を
絶
望
（
騨
曳
ミ
q
ミ
リ
）
へ
と
引
き
込
む
。
と
い
う
の
も
「
あ
な
た
は
わ
た
し
の
顔
を
見
る

　
こ
と
は
で
き
な
い
。
入
は
わ
た
し
を
見
て
、
な
お
生
き
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
出

　
エ
ジ
プ
ト
記
3
3
出
早
2
0
節
）
。

2
　
し
か
し
神
は
モ
ー
セ
に
「
場
所
」
を
示
し
、
そ
こ
に
あ
る
「
岩
」
の
中
の
「
穴
」
に
入
る
よ
う
モ
ー
セ
に
命
じ
る
。
神
は
「
手
」
で

　
そ
の
穴
を
塞
ぎ
、
通
り
過
ぎ
る
。
通
り
過
ぎ
る
と
モ
ー
セ
に
穴
か
ら
出
る
よ
う
に
命
じ
、
出
て
き
た
モ
ー
セ
は
神
の
「
背
中
」
を
見

　
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
モ
ー
セ
の
願
望
の
充
足
の
た
め
に
神
が
な
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
つ
ま
り
神
は
モ
ー
セ
に
彼
の
願
い
を

拒
否
し
つ
つ
、
別
の
仕
方
で
彼
の
願
い
を
叶
え
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
ニ
ニ
○
）
。
次
に
そ
の
解
釈
の
指
針
が
述
べ
ら
れ
る
。
即
ち
こ
れ

ら
を
字
義
通
り
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
に
つ
い
て
「
場
所
」
「
岩
」
等
の
物
体
的
表
象
が
使
わ
れ
、
こ
れ
ら
を
文
字
通
り
解

釈
す
る
こ
と
は
、
神
に
感
応
し
く
な
い
。
そ
こ
で
「
霊
的
な
方
法
で
扁
（
息
蕊
の
吾
輩
養
巡
り
孟
冬
）
解
釈
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
提
示
さ
れ

る
。　

二
二
四
か
ら
二
三
九
ま
で
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
形
成
し
て
い
る
。
何
故
モ
ー
セ
は
神
を
更
に
求
め
る
の
か
、
そ
し
て
エ
ペ
ク
タ
シ
ス

が
そ
の
主
題
で
あ
る
。

　
二
四
〇
か
ら
二
五
一
ま
で
は
、
先
に
挙
げ
ら
れ
た
「
場
所
」
等
の
神
に
つ
い
て
の
物
体
的
表
象
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
が
扱
わ
れ
る
。

そ
し
て
二
五
二
か
ら
二
五
五
ま
で
は
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
の
核
心
で
あ
る
「
神
に
従
う
こ
と
」
（
銭
響
曳
。
ミ
・
セ
息
偽
巷
）
が
論
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　
二
二
四
か
ら
ニ
ニ
六
ま
で
は
魂
の
上
昇
運
動
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
物
体
は
障
害
物
が
な
け
れ
ば
落
下
す
る
。
そ
の
よ
う
に
魂
も
障



害
物
が
な
け
れ
ば
上
昇
す
る
、
と
い
う
魂
の
自
然
学
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
次
の
よ
う
に
エ
ペ
ク
タ
シ
ス

と
い
う
語
に
言
及
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
丁
度
使
徒
が
言
う
よ
う
に
（
勺
ゴ
一
一
一
℃
。
　
ω
「
　
一
ω
）
、
天
上
的
な
も
の
へ
の
願
望
と
共
に
前
の
も
の
へ
と
身
を
伸
ば
し
（
q
§
鶏
m
驚
§
。
烹
芭
）
、

　
こ
こ
で
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
が
、
魂
の
自
然
学
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
他
に
は
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
第
6
講
話

（
O
Z
O
＜
H
も
．
嵩
ω
h
）
に
お
い
て
も
同
様
に
、
知
性
的
存
在
老
一
般
の
被
造
的
存
在
そ
の
も
の
が
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
。　

　
　
…
他
方
創
造
に
よ
り
生
成
し
た
も
の
は
存
在
の
第
一
原
因
を
常
に
見
て
、
超
越
者
へ
の
分
有
に
お
い
て
絶
え
ず
善
の
側
に
立
つ
。

　
　
そ
し
て
善
に
お
け
る
増
大
を
通
し
て
よ
り
大
き
な
も
の
へ
変
わ
り
、
あ
る
仕
方
で
絶
え
ず
創
造
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
面
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
ピ
リ
ピ
書
3
章
1
3
節
を
引
き
つ
つ
、
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
我
々
は
こ
う
し
た
エ
ペ
ク
タ

シ
ス
論
の
存
在
論
的
側
面
を
覚
え
て
お
こ
う
。
従
っ
て
一
般
的
に
上
へ
と
向
か
う
欲
求
は
、
止
ま
る
こ
と
な
く
ま
す
ま
す
増
大
す
る
の
で

あ
る
。

　
二
二
七
か
ら
二
三
〇
ま
で
は
モ
ー
セ
は
「
絶
え
ず
よ
り
大
き
く
な
る
鳳
（
騨
～
有
識
e
N
ミ
曾
建
ミ
）
と
言
わ
れ
て
、
彼
の
こ
れ
ま
で
の
歩

み
の
再
確
認
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
モ
ー
セ
の
願
望
が
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
　
　
分
有
し
得
る
限
り
で
は
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
に
（
e
り
　
0
鳶
9
℃
O
の
　
恥
q
焼
馬
）
神
が
現
れ
る
こ
と
を
願
う
、
…

　
二
三
一
で
は
こ
う
し
た
願
望
が
ど
う
い
う
時
に
生
ず
る
の
か
が
述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
う
し
た
こ
と
は
「
本
性
的
に
美
・
善
（
ミ
ま
の
）

な
る
も
の
へ
向
か
う
愛
の
状
態
に
よ
り
魂
が
促
さ
れ
た
と
き
に
、
魂
が
経
験
す
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
モ
ー
セ
の
願
い
と
神
の

答
え
が
ま
と
め
ら
れ
る
（
二
三
二
）
。

　
モ
ー
セ
の
願
い
と
は
、
神
を
「
鏡
や
反
射
を
通
し
て
で
は
な
く
、
顔
と
顔
を
合
わ
せ
て
享
受
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
先
の
「
あ
る
が
ま

　
　
　
　
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

ま
に
」
と
い
う
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
間
接
的
で
ぱ
な
く
、
直
接
に
神
を
見
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
こ
こ
で
「
顔
と
顔
を

合
わ
せ
て
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
後
で
神
の
「
背
中
」
が
出
て
く
る
の
で
記
憶
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
）
。
こ
れ
に
対
す
る
神
の
答

え
は
矛
盾
し
た
も
の
、
つ
ま
り
モ
ー
セ
の
願
い
を
聞
き
届
け
る
が
、
モ
ー
セ
に
満
足
を
与
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
二
　
一
一
三
か
ら
二
三
五
ま
で
は
、
何
故
神
は
モ
ー
セ
に
満
足
を
与
え
ず
、
神
へ
の
欲
求
を
止
め
さ
せ
な
い
の
か
が
述
べ
ら
れ
る
。

そ
れ
ば
出
エ
ジ
プ
ト
記
3
3
章
2
0
節
へ
の
解
釈
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
神
の
顔
を
見
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
理
由
が
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
生
命
を
創
る
神
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
が
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。
神
は
正
に
生
命

を
創
る
も
の
（
A
§
尋
へ
含
）
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
何
故
神
を
見
る
こ
と
が
死
に
繋
が
る
の
か
。
こ
れ
に
対
す
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
解
釈
は
独
創
的
で
あ
る
。

　
　
　
神
的
な
も
の
は
本
性
上
生
命
を
創
る
も
の
で
あ
り
、
神
的
本
性
に
固
有
な
特
徴
は
、
あ
ら
ゆ
る
特
徴
を
超
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
故
神
が
認
識
さ
れ
た
も
の
の
内
の
何
か
で
あ
る
と
考
え
る
入
ぱ
、
真
実
在
（
唱
O
　
O
サ
喉
e
り
O
℃
）
か
ら
反
対
に
把
握
的
表
象
像
（
墨
縄
・

　
　
ぎ
誉
へ
忌
骨
苫
ミ
貯
）
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
た
も
の
（
ぐ
。
滝
へ
q
偽
伽
℃
）
へ
と
向
か
い
、
生
命
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
神
を
見
る
こ
と
が
根
本
的
に
否
定
さ
れ
、
他
方
神
を
見
て
い
る
と
考
え
る
人
は
実
は
神
で
ぱ
な
く
、
「
把
握
的
表
象
（
奪
吐
き
誉
へ
菖

息
§
貧
ミ
食
）
に
よ
っ
て
思
推
さ
れ
た
も
の
（
ヒ
曼
ミ
偽
曾
）
へ
と
向
か
い
扁
、
神
と
は
別
方
を
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
死
ぬ
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
真
の
神
、
つ
ま
り
真
実
在
（
嫡
O
　
O
℃
触
ミ
リ
O
ぐ
）
と
把
握
的
表
象
（
ミ
鑓
き
彗
へ
鞍
懸
黛
署
ミ
登
）
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
た
も
の
（
ξ
寒
q
濤
ヒ
）

と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
従
っ
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
　
　
と
い
う
の
も
真
実
在
と
は
真
の
生
命
で
あ
る
。
そ
れ
は
認
識
（
侮
荊
へ
N
℃
e
q
へ
り
）
に
は
到
達
で
き
な
い
。
そ
こ
で
生
命
を
創
り
出
す
も

　
　
の
が
知
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
把
握
さ
れ
た
も
の
（
桑
㌶
気
ミ
蔦
ミ
暑
豊
ミ
）
は
全
く
生
命
で
は
な
い
。
生
命
で
な
い
も
の
が
生

　
　
命
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
か
く
の
ご
と
く
モ
ー
セ
に
お
い
て
は
、
願
望
さ
れ
た
こ
と
は
願
望
が
満
た
さ
れ
な
い

　
　
（
痔
弛
誉
e
3
り
）
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
（
気
還
。
貯
ミ
）
の
で
あ
る
Q
（
　
一
三
五
）



　
二
三
六
か
ら
二
三
九
で
は
続
い
て
神
の
無
限
性
、
及
び
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
が
展
開
さ
れ
る
。
神
が
把
握
で
き
な
い
の
は
神
が
本
性
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

い
て
無
限
だ
か
ら
で
あ
る
。
更
に
神
の
無
限
性
が
神
の
「
善
性
篇
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
序
文
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
議
論
で
あ
る
。

善
に
は
限
り
が
な
い
。
善
を
限
る
も
の
は
、
限
る
も
の
と
し
て
善
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
善
を
取
り
囲
む
も
の
で
あ
る
。
善

と
は
異
な
る
も
の
と
は
悪
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
善
の
限
界
は
悪
に
な
り
、
悪
に
取
り
囲
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
善
な
る
神
が
悪

に
取
り
囲
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
操
重
は
無
限
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
の
語
に
言
及
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
し
か
し
善
・
美
な
る
も
の
へ
の
願
望
は
、
す
べ
て
か
の
上
昇
に
引
か
れ
て
、
常
に
善
・
美
な
る
も
の
へ
急
ぐ
者
の
走
行
と
共
に
身

　
　
、
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
を
伸
ば
す
（
q
q
ヒ
⑩
鵠
町
靴
醜
0
9
馬
℃
0
『
漠
へ
）
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
　
　
そ
し
て
こ
の
こ
と
、
つ
ま
り
願
望
の
充
足
（
款
。
為
O
の
）
を
決
し
て
見
出
さ
な
い
こ
と
こ
そ
、
真
に
神
を
見
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
む

　
　
し
ろ
見
る
者
は
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
通
し
て
、
更
に
見
た
い
と
い
う
願
望
を
燃
え
立
た
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
善

　
　
の
限
界
を
見
出
す
こ
と
な
く
、
ま
た
何
か
充
足
に
よ
っ
て
善
へ
の
願
望
の
前
進
が
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
い
か
な
る
限
界
も

　
　
神
へ
の
上
昇
の
増
大
を
妨
げ
な
い
の
で
あ
る
。
（
一
｝
三
九
）

　
以
上
の
議
論
を
要
約
す
る
と
、
モ
ー
セ
が
神
を
更
に
見
た
い
と
望
ん
だ
こ
と
の
説
明
で
あ
り
、
ま
た
見
る
こ
と
に
飽
き
ず
に
、
更
に
見

た
い
と
望
む
こ
と
こ
そ
真
の
神
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
見
る
こ
と
に
飽
き
な
い
こ
と
こ
そ
真
の
神
認
識
で
あ
る
と
し

て
も
、
未
だ
そ
の
内
容
が
明
確
で
は
な
い
。
神
の
無
限
吾
等
か
ら
論
理
的
に
こ
の
よ
う
な
結
論
が
導
か
れ
た
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
何

か
。
宣
る
こ
と
に
飽
き
な
い
こ
と
、
見
る
こ
と
を
絶
え
ず
望
む
こ
と
、
つ
ま
り
こ
こ
で
「
神
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
何
を
意

味
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
が
次
の
課
題
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

二
一
二

テ
キ
ス
ト
分
析
（
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
の
実
質
的
説
明
）

エ
ペ
ク
タ
シ
ス

九



　
　
　
　
哲
w
字
研
究
　
　
第
五
百
六
十
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四
〇

　
二
四
〇
か
ら
二
五
一
ま
で
は
モ
ー
セ
の
記
事
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
場
所
」
や
「
岩
」
、
更
に
「
穴
」
、
「
神
の
手
」
と

い
っ
た
物
体
的
形
象
で
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
へ
の
解
釈
で
あ
る
。
ま
ず
問
題
設
定
が
な
さ
れ
（
二
四
〇
）
、
次
に
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
以
前
の
神
顕
現
よ
り
も
大
き
く
、
優
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
二
四
｝
）
。

　
「
場
所
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
よ
る
と
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
の
無
限
定
の
場
所
を
意
味
す
る
。

　
　
　
あ
な
た
（
H
神
）
に
お
い
て
、
願
望
は
前
へ
と
延
び
（
q
暑
諜
鍵
§
）
、
ま
た
走
行
の
充
足
（
恕
睡
り
）
も
な
く
、
善
の
限
界
も
知
ら

　
　
ず
、
願
望
は
絶
え
ず
よ
り
大
き
な
も
の
を
見
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
た
し
の
前
に
あ
る
場
所
と
は
、
そ
の
中
を
走
る
も
の
が
そ
の
走

　
　
行
を
決
し
て
止
め
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
（
二
四
二
）

　
こ
こ
に
お
い
て
運
動
と
静
止
の
「
最
大
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
扁
が
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
善
に
し
っ
か
り
と
結
び
付
い
て
い
る
も
の
ほ
ど
、

善
に
向
か
い
走
行
を
止
め
な
い
。
反
対
に
善
に
と
ど
ま
ら
ず
、
動
く
も
の
ほ
ど
善
に
向
か
っ
て
動
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
岩
」
と

は
キ
リ
ス
ト
を
表
し
て
い
る
（
二
四
三
～
二
四
四
）
。
更
に
「
穴
」
と
は
天
上
の
家
に
対
す
る
希
望
と
言
お
れ
る
（
二
四
五
）
。
そ
し
て
、
こ

の
希
望
と
天
上
の
報
償
に
つ
い
て
様
々
な
も
の
が
列
挙
さ
れ
る
（
二
四
六
～
二
四
七
）
。
「
岩
」
や
「
穴
」
が
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
モ
ー
セ
が
こ
う
し
た
「
岩
の
穴
の
中
に
入
っ
た
」
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
の
中
に
入
っ
た
こ
と
と
解
さ
れ
る
（
一
西
八
）
。
ま

た
「
神
の
手
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
「
創
造
の
手
、
力
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
と
解
釈
さ
れ
る
。
更
に
今
ま
で
述
べ
ら
れ
た
「
場

所
」
隠
岩
」
「
穴
」
は
再
び
「
キ
リ
ス
ト
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
う
し
た
穴
か
ら
出
て
そ
の
「
背
中
を
晃
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
の
背
中
を
見
る
こ
と
、
つ
ま
り
主
な
る
神
キ
リ
ス
ト
に
従
う
こ
と
な
の
で
あ
る
（
二
四
九
）
。
続
く
二
五
〇
か
ら
二
五
一
で
は

「
神
に
従
う
」
こ
と
に
対
す
る
塁
書
の
証
言
が
拾
わ
れ
る
。
結
局
す
べ
て
は
「
キ
リ
ス
ト
扁
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
モ
ー
セ
は
キ
リ
ス
ト

と
い
う
場
所
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
岩
を
支
え
に
、
キ
リ
ス
ト
の
中
に
は
い
っ
て
信
仰
の
宝
を
得
て
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
の
背
中

を
見
て
キ
リ
ス
ト
に
従
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
　
　
そ
こ
で
モ
芝
山
は
神
を
見
る
こ
と
を
望
ん
で
、
今
や
如
何
に
し
て
（
怨
り
）
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
学
ぶ
。
ど
こ
に
導



　
　
か
れ
よ
う
と
も
神
に
従
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
神
を
見
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
（
二
五
二
）

　
こ
れ
こ
そ
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
の
実
質
的
内
容
で
あ
る
。
続
く
二
五
三
か
ら
二
五
四
で
は
、
神
の
顔
を
見
る
こ
と
に
つ
い
て
再
び
触
れ
ら

れ
る
。
神
の
顔
を
見
よ
う
と
す
る
者
は
、
神
と
面
と
向
か
う
の
で
あ
る
か
ら
、
神
と
は
別
の
方
向
を
向
い
て
い
る
。
つ
ま
り
神
と
は
対
立

し
、
そ
の
人
自
身
は
悪
の
側
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
最
後
二
五
五
で
神
に
従
う
こ
と
が
極
め
て
大
き
な
こ
と
で
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
閉
じ
ら
れ
る
。
モ
ー
セ
は
神
に
従
う
こ
と
を
学
び
、
神
へ
の
従
順
に
お
い
て
自
己
の
願
望
が
満
た
さ
れ
る
こ

と
を
知
っ
た
。
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
の
最
後
で
は
、
モ
ー
セ
が
「
神
の
僕
」
と
呼
ば
れ
、
ま
た
「
神
の
友
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
論
じ
ら

れ
、
「
完
全
な
る
生
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
「
ど
こ
に
導
か
れ
よ
う
と
も
神
に
従
う
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。

三
　
人
間
存
在
と
し
て
の
エ
ベ
ク
タ
シ
ス

　
以
上
我
々
は
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
の
テ
キ
ス
ト
を
一
通
り
見
て
き
た
。
そ
こ
で
こ
の
テ

キ
ス
ト
で
語
ら
れ
て
い
た
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
を
他
の
テ
キ
ス
ト
と
も
合
わ
せ
て
解
釈
し
、
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
考
察
し

よ
う
。

　
先
に
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
の
存
在
論
的
側
面
に
触
れ
た
。
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
、
即
ち
よ
り
善
き
も
の
へ
向
か
っ
て
絶
え
ず
進
む
、
と
い
う
こ
と

は
人
間
存
在
の
一
つ
の
在
り
方
で
は
な
い
。
む
し
ろ
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
唯
一
つ
の
真
実
の
在
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼

独
自
の
入
間
理
解
、
人
間
と
い
う
存
在
の
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
。
我
々
は
ま
ず
先
に
挙
げ
た
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
の
テ
キ
ス
ト
（
。
『
．
ρ

覧
お
h
）
を
再
び
考
察
し
よ
う
。

三
i
一
　
進
歩
・
増
大
と
し
て
の
可
変
性

こ
こ
で
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
存
在
す
る
も
の
の
分
類
に
お
い
て
ま
ず
質
料
的
な
も
の
と
知
性
的
な
も
の
と
を
区
劉
し
、
更
に
知
性
的
な

　
　
　
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
二



　
　
　
　
哲
膵
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笈
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五
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臼
山
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口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
こ

も
の
を
二
つ
に
区
分
し
、
一
方
を
神
と
し
て
、
他
方
を
被
造
的
な
知
性
的
存
在
者
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
知
性
的
な
本
性
も
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
…
他
方
創
造
に
よ
り
生
成
し
た
も
の
は
存
在
の
第
一
原
因
を
常
に
見
て
、
超
越
者
へ
の

　
　
分
有
に
お
い
て
絶
え
ず
善
の
側
に
立
つ
。
そ
し
て
善
に
お
け
る
増
大
を
通
し
て
よ
り
大
き
な
も
の
へ
変
わ
り
、
あ
る
仕
方
で
絶
え
ず

　
　
創
造
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
後
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
ピ
リ
ピ
書
3
章
1
3
節
を
引
き
つ
つ
、
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
に
つ
い
て
書
及
す
る
。
つ
ま
り
被
造
的
な
知
性
的
存
在

者
（
讐
天
使
」
も
含
む
）
は
、
絶
え
ざ
る
分
有
、
更
に
そ
の
分
有
の
絶
え
ざ
る
増
大
に
お
い
て
創
造
者
た
る
神
と
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

こ
の
増
大
が
「
不
断
の
創
造
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
分
有
し
、
増
大
す
る
者
の
存
在
自
体
、
主
体
自
体
が
無
か
ら
創

造
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
我
々
は
も
う
一
度
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
見
よ
う
。
こ
こ
で
は
知
性
的
な
存
在
者
が
二
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
た
、
神
を
一
つ
の
知
性
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

「
存
在
者
偏
と
し
て
見
な
す
こ
と
は
問
題
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
既
に
神
を
「
存
在
の
彼
方
」
に
お
い
て
い
た
。
し
か
し

こ
こ
で
は
被
造
的
存
在
者
と
同
列
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
こ
こ
で
も
表
現
上
は
一
つ
の
存
在
者
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
い
る
が
、
神
は
創
造
者
と
し
て
そ
の
超
越
性
を
保
持
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
被
造
的
な
知
性
的
存
在
者
を
見
て
み
よ
う
。
そ

こ
で
は
ま
ず
「
創
造
に
よ
り
生
成
し
た
も
の
は
存
在
の
第
一
原
園
を
見
て
、
超
越
老
へ
の
分
有
に
お
い
て
常
に
善
の
側
に
立
つ
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
た
。
創
ら
れ
た
も
の
は
分
有
に
よ
っ
て
存
在
し
、
し
か
も
そ
れ
は
創
っ
た
も
の
を
見
る
こ
と
、
つ
ま
り
翻
っ
た
も
の
へ
向
か
う

こ
と
に
よ
っ
て
善
な
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
こ
で
「
見
る
」
（
碧
山
e
）
と
い
う
の
は
何
か
認
識
論
的
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

い
う
よ
り
も
、
善
と
悪
の
ど
ち
ら
を
向
く
の
か
と
い
う
「
方
向
」
を
表
す
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
被
造
的
な
知
性
的
存
在
者
は

鰯
造
的
な
知
性
的
存
在
者
へ
と
向
い
て
、
そ
れ
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
な
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
の
文
に
お
い
て

「
常
に
」
（
袋
絢
“
）
や
「
絶
え
ず
」
（
山
相
建
ミ
分
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
被
造
的
な
知
性
的
存
在
者
の
被
生
性
、
即
ち
無
と
有
へ
の

可
変
性
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
そ
の
可
変
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
絶
え
ず
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
善
な
る
も
の



と
し
て
「
同
一
の
ま
ま
と
ど
ま
る
」
と
は
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
「
善
に
お
け
る
増
大
を
通
し
て
よ
り
大
き
な
も
の
へ
変
わ
」
る
の
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
絶
え
ず
創
造
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
有
・
無
と
い
う
可
変
性
だ
け
で
は
な
く
、
「
増
大
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

と
い
う
音
心
味
で
の
可
変
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
こ
の
「
可
変
性
」
を
深
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
　
か
く
し
て
こ
の
も
の
の
内
に
は
限
界
が
見
ら
れ
ず
、
こ
う
し
た
よ
り
善
き
も
の
へ
の
増
大
は
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
存
在
す
る
善

　
　
は
も
っ
と
も
大
き
く
完
全
で
あ
る
と
見
え
よ
う
と
も
、
常
に
超
越
的
で
よ
り
大
き
な
も
の
の
始
ま
り
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
文
は
全
く
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
を
表
現
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
直
後
に
ピ
リ
ピ
書
3
章
1
3
節
を
指
し
て
次
の
よ
ケ
に
述
べ
ら
れ

る
。　

　
　
こ
の
点
、
前
の
も
の
へ
と
身
を
伸
ば
す
こ
と
（
m
月
m
融
輔
優
q
へ
り
）
に
よ
っ
て
達
成
し
た
も
の
を
忘
れ
た
、
と
い
う
使
徒
の
言
葉
が
正
し

　
　
い
も
の
と
さ
れ
る
。

　
善
に
お
い
て
限
り
な
く
増
大
す
る
こ
と
、
こ
の
点
に
被
造
的
な
知
性
的
存
在
者
の
「
無
限
性
」
が
認
め
ら
れ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ

の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
知
性
的
存
在
者
一
般
を
指
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
内
で
知
性
的
な
も
の
は
無
限
（
黛
荊
。
ミ
§
）
で
、
限
り
が
な
い
（
薮
ミ
魯
ミ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
従
っ
て
エ
ベ
ク
タ
シ
ス
自
体
が
被
造
的
な
存
在
そ
の
も
の
で
あ
り
、
知
性
的
な
被
造
物
の
存
在
自
体
が
絶
え
ず
善
に
お
い
て
進
歩
・
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

大
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
正
に
そ
の
存
在
自
体
が
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
可
変
的
で
あ
り
、
し
か
も
進
歩
・
増
大
と

い
う
意
味
で
可
変
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
可
変
性
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
捉
え
る
こ
と
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
意
味
で
被
造
的
存
在
は
「
無
限
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

三
一
二
　
時
間
的
拡
張
性

こ
う
し
た
「
可
変
性
」
は
、

　
　
　
エ
ベ
ク
タ
シ
ス

デ
ィ
ア
ス
テ
ー
マ
（
時
間
的
拡
張
性
）
で
も
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ナ
ス
は
、

あ
る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
神
と

　
　
　
四
三



　
　
　
　
折
q
学
研
究
　
第
五
｝
臼
六
ふ
i
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

被
造
物
の
相
違
を
こ
の
デ
ィ
ア
ス
テ
ー
マ
に
基
づ
け
て
い
る
。
『
集
会
の
書
講
話
』
第
七
講
話
に
見
ら
れ
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
集
会
の

書
3
章
7
節
b
「
黙
す
る
蒔
、
語
る
時
漏
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
。
全
て
に
は
「
時
」
が
あ
り
、
「
天
の
下
の

出
来
事
に
は
す
べ
て
定
め
ら
れ
た
時
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
次
々
と
そ
う
し
た
「
時
」
に
つ
い
て
、
例
が
出
さ
れ
る
中
に
こ
の
句
も

位
置
し
て
い
る
。
「
生
ま
れ
る
時
、
死
ぬ
時
」
が
あ
り
、
そ
う
し
て
「
黙
す
る
時
、
語
る
時
扁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
で
は
そ
の
「
黙
す

る
時
」
と
は
い
か
な
る
「
時
」
で
あ
り
、
「
語
る
べ
き
時
」
と
は
い
か
な
る
「
時
」
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
神
の
本
性
、
実
体
に
つ
い
て
は
「
沈
黙
す
べ
き
時
」
で
あ
り
、
神
の
善
き
働
き
に
つ
い
て
は

「
語
る
べ
き
時
」
な
の
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
ま
ず
、
沈
黙
や
語
る
べ
き
時
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
様
々
な
聖
書
の
箇
所
を
列
挙
す

る
（
o
㌃
δ
P
乙
－
鳶
ρ
顧
）
。
し
か
し
そ
う
し
た
後
に
、
「
以
前
私
の
頭
に
浮
か
ん
だ
こ
と
を
再
び
全
体
と
し
て
取
り
上
げ
、
述
べ
て
み
た

い
」
と
述
べ
て
猿
自
の
論
を
進
め
て
い
く
。
我
々
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
全
体
で
は
な
く
、
何
故
神
の
本
性
の
前
で
は
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
に
つ
い
て
扱
っ
た
部
分
だ
け
を
考
察
し
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
真
の
存
在
（
N
O
　
O
℃
↓
§
り
　
O
℃
）
は
、
ロ
ゴ
ス
（
言
葉
、
あ
る
い
は
理
性
）
を
越
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

い
る
、
と
。
こ
の
こ
と
は
エ
ウ
ノ
ミ
オ
ス
的
異
端
に
対
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
無
限
な
る
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
）
…
神
的
な
も
の
が
知
を
超
え
て
い
る
と
信
じ
る
と
い
う
点
に

　
　
お
い
て
、
真
に
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
神
に
相
応
し
き
思
念
が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
マ

　
　
A
＝
）

　
エ
ウ
ノ
ミ
オ
ス
は
神
の
本
質
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
た
。
し
か
し
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
よ
る
と
神
の
本
質
は
捉
え
る
こ
と
が
出
来

な
い
。
で
は
何
故
神
は
超
越
し
、
我
々
は
神
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
か
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
こ
こ
で
提
示
す
る
の
は
、
「
同
族

性
」
（
q
に
M
N
伽
℃
o
り
）
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
の
概
念
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
い
て
晃
ら
れ
る
よ
う
な
、
神
と
魂
と
の
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

族
性
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
我
々
被
造
物
と
他
の
被
造
物
と
の
「
同
族
性
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
我
々
に
は
被
造



物
と
し
て
の
限
界
が
あ
り
、
こ
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
次
の
よ
う
な
極
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
言
葉
も

発
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
そ
の
よ
う
に
ま
た
す
べ
て
の
被
造
物
は
、
把
握
的
テ
オ
リ
ア
（
亀
の
實
謎
N
鷲
州
へ
息
り
簿
e
も
へ
房
）
を
通
し
て
自
己
の
外
に
出
る
こ
と

　
　
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
常
に
自
己
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
、
被
造
物
が
見
る
も
の
は
何
で
あ
れ
自
己
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

　
　
り
た
と
え
自
己
を
超
え
た
何
か
を
見
て
い
る
と
思
う
と
し
て
も
、
自
己
の
外
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
（
℃
．

　
　
a
b
。
）

　
で
は
被
造
物
と
は
何
か
。

　
　
し
か
し
こ
の
デ
ィ
ア
ス
テ
ー
マ
と
は
被
造
物
に
他
な
ら
な
い
。

　
被
造
物
と
は
デ
ィ
ア
ス
テ
ー
マ
（
時
間
的
拡
張
性
）
で
あ
る
。
従
っ
て
被
造
物
が
デ
ィ
ア
ス
テ
ー
マ
で
あ
る
な
ら
、
神
は
非
・
デ
ィ
ァ

ス
テ
！
マ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
と
い
う
の
も
時
間
的
拡
張
性
の
中
を
旅
す
る
我
々
の
精
神
は
、
い
か
に
し
て
非
・
時
問
的
拡
張
的
な
存
在
を
把
握
す
る
と
い
う
の

　
　
か
Q
（
㍗
血
鱒
）

　
こ
こ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
自
覚
、
即
ち
被
造
物
は
被
造
物
と
し
て
被
造
物
の
中
に
と
ど
ま
り
、
決
し
て
こ
の

被
造
性
と
い
う
性
を
乗
り
越
え
ら
れ
ず
、
そ
の
時
間
的
拡
張
性
の
中
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
こ
で
は
、
神
の
本

質
が
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
被
造
物
の
「
時
間
的
拡
張
性
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
被
造
物
と
し
て
の
人
間
は
、
時
間
的
拡
張
的
な
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

の
と
し
て
、
ま
た
常
に
増
大
す
る
も
の
と
し
て
、
よ
り
大
き
な
老
に
な
り
神
に
向
か
う
。
そ
し
て
こ
の
運
動
自
身
が
人
間
な
の
で
あ
る
。

　
『
集
会
の
書
講
話
』
第
七
講
話
に
見
ら
れ
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
達
、
と
り
わ
け

プ
ラ
ト
ン
主
義
者
、
そ
し
て
エ
ウ
ノ
ミ
オ
ス
は
テ
オ
リ
ア
に
お
い
て
こ
の
世
か
ら
神
へ
と
、
天
上
へ
と
超
越
で
き
る
と
考
え
る
が
、
グ
レ

ゴ
リ
オ
ス
に
よ
る
と
そ
れ
は
彼
ら
が
そ
う
考
え
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
際
は
「
超
越
」
し
て
い
な
い
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
人
問
が
被

　
　
　
　
工
ペ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
五



　
　
　
　
折
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笛
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五
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写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

造
性
、
つ
ま
り
時
間
的
拡
張
性
の
内
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
こ
の
限
り
で
は
こ
う
し
た
自
覚
は
あ
る
否
定
的

な
響
き
を
発
す
る
。
し
か
し
同
時
に
今
度
は
別
の
意
味
で
の
超
越
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
時
間
に
お
け
る
超
越
で
あ
り
、
「
現
在
」
か

ら
「
現
在
」
へ
の
超
越
で
あ
る
。
時
悶
か
ら
永
遠
へ
の
超
越
は
、
実
は
永
遠
と
見
な
さ
れ
た
「
現
在
」
の
絶
対
化
に
他
な
ら
な
い
、
と
グ

レ
ゴ
リ
オ
ス
は
見
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
被
造
物
と
い
う
立
場
を
超
え
出
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
永
遠
と
冤
な
さ
れ
た

も
の
は
、
被
造
的
な
秩
序
に
属
す
る
も
の
、
即
ち
現
在
に
他
な
ら
な
い
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
「
現
在
」
が
如
何
に
麗
し
く
と
も
、
そ
れ
を

絶
対
化
し
て
止
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
そ
し
て
現
在
を
絶
頬
化
す
る
立
場
に
対
し
て
は
、
「
現
在
」
か
ら
「
現
在
」
へ
は
一
つ
の

「
超
越
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
更
に
「
現
在
」
か
ら
「
現
在
」
へ
と
い
う
時
間
の
流
れ
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
い
て
平
面

的
な
の
で
は
な
く
神
に
向
か
っ
て
傾
斜
し
、
大
き
く
拡
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
を
展
開
す
る
時
に

し
ば
し
ば
使
う
第
ニ
コ
リ
ン
ト
書
3
章
1
8
節
後
半
の
「
栄
光
か
ら
栄
光
へ
」
と
い
う
言
い
課
し
を
借
用
す
る
な
ら
、
こ
の
レ
ベ
ル
で
考
察

さ
れ
た
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
は
、
「
現
在
か
ら
現
在
へ
」
の
拡
張
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
人
言
の
時
間
的
拡
張
性
を
徹
底
し
た
思
想
な

の
で
あ
る
。

四
　
　
「
完
全
な
生
」
と
し
て
の
エ
ベ
ク
タ
シ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
い
て
、
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
は
「
二
言
な
生
」
（
“
隷
N
m
へ
。
の
馳
。
の
）
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
完
全
な
徳

（
ア
レ
テ
ー
）
を
備
え
た
生
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
的
な
問
題
の
枠
の
中
に
入
っ
て
い
る
。

　
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
よ
る
と
、
完
全
な
生
と
は
完
全
な
「
状
態
駄
で
は
な
く
、
「
動
き
扁
そ
の
も
の
で
あ
る
。
先
に
分
析
し
た
『
モ
ー
セ

の
生
涯
』
に
お
い
て
も
、
モ
！
セ
が
様
々
な
歩
み
を
為
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
典
型
的
に
表
現
し
て
い
る
の
は
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

の
書
葉
で
あ
る
。
モ
！
セ
は
「
常
に
よ
り
大
き
な
者
と
な
る
」
（
驚
～
認
み
e
三
業
§
℃
）
の
で
あ
る
。
こ
の
比
較
級
は
「
よ
り
大
き
な
者
」

と
い
う
「
状
態
扁
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
常
に
扁
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
「
動
態
」
を
表
し
て
い
る
。
こ
の



「
常
に
よ
り
大
き
な
者
と
な
る
」
と
い
う
動
態
自
体
が
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
よ
る
と
「
完
全
な
生
扁
で
あ
る
。
何
故
こ
う
し
た
動
態
と
し

て
完
全
な
生
が
捉
え
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
一
つ
に
は
善
自
体
に
は
限
り
が
な
く
、
そ
の
獲
得
に
お
い
て
は
「
終

り
」
が
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ
う
し
た
獲
得
の
無
際
限
さ
を
不
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
自
体
が

完
全
性
で
あ
る
と
考
え
た
。
何
故
か
。
恐
ら
く
一
つ
に
は
あ
る
論
理
的
要
請
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
善
に
お
い
て
は
、
限
る
こ
と
が

不
完
全
を
表
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
善
に
つ
い
て
そ
の
限
定
は
悪
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
悪
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
善
の
不
完
全
を
表
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
反
対
に
善
を
限
ら
な
い
こ
と
、
無
際
限
に
探
求
す
る
こ
と
自
体
が

「
完
全
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
論
理
に
は
存
在
論
的
基
礎
付
け
も
加
わ
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
そ
も
そ
も
人
問
に
と
っ
て

「
静
止
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
善
い
状
態
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ナ
ス

に
よ
る
と
「
よ
り
善
く
」
な
る
か
、
ま
た
は
「
悪
く
」
な
る
か
の
い
ず
れ
か
な
の
で
あ
る
。

　
更
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ
う
し
た
動
態
を
表
す
の
に
パ
ウ
ロ
や
ダ
ビ
デ
の
表
現
を
使
う
。
「
力
か
ら
カ
へ
」
（
詩
編
8
3
編
8
節
）
や
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

り
わ
け
「
栄
光
か
ら
栄
光
へ
」
（
第
ニ
コ
リ
ン
ト
書
3
章
1
8
節
）
と
い
う
語
句
は
、
こ
う
し
た
有
徳
の
生
の
動
態
を
表
す
の
に
使
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

即
ち
善
き
状
態
か
ら
更
に
よ
り
善
き
状
態
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
確
か
に
「
善
」
に
お
け
る
前
進
で
あ
り
、
グ
レ
ゴ
リ

オ
ス
は
こ
の
運
動
の
あ
る
種
の
逆
説
性
に
気
が
つ
い
て
い
た
。
即
ち
先
に
考
察
し
た
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
の
テ
キ
ス
ト
で
は
こ
れ
に
つ
い

て
「
最
大
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
（
建
萱
動
。
叡
『
舞
ミ
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
善
に
と
ど
ま
り
つ
つ
（
静
止
）
、
善
に
向
か
う
か
ら
で
あ
る

（
運
動
）
。
こ
こ
に
お
い
て
静
止
と
運
動
が
共
存
し
て
い
る
と
言
う
。
し
か
し
事
柄
を
よ
く
考
え
る
な
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
は
見
か
け
ほ

ど
パ
ラ
ド
ク
ス
で
は
な
い
。
善
を
し
っ
か
り
見
つ
め
る
か
ら
こ
そ
、
善
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
運
動
は
、
善
き
状
態

の
中
を
漫
然
と
進
む
こ
と
で
は
な
い
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
に
お
い
て
強
調
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
運
動
に
お
い
て
「
止

ま
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
ど
こ
ま
で
高
く
到
達
し
よ
う
と
も
そ
れ
ぞ
れ
は
ま
た
薪
た
な
る
歩
み
の
「
始
ま
り
」
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
強
調
す
る
た
め
に
、
モ
ー
セ
に
つ
い
て
は
、
二
度
も
見
た
こ
と
が
な
い
か
の
よ
う
に
」
更
に
神
を
求
め
て

　
　
　
　
エ
ベ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
七
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四
八

前
進
す
る
と
雷
わ
れ
る
。
従
っ
て
ど
こ
ま
で
達
し
た
の
か
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
「
後
ろ
の
も
の
は
忘
れ
て
」
と
語
る
ピ
リ

ピ
書
3
章
1
3
節
が
好
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
魂
の
運
動
は
神
へ
の
愛
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
魂
が
自
力
で
独
自
に
な
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
際
、
神
が
手
引
す
る
。

つ
ま
り
魂
は
神
に
「
手
引
さ
れ
る
」
（
R
m
へ
も
痩
M
e
N
O
に
交
①
ぐ
唱
）
の
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
そ
こ
で
モ
ー
セ
に
従
っ
て
、
求
め
ら
れ
て
い
る
者
の
御
忍
が
は
っ
き
り
と
自
分
に
現
れ
る
よ
う
に
希
望
す
る
時
、
求
め
ら
れ
て
い

　
　
る
も
の
は
彼
女
（
霞
魂
）
の
把
握
（
餐
器
N
慧
へ
の
）
か
ら
立
ち
去
る
。
…
し
か
し
彼
に
従
う
魂
を
置
き
去
り
に
せ
ず
、
自
分
へ
と
引
き

　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
寄
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
持
つ
神
認
識
論
的
意
味
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
は
魂
を
引
き
寄
せ
、
ま
た
力
づ
け
る
と
言
わ
れ

る
。
こ
こ
に
お
い
て
恩
寵
と
自
然
、
救
済
と
創
造
は
一
致
し
て
い
る
。
魂
は
そ
の
被
造
的
本
性
に
即
し
て
神
を
求
め
、
上
昇
す
る
。
そ
し

て
キ
リ
ス
ト
は
こ
れ
を
力
づ
け
、
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
に
お
い
て
は
「
神
に
従
う
こ
と
」
に
言
及
さ

れ
て
い
た
。
同
様
の
こ
と
は
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
愛
な
る
神
に
従
う
こ
と
が
救
済
で
あ
る

と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
「
後
を
追
う
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
キ
リ
ス
ト
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に

お
い
て
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
は
論
理
や
存
在
論
を
超
え
て
、
倫
理
的
・
神
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
、
ま
た
は
「
完

全
な
生
」
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
（
場
所
）
、
キ
リ
ス
ト
を
支
え
に
（
岩
）
、
キ
リ
ス
ト
に
従
っ
て
行
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
門
完
全
な
生
」

と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
的
理
想
は
、
こ
こ
に
お
い
て
徹
底
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
に
解
釈
し
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
神
認
識
と
し
て
の
エ
ペ
ク
タ
シ
ス

　
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
神
顕
現
で
あ
り
、
ま
た
神
認
識
で
あ
っ
た
。
実
際
エ
ペ
ク
タ

シ
ス
論
を
扱
っ
た
多
く
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
も
神
認
識
は
閥
題
と
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
神
認
識
は
「
真



の
」
神
認
識
で
あ
る
。

　
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
モ
ー
セ
の
願
い
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
「
分
有
し
得
る
限
り
で
は
な
く
、
あ
る

が
ま
ま
に
神
が
現
れ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
鏡
や
反
鮒
を
通
し
て
で
は
な
く
、
頚
と
顔
を
合
わ
せ
て
享
受
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
「
顔
を

見
る
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
先
に
引
用
し
た
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
の
テ
キ
ス
ト
で
も
「
顔
」
（
a
論
忌
q
e
荊
ミ
）
と
述
べ
ら
れ

　
（
5
3
）

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
神
の
顔
と
は
、
「
あ
る
が
ま
ま
」
の
神
、
即
ち
神
の
本
性
に
他
な
ら
な
い
。
顔
は
見
え
な
い
が

声
は
聴
こ
え
る
、
と
い
う
主
題
は
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
の
中
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
魂
が
神
に
引
か
れ
て
、
神
を
求
め
行
く
と

い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
更
に
更
に
魂
は
神
を
求
め
る
。
し
か
し
行
け
ど
も
行
け
ど
も
神
は
捕
ま
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
を
述

べ
る
テ
キ
ス
ト
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
　
　
わ
た
し
の
い
と
し
い
人
の
声
、
と
述
べ
る
の
で
あ
っ
て
、
形
（
q
～
鋤
。
の
）
、
顔
（
鳶
暑
§
S
）
、
ま
た
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
本
性

　
　
（
念
q
“
の
）
を
表
す
特
徴
（
巽
禽
驚
薯
）
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
声
を
出
す
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
誰
の
で
あ
る
か
を
確
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
　
す
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
推
測
を
生
む
声
な
の
で
あ
る
。

　
モ
ー
セ
は
神
の
顔
、
即
ち
神
の
本
性
を
見
よ
う
と
望
ん
だ
。
し
か
し
神
の
解
答
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
神
の
顔
を
見
る
こ
と
は
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

い
、
と
。
神
の
本
性
は
把
握
し
難
く
、
モ
ー
セ
は
こ
の
事
実
に
「
絶
望
」
す
る
。
し
か
し
神
は
モ
ー
セ
を
慰
め
る
。
神
は
モ
ー
セ
の
願
い

を
拒
否
す
る
と
同
時
に
叶
え
る
。
つ
ま
り
「
願
望
さ
れ
た
こ
と
は
、
願
望
が
満
た
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
」

の
で
あ
る
。
こ
の
拒
否
と
成
就
と
い
う
矛
盾
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
が
先
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
こ
で

モ
：
セ
は
神
か
ら
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
を
教
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
ど
こ
に
導
か
れ
よ
う
と
も
神
に
従
う
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ

真
の
神
認
識
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
の
議
論
は
真
の
神
認
識
と
い
う
問
題
を
巡
っ
て
、
本
性
的
認
識
か
ら
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
へ
、
と
い
う
図
式
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

き
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
顔
」
か
ら
「
背
中
」
（
曾
ミ
§
）
へ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
神
に
向
か
う
」
こ
と
か
ら
「
神
に
従
う
」
こ
と
で

　
　
　
　
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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五
〇

あ
る
。
つ
ま
り
「
本
性
的
認
識
か
ら
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
へ
」
と
い
う
こ
と
は
あ
る
根
本
的
な
転
換
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
全
く
反
対
方

向
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
を
本
性
的
認
識
が
で
き
な
い
か
ら
他
の
一
段
低
い
も
の
で
満
足
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
は
な
ら
な

い
。　

グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ
の
転
換
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
神
の
本
性
を
認
識
す
る
と
考
え
る
人
は
、
「
真
実
在
（
＆
賢
§
の

警
）
か
ら
、
把
握
的
表
象
像
（
簿
謎
尊
討
へ
息
驚
℃
翼
ミ
黛
）
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
た
も
の
へ
と
向
か
い
し
、
神
に
向
か
っ
て
い
な
い
。
つ
ま

り
神
の
本
性
を
認
識
し
た
と
考
え
る
こ
と
、
ま
た
認
識
し
た
い
と
い
う
願
望
自
体
が
閥
違
っ
た
方
向
を
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
神
の
本
性
は
「
認
識
で
き
な
い
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
人
間
の
能
力
の
閤
題
で
は
な
く
、
神
の
本
性
に
即
し
て
神
は
不

可
把
握
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
は
本
性
的
に
無
限
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
モ
…
セ
の
生
涯
』
に
お
い
て
グ
レ
ゴ
リ
ナ
ス
は
、
こ
う
し
た
こ
と

を
神
の
善
さ
（
農
N
含
）
や
真
の
生
命
（
受
ミ
骨
法
心
）
と
い
う
こ
と
か
ら
論
じ
て
い
た
。
即
ち
「
善
」
や
「
真
の
生
命
」
は
「
認
識
扁

（
舞
々
遷
q
h
り
）
に
は
到
達
し
難
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
転
換
は
あ
る
積
極
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
誤
っ
た
願
望
か
ら
の

転
換
で
あ
り
、
真
の
神
認
識
へ
の
転
換
で
あ
る
。
で
は
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
と
は
如
何
な
る
神
認
識
な
の
か
。
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
と
は
「
ど
こ
に

導
か
れ
よ
う
と
も
神
に
従
う
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
で
は
「
従
う
こ
と
」
が
認
識
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
実
は
こ
こ
で
、
「
認
識
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
あ
る
根
本
的
な
転
換
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
の
の
本
性
へ
の
問
い
の
答
え
と

し
て
の
認
識
か
ら
、
他
人
を
「
知
る
漏
と
い
う
意
味
で
の
認
識
へ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
の
他
者
認
識
に
お
け
る
「
知
る
」
は
、
さ
し
あ
た

り
物
の
認
識
と
次
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
。

1
　
我
々
が
他
人
を
知
る
場
合
、
我
々
も
他
人
に
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
知
合
い
に

　
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
摺
手
の
門
何
㎏
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
く
て
も
、
関
係
が
あ
る
だ
け
で
「
お
れ
は
彼
奴
を
知
っ
て
い
る
」

　
と
言
う
。
し
か
し
物
の
認
識
の
場
合
に
は
、
あ
る
意
味
で
こ
ち
ら
か
ら
一
方
的
に
知
る
の
で
あ
る
。

2
　
更
に
物
を
認
識
す
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ
以
上
そ
の
物
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
し
な
い
。
従
っ
て
物
の
認
識
は
、
認
識
し
よ
う
と
す
る
欲



　
求
を
止
め
て
し
ま
う
。
し
か
し
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、
人
の
認
識
は
開
か
れ
て
い
る
。
も
し
も
「
彼
は
こ
う
い
う
人
だ
」
と
理
解
し

　
て
、
そ
れ
以
上
そ
の
人
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
な
ら
、
そ
の
人
は
本
当
に
人
を
理
解
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
人
に
対
す
る

　
理
解
は
、
常
に
未
知
数
を
残
し
て
い
る
。
我
々
は
確
か
に
あ
る
人
が
如
何
な
る
人
か
を
理
解
す
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
認
識
は
、
同
時

　
に
絶
え
ず
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
人
に
物
と
同
じ
意
味
で
の
「
本
質
」
は
な
い
。
特
に
す
ば
ら
し
い
人
に
出
会

　
つ
た
と
き
に
は
、
更
に
更
に
そ
の
入
を
知
り
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
本
性
的
認
識
か
ら
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
へ
の
転
換
を
語
る
と
き
に
は
、
こ
う
し
た
物
の
認
識
か
ら
人
の
認
識
、
人
格
的
認

識
へ
の
転
換
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
上
記
の
こ
と
を
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
テ
キ
ス
ト
に
確
認
し
て
い
こ
う
。

　
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
に
お
い
て
、
神
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
願
い
に
対
し
て
ど
う
答
え
た
の
か
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
「
願

望
さ
れ
た
こ
と
は
、
願
望
が
満
た
さ
れ
な
い
（
恥
曵
普
e
8
の
）
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
（
辻
ミ
8
建
“
）
」
と
述
べ
ら
れ
て

（
5
7
）

い
た
。
何
故
「
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
」
が
、
「
満
た
さ
れ
る
こ
と
」
に
つ
な
が
る
の
か
。
そ
れ
は
「
満
た
さ
れ
な
い
」
と
い
う
在
り
方
が
、

真
の
神
認
識
に
つ
な
が
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
満
た
さ
れ
な
い
と
い
う
在
り
方
が
真
の
神
認
識
に
つ
な
が
る
か
ら
こ
そ
、
モ
ー

セ
の
願
望
は
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
「
満
た
さ
れ
な
い
」
こ
と
が
真
の
神
認
識
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
神
認
識
で
あ
る

の
か
。
我
々
は
こ
れ
を
他
者
的
認
識
と
考
え
る
。
真
の
他
者
認
識
に
お
い
て
は
、
捉
え
ら
れ
た
こ
と
、
認
識
さ
れ
た
こ
と
は
常
に
開
放
的

で
、
未
知
数
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
彼
は
よ
い
人
だ
」
と
い
う
判
断
を
下
し
て
も
、
彼
の
「
よ
さ
」
の
内
実
は
彼
と
付
き
合
っ

て
い
く
う
ち
に
深
ま
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
「
優
し
さ
」
も
加
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
で
他
者
認
識
は
、
他
者
の
把
握
と
い

う
点
で
常
に
不
完
全
で
「
満
た
さ
れ
な
い
扁
。
し
か
し
こ
の
否
定
は
否
定
的
で
は
な
く
、
積
極
的
で
あ
り
、
こ
う
し
た
開
放
性
こ
そ
真
の

他
者
認
識
を
可
能
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
も
そ
も
神
認
識
は
こ
う
し
た
他
者
認
識
を
モ
デ
ル
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
こ

の
テ
キ
ス
ト
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
の
最
後
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
勧
め
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
｝



　
　
　
　
哲
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五
二

　
　
　
こ
の
範
型
を
見
て
、
女
性
よ
、
あ
な
た
は
字
義
的
に
語
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
霊
的
解
釈
を
通
し
て
観
想
さ
れ
た
こ
と
を
自
己
の

　
　
生
へ
と
移
し
い
れ
て
、
神
に
知
ら
れ
、
か
つ
神
の
友
と
な
る
時
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
神
に
知
ら
れ
、
か
つ
神
の
友
と
な
る
」
と
了
わ
れ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ガ
ラ
テ
ア
書
4
章
9
節
で
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
今
や
神
を
知
っ
て
い
る
、
い
や
、
神
に
知
ら
れ
て
い
る
の
に
（
容
器
。
ぐ
漂
マ
§
濤
耳
侮
の
晋
い
も
8
0
）
…

　
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
こ
で
パ
ウ
ロ
が
言
う
「
神
に
知
ら
れ
る
扁
と
関
係
が
あ
る
。
　
つ
ま
り
両
者
に
お
い
て
「
知
」
（
マ
s
ミ
の
）

は
「
知
ら
れ
る
」
こ
と
と
結
び
付
き
、
「
知
る
1
知
ら
れ
る
」
と
い
う
人
格
的
関
係
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
郡
ち
物
の
認
識
で
は

な
く
人
格
的
な
知
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
閉
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
知
る
」
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
遡
る
の
か
も
し
れ
な
い

（
O
o
p
“
レ
）
。
そ
し
て
こ
う
し
た
人
格
的
関
係
性
の
故
に
、
「
神
の
友
漏
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
「
神
に
従
う
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
に
従
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
具
体
的
な
生
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
生
を
通
し
て
た
だ
一
つ
の
目
的
を
見
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
僕
と
呼
ば
れ
る
こ
と
で
あ

　
　
（
5
3
）

　
　
る
。

　
「
神
の
僕
」
と
「
神
に
従
う
」
こ
と
と
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
ら
の
生
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
に
従
っ
て
い
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
「
神
を
見
る
こ
と
」
（
艶
簿
ミ
）
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
人
格
が
問
題
に
な
っ
て

い
る
こ
と
に
落
下
す
べ
き
で
あ
る
。
真
の
神
認
識
と
は
「
キ
リ
ス
ト
」
に
従
っ
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
門
従
う
こ
と
」
自
体
は
「
見

る
こ
と
」
で
は
な
い
が
、
「
従
う
」
と
い
う
在
り
方
、
ま
た
は
そ
う
い
う
生
に
お
い
て
神
を
知
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
神
を
見
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。
し
か
し
何
故
「
従
う
こ
と
」
が
「
神
を
見
る
こ
と
」
で
あ
る
と
雷
わ
れ
る
の
か
。

　
そ
も
そ
も
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
下
し
た
神
認
識
の
定
義
は
特
異
で
あ
っ
た
。

　
　
　
ど
こ
に
導
か
れ
よ
う
と
も
神
に
従
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
神
を
見
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。



　
こ
こ
で
は
、
「
何
」
を
見
る
の
か
、
ま
た
は
「
何
偏
が
認
識
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
ず
、
「
如
何
に
」
（
惹
の
）
見
る
の
か
、

「
如
何
に
」
認
識
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
関
心
は
、
神
認
識
に
お
い
て
「
何
」
を
見
る
の

か
で
は
な
く
て
、
「
如
何
に
」
見
る
の
か
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
と
っ
て
そ
れ
は
物
を
認
識
す
る
よ

う
に
で
は
な
く
、
人
を
知
る
よ
う
に
神
を
知
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
に
つ
い
て
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
者
は
、

何
を
知
っ
て
い
る
か
で
は
な
く
、
如
何
に
知
っ
て
い
る
の
か
を
問
わ
れ
る
。
単
に
知
識
と
し
て
し
か
理
解
し
な
い
な
ら
ば
失
格
で
あ
る
。

通
俗
的
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
知
が
自
分
の
生
に
お
い
て
生
か
さ
れ
て
初
め
て
、
そ
の
知
が
自
分
の
生
か
ら
で
て
き
て
初
め
て
意
味
を
持

つ
。
　
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
父
親
に
な
っ
て
始
め
て
父
の
気
持
ち
が
分
か
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
「
知
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
直
接
に
は
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
彼
の
引
き
継
い
だ
学
問
的
資
産
に
、

こ
う
し
た
こ
と
を
表
す
適
切
な
言
葉
が
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
一
見
奇
妙
に
見
え
る
定
義
を
下
さ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
知
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
生
き

方
を
真
似
る
こ
と
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
信
仰
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
に
従
っ
て
生
き
、
そ
の
生
に
お
い
て
神
を
知
る

こ
と
、
こ
れ
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
神
認
識
論
の
根
本
的
主
張
で
あ
る
。

六
　
ギ
リ
シ
ャ
的
認
識
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
的
認
識
…
へ

　
物
の
認
識
か
ら
他
者
認
識
へ
と
い
う
図
式
は
、
実
は
ギ
リ
シ
ャ
的
認
識
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
的
認
識
へ
の
転
換
と
捉
え
ら
れ
る
。
ギ
リ
シ

ャ
的
認
識
が
何
で
あ
る
か
は
充
分
こ
こ
で
議
論
す
る
余
裕
は
な
い
し
、
筆
者
の
分
を
超
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
「
何
」
（
心
許
）
を

問
う
こ
と
が
正
に
ギ
リ
シ
ャ
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
的
な
物
（
念
ミ
の
）
の
認
識
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス

が
こ
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
い
く
つ
か
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
簡
単
に
見
て
い
こ
う
。

　
第
一
に
、
こ
う
し
た
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
を
述
べ
る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
的
認
識
論
の
用
語
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
。
上
記

　
　
　
　
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
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五
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（
5
9
）

の
「
見
る
」
に
し
て
も
、
梵
雪
§
や
～
㍗
セ
、
ま
た
は
号
黙
e
が
使
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
墾
書
的
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ

リ
オ
ス
は
意
識
的
に
こ
う
し
た
用
語
を
使
っ
て
い
る
。
語
簿
軌
避
は
第
一
コ
リ
ン
ト
書
1
3
章
1
2
節
に
見
ら
れ
、
周
知
の
と
お
リ
キ
リ
ス
ト
教

に
お
け
る
神
認
識
の
問
題
の
古
典
的
箇
所
で
使
わ
れ
て
い
る
。
～
㍗
響
は
『
至
福
に
つ
い
て
』
第
六
講
話
に
お
い
て
は
「
持
つ
こ
と
」
と

し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
そ
こ
で
、
～
㍗
轡
は
聖
書
的
用
法
に
よ
れ
ば
「
持
つ
」
（
q
竪
ヒ
）
こ
と
を
意
味
し
、
「
神
を
見

る
」
と
は
「
神
を
持
つ
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
よ
る
と
～
穿
セ
は
右
書
的
用
語
で
、
し
か
も

「
持
つ
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
更
に
暑
秘
e
は
留
書
に
お
い
て
様
々
に
見
ら
れ
る
（
冒
『
ざ
一
G
。
簿
鉢
）
。
既
に
こ
れ
ら
は
ワ
イ
ス
ウ
ル
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

に
よ
っ
て
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
語
は
ワ
イ
ス
ウ
ル
ム
が
考
え
て
い
た
意
味
で
同
様
な
の

で
は
な
い
。
郎
ち
彼
は
こ
れ
ら
を
「
神
秘
的
直
視
」
を
表
す
も
の
と
し
て
、
知
的
概
念
よ
り
も
「
よ
り
親
密
な
一
致
」
を
蓑
す
為
に
使
わ

れ
た
と
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
「
理
性
的
i
神
秘
的
」
と
い
う
図
式
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
「
ギ
リ
シ
ャ
的

ー
キ
リ
ス
ト
教
的
」
と
い
う
図
式
が
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

　
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
に
お
い
て
、
真
実
在
（
＆
垂
耳
の
き
）
と
把
握
的
表
象
像
（
ミ
謎
N
鷲
慧
尋
急
登
触
寝
q
⑤
）
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
た
も

の
が
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
た
箇
所
が
あ
っ
た
。
「
把
握
的
表
象
像
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
言
い
圓
し
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
こ
こ
で
は
ス
ト
ア
的
・
ギ
リ
シ
ャ
的
な
認
識
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
慨
し
て
「
真
実
在
」
が
対
置
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

周
知
の
と
お
り
プ
ラ
ト
ン
に
遡
る
言
い
回
し
で
あ
る
。
し
か
し
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　
　
　
と
い
う
の
も
、
真
実
在
と
は
真
の
生
命
で
あ
る
。
そ
れ
は
認
識
（
鋒
へ
N
遷
ミ
の
）
に
は
到
達
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　
こ
こ
で
は
真
の
生
命
が
真
実
在
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
反
対
で
あ
る
。
こ
の
語
順
の
違
い
は
大
き
い
。
つ
ま
り

こ
こ
で
は
「
真
実
在
」
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
「
真
の
生
命
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
真
実

在
扁
と
い
う
語
を
使
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
言
葉
だ
け
の
こ
と
で
、
そ
の
内
容
は
「
真
の
生
命
」
な
の
で
あ
る
。
す
る
と
「
把
握
的
表

象
像
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
た
も
の
」
と
対
立
し
て
い
る
の
は
「
真
の
生
命
」
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
「
真
実



在
」
と
い
う
語
を
「
真
の
生
命
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
概
念
を
使
っ
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
箇
所
で
も
問
題

は
、
「
把
握
的
表
象
像
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
的
認
識
対
象
か
ら
「
真
の
生
命
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
神
へ

の
転
換
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
に
は
次
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た
。

　
　
　
そ
こ
で
モ
ー
セ
に
従
っ
て
、
求
め
ら
れ
て
い
る
者
の
御
亀
が
は
っ
き
り
と
自
分
に
現
れ
る
よ
う
に
希
望
す
る
時
、
求
め
ら
れ
て
い

　
　
る
も
の
は
彼
女
の
把
握
か
ら
立
ち
去
る
。
…
し
か
し
彼
に
従
う
魂
を
置
き
去
り
に
せ
ず
、
自
分
へ
と
引
き
寄
せ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
神
認
識
の
問
題
に
古
す
る
意
味
に
つ
い
て
見
よ
う
。
こ
こ
で
は
モ
日
置
の
願
い
が
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
先
ほ
ど

確
認
し
た
よ
う
に
、
神
の
本
性
を
知
り
た
い
、
把
握
し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
願
い
に
お
い
て
神
は
立
ち
去
る
。
つ

ま
り
そ
う
し
た
ギ
リ
シ
ャ
的
な
願
望
の
「
場
所
」
か
ら
立
ち
去
る
。
し
か
し
同
時
に
神
は
「
別
の
場
所
」
に
、
つ
ま
り
自
分
（
”
キ
リ
ス

ト
）
へ
と
引
き
寄
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
立
ち
去
り
扁
と
「
引
き
寄
せ
」
は
ギ
リ
シ
ャ
的
認
識
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
的
認
識
へ
と
い

う
方
向
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
以
上
か
ら
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
神
認
識
は
、
人
格
的
神
認
識
で
あ
り
、
こ
の
転
換
は
ギ
リ
シ
ャ
的
認
識
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

的
認
識
へ
の
転
換
で
あ
る
と
考
え
る
。
単
な
る
否
定
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
対
決
、
克
服
と
い
う
意
味
で
「
神
に
従
う
」
こ
と
が
真
の

神
認
識
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
四
世
紀
に
な
る
と
キ
リ
ス
ト
教
は
公
認
さ
れ
（
　
一
＝
三
年
）
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
活
躍
し
た
時
代
に
は
テ
オ
ド
シ
オ
ス
帝
に
よ
っ
て
国

教
と
認
め
ら
れ
た
（
三
八
○
年
）
。
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
や
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
時
世
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ギ
リ
シ
ャ
的
教

養
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
弁
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
彼
ら
二
人
の
努
力
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
認
め
ら
れ
る
。
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
お

い
て
キ
リ
ス
ト
教
と
ギ
リ
シ
ャ
的
教
養
と
が
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
時
代
に
な
る

と
状
況
は
変
わ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
も
は
や
自
ら
が
ギ
リ
シ
ャ
的
教
養
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
弁
明
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
何
故
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な
ら
既
に
キ
リ
ス
ト
教
は
、
自
ら
ギ
リ
シ
ャ
的
教
養
を
担
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
有
名
な
ユ
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
教
育
令
は
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
が
ギ
リ
シ
ャ
的
教
養
を
「
学
ぶ
」
こ
と
で
は
な
く
、
「
教
え
る
」
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
（
三
六
二
年
）
。
更
に
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
旧
約
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聖
書
を
ホ
メ
ロ
ス
風
に
書
き
改
め
た
り
、
新
約
聖
書
を
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
編
の
よ
う
に
書
き
改
め
よ
う
と
す
る
動
き
す
ら
見
ら
れ
た
。

　
四
世
紀
の
神
学
を
支
配
し
た
三
位
一
体
論
論
争
は
こ
う
し
た
ギ
リ
シ
ャ
的
教
養
を
背
景
に
し
て
い
る
。
ア
レ
イ
オ
ス
に
せ
よ
エ
ウ
ノ
ミ

ナ
ス
に
せ
よ
、
彼
ら
の
主
張
は
神
を
一
で
あ
る
と
す
る
点
で
「
ユ
ダ
ヤ
的
」
と
い
う
非
難
も
受
け
た
が
、
そ
の
内
容
は
極
め
て
ギ
リ
シ
ャ

的
論
理
に
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
当
時
の
教
会
の
正
統
派
の
神
学
者
の
課
題
の
一
つ
は
、
真
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
を
過
度
の
ギ
リ

シ
ャ
的
な
も
の
か
ら
守
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
怯
え
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
は
こ
う
し
た
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
即

ち
エ
ウ
ノ
ミ
オ
ス
に
対
し
て
真
の
神
認
識
の
道
を
提
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
或
は
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
神
に
従

う
」
と
は
、
修
道
綱
、
特
に
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
残
し
た
修
道
制
と
の
関
連
で
考
察
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
よ
る
と
真

の
神
認
識
、
或
は
そ
も
そ
も
神
学
と
は
、
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
と
い
う
自
己
の
生
を
通
し
て
神
が
自
己
の
中
に
現
前
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
可
能
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

結

琴ムー

ロ冊

　
以
上
我
々
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
を
考
察
し
て
き
た
。
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
と
は
格
言
風
に
直
す
な
ら
ば
、
「
絶
え
ず
よ
り

善
き
も
の
へ
」
（
勲
鶏
　
隷
為
。
り
殉
。
耗
、
繋
焼
囑
O
℃
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
絶
え
ず
」
は
徹
底
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
運
動
」

を
表
し
、
そ
れ
密
体
が
完
全
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
運
動
自
体
が
完
全
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
「
動

き
．
一
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
よ
り
善
き
も
の
へ
」
の
運
動
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
未
だ
不
完
全
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に

被
造
物
の
被
造
物
と
し
て
の
在
り
方
か
ら
見
れ
ば
、
正
に
そ
の
よ
う
な
「
動
き
」
自
体
が
被
造
物
に
適
し
た
も
の
で
あ
り
、
完
全
さ
を
表

す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
運
動
の
終
点
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
目
標
た
る
神
自
身
は
無
限
で
あ
る
。
従
っ
て
神
に
近
付
い
て
も
、
そ



の
分
だ
け
神
は
離
れ
て
い
る
。

　
　
　
そ
れ
故
人
間
の
魂
を
自
身
を
分
有
す
る
よ
う
に
引
き
寄
せ
る
際
に
も
、
分
有
す
る
も
の
が
よ
り
よ
き
も
の
へ
と
秀
で
た
の
と
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

　
　
だ
け
、
神
は
ま
た
超
越
し
て
い
る
。

　
そ
の
意
味
で
神
に
は
到
達
で
き
な
い
。
神
の
本
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
に
は
こ
う
し
た
意
味
で
神
の
本
性
に
言
及
す
る
箇

所
が
あ
る
。
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
「
視
覚
」
よ
り
も
「
聴
覚
」
が
好
ま
れ
る
。
つ
ま
り
見
え
な
い
が
、
声
は
聴
こ

え
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
そ
の
声
に
従
っ
て
、
顔
を
見
よ
う
と
後
を
追
う
、
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト

に
お
い
て
は
、
魂
の
歩
み
は
神
の
顔
を
見
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
神
の
本
性
に
は
到
達
で
き
ず
、
そ
こ
に
向

か
う
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
神
の
本
性
は
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
の
道
の
頂
点
に
位
置
す
る
。
こ
れ
は
先
に
、
方
向
が
異
な
る
と
我
々
が
解
釈
し

て
拒
否
し
た
ギ
リ
シ
ャ
的
神
認
識
に
お
け
る
本
性
と
混
同
し
や
す
い
。
神
の
本
性
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
空
し
い
。
そ
こ
で
魂
は

エ
ペ
ク
タ
シ
ス
を
学
ぶ
。
し
か
し
そ
れ
は
魂
が
神
自
身
を
求
め
て
前
進
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
の
本
性
の
二

義
性
に
つ
い
て
は
、
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
よ
り
も
、
我
々
が
考
察
し
た
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
の
テ
キ
ス
ト
の
方
が
明
確
に
表
し
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ャ
皇
神
認
識
の
求
め
る
神
（
の
本
性
）
は
無
限
で
は
な
い
。
　
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
に
お
い
て
は
神
自
身
を
求
め
て
動
く
の
で
あ
る
が
、

こ
の
動
き
自
身
が
無
限
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
神
も
無
限
な
の
で
あ
る
。
こ
の
無
限
な
る
神
に
つ
い
て
そ
の
本
性
に
言
及
さ
れ
る
と
き
、

そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
的
な
本
性
と
は
異
な
り
、
人
格
的
存
在
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
神
は
本
性
に
お
い
て
無
限
で
あ
り
、
し
か
も
人
格
的
な
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存
在
と
し
て
無
限
な
の
で
あ
る
。
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
神
は
、
こ
う
し
た
人
格
的
神
、
絶
対
的
「
汝
」
で
あ
る
。

　
無
限
な
る
神
に
向
か
っ
て
無
限
に
動
く
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
被
造
的
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
被
造
物
は
そ
の
存
在
に
お
い
て

根
本
的
に
関
係
的
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
神
の
無
限
性
と
人
間
の
無
限
性
と
は
関
連
し
て
い
る
。
し
か
し
神
の
無
限
が
本
性
的
で
静
止

的
、
自
己
完
結
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
間
の
無
限
は
動
的
で
時
間
的
拡
張
的
で
、
神
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
。
ダ
ニ
エ
ル
ー
が

神
の
無
限
と
人
間
の
無
限
を
「
同
じ
秩
序
」
と
表
現
し
た
の
は
明
か
に
行
き
す
ぎ
で
あ
る
。
人
間
の
無
限
性
は
あ
く
ま
で
も
神
と
の
関
係
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タ
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に
お
け
る
無
限
な
の
で
あ
る
。
ま
た
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
的
生
に
お
け
る
「
進
歩
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク

の
言
う
よ
う
に
こ
れ
を
哲
学
的
論
理
と
し
て
割
り
切
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
神
秘
的
経
験
や
神
秘
的
生
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。

ダ
ニ
エ
ル
ー
を
始
め
、
批
判
す
る
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
も
「
神
秘
主
義
」
と
い
う
こ
と
に
拘
り
す
ぎ
て
い
る
。
大
き
な
見
取
図
に
お
い
て

彼
ら
は
見
誤
っ
て
い
る
。
　
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
に
お
い
て
は
、
「
理
性
的
認
識
i
神
秘
的
経
験
」
と
い
う
図
式
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
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む
し
ろ
「
ギ
リ
シ
ャ
的
認
識
ー
ヘ
ブ
ラ
イ
的
キ
リ
ス
ト
教
的
認
識
」
と
い
う
図
式
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
両
者
を
単
純
な
対

立
関
係
に
還
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
、
と
く
に
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
的
神
認
識
に
つ
い
て
は
こ
う
し

た
観
点
か
ら
解
釈
し
な
い
と
、
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
今
濤
「
神
秘
的
」
と
い
う
言
葉
は
多
様
で
一
義
的
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
他
者
と
共
有
で
き
な
い
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
超
越
的

経
験
を
「
神
秘
的
経
験
」
と
呼
ぶ
な
ら
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
は
神
秘
的
経
験
は
な
か
っ
た
、
と
我
々
は
考
え
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け

る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
エ
ク
ス
タ
シ
ス
や
「
断
崖
の
比
喩
」
等
の
テ
キ
ス
ト
を
論
じ
る
必
要
が
あ
る
が
、
最
早
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
神
秘
的
経
験
漏
で
は
な
く
、
広
い
意
殊
で
の
「
キ
リ
ス
ト
教
的
経
験
扁
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
根
本
的
モ

チ
ー
フ
で
あ
る
。
こ
の
生
に
お
い
て
「
ど
こ
に
導
か
れ
よ
う
と
も
」
キ
リ
ス
ト
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
生
を
通
し
て
、

聖
書
を
読
み
そ
の
記
事
に
従
い
つ
つ
考
え
、
少
し
ず
つ
キ
リ
ス
ト
を
知
る
こ
と
、
こ
う
し
た
経
験
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論

の
中
核
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
の
経
験
を
存
在
論
的
に
基
礎
付
け
（
可
変
性
と
時
問
的
拡
張
性
）
、
完
全
な
生
と
し
て
展
開
し
、
ギ
リ

シ
ャ
的
認
識
論
と
対
決
・
克
服
し
た
も
の
が
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

註

（
1
）
　
い
①
圃
写
…
N
℃
ρ
芝
こ
㌔
ミ
ミ
智
馬
防
§
ミ
鴇
ミ
ミ
鳶
ミ
職
恥
互
用
、
ミ
Q
＼
§
貸
鳳
句
§
、
ミ
8
き
（
勺
7
ゆ
ト
⊃
㎝
Q
。
）
’



（
2
）
　
ピ
。
〈
ε
o
ざ
〉
・
O
‘
聴
隷
鴨
O
、
§
鳳
G
隷
鼠
醤
。
、
b
σ
鴨
§
㍗
Z
①
要
目
。
時
…
田
9
6
二
号
切
。
≦
日
野
σ
出
ω
ず
興
ロ
。
お
①
O
（
冨
ω
①
）
り
や
譲
Q
。
．

（
3
）
評
ω
。
・
ヨ
。
門
Φ
し
．
u
↓
譜
、
ミ
、
鮎
6
勘
ミ
ミ
黛
ミ
さ
§
い
。
巳
8
一
Φ
刈
ρ
や
軽
G
。
’

（
4
）
　
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。
じ
U
巴
窪
p
器
さ
鍔
q
．
〈
o
ジ
O
、
Q
偽
。
、
鰭
§
さ
毯
鋒
b
ミ
魁
ミ
鴇
“
晦
魁
町

　
O
舳
ミ
鳶
（
0
ぼ
貯
二
陣
9
Φ
譲
Φ
剛
受
配
邸
ω
y
図
ぎ
ω
δ
幽
Φ
言
”
鰍
。
冨
p
づ
①
の
＜
Φ
二
9
騨
δ
Q
。
躯
（
お
貿
に
y
℃
．
“
I
b
。
9
ま
た
b
び
煽
夢
野
0
7
、
§
弓
田
嚇
§
“
」
ミ
。
器
勲

　
ω
…
欝
§
σ
q
ω
び
9
。
馨
Φ
号
H
b
d
①
忌
器
『
〉
訂
留
巳
Φ
α
魯
乏
凶
ω
ω
Φ
霧
魯
餌
津
窪
一
露
卜
⊃
u
戸
ω
切
。
。
ム
8
…
①
卜
。
刈
よ
紹
…
お
①
為
。
。
⑩
を
参
照
、
特
に
ウ
ω
箋
i

　
劇
O
q
。
恥
『
。
。
黛
を
参
照
。
な
お
そ
れ
以
前
で
は
コ
ッ
ホ
が
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
を
フ
ィ
β
ソ
と
レ
ッ
シ
ン
グ
に
関
連
付
け
て
論
じ
て
い
る
（
国
o
o
ダ
頴
二

　
U
冨
ヨ
団
ω
ユ
ω
o
『
㊦
づ
ω
o
ず
餌
¢
①
p
一
）
9
3
0
お
脚
。
『
〈
o
昌
2
団
ω
。
。
p
↓
魯
◎
Q
◎
O
（
お
Φ
G
o
y
℃
●
念
罵
）
。

（
5
）
　
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
現
在
刊
行
中
の
全
集
が
あ
る
。
　
こ
れ
は
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
・
モ
レ
ン
ド
ル
フ
（
q
’
〈
・

　
≦
＝
9
δ
ヨ
。
〈
津
N
－
寓
。
Φ
目
①
⇔
氏
。
『
鴇
）
の
意
向
を
受
け
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
で
も
有
名
な
イ
エ
ガ
ー
（
芝
．
富
。
σ
q
Φ
『
）
が
始
め
、
現
在
も
進
行
中

　
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
学
老
や
教
父
学
者
で
は
な
く
、
西
洋
古
典
学
者
達
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
国
．
旨
し
d
「
竃
社
か
ら
出
版
さ
れ
、

　
O
器
ぴ
q
o
愚
Z
冨
。
・
Φ
鼠
O
需
審
（
O
Z
O
）
と
題
さ
れ
た
こ
の
全
集
は
現
在
も
進
行
中
で
あ
る
が
、
主
要
な
も
の
は
大
体
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
『
モ
ー
セ

　
の
生
涯
』
に
つ
い
て
は
ダ
ニ
エ
ル
ー
の
校
訂
版
（
U
四
降
一
飢
O
～
旨
O
、
“
肉
O
鼠
鳴
蹴
恥
≧
ヒ
恥
恥
鳴
卜
黛
賠
鳶
織
鳴
　
ミ
O
跨
♪
　
ω
O
憎
。
弓
”
　
℃
鋤
ユ
ω
　
一
周
置
c
Q
）
を
使

　
用
し
た
が
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
こ
の
全
集
を
使
用
し
た
。

（
6
）
　
U
鋤
巳
蝕
。
～
H
二
℃
、
ミ
。
ミ
恥
§
鳴
ミ
ミ
魯
ご
鷺
恥
§
誘
～
貯
§
”
（
弓
7
Φ
o
ざ
σ
q
冨
卜
⊃
）
り
勺
餌
ユ
。
。
…
〉
信
甑
憂
節
り
㎝
鴇
讐
℃
．
卜
δ
2
山
ミ
■

（
7
）
　
但
し
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
自
身
が
こ
の
語
を
「
術
語
」
と
し
て
使
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ダ
ニ
エ
ル
ー
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス

　
が
こ
の
語
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
使
う
の
は
一
箇
所
の
み
で
あ
る
（
ぎ
O
弩
叶
‘
o
づ
◎
O
Z
O
＜
同
唱
．
寄
♪
ま
…
U
p
乱
色
。
～
o
戸
。
駅
戸
b
。
り
。
。
”

　
昌
。
冨
一
）
。
し
か
し
こ
の
語
の
動
詞
形
驚
m
藍
碧
遷
の
中
動
態
分
詞
蹄
雲
詩
へ
と
需
ξ
り
は
ピ
リ
ピ
書
3
章
1
3
節
に
見
ら
れ
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ

　
の
思
想
を
述
べ
る
際
に
、
よ
く
こ
の
聖
書
の
箇
所
を
引
用
す
る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
ダ
ニ
エ
ル
ー
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ナ
ス
に
お
け
る
「
魂
の
神
へ
の

　
不
断
の
前
進
」
と
い
う
思
想
を
「
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
」
（
伽
試
驚
ミ
へ
の
）
と
い
う
語
で
表
現
し
た
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
宙
身
は
い
く
つ
か
の
箇
所
で
「
プ
ロ

　
コ
ペ
ー
」
（
竃
ミ
轟
“
）
等
の
語
も
使
う
（
ぎ
O
臼
。
暮
‘
o
い
即
0
2
0
〈
H
や
一
q
Q
。
り
口
受
陰
）
。

（
8
）
　
言
う
ま
で
も
な
く
ダ
ニ
エ
ル
ー
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
を
神
秘
主
義
老
と
し
て
解
釈
す
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
を
神
秘
主
義
者
と
し
て
解
釈
す
る
こ

　
　
　
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
哲
巌
ず
研
究
　

飾
弟
五
甲
臼
六
十
旧
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

　
と
は
1
9
世
紀
末
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。
ダ
ニ
エ
ル
ー
同
様
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
を
神
秘
家
と
解
釈
す
る
研
究
書
と
し
て
は
次
の
も
の
が
主
な
も
の
と
し

　
て
挙
げ
ら
れ
る
。
〈
α
野
①
さ
乏
．
”
O
鳶
偽
鶏
q
§
〉
ぜ
防
魯
ミ
砺
ミ
ヒ
無
簿
“
さ
芝
δ
ω
9
α
①
登
戸
蚕
訂
N
Q
Q
e
o
貯
霞
く
Φ
「
貯
σ
q
O
ヨ
ぴ
鉾
お
綴
・
フ
ェ
ル

　
カ
ー
の
研
究
書
は
非
常
に
豊
富
な
引
用
に
満
ち
、
思
わ
ぬ
テ
キ
ス
ト
を
教
え
ら
れ
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
を
多
様
な
観
点
か
ら
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し

　
反
面
あ
ま
り
に
も
多
く
の
要
素
が
雑
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
や
や
雑
多
で
統
「
性
に
か
け
る
。
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
（
竃
。
さ
息
）
に
つ
い
て

　
は
、
基
本
的
に
ダ
ニ
エ
ル
ー
の
見
解
と
同
じ
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
9
）
ζ
O
雪
げ
二
〇
増
」
鮒
0
2
0
≦
℃
．
ω
器
捗

（
1
0
）
　
コ
簿
。
巳
ω
ヨ
ρ
罰
b
o
⑩
膳
（
コ
。
⊆
ω
ω
o
ヨ
ヨ
①
。
。
母
轟
冨
く
冨
創
、
信
己
。
コ
）
…
ζ
《
ω
焦
ρ
¢
0
9
冨
け
曾
9
話
。
冨
N
O
審
σ
q
o
饗
。
畠
①
窯
冨
ω
ρ
目
『

　
b
驚
畿
ミ
ミ
ミ
ミ
儀
白
血
黛
、
㍉
ミ
ミ
疑
鳳
．
β
N
℃
”
ユ
ω
”
ω
Φ
9
暮
冨
雪
ρ
6
㎝
ρ
8
剛
・
お
Q
。
N
（
Q
Q
蹄
9
①
賃
訂
Φ
　
8
鴇
①
　
智
ヨ
鉱
ω
　
鳥
、
多
寡
富
＝
9
冨
℃

　
一
、
帥
ヨ
①
⇔
く
帥
昌
o
o
蝕
一
．
ぎ
帥
鋤
、
冨
⊆
巴
自
①
o
①
簿
①
審
謬
免
）
話
）
．

（
1
1
）
　
神
と
魂
と
の
　
致
に
つ
い
て
は
上
述
の
引
用
文
の
ほ
か
に
は
と
り
わ
け
次
を
参
照
、
℃
一
舞
。
訊
。
。
ヨ
①
－
や
一
リ
メ
ま
た
フ
ェ
ル
ヵ
1
も
「
　
致
」

　
に
つ
い
て
語
る
。
＜
α
節
Φ
び
。
や
。
搾
”
℃
．
b
。
お
胤
■
を
参
照
Q

（
1
2
）
　
我
々
は
次
の
点
に
疑
問
を
持
つ
。
ダ
ニ
エ
ル
ー
は
こ
こ
で
神
と
魂
は
「
同
じ
秩
序
」
（
鳥
。
ヨ
Φ
ヨ
①
o
巳
器
）
に
属
し
て
い
る
と
言
う
が
、
次
で

　
神
と
魂
の
「
本
質
的
網
違
」
に
言
及
す
る
。
神
と
魂
が
本
質
的
に
絹
害
し
て
い
る
な
ら
、
な
ぜ
神
と
魂
が
「
同
じ
秩
序
」
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
同
じ
秩
序
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
神
と
魂
が
「
同
じ
秩
序
」
に
い
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
と
も
ダ
ニ
エ
ル
ー
は
神
と
魂
の
「
一
致
」
を
考
え

　
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
魂
の
「
無
限
」
の
前
進
が
神
の
「
無
限
」
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
、
我
々
は
後
で
閥
題
に
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
3
）
　
「
し
ら
ふ
の
酩
酊
」
（
蕊
息
息
き
の
烹
§
）
は
、
周
知
の
と
お
り
フ
ィ
ロ
ソ
に
遡
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
こ
れ
を
論
じ
て
い
る
古
典
的
箇
所
は
、

　
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
に
あ
る
（
ぎ
O
⇔
簿
．
”
o
『
．
一
ρ
O
Z
O
＜
囲
質
ω
O
G
。
塗
）
。
ダ
ニ
エ
ル
ー
は
こ
う
し
た
逆
説
的
表
現
を
神
秘
的
経
験
（
エ
ク
ス
タ
シ

　
ス
）
と
解
釈
し
、
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
の
中
に
位
薩
付
け
る
。
従
っ
て
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
に
お
け
る
「
輝
け
る
糊
」
も
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
解
釈
さ

　
れ
る
。

（
1
4
）
　
蜜
熱
三
〇
弓
①
蹟
智
勝
；
b
龍
q
篭
軸
討
ミ
鳶
雲
壌
、
O
ミ
、
霧
伽
ミ
O
、
露
ミ
§
嵩
〉
電
鈎
翁
O
鳶
鴫
。
、
物
映
、
ミ
勘
§
嵩
O
ミ
穂
薄
Q
偽
、
ミ
§
、
ミ
湧
恥
㍗



　
笥
隷
§
ミ
ミ
貸
層
壽
ヒ
砺
隷
．
O
α
簿
一
コ
ひ
q
ω
鑓
＜
9
轟
自
Φ
口
げ
。
①
o
評
欝
乎
口
℃
冨
。
ぽ
計
一
8
伊
ま
た
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
に
つ
い
て
の
研
究
の
内
で
ハ
イ
ネ
は
、

　
ダ
ニ
エ
ル
ー
等
の
神
秘
的
解
釈
を
批
判
す
る
（
口
飢
コ
ρ
建
国
．
”
℃
ミ
、
象
畿
。
鳶
§
き
恥
胃
凡
ミ
§
§
疑
奇
（
℃
9
け
ユ
ω
臨
。
ヨ
§
o
σ
q
轟
b
ず
ω
①
ユ
⑦
ω
噸
Φ
y

　
O
9
ヨ
酵
置
σ
q
①
護
ω
・
…
↓
冨
℃
議
外
山
Φ
壱
三
p
℃
p
鼠
ω
ユ
。
閃
。
§
α
固
瓜
。
謎
色
目
」
⑩
胡
）
。
彼
に
よ
る
と
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
は
主
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
「
飽
き
」

　
（
亀
、
。
り
）
へ
の
批
判
で
あ
っ
て
、
神
秘
的
経
験
で
は
な
い
。

（
1
5
）
　
〉
「
ヨ
ω
町
0
5
堕
〉
．
顕
”
｝
↓
評
ω
卜
σ
卜
⊃
（
お
刈
一
y
O
．
卜
⊃
ω
？
卜
」
お
■

（
1
6
）
　
残
念
な
が
ら
筆
者
は
未
見
で
あ
る
が
、
ダ
ニ
エ
ル
…
が
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
の
批
判
に
応
え
た
論
文
が
あ
る
。
O
ぼ
す
ヨ
塾
。
嵩
冒
⑩
9
只
δ
ヨ
鉱
ρ

　
①
け
象
謀
駄
審
鳥
①
一
、
①
ω
胃
寓
0
7
Φ
N
O
審
ぴ
q
o
畔
①
畠
①
窯
《
ω
ω
o
図
o
Q
陶
α
①
（
一
⑩
①
o
O
）
Ψ
ミ
刈
－
お
Q
Q
．

（
1
7
）
　
＆
『
時
b
＆
兼
亀
㌣
錯
e
、
隊
鳶
”
＆
計
へ
鍵
舞
e
紳
『
ひ
↓
＆
8
魁
誤
R
℃
昌
昌
ヘ
ド
勺
げ
冨
答
p
b
⊃
O
刈
p
開
．

（
1
8
）
ヨ
⇔
鉱
①
菩
①
薦
”
o
や
島
f
℃
■
5
①
．
所
謂
「
光
一
雲
－
闇
」
と
い
う
三
段
階
は
、
ダ
ニ
エ
ル
ー
の
挙
げ
た
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
の
テ
キ
ス
ト
に

　
し
か
見
ら
れ
な
い
。
モ
ー
セ
に
つ
い
て
も
、
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
に
お
い
て
は
少
し
違
う
（
閃
奪
σ
q
¢
ω
§
り
即

　
勺
唇
σ
q
話
ω
ω
貯
℃
o
篤
①
○
甑
。
昌
”
○
一
．
Φ
ぴ
q
o
『
楼
Z
《
ω
ω
p
、
ω
〈
洋
曽
蜜
。
矯
巴
ω
層
写
的
牒
㌔
ミ
、
N
二
目
↓
q
嵩
㌍
切
Φ
ユ
貯
…
〉
評
。
鳥
①
コ
臥
①
－
＜
①
凱
餌
ひ
q
”
δ
刈
ρ
O
．

　
ω
一
声
8
8
鼻
）
。
そ
も
そ
も
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
に
お
い
て
は
「
闇
」
の
前
段
階
と
し
て
の
「
雲
」
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
雲
の
代
わ
り
に

　
「
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
」
に
言
及
さ
れ
る
。
ま
た
フ
ェ
ル
カ
ー
は
段
階
の
数
多
性
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
（
＜
α
築
①
グ
≦
‘
o
P
o
霊
矯
勺
．
お
b
。
y
。

　
実
際
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ
う
し
た
三
段
階
（
O
図
　
H
H
℃
　
Φ
O
り
　
∩
甲
ワ
例
O
　
H
曽
　
口
　
b
σ
㎝
ω
）
に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
至
福
に
つ
い
て
』
等
で
は

　
各
講
話
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
段
階
を
表
し
て
い
る
。
従
っ
て
段
階
の
数
や
ま
た
そ
の
論
理
的
整
合
性
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
聖
書
の
記
述

　
に
従
っ
て
（
昏
戦
O
N
O
に
腎
へ
黛
）
少
し
ず
つ
歩
む
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
剛
σ
置
G
O
．
蕊
ω
も
’
お
9

（
2
0
）
　
］
≦
齢
三
〇
⇒
び
2
σ
q
》
o
Ψ
9
f
宰
＝
刈
鎗
も
■
卜
⊃
O
ρ

（
2
1
）
　
H
σ
箆
．
”
Ψ
卜
σ
O
痴
■

（
2
2
）
　
ス
ト
リ
ッ
ツ
キ
ー
は
「
ウ
ニ
オ
・
ミ
ュ
ス
テ
ィ
カ
」
で
は
な
い
仕
方
で
の
「
所
有
」
を
認
め
て
い
る
。
Q
り
鍵
津
N
渥
ざ
護
㍉
ゆ
●
〈
o
p
二
N
軸
馬
ミ
、
、
o
・

　
ミ
ミ
蕊
職
ミ
肉
幕
§
ミ
ミ
リ
曾
帖
O
、
轟
ミ
q
§
〉
宣
旨
”
ζ
量
目
Φ
霊
＜
①
『
冨
σ
q
＞
ω
。
冨
浮
雲
自
沖
お
刈
ρ
℃
．
一
8
断
を
参
照
。
彼
女
に
よ
る
と
「
分

　
　
　
工
ペ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
一



　
　
　
哲
愚
ず
研
究
　

第
五
百
六
十
凸
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

　
有
」
と
い
う
こ
と
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
何
ら
か
の
「
所
有
」
が
認
め
ら
れ
る
。

（
2
3
）
　
H
三
鎚
‘
P
N
O
合
や
一
①
謡
も
参
照
。
こ
の
見
解
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
テ
キ
ス
ト
で
は
次
の
と
こ
ろ
に
対
応
し
て
い
る
。
ぎ

　
O
Z
O
＜
一
マ
扇
O
Q
噂
置
篇
課
6
両
押
①
①
Q
◎
》
O
Z
O
H
や
邸
お
矯
δ
h
4

O
ρ
」
9
二
〇
巴
．
一
だ

（
2
4
）
　
信
仰
に
つ
い
て
は
ダ
ニ
エ
ル
ー
も
論
じ
て
い
る
（
特
に
次
の
も
の
を
参
照
。
ζ
《
ω
鉱
ρ
幻
①
α
o
冨
3
器
σ
冨
0
7
0
N
O
審
σ
q
o
騨
。
ユ
⑦
ズ
誘
ω
ρ

　
8
い
一
〇
。
胡
）
。
し
か
し
こ
こ
で
ミ
ュ
ー
レ
ソ
ベ
ル
ク
は
「
儒
仰
の
み
」
と
い
う
意
味
で
副
う
。

　
　
　
　
　
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
パ
ウ
μ
を
全
く
よ
く
理
解
し
て
い
た
。
神
の
法
廷
の
前
で
は
、
人
間
は
要
求
で
き
る
も
の
と
し
て
所
有
し
て
い
る
も
の

　
　
　
　
は
何
も
示
す
こ
と
が
幽
来
な
い
の
で
あ
る
（
弓
．
邸
O
O
）
。

（
2
5
）
　
じ
d
受
け
冨
器
5
国
・
¢
・
〈
o
轟
こ
、
、
魯
§
量
ミ
博
§
恥
魯
．
肉
偽
器
凡
題
黛
貯
感
ミ
ご
魯
㌧
ミ
偽
、
ミ
軌
鷺
ミ
題
叙
鳴
O
ミ
偽
鼠
ミ
翫
驚
〉
ぜ
毯
♪
℃
9
二
ω
”

　
じ
d
Φ
鋤
¢
o
び
Φ
ω
欝
ρ
お
「
お
噂
い
∂
塗
或
は
次
の
も
の
も
参
照
。
O
①
厭
く
。
房
δ
o
q
巴
9
ρ
ζ
①
三
唱
．
誌
律
し
か
し
パ
ル
タ
ザ
ー
ル
の
解
釈
は
独
得
で
あ
り
、
非

　
常
に
鋭
い
見
鰹
が
散
晃
さ
れ
る
一
方
で
、
受
け
入
れ
難
い
点
も
あ
る
。

（
2
6
）
　
注
1
2
を
参
照
。
竃
ロ
窪
魯
9
茜
”
o
や
。
狩
℃
．
一
㎝
O
も
参
照
。

（
2
7
）
　
例
え
ば
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
「
沈
黙
」
に
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
的
な
も
の
の
経
験
を
認
め
て
い
る
。
0
9
P
沁
；
0
7
蔓
・

　
ω
o
簿
9
瓢
湯
冷
び
霧
魯
。
・
¢
箒
ぴ
。
α
q
お
δ
8
冨
写
0
9
3
同
『
謡
袋
、
妨
ミ
題
叙
禽
ミ
ミ
篭
秘
さ
鷲
曾
籍
ミ
ぽ
篭
斜
o
Q
ε
露
σ
q
餌
ほ
＼
O
o
簿
勢
お
ト
⊃
。
。
矯
㍗
ゲ
δ
を

　
参
照
。

（
2
8
）
　
例
え
ば
次
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
美
を
ま
す
ま
す
豊
か
に
享
受
す
れ
ぼ
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
強
く
願
墾
に
満
ち
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
や
神
と
～
致
し
た
魂
は
享
受
に
満

　
　
　
　
足
し
尽
く
す
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
（
冒
9
暮
‘
o
『
．
押
O
Z
O
≦
ワ
維
℃
？
G
。
．
）

　
　
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
「
一
致
に
お
け
る
前
進
」
と
い
う
ダ
ニ
エ
ル
ー
の
見
解
に
当
て
は
ま
る
。

（
2
9
）
　
U
①
σ
の
簿
‘
o
憎
．
ρ
O
Z
O
“
鳶
や
お
G
。
ミ
h
．
倶
し
塾
舎
に
見
れ
ば
、
こ
こ
で
は
「
神
を
持
つ
」
と
い
う
表
舞
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は

　
正
確
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
故
、
神
を
見
る
者
は
善
の
リ
ス
ト
に
あ
る
全
て
の
も
の
を
、
見
る
こ
と
を
通
し
て
持
っ
て
い
る

　
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
「
神
」
で
は
な
く
、
「
善
の
ジ
ス
ト
に
あ
る
全
て
の
も
の
」
を
持
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「
善
な
る
全
て
の
も
の
」
と
「
神
」



　
と
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
反
面
そ
う
し
た
限
定
は
、
神
自
身
の
限
定
に
な
る
。
次
の
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
な
ら

　
な
い
。
神
を
他
の
被
造
的
な
も
の
か
ら
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
神
が
そ
れ
ら
で
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
超
え
て
い
る
か

　
ら
で
あ
り
、
超
越
し
つ
つ
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
包
含
」
と
い
う
要
素
を
無
視
し
て
、
単
に
神
と
被
造
物
と
の
差
を
述
べ
る
と
す

　
れ
ば
、
か
え
っ
て
そ
れ
は
神
の
限
定
に
つ
な
が
る
。
神
が
無
限
で
あ
る
の
は
、
被
造
的
な
も
の
一
切
を
内
に
含
み
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
ら
を
超
越
し

　
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
超
越
的
な
神
は
「
善
な
る
全
て
の
も
の
」
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
単
な
る
「
否
定
」

　
と
い
う
意
味
で
区
別
さ
れ
る
な
ら
、
神
は
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
に
表
現
の
修
辞
的
幅
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
即
ち
神
に
は

　
「
善
な
る
全
て
の
も
の
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
「
善
な
る
全
て
の
も
の
」
を
「
神
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
そ
れ
故
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
「
神
は
全
く
あ
な
た
の
内
に
い
る
」
（
や
一
画
）
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
テ

　
キ
ス
ト
に
お
い
て
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
「
神
」
と
「
善
な
る
全
て
の
も
の
」
を
区
別
す
る
よ
う
な
文
脈
で
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
我
々
は

　
上
記
の
区
別
を
取
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
。

（
3
0
）
　
U
Φ
〈
詳
9
】
≦
o
《
ω
β
囲
目
卜
0
6
山
綴
■

（
3
1
）
　
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
に
お
い
て
、
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
の
模
範
と
し
て
よ
く
引
か
れ
る
の
は
こ
の
二
人
で
あ
る
。
モ
ー
セ
は
「
絶
え
ず
よ
り
大
き
く
な

　
る
者
」
（
言
O
雪
ダ
。
『
お
り
O
Z
O
≦
ロ
■
ω
㎝
野
簿
鉢
）
と
し
て
、
パ
ウ
ロ
は
ま
さ
に
「
後
ろ
の
も
の
を
忘
れ
、
前
の
も
の
に
全
身
を
向
け
つ
つ
」

　
（
勺
7
鵠
一
喝
・
　
ω
曽
一
ω
）
と
述
べ
た
者
と
し
て
引
か
れ
る
。
モ
ー
セ
と
パ
ゥ
ロ
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
パ
ゥ
ロ
に
軍
配
が
上
が
り
そ

　
う
で
あ
る
が
（
H
昌
　
○
即
⇔
け
曽
　
O
『
　
Q
Q
噛
　
（
甲
7
【
∩
U
　
＜
H
　
℃
．
地
蒔
㎝
）
、
問
題
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
と
っ
て
は
、
ど
こ
ま
で
達
し
た
か

　
は
問
題
で
は
な
い
（
H
P
O
帥
コ
戸
噂
O
『
駆
”
　
∩
甲
H
4
0
！
N
H
　
や
．
一
一
⑩
）
。
む
し
ろ
ど
こ
ま
で
達
し
て
い
よ
う
と
も
、
「
後
ろ
の
も
の
を
忘
れ
、
前
の
も
の
に
全

　
身
を
向
け
つ
つ
」
神
に
向
か
っ
て
走
る
こ
と
そ
の
こ
と
こ
そ
大
事
な
の
で
あ
る
。

（
3
2
）
　
閃
。
蹟
島
o
P
。
や
簿
’
層
勺
．
ω
O
Φ
を
参
照
。

（
3
3
）
　
1
7
を
参
照
。

（
3
4
）
　
こ
の
文
章
は
分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
補
足
的
に
説
明
す
る
と
、
こ
こ
で
は
「
願
望
」
が
擬
人
的
に
主
語
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
願
望

　
は
、
善
へ
と
急
ぐ
者
（
こ
の
老
が
願
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
が
善
へ
と
走
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
に
身
を
伸
ば
す
、
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

　
　
　
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
一
二



　
　
　
哲
学
研
究
　

仙
弟
五
｝
臼
六
十
m
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

　
る
。
つ
ま
り
善
へ
と
急
ぐ
者
が
善
へ
と
走
れ
ば
、
彼
が
持
っ
て
い
る
願
望
も
　
緒
に
な
っ
て
身
を
伸
ば
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
意
味
で

　
q
ミ
舞
象
隷
へ
冨
翼
へ
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
3
5
）
　
こ
う
し
た
思
想
は
ま
た
パ
ウ
ロ
の
「
日
々
死
ぬ
」
（
剛
0
。
『
．
拓
ω
一
）
と
結
び
付
け
ら
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
と
い
う
の
も
常
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
以
前
把
握
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
美
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
丁
度
パ
ウ
ロ
も
、
過
去
に

　
　
　
死
に
達
成
し
た
も
の
を
忘
れ
て
、
い
つ
も
新
た
な
生
命
を
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、
日
々
死
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
た
。
（
写
O
p
馨
．
”
霞
這
”
O
Z
O

　
　
　
＜
目
宰
ω
①
0
）

（
3
6
）
　
菊
9
‘
㎝
O
Q
。
や

（
3
7
）
　
こ
う
し
た
方
向
に
つ
い
て
は
、
先
に
考
察
し
た
『
モ
…
セ
の
生
涯
』
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。
一
）
o
く
嘗
群
言
。
戸
長
9
員
卜
⊃
ω
需
…

　
“
。
窃
黛
．
を
参
照
。

（
3
8
）
　
グ
レ
。
コ
リ
オ
ス
霞
身
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
他
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
意
味
の
違
い
を
意
識
し
て
い
る
様
子
は
な
い
。
つ
ま
り

　
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
「
善
、
ま
た
は
悪
へ
向
か
う
こ
と
」
と
し
て
、
お
よ
び
「
善
に
お
け
る
増
大
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
で
可
変
性
を
考
え
て
い
る
よ

　
う
に
見
え
る
。
し
か
し
更
に
詳
し
く
見
れ
ば
こ
れ
ら
二
つ
の
可
変
性
は
実
は
一
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
悪
へ
向
か
う
か
、
ま
た
は
善
に
向
か
う
か
と
言

　
う
よ
り
も
、
悪
に
向
か
う
か
、
よ
り
善
く
な
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
善
に
つ
い
て
は
徹
底
的
に
比
較
級
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
次
の
テ
キ
ス
ト
は
典
型
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
と
い
う
の
も
御
言
葉
は
、
本
性
曲
に
変
化
し
や
す
い
我
々
が
転
回
し
て
悪
へ
と
落
ち
込
む
こ
と
な
く
、
常
に
よ
り
善
き
も
の
へ
と
生
ず
る
増

　
　
　
大
と
共
に
よ
り
高
い
も
の
ど
も
へ
の
上
昇
へ
と
向
く
こ
と
、
そ
う
し
て
我
々
の
本
性
の
可
変
性
に
よ
っ
て
悪
へ
と
変
化
し
な
い
こ
と
が
成
就
す

　
　
　
る
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
（
一
5
　
0
”
コ
け
；
　
O
戦
　
Q
◎
嚇
　
O
ツ
胴
○
　
＜
H
　
℃
．
ト
り
㎝
b
φ
）

　
　
そ
も
そ
も
エ
ベ
ク
タ
シ
ス
露
体
が
比
較
級
（
敬
、
鶏
q
o
蕊
⇔
＄
唱
謡
認
為
。
ぐ
）
で
表
現
さ
れ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
比
較
級
に
急
診
し
た
の
は

　
ミ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
基
に
ダ
ニ
エ
ル
ー
の
言
う
「
暗
闘
」
は
「
最
高
の
段
階
」
で
は
な
い
と
批
判
し
た
（
b
譜
q
ミ
隷
ミ
普
学

　
ぎ
蹄
O
ミ
誉
ρ
℃
●
δ
8
諺
9
①
ご
℃
し
Φ
b
。
そ
の
他
次
の
も
の
も
挙
げ
ら
れ
る
。
幹
葺
N
　
《
ざ
。
℃
．
鼻
⊂
ワ
⑩
c
。
．

（
3
9
）
　
従
っ
て
エ
ベ
ク
タ
シ
ス
は
神
の
恩
籠
に
も
基
づ
く
。
そ
も
そ
も
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
西
方
神
学
に
お
け
る
よ
う
に
、
自
然
・
超
窪
然
の
別
を
建
て



　
な
い
（
竃
O
甑
。
コ
び
①
お
’
国
二
ω
賓
づ
雲
α
q
一
の
ヨ
貯
O
話
ぴ
q
o
曼
o
h
Z
《
ω
鴇
”
N
～
く
ミ
、
①
○
。
（
一
⑩
ミ
）
噂
》
⑩
Q
。
1
這
卜
⊃
噂
O
・
課
を
参
照
）
。
神
の
創
造
的
行
為
に

　
よ
っ
て
、
被
造
的
存
在
者
は
神
に
向
か
っ
て
絶
え
ず
増
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
「
よ
り
善
き
も
の
へ
と
御
言
葉
に
よ
っ
て
絶
え
ず
手
引
さ

　
れ
る
魂
」
等
と
言
わ
れ
る
と
き
（
ぎ
O
p
。
コ
f
g
P
O
2
0
＜
H
b
．
卜
。
Q
o
ρ
①
け
O
一
．
）
、
同
時
に
こ
う
し
た
存
在
論
的
次
元
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
4
0
）
　
し
か
し
次
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
。
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
第
1
5
講
話
に
見
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
で
は
、
存
在
す
る
も
の
の
創
造
（
驚
澱
e
）
と
、

　
再
創
造
（
昏
ミ
詩
み
e
）
が
同
じ
順
序
で
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
第
一
の
創
造
に
お
い
て
は
、
諸
存
在
は
創
造
さ
れ
る
と
同
時

　
に
「
完
成
」
（
詩
N
鼠
還
り
）
さ
れ
た
。
従
っ
て
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
も
創
造
さ
れ
る
や
否
や
、
完
全
性
の
域
に
達
し
た
。
し
か
し
悪
の
故
に
堕
落

　
し
た
後
は
、
必
然
的
に
こ
の
悪
か
ら
徐
々
に
脱
し
つ
つ
善
へ
向
か
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
時
間
拡
張
的
拡
が
り
」
（
も
窃
ミ
q
選
紮
暑
へ
息
建
息
謎
q
庵
り
）

　
が
必
要
と
な
る
。

　
　
　
　
第
二
の
再
構
成
に
お
い
て
は
必
然
的
に
時
間
拡
張
的
ひ
ろ
が
り
が
、
第
一
の
善
に
向
か
っ
て
走
り
登
る
老
達
に
伴
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
箇
所
に
お
い
て
は
創
造
に
お
け
る
同
時
性
と
再
創
造
に
お
け
る
時
間
的
拡
張
性
の
対
比
が
問
題
と
さ
れ
、
創
造
の
「
神
の
似
像
」
は
完
全
な

　
も
の
と
し
て
、
静
止
的
で
あ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
の
創
造
に
お
い
て
は
「
時
聞
拡
張
的
拡
が
り
」
が
必
要
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り

　
被
造
物
の
時
間
的
拡
張
性
は
被
造
物
の
悪
へ
の
堕
落
に
基
づ
き
、
こ
の
悪
を
徐
々
に
引
き
離
す
為
の
時
間
的
拡
張
性
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味

　
で
被
造
性
そ
の
も
の
が
時
闘
的
拡
張
性
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
「
神
の
似
像
」
と
い
う
こ
と
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は

　
視
野
に
入
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
「
神
の
似
像
」
と
時
聞
的
拡
張
性
と
は
相
い
れ
に
く
い
。
と
い
う
の
も
「
神
の
写
像
」
と
は
そ
れ
だ
け
で

　
は
静
止
的
で
あ
り
、
被
造
物
自
身
の
時
間
的
拡
張
性
と
い
う
動
態
と
は
対
立
す
る
。
従
っ
て
「
神
の
似
像
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、

　
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ
の
点
明
言
を
避
け
て
い
る
が
、
時
間
的
拡
張
性
は
「
神
の
似
像
」
へ
到
る
「
過
程
」
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
こ
れ
に
つ

　
い
て
我
々
は
如
何
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
問
題
を
こ
こ
で
こ
れ
以
上
論
じ
る
余
裕
は
な
い
。
た
だ
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お

　
い
て
は
、
「
神
の
似
像
」
自
身
の
動
態
を
示
す
テ
キ
ス
ト
も
見
ら
れ
、
ま
た
「
神
の
似
像
」
と
は
何
か
実
質
的
状
態
を
示
す
と
い
う
よ
り
、
神
に
向

　
か
う
と
い
う
魂
の
在
り
方
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
（
ζ
鐸
鋸
①
⇒
σ
Φ
蹟
”
U
冨
¢
コ
①
コ
島
一
。
算
ω
詳
O
o
窪
①
9
や
一
Φ
ω
暁
を
参
照
）
を
指
摘
し
て
お
く
（
コ

　
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ー
に
反
対
。
目
。
づ
舞
p
暮
ぎ
。
¢
噛
約
．
b
暗
↓
袋
偽
笥
嵩
概
澄
浮
、
鳴
O
、
男
望
。
、
⇔
鯉
。
醤
さ
鈎
魯
馬
§
＜
ミ
勘
昏
鳶
ミ
恥
N
ミ
“
鳴
、
』
ミ
隷
－
、
ミ
、
o
、

　
8
㌧
ミ
角
鼻
§
幅
§
駄
、
葛
ミ
逡
隷
6
ミ
ぴ
ミ
忌
§
独
ミ
蹴
ミ
§
・
≦
口
罠
σ
霞
σ
q
「
〉
虞
ひ
q
¢
ω
江
コ
ロ
ω
・
＜
興
冨
α
q
℃
6
①
①
．
や
瓜
合
。
。
①
篇
。
。
“
を
参
照
）
。
こ
う
し

　
　
　
エ
。
ヘ
ク
タ
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
五



　
　
　
折
齪
学
研
薦
九
　
第
五
｝
臼
六
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
た
こ
と
は
神
と
の
「
一
致
」
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
神
と
の
コ
致
」
に
つ
い
て
語
る
が
、
そ
れ
は
所
謂
「
ウ
ニ
オ
ニ
ミ
ュ

　
ス
テ
ィ
カ
」
で
は
な
く
Y
む
し
ろ
「
神
に
向
か
う
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

（
4
1
）
　
こ
の
勲
黙
q
選
考
袋
と
い
う
概
念
は
元
来
「
間
隔
」
を
意
味
し
、
主
と
し
て
空
間
的
に
も
使
用
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
語
を
時
間
（
N
ミ
ξ
り
）
と

　
関
係
さ
せ
る
こ
と
は
と
り
わ
け
ス
ト
ア
派
に
遡
る
。
そ
も
そ
も
は
ぜ
ノ
ン
が
「
時
間
と
は
、
端
的
に
あ
ら
ゆ
る
運
動
の
間
隔
（
勲
隊
q
選
紮
黛
）
で
あ

　
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
Q
o
＜
想
騙
　
H
H
　
切
一
〇
層
　
①
け
　
帥
　
）
。
そ
の
後
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
が
こ
の
概
念
を
引
き
継
ぎ
論
じ
た
。
こ
こ
で
ス
ト
ア
派
に
お
け
る
こ

　
の
概
念
の
意
味
を
論
じ
る
余
裕
は
な
い
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ
の
概
念
を
い
く
つ
か
の
重
要
な
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
使
薄
し
て
い
る
（
『
エ
ウ
ノ
ミ

　
オ
ス
駁
論
』
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
テ
キ
ス
ト
や
次
の
テ
キ
ス
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ぎ
め
0
9
り
自
メ
O
Z
O
＜
℃
■
臨
卜
。
嚇
亀
鵜
．
ぎ
O
ρ
暮
‘
o
『

　
一
伊
0
2
0
＜
H
鵠
ま
Q
。
．
）
。

　
　
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
こ
の
語
は
非
常
に
訳
し
に
く
い
。
実
際
「
時
間
的
拡
張
性
」
と
い
う
訳
語
は
こ
の
語
の
原
意
か
ら
ず
れ
て
い
る
。
し
か

　
し
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
こ
の
訳
語
を
選
ん
だ
。
①
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
我
々
の
魂
に
よ
る
神
へ
の
運
動
を
語
る
と
き
、
そ
の
運
動
は
空
間
的
で
は
な

　
く
胃
壁
的
で
あ
る
。
②
「
間
隔
」
と
は
初
め
と
終
わ
り
が
あ
る
。
従
っ
て
例
え
ば
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
「
人
聞
の
本
性
は
あ
る
初
ま
り
か
ら
終
わ
り
に

　
向
っ
て
デ
ィ
ア
ス
テ
ー
マ
的
に
運
動
す
る
」
と
も
言
う
（
O
蝉
H
が
℃
．
ω
Φ
O
）
。
し
か
し
他
方
尊
勲
閥
象
ミ
ミ
へ
息
淵
巷
篭
工
q
へ
の
（
デ
ィ
ア
ス
テ
ー
マ

　
的
拡
が
り
）
と
い
う
表
現
を
使
い
、
終
わ
り
の
存
在
を
想
定
し
て
い
な
い
場
合
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
死
後
の
生
に
お
い
て
も
デ

　
ィ
ア
ス
テ
ー
マ
を
認
め
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
語
は
「
あ
る
始
ま
り
か
ら
の
広
が
り
」
を
意
味
し
、
「
終
わ
り
」
の
存
在
を
含
意
し
て
い
る

　
「
闘
隔
」
と
い
う
訳
語
は
適
切
で
な
い
と
考
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
「
時
間
的
拡
張
性
」
と
訳
し
て
み
た
。
ま
た
こ
の
デ
ィ
ア
ス
テ
ー
マ
は

　
ア
イ
オ
ー
ソ
（
寝
・
ε
℃
）
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
（
ぎ
晦
9
一
‘
o
貝
。
。
’
O
窯
O
＜
7
薩
O
）
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
デ
ィ
ア
ス
テ
ー
マ
に
つ
い
て

　
の
研
究
は
古
く
は
バ
ル
タ
ザ
！
ル
に
も
見
出
さ
れ
る
が
（
切
鉱
昏
禽
。
ω
9
ユ
び
畿
．
¢
．
く
。
コ
；
勺
お
ω
碧
8
簿
℃
①
霧
⑦
o
や
サ
δ
）
、
と
り
わ
け
次
の
二
つ

　
の
文
献
が
重
要
で
あ
る
。
ゆ
鉱
い
。
・
－
U
．
野
”
o
や
。
搾
…
O
π
酌
。
ゆ
矯
し
ご
●
”
O
触
。
ぴ
q
o
蔓
o
h
Z
《
ω
ω
9
鋤
コ
α
3
⑦
O
簿
℃
℃
巴
o
o
猷
冨
O
o
箒
。
⑦
℃
二
〇
ロ
。
楠
ユ
ヨ
①
●
ま

　
た
パ
ラ
ス
は
「
参
与
」
と
の
関
係
で
も
こ
の
問
題
を
扱
い
、
参
考
に
な
る
（
ミ
叢
誌
．
O
N
賜
ミ
①
肉
O
き
℃
．
お
輯
．
）
。

（
4
2
）
　
0
2
Q
＜
「
℃
璽
山
8
層
G
◎
－
帆
峯
◎
δ
●

（
4
3
）
　
ア
リ
ウ
ス
派
に
属
す
る
異
端
の
一
派
。
「
不
生
性
」
（
織
豊
ミ
鋭
。
り
）
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
神
の
本
質
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
た
。



　
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
や
彼
の
兄
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス
等
は
そ
れ
ぞ
れ
エ
ウ
ノ
ミ
オ
ス
に
対
す
る
論
駁
書
を
著
し
て
い
る
。

（
4
4
）
　
創
造
の
内
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
、
自
然
本
性
か
ら
同
族
的
な
も
の
を
見
る
の
で
あ
り
、
自
己
の
外
に
あ
る
い
か
な
る
老
に
な
っ
て
も
、
そ
の

　
　
　
よ
う
な
存
在
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
e
・
戯
一
”
置
山
①
）
。

　
　
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
水
の
中
に
い
る
も
の
は
水
の
外
に
出
て
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
火
や
地
の
中
に
は
存
在
し

　
な
い
、
と
。
ま
た
し
ば
ら
く
後
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
…
そ
う
し
て
超
越
的
な
者
に
つ
い
て
は
、
認
識
さ
れ
る
本
性
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
信
じ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
知
ろ
う
と
熱
望
し
て
、

　
　
　
同
族
的
な
も
の
（
q
に
N
N
o
｝
℃
侮
り
）
へ
と
向
き
直
る
（
晋
ミ
竃
愚
e
）
の
で
あ
る
（
や
凸
♪
？
り
）
。

　
　
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
い
て
「
同
族
的
な
も
の
」
、
「
向
き
直
る
」
等
の
言
葉
が
如
何
に
反
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
で
あ
る
か
は
閣
ら
か
で
あ
る
。
プ
ロ
テ

　
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
は
周
知
の
と
お
り
こ
う
し
た
図
式
は
全
く
反
対
で
あ
る
。
魂
は
神
と
同
族
で
あ
り
、
一
画
（
一
申
一
う
T
）
へ
と
向
き
直
る
の
で
あ
る
。

（
4
5
）
　
本
論
で
は
魂
の
時
間
的
拡
張
性
を
論
じ
た
。
し
か
し
民
族
の
歴
史
と
い
う
視
点
も
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
に
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
断
片
的
で

　
は
あ
る
が
次
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
も
存
在
す
る
。

　
　
　
　
時
（
　
　
へ
思
為
。
ε
の
）
が
進
む
と
、
善
の
増
大
を
常
に
求
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
力
も
ま
た
よ
り
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
　
　
（
困
切
　
O
m
昌
け
「
り
　
O
弓
　
①
り
　
O
ツ
州
○
　
＜
H
　
”
’
　
一
Φ
躯
h
）

　
　
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
ほ
ん
の
断
片
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
何
も
確
定
で
き
な
い
が
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
を
歴
史
的
に
も
考
え

　
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
4
6
）
　
U
Φ
≦
蜜
窯
。
楓
の
冨
り
困
課
…
一
ρ
9
巴
．

（
4
7
）
　
こ
の
表
現
は
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
ぎ
〇
四
簿
‘
o
『
這
○
冥
O
＜
h
℃
’
ω
総
噛
醇
9
ド

（
4
8
）
　
凝
”
二
」
≦
●
《
司
8
ヨ
曵
。
蔓
ε
9
0
蔓
》
い
、
ぎ
8
「
冒
ひ
9
口
。
⇒
伽
Φ
巖
O
o
H
巳
ω
℃
δ
び
灼
碧
O
審
α
q
o
騨
Φ
紆
Z
団
ω
ω
①
簿
冨
憂
鶏
σ
q
冨
冨
噂
二
。
。
－

　
3
鎮
ρ
厨
映
図
沁
N
》
映
O
」
＜
、
題
、
恥
S
ミ
＼
、
＼
簿
貸
蕊
醤
霧
O
日
豊
鷺
毬
℃
窯
口
P
ω
冨
曳
く
巽
冨
σ
q
＞
ω
O
ず
①
嵩
α
O
『
捧
一
り
刈
ρ
㍗
刈
G
。
O
為
G
。
α
．
ア
ル
ル
に
よ
る

　
と
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
い
て
こ
の
「
栄
光
か
ら
栄
光
へ
」
は
、
洗
礼
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
「
栄
光
の
状
態
か
ら
」
更
な
る
「
栄
光
の
状
態
へ
」
と

　
い
う
意
味
に
解
さ
れ
、
栄
光
の
生
の
「
連
続
性
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
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（
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エ
ペ
ク
タ
シ
ス
は
次
の
よ
う
な
聖
句
と
共
に
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
主
と
し
て
詩
編
8
3
編
6
及
び
8
節
、
第
ニ
コ
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て
フ
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ピ
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挙
げ
ら
れ
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そ
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他
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雅
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コ
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ン
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節
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1
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節
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そ
し
て
第
ニ
コ
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ン
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あ
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こ
れ
ら
は
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
を
論
じ
る
際
に
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
引
く
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
但
し
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
論
自
体
は
特
定
の
聖
句
の
釈
義
で
は

　
な
い
。
む
し
ろ
角
書
が
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
を
表
す
た
め
に
利
用
さ
れ
る
観
が
あ
る
。
例
え
ば
『
雅
歌
に
つ
い
て
隔
第
5
講
話
に
お
い
て
は
、
中
風
の
人

　
の
例
え
（
竃
ρ
P
窃
箱
）
が
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
ぎ
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餌
コ
f
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円
伊
O
Z
O
＜
回
数
一
お
）
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（
5
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こ
の
変
化
に
つ
い
て
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
「
岡
じ
も
の
か
ら
同
じ
も
の
へ
」
の
深
化
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
（
o
■
ぴ
q
．
「
鳩
へ
」
ぎ
O
き
f
自
伊

　
O
Z
O
≦
掌
霞
。
。
諏
．
）
、
あ
る
箇
所
で
は
洋
々
の
も
の
に
な
る
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
役
者
の
比
喩
」
ぎ
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ρ
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Z
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一
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銀
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。
器
で
は
ロ
ゴ
ス
を
創
造
者
と
救
済
者
、
魂
を
力
づ
け
自
ら
に
引
き
害
せ
る
者
と
し
て

　
両
方
か
ら
捉
え
て
い
る
。
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（
5
5
）
　
こ
の
「
絶
望
」
に
つ
い
て
の
テ
キ
ス
ト
を
見
る
と
、
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
の
積
極
的
性
格
が
明
ら
か
に
な
る
。
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
は
こ
う
し
た
「
絶
墾
」

　
か
ら
の
癒
し
と
し
て
、
拒
否
さ
れ
た
本
性
的
認
識
よ
り
低
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
に
挙
げ
る
拙
論
を
参
照
。
「
神
認
識
と
エ

　
ペ
ク
タ
シ
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」
、
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教
研
究
第
6
7
巻
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弩
（
二
九
八
号
）
　
一
九
九
三
年
七
五
頁
－
九
二
頁
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（
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英
訳
の
注
に
お
い
て
、
こ
の
「
背
中
」
は
「
世
界
の
中
に
残
し
た
神
の
働
き
の
痕
跡
」
と
解
釈
す
る
ナ
ジ
ア
ソ
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
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や
フ
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さ
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。
し
か
し
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
に
お
け
る
こ

　
の
テ
キ
ス
ト
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
「
神
の
本
質
i
神
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
」
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。



　
「
背
中
」
と
は
「
従
う
こ
と
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
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判
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
「
飽
き
」
（
薮
為
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）
に
つ
い
て
は
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箇
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で
言
及
さ
れ
る
。
こ
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つ
い
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文
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文
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と
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こ
の
よ
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な
意
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に
お
い
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、
三
位
一
体
論
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お
け
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位
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鳶
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と
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ク
タ
シ
ス
の
関
係
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つ
い
て
一
考
の
価
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ろ
う
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同
じ
こ
と
は
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暗
闇
に
お
け
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認
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」
に
つ
い
て
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え
る
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て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
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。
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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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welche　Erkenntnis　handelt　es　sich　in　Epektasis，　mystische　oder　symbolische？

Gregor　behauptet　die　absolute　Abyss”s　zwischen　Gott　und　Kreaturen．　Es

ergibt　sich　daraus，　daB　es　keine　unio　rnystica　in　Gregors　Gedanken　gibt．

　　Doch　ist　MUhlenbergs　lnterpretation　nicht　genifgend．　lch　behaupte　es，

daB　es　sich　handelt　um　die　quasi　pers6nliche　Erl〈enntnis．　Wir　kennen　den

anderen　Menschen　in　gewissen　MaBe．　Doch　wenn　wlr　auch　diese　Erkenntnisse

sammeln，　k6nnen　wir　nicht　ihn　begreifen．　Es　ist　a　priori　unm6glich．　Der

andere　Mensch　ist　als　der　anderer　immer　transzendent．　Dieser　Widerspruch

　　　quantitative　Erkennbarkeit　und　qualitative　Unerkennbarkeit一！nacht

die　Epektasis　aus．　Diese　Epektasis　besagt　also　die　Verwandlung　von　der

griechlschen　Gotteserken珈is，　d．　h．　der　Wesenserkenntnis　des　Gottes　zu

der　christlichen　Erkenntnis　des　persdnlichen　Gottes．

How　to　Define　the　Concept　of　Logical　Consequence

by　Kouji　Hashimoto，

Graduate　Student　in　Philosophy，

Faculty　of　Letters，

Kyoto　University

　　This　paper　consists　of　five　sections．　ln　the　first　two　sections，　Alfred

Tarski’s　definition　of　logical　consequence，　which　was　advanced　in　his　article

“On　the　Concept　of　Logical　Conseguence”，　is　examined．　There，　1　show　that

his　definition　ls　originaliy　intended　to　satisfy　the　following　two　conditions．

The　first　one，　which　1　call　the　condition　of　scientism，　dernands　that　the

definition　should　contain　only　the　concepts　whose　meanings　are　established

scientifically　and　exclude　metaphysical　or　other　undefined　concepts．　The

second　one，　the　condition　of　material　adequateness，　requires　the　definition

to　conform　to　the　ordinary　usage　of　the　definiendum．　Then　1　argue　that

although　Tarski’s　definition　satisfies　the　condition　of　scientisrn，　whether　it

also　satisfies　the　condition　of　material　adequateness　is　not　clear．
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