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エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
自
由
を
問
題
に
す
る
と
い
う
事
は
、
自
己
を
問
題
に
す
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
自
ら
の
生
を
問
題
に
す
る
と

い
う
事
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
代
と
い
う
時
代
は
、
こ
の
よ
う
な
自
由
と
生
、
或
い
は
自
由
と
存
在
の
繋
が
り
を
殆
ど
閥
題
に
し
ょ
う
と

は
し
な
い
。
自
由
は
社
会
的
な
問
題
で
あ
り
、
生
は
生
物
学
の
問
題
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
我
々
は
、
最
早
こ
の

繋
が
り
を
問
題
に
出
来
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
両
者
の
連
関
を
論
じ
る
地
平
の
消
失
が
、
今
日
の
我
々
の
世
界
喪

失
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
我
々
が
問
題
に
す
る
の
は
、
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
自
由
論
で
あ
る
が
、
彼

に
と
っ
て
自
ら
の
根
源
的
な
自
由
の
実
現
は
、
同
時
に
存
在
の
真
理
の
開
示
、
つ
ま
り
神
の
誕
生
（
成
立
）
と
い
う
事
態
を
意
味
し
た
の

で
あ
る
。
究
極
の
自
由
を
実
現
す
る
事
は
、
同
時
に
究
極
的
な
存
在
理
解
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
こ
れ
ま
で

い
く
つ
か
の
論
文
に
お
い
て
、
我
々
の
自
己
理
解
の
変
容
が
、
同
時
に
世
界
理
解
、
存
在
理
解
の
変
容
を
も
た
ら
す
と
い
う
事
を
明
ら
か

　
　
　
（
1
）

に
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
自
己
理
解
の
変
容
を
導
く
の
が
、
実
は
我
々
自
身
の
内
に
潜
む
根
源
的
な
自
由
へ
の
欲
求
な
の
で
あ

る
。
本
論
は
、
先
ず
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
求
め
た
自
由
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
る
の
か
を

究
明
し
、
最
終
的
に
そ
の
実
現
が
我
々
の
世
界
理
解
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題

＝
＝
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二
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主
体
性
の
自
由
、
存
在
の
非
自
由

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
自
由
も
ま
た
存
在
論
の
地
平
で
論
じ
ら
れ
る
。
彼
の
議
論
は
常
に
神
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
の

彼
の
神
学
の
第
一
命
題
が
「
存
在
は
神
で
あ
る
」
（
い
乏
同
　
一
㎝
①
　
　
　
　
　
単
）
と
い
う
命
題
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
彼
が
近
代
的
な
主
体
性
の
自
由

と
全
く
無
縁
だ
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
彼
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
語
っ
て
い
る
。

　
　
私
が
一
人
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
私
と
共
に
他
の
人
闘
に
も
共
通
す
る
事
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
私
が
存
在
す
る
（
我
あ

　
　
り
）
と
い
う
事
は
、
私
独
り
以
外
の
い
か
な
る
人
間
に
も
属
さ
な
い
。
い
か
な
る
人
間
に
も
、
い
か
な
る
芙
使
に
も
、
私
が
神
と
一

　
　
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
神
に
も
属
さ
な
い
の
で
あ
る
。
（
∪
を
鍔
①
G
。
）

　
こ
こ
で
彼
は
、
は
っ
き
り
と
「
私
の
存
在
」
が
「
私
」
以
外
の
誰
に
も
属
さ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
人
の
人
間
が
、
絶
紺

的
な
主
体
と
し
て
、
自
己
を
慮
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
で
す
ら
も
、
私
と
一
つ
に
あ
る
時
以
外
は
、
私
の
存
在
を
自
ら
の
も
の
に
出

来
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
我
あ
り
」
は
、
神
か
ら
す
ら
も
独
立
し
た
主
体
性
を
意
味
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
彼
の
思
懇
が
近
代
の
自
由
意
識
の
淵
源
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
語
る
「
我

あ
り
（
1
1
私
の
存
在
と
は
、
近
代
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
「
主
体
性
」
と
全
く
同
じ
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

　
近
代
に
お
け
る
「
私
偏
の
「
私
の
存
在
㎏
に
対
す
る
関
係
は
、
あ
く
ま
で
も
他
者
と
の
関
係
の
中
で
一
つ
ま
り
世
界
の
中
で
私
の
存

在
に
対
し
て
主
権
を
主
張
で
き
る
の
は
私
だ
け
だ
と
い
う
意
味
で
一
そ
の
主
体
性
が
保
証
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
主
張

さ
れ
る
主
体
性
（
或
い
は
耳
底
）
は
、
各
人
が
自
ら
の
行
動
に
対
し
て
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
市
民
社
会
の
責
任
倫
理
と
表
裏

一
体
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
後
で
見
る
よ
う
な
存
在
論
的
な
権
利
首
題
と
し
て
「
私
が
私
の
存
在
の
主
体
で
あ
る
」
と

い
う
慕
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
単
に
「
世
界
の
内
で
私
の
存
在
に
対
し
て
主
体
と
し
て
振
る
舞
う
事
が
出
来
る
の
は
私
だ
け
だ
扁
と

い
う
事
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
事
自
体
は
確
か
に
我
々
の
常
識
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
存
在
に
対
す
る
理
解
（
或
い
は



態
度
）
が
、
近
代
の
自
由
意
識
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
、
そ
れ
で
私
と
私
の
存
在
の
関
係
が
尽
く
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。

存
在
を
巡
る
問
題
と
し
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
「
私
扁
が
「
私
の
存
在
」
に
対
し
て
主
体
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
「
私
財
は
「
私

の
存
在
㎏
の
述
語
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
繰
り
返
し
「
神
が
存
在
で
あ
り
、
被
造
物
は
存
在
を
持
た
な
い
無
で
あ
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へ

る
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
我
々
富
江
も
、
自
ら
を
被
造
物
と
し
て
認
識
す
る
限
り
は
、
存
在
の
主
体
に
は
な
り
得
な
い
。
我
々
は
、
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
存
在
の
根
源
か
ら
自
覚
的
に
存
在
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
は
「
気
が
つ
い
た
ら
存
在
し
て
い
た
」
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
私
は
決
し
て
私
の
存
在
の
主
体
で
は
な
い
。
確
か
に
我
々
は
、
自
ら
の
存
在
が
他
の
誰
の
も
の
で
も
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
う
事
か
ら
言
え
ば
「
私
は
私
の
存
在
の
主
体
で
あ
る
」
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
問
題
を
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
存
在
論

的
に
「
私
」
と
「
私
の
存
在
」
の
関
係
と
し
て
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
「
高
齢
は
、
私
の
存
在
の
主
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
の
存
在
の
述
語

な
の
で
あ
る
。

　
現
代
に
生
き
る
我
々
は
、
自
由
を
問
題
に
す
る
時
、
「
私
は
私
の
存
在
の
主
体
で
あ
る
」
と
い
う
事
を
当
然
の
前
提
と
す
る
。
し
か
し

「
私
自
身
に
お
け
る
私
」
の
閥
題
と
し
て
自
由
を
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
の
前
提
自
身
が
更
に
存
在
論
的
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
「
私
の
存
在
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
」
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
後
の
議
論
の
為
に
も
、

責
任
倫
理
と
表
裏
一
体
の
自
由
を
「
主
体
性
の
自
由
（
広
義
の
行
動
の
自
由
）
」
と
呼
び
、
今
我
々
が
問
題
に
し
て
い
る
自
由
を
「
存
在

の
自
由
（
宗
教
的
な
自
由
）
」
と
呼
ぶ
事
に
し
よ
う
。
我
々
は
、
主
体
性
の
自
由
な
ら
ば
主
張
出
来
る
が
、
存
在
の
自
由
は
主
張
出
来
な

い
。
我
々
は
、
自
然
の
状
態
で
は
、
存
在
に
関
し
て
或
る
種
の
受
動
態
に
あ
り
、
決
し
て
そ
の
主
体
で
は
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
文
脈

に
目
を
向
け
る
な
ら
、
こ
う
し
た
存
在
の
受
動
態
と
い
う
事
は
、
「
被
造
物
」
と
い
う
表
現
に
明
確
に
見
て
取
る
事
が
出
来
る
。
被
造
物

と
は
、
文
字
通
り
「
造
ら
れ
て
存
在
す
る
物
」
、
「
存
在
を
受
け
取
っ
て
存
在
す
る
物
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
で
は
、
我
々
に
出
来
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
の
非
自
由
を
動
か
し
難
い
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
事
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
少
な

く
と
も
「
気
が
つ
い
た
ら
存
在
し
て
い
た
」
と
い
う
自
然
状
態
の
「
私
」
を
主
体
の
位
置
に
置
く
限
り
、
こ
の
非
自
由
の
克
服
は
不
可
能

　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
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四

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
「
私
」
は
、
自
ら
の
存
在
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
「
私
」
で
あ

っ
て
も
、
自
ら
の
存
在
に
対
し
て
主
体
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
「
私
」
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
倣
っ
て
「
我
性
①
蒔
¢
閂
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ω
。
冨
暁
こ
と
呼
ぶ
事
に
し
よ
う
。
語
性
と
は
、
（
自
ら
の
存
在
を
自
覚
し
て
は
い
な
い
た
め
）
実
は
存
在
の
述
語
で
し
か
あ
り
得
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
自
覚
す
る
事
な
く
、
一
切
に
対
し
て
主
体
と
な
り
得
る
と
思
い
違
え
て
い
る
主
体
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
実
は
真
の
主
体
で
は
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
真
の
主
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
擬
似
主
体
性
な
の
で
あ

（
5
）

る
。
し
か
し
我
等
は
、
自
ら
の
存
在
の
正
体
を
知
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
我
性
は
、
そ
う
し
た
自
ら
の
存
在
へ
の
問
い
を
問
う
事
な
く
「
私

は
私
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
主
体
性
な
の
で
あ
る
。
「
私
」
を
支
え
て
い
る
の
は
、
「
私
の
存
在
と
い
う
私
の
知
ら
な
い
何
か
」
な
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
「
私
の
存
在
と
い
う
私
の
知
ら
な
い
何
か
」
が
自
覚
さ
れ
な
い
限
り
、
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
私

の
自
己
同
一
性
（
根
源
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
は
主
張
さ
れ
得
な
い
。
し
か
し
こ
の
事
は
逆
に
、
我
々
の
存
在
の
非
自
由
が
、
「
私
」

自
身
が
「
私
の
存
在
」
の
正
体
を
知
ら
な
い
と
い
う
存
在
論
的
な
無
自
覚
に
由
来
す
る
と
い
う
事
を
承
唆
す
る
。
事
実
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は

「
魂
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
と
い
う
表
現
で
我
々
人
聞
の
究
極
の
自
由
を
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
実
は
「
存
在
そ
の
も
の
」
で
あ

る
と
こ
ろ
の
神
を
認
識
す
る
と
い
う
事
態
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
神
認
識
は
、
神
の
存
在
を
自
ら
の
存
在
と
し
て
受
け
取
る
と
い
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

極
め
て
特
異
な
認
識
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
に
究
極
の
存
在
と
生
を
一
そ
れ
ゆ
え
存
在
の
自
由
を
一
も
た
ら
す
も
の
な
の
で

あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
う
し
た
究
極
の
自
由
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
い
る
人
悶
の
こ
と
を
「
真
人
≦
弩
ヨ
窪
ω
。
冨
」
と
呼
ん
で
い

（
7
）

る
が
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
1
シ
ョ
ン
で
あ
る
「
義
な
る
人
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
義
な
る
人
は
、
神
に
も
被
造
物
に
も
仕
え
な
い
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
彼
は
、
自
由
（
く
巴
一
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
創
造
さ
れ
た
も

　
　
の
は
、
総
て
自
由
で
は
な
い
。
神
自
身
で
は
な
い
何
か
或
る
も
の
が
私
の
上
に
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
私
を
押
さ
え
つ
け
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
U
≦
鍔
①
b
。
）

　
こ
こ
で
「
創
造
さ
れ
た
も
の
は
自
由
で
は
な
い
偏
と
書
わ
れ
て
い
る
の
は
、
先
に
見
た
被
造
物
の
非
自
由
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が



エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
自
己
の
徹
底
的
な
放
下
の
後
に
続
く
「
魂
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
と
い
う
事
態
に
お
い
て
、
我
々
が
神
に
も
等

し
い
自
由
を
手
に
入
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
由
を
求
め
る
情
熱
に
つ
い
て
、
彼
は
「
魂
の
怒
り
画
冨
ω
9
σ
ま
ω
」
と

い
う
こ
と
を
言
い
、
そ
れ
を
「
向
上
力
Φ
冒
黛
互
Φ
σ
q
窪
α
ご
ξ
p
h
こ
と
訳
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
向
上
力
と
い
う
業
に
特
有
な
の
は
、
そ
れ
が
上
へ
と
向
か
う
と
い
う
事
で
あ
る
。
…
…
魂
に
特
有
な
業
と
は
、
そ
の
力
で
間
断
な
く

　
　
上
へ
と
向
か
っ
て
行
く
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
し
て
魂
が
脇
見
を
す
る
な
ら
ば
、
高
慢
に
陥
り
、
罪
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら

　
　
の
上
に
何
物
か
が
あ
る
事
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
私
が
思
う
に
、
そ
れ
は
自
ら
の
上
に
神
が
い
る
事
さ
え
も
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
（
U
≦
鐸
竃
ω
）

　
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
史
上
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
表
明
さ
れ
た
自
由
へ
の
情
熱
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

自
由
へ
の
情
熱
が
、
「
神
の
突
破
」
「
神
の
放
下
」
と
い
っ
た
言
葉
を
語
ら
し
め
る
原
動
力
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
事
は
疑
い
な
い
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
全
幅
を
こ
の
情
熱
が
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
自
己
自
身
の
放
下
と
い
う
事
を
説
き
、
魂

の
奥
底
に
神
を
も
含
め
た
一
切
の
存
在
が
成
立
す
る
場
所
を
見
出
し
、
そ
こ
か
ら
神
か
ら
す
ら
も
自
任
な
「
個
と
し
て
の
自
己
」
の
実
現

と
い
う
事
を
語
る
に
至
る
ま
で
の
一
切
の
動
性
を
、
こ
の
情
熱
が
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
神
を
無
視
す
る
自

己
中
心
的
な
方
向
へ
と
話
を
進
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
勿
論
そ
う
で
は
な
い
。
「
魂
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る

為
に
は
、
我
々
が
自
ら
を
徹
底
的
に
放
下
す
る
と
い
う
事
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
放
下
が
、
何
故
我
々
に
自
由
を
も
た

ら
す
事
に
な
る
の
か
。

　
自
由
は
様
々
な
仕
方
で
論
じ
ら
れ
る
が
、
宗
教
的
な
問
題
と
し
て
み
れ
ば
、
（
「
救
済
」
等
の
表
現
で
語
ら
れ
る
）
「
苦
悩
な
ど
か
ら
の

解
放
と
し
て
の
自
由
」
と
（
「
永
遠
の
生
命
」
等
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
語
ら
れ
る
）
「
創
造
的
、
積
極
的
な
自
由
」
と
い
う
区
別
が
認
め
ら
れ

よ
う
。
と
は
い
え
両
雄
は
、
実
際
に
は
密
接
な
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
ま
た
、
こ
う
し
た
自
由
の
両
面
を
放

下
を
軸
に
し
な
が
ら
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
苦
悩
か
ら
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
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一
二
六

　
　
（
人
々
は
言
う
）
「
私
は
ど
こ
そ
こ
に
い
て
、
か
れ
こ
れ
を
為
す
の
で
な
け
れ
ば
、
う
ま
く
や
っ
て
い
け
な
い
。
私
は
出
家
し
て
隠

　
　
者
に
な
る
か
、
修
道
院
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
…
…
こ
れ
は
我
意
（
①
…
磯
聖
旨
ぞ
窪
①
）
で
あ
る
。
人
が
認
め
よ
う
と
認

　
　
め
ま
い
と
、
我
意
か
ら
で
な
け
れ
ば
汝
の
内
に
葛
藤
（
信
3
〈
ユ
鳥
Φ
）
は
決
し
て
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
汝
を
妨
げ
て
い
る
の
は
、

　
　
事
物
の
内
に
あ
る
汝
自
身
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
汝
は
事
物
に
お
い
て
逆
倒
し
た
（
山
口
O
戦
α
Φ
P
一
鴎
O
ゴ
Φ
）
態
度
を
取
っ
て
い
る
か
ら

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
先
ず
、
汝
自
身
に
着
手
し
て
、
汝
自
身
を
放
下
せ
よ
（
莚
N
象
。
ず
）
。
（
∪
乏
く
－
一
転
）

　
私
は
有
限
な
存
在
な
の
で
あ
る
か
ら
、
世
界
を
自
ら
の
思
い
通
り
に
す
る
事
は
出
来
な
い
。
そ
う
い
う
事
実
を
拒
ん
で
、
そ
れ
で
も
世

界
或
い
は
存
在
に
対
し
て
主
体
（
主
人
）
で
あ
ろ
う
と
す
る
「
世
界
に
対
し
て
逆
倒
し
た
関
係
に
あ
る
私
」
を
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
放
下

す
べ
き
自
己
の
在
り
方
、
つ
ま
り
「
我
意
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
毒
性
と
は
、
自
由
で
あ
る
と
錯
覚
し
て
い
る
一
つ
ま
り
自
ら

が
存
在
や
世
界
に
対
し
て
主
体
で
あ
る
と
錯
覚
し
て
い
る
一
自
我
意
識
な
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
は
、
我
々
の
葛
藤
や
苦
悩
の
根
と
な

る
の
が
我
意
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
窮
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
う
し
た
不
自
由
か
ら
脱
却
す
る
為
に
は
ど
う
ず
れ
ば

い
い
の
か
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
答
え
は
、
「
汝
自
身
を
放
下
せ
よ
」
と
い
う
一
言
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
有
限
な
自
ら
の
存
在
を
省
み
ず
、

一
切
の
出
来
事
に
面
し
て
主
体
で
あ
ろ
う
と
す
る
そ
の
在
り
方
自
身
に
、
我
々
の
苦
悩
や
葛
藤
の
根
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
一
切
の
我

意
、
我
欲
と
い
っ
た
も
の
を
捨
て
去
る
な
ら
ば
、
苦
悩
や
葛
藤
と
い
っ
た
も
の
は
消
え
募
る
だ
ろ
う
。
一
切
の
時
間
的
空
間
的
な
も
の
に

対
す
る
関
心
を
失
え
ば
、
そ
う
い
う
も
の
（
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
で
は
被
造
物
）
に
悩
ま
さ
れ
る
蕃
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
先
に
見
た

引
用
で
「
義
な
る
人
」
が
霞
由
で
あ
る
と
雷
わ
れ
た
の
も
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
「
義
な
る
人
」
は
完
全
に
密
ら
を
放
下
し
た
人
を
意

　
　
　
　
　
　
（
8
）

味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
次
の
よ
う
に
欝
わ
れ
る
。

　
　
我
が
主
は
福
音
書
に
お
い
て
雷
う
、
「
我
が
教
え
は
、
私
の
も
の
で
は
な
く
、
私
を
送
ら
れ
た
方
の
も
の
で
あ
る
篇
と
。
か
く
し
て

　
　
善
き
人
は
、
「
私
の
業
は
私
の
業
で
は
な
く
、
私
の
生
は
私
の
生
で
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
U
♂
く
一
一
　
蕊
　
　
　
　
　
讐
）

　
こ
こ
で
「
善
き
入
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
神
に
自
ら
を
委
ね
た
者
、
つ
ま
り
事
物
に
お
い
て
正
し
い
（
つ
ま
り
逆
倒
し
て
い
な



い
）
態
度
を
取
っ
て
い
る
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
「
私
の
業
は
私
の
業
で
は
な
く
、
私
の
生
は
私
の
生
で
は
な
い
」
と
い
う
よ

う
に
生
き
る
時
、
初
め
て
一
切
の
妨
げ
や
苦
悩
か
ら
自
由
に
な
る
。
で
は
、
苦
悩
か
ら
の
自
由
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
最
終
的
に
語
る
真

人
の
自
由
な
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
が
一
切
の
被
造
的
な
事
物
か
ら
離
脱
す
る
な
ら
ば
、
我
々
を
妨
げ
る
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
な
く
な
る

と
い
う
事
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ま
だ
存
在
の
自
由
で
は
な
い
。
苦
悩
か
ら
の
自
由
と
い
う
だ
け
で
は
、
ま
だ
我
々
の
存
在

の
非
自
由
、
宗
教
的
な
非
自
由
と
い
う
問
題
が
解
決
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
も
そ
も
存
在
の
自
由
、
宗
教
的
な
自
由
と
は
い

か
な
る
も
の
な
の
か
。

二
　
存
在
の
自
由

　
存
在
の
非
自
由
が
「
私
が
私
の
存
在
の
根
源
か
ら
自
覚
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
事
に
由
来
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

う
い
っ
た
非
自
由
の
克
服
に
は
「
私
が
私
の
存
在
の
根
源
に
至
る
」
事
が
必
要
で
あ
る
。
で
は
そ
も
そ
も
「
私
の
存
在
の
根
源
」
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
「
私
の
存
在
」
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
存
在
で
あ
る
限
り
は
、
神
を
意
味
す

る
。
彼
は
「
存
在
に
先
立
つ
存
在
者
は
存
在
し
な
い
の
で
、
存
在
こ
そ
が
神
で
あ
る
」
（
＜
σ
q
一
G
　
ピ
＜
『
　
H
噂
　
一
㎝
刈
）
と
い
う
旨
の
言
葉
を
語
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い
る
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
彼
が
存
在
を
徹
底
的
に
働
き
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。
働
き
と
し
て
の
存
在
に
先
行
す

る
よ
う
な
存
在
者
は
、
原
理
的
に
存
在
し
な
い
。
存
在
は
、
一
切
の
存
在
者
に
先
行
す
る
原
初
の
働
き
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
存
在
が
神

で
あ
る
の
な
ら
ば
、
存
在
の
根
源
は
、
神
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
の
根
源
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
の
存
在
の
根
源
は
、
直
ち
に
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

根
源
な
の
で
あ
る
。
勿
論
「
神
の
根
源
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
神
と
は
國
な
何
か
で
は
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
う
し
た
存
在
の

根
源
を
「
根
底
ぴ
q
『
§
け
」
と
い
う
表
現
で
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
根
底
は
常
に
何
か
の
根
底
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
実
体
的

な
も
の
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
語
る
「
根
底
」
は
、
「
私
の
根
底
」
や
「
魂
の
根
底
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
常

に
「
自
覚
存
在
と
相
即
す
る
関
係
概
念
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
二
七
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私
の
存
在
の
根
底
と
は
、
私
の
生
命
の
根
底
で
あ
る
。
し
か
し
生
命
の
根
底
と
は
、
魂
の
根
底
で
あ
る
。
魂
と
は
、
そ
も
そ
も
生
命
原

理
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
魂
の
根
底
に
到
達
す
る
為
に
は
、
ど
う
ず
れ
ば
い
い
の
か
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
答
え

は
、
こ
こ
で
も
「
自
分
自
身
を
放
下
せ
よ
」
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
根
底
と
は
、
「
私
が
そ
こ
か
ら
存
在
し
て
く
る
（
生
き
て
く
る
）

そ
こ
」
を
意
味
す
る
が
、
だ
と
す
る
と
そ
こ
は
、
「
私
の
存
在
が
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、
有

名
な
「
精
神
の
貧
」
の
説
教
に
お
い
て
「
自
ら
が
存
在
し
な
か
っ
た
時
の
よ
う
に
」
（
圃
）
≦
　
　
H
H
　
　
晶
⑩
一
　
　
¢
o
o
≦
■
　
　
　
　
　
　
℃
）
ま
で
、
そ
の
貧
を
徹
底
す
る

よ
う
に
と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
こ
ま
で
放
下
が
徹
底
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
「
私
の
存
在
」
が
成
立

し
て
い
る
事
に
な
り
、
結
局
ま
だ
「
そ
こ
か
ら
私
の
存
在
が
成
立
し
て
く
る
根
底
」
が
開
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
に
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
私
が
「
私
の
存
在
」
を
自
覚
し
て
い
る
限
り
、
そ
こ
に
は
ま
だ
存
在
の
根
底
は
露
わ
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
存
在
の
根
底

と
は
、
そ
れ
自
身
は
存
在
で
は
な
く
、
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
私
が
存
在
し
な
か
っ
た
時
の
よ
う
な
貧
」
が
求
め
ら

れ
た
の
も
、
そ
こ
に
開
か
れ
る
場
所
が
、
存
在
以
前
の
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
存
在
以
前
の
場

所
に
到
達
し
て
、
そ
こ
か
ら
自
ら
の
存
在
を
実
現
す
る
時
、
初
め
て
我
々
は
、
存
左
の
自
由
を
獲
得
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
根
底
が
存
在
以
前
の
場
所
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
到
達
す
る
為
に
は
、
実
体
と
し
て
の
神
す
ら
も
が
放
下
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
根
底
は
、
神
と
い
う
存
在
す
ら
も
が
成
立
し
て
い
な
い
究
極
の
無
の
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
根
底
に

到
達
す
る
為
に
「
神
の
突
破
」
と
い
う
事
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
存
在
は
、
原
初
の
働
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

そ
れ
自
身
無
か
ら
成
立
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
倶
し
「
無
か
ら
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
「
無
」
は
、
「
原
初
の
働
き
と
は
別
の

何
か
」
で
は
な
い
。
こ
の
門
無
」
は
、
存
在
と
い
う
原
初
の
働
き
が
そ
こ
か
ら
成
立
す
る
そ
の
始
ま
り
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た

無
か
ら
成
立
す
る
為
に
は
、
自
己
自
身
が
そ
の
無
と
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
成
立
す
る
動
性
を
「
私
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
無
な

る
根
底
か
ら
の
動
性
」
を
「
私
」
と
し
な
け
れ
ば
、
存
在
を
自
ら
の
も
の
と
し
た
事
に
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
動
性
を
自
ら
の
も
の

と
す
る
為
に
は
、
自
ら
が
そ
の
聖
な
る
根
底
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
無
な
る
根
底
に
到
達
す
る
と
い
う
事
は
、
実
は
自
己
自
身
が
無
な



る
根
底
と
化
す
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。
神
す
ら
も
が
、
根
底
に
到
達
す
る
為
に
は
、
一
切
を
脱
ぎ
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ

　
　
　
　
（
1
0
）

る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
自
己
を
無
化
す
る
事
が
出
来
る
の
は
、
知
性
存
在
（
自
覚
存
在
）
だ
け
で
あ
る
。
知
性
の
み
が
、
自
己
を
無
化

し
て
自
ら
を
存
在
の
場
所
た
る
無
と
化
す
事
が
出
来
る
。
根
底
が
、
自
覚
存
在
と
だ
け
相
即
す
る
関
係
概
念
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。
知
性

は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
存
在
を
も
脱
却
し
た
原
初
の
広
が
り
、
原
初
の
場
所
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
存
在
論
的
な
無
の
場
所
、
そ
れ
ゆ

え
「
そ
こ
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
存
在
が
存
在
論
的
に
成
立
す
る
存
在
論
的
な
存
在
の
場
所
」
な
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

「
神
の
本
性
は
、
知
性
で
あ
る
」
と
繰
り
返
し
強
調
す
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
、
我
々
の
知
性
も
ま
た
、
そ
の
本
来
の
姿
に
お
い

て
は
、
こ
の
よ
う
な
無
な
る
場
所
に
外
な
ら
な
い
。
我
々
の
知
性
が
、
そ
の
外
へ
と
向
か
う
働
き
を
お
さ
め
て
、
そ
れ
自
身
の
豊
か
さ
を

露
わ
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
豊
か
さ
は
原
初
の
存
在
の
場
所
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
私
が
一
驚
を
放
下
し
た
時
、
私
の
根
底
は
神

の
根
底
と
端
的
に
一
つ
に
な
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
言
う
。

　
　
父
（
な
る
神
）
が
、
そ
の
単
純
な
本
性
に
お
い
て
、
本
性
的
に
そ
の
子
を
生
む
の
が
真
で
あ
る
よ
う
に
、
真
に
父
（
な
る
神
）
は
霊

　
　
の
最
内
奥
に
そ
の
子
を
生
む
の
で
あ
る
。
…
…
こ
こ
に
お
い
て
神
の
根
底
は
私
の
根
底
で
あ
り
、
私
の
根
底
は
神
の
根
底
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
に
お
い
て
私
は
、
神
が
そ
の
固
有
か
ら
生
き
る
よ
う
に
、
私
自
身
の
固
有
（
9
α
q
O
昌
）
か
ら
生
き
る
の
で
あ
る
。
（
U
乏
胴
亀
8
）

　
私
の
根
底
と
は
、
神
の
根
底
と
端
的
に
一
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
こ
は
神
の
子
が
誕
生
す
る
場
所
と
な
り
得
る
。
魂
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

誕
生
す
る
神
の
子
は
、
決
し
て
私
の
外
か
ら
や
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
端
的
に
私
の
根
底
か
ら
成
立
す
る
。
と
い
う
の
も
私
の

根
底
即
ち
神
の
根
底
は
、
存
在
論
的
な
存
在
の
場
所
な
の
で
、
そ
の
外
と
い
う
事
が
な
く
、
そ
の
以
前
と
い
う
事
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
根
底
に
到
達
す
る
事
に
よ
っ
て
、
即
ち
自
ら
の
内
に
創
造
以
前
の
場
断
、
存
在
の
成
立
以
前
の
場
所
を
開
示
す
る
事
に
よ
っ
て
、

初
め
て
私
は
私
の
存
在
の
根
源
に
到
達
し
た
事
に
な
る
。
私
は
、
根
底
に
到
達
す
る
事
で
、
初
め
て
自
ら
の
存
在
の
根
源
を
自
覚
し
た
事

に
な
る
の
で
あ
る
。
「
私
自
身
の
固
有
か
ら
生
き
る
」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
自
ら
の
固
有
か
ら
の
生
」
こ
そ
が
、

真
に
自
由
な
生
、
存
在
の
自
由
を
手
に
入
れ
た
生
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
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私
は
、
根
底
に
到
達
す
る
事
で
、
自
ら
の
存
在
の
根
源
に
到
達
す
る
。
そ
こ
は
、
そ
の
以
前
に
神
と
い
う
実
体
す
ら
も
持
た
な
い
原
初

の
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
初
め
て
、
私
は
存
在
の
非
自
由
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
私
が
私
の
第
一
原
因
（
畦
根

底
）
に
あ
っ
た
時
、
私
は
神
を
持
た
な
か
っ
た
」
（
∪
≦
一
H
　
お
b
σ
　
　
　
　
1
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
こ
が
「
神
す
ら
も
が
そ
こ

か
ら
成
立
し
て
く
る
原
初
の
根
源
」
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
根
底
は
、
存
在
を
も
脱
却
し
て
い
る
原
初
の
場
所
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ

こ
に
劉
達
す
る
為
に
は
存
在
そ
の
も
の
た
る
神
を
も
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
す
る
事
で
私
は
、
初
め
て
存
在
の
非
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

由
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
根
底
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
存
在
の
非
自
由
か
ら
解
放
さ
れ
は
し
て
も
、
存
在
の
自
由
が
手
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

入
れ
ら
れ
た
事
に
は
な
ら
な
い
。
根
底
に
留
ま
る
と
い
う
事
は
無
に
留
ま
る
と
い
う
裏
な
の
で
、
結
局
そ
れ
は
、
「
何
も
な
い
」
と
い
う

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

否
定
的
な
無
、
死
の
場
所
に
留
ま
る
事
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
、
根
底
に
留
ま
る
と
い
う
事
は
そ
も
そ
も
不
可
能
な
の
で

み
か
。

三
　
根
底
と
生

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

　
実
は
、
我
々
が
根
底
に
到
達
す
る
と
い
う
事
は
、
同
時
に
、
そ
の
事
と
必
然
的
に
結
び
つ
い
た
原
初
の
出
来
事
（
臼
存
在
）
が
成
立
す

る
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。
根
底
に
到
達
す
る
と
は
、
私
が
完
全
に
無
と
な
る
と
い
う
事
で
あ
る
が
、
私
が
無
と
な
る
事
で
、
私
の
知
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

が
、
存
在
が
原
初
の
働
き
と
し
て
姿
を
現
す
「
存
在
論
的
な
存
在
の
場
所
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
私
が
無
と
な
る
㎏
事
に
よ
っ

て
、
す
べ
て
が
「
何
も
な
い
扁
と
い
う
否
定
的
な
無
と
な
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
一
切
の
存
在
が
、
そ
の
原
初
の
働
き
と
し
て
の
姿
を
現

す
場
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
原
初
の
働
き
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
無
の
根
底
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
、
あ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

く
ま
で
も
存
在
論
的
な
存
在
の
場
所
な
の
で
、
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
用
い
る
「
突
破
」
と
い
う
表
現
は
、

そ
れ
が
究
極
の
静
寂
の
場
断
に
到
達
し
て
終
わ
る
崩
来
事
で
は
な
く
、
そ
の
場
厭
か
ら
同
時
的
に
原
初
の
働
き
が
成
立
し
て
く
る
と
い
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

最
後
ま
で
動
的
な
出
来
事
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
、
真
の
生
命
の
成
立
、
つ
ま
り
「
神
の
子
の
誕
生
」
を
意



味
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
神
の
子
」
と
は
、
存
在
の
非
自
由
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
の
自
由
な
存
在
を
意
味
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
突
破
に
お
い
て
成
立
す
る
、
積
極
的
な
自
由
を
自
ら
の
も
の
と
し
た
生
命
を
意
味
す
る
事
に
な
る
。
こ
う
し
た
真
人
の
生

の
具
体
的
な
在
り
方
を
、
我
々
は
、
有
名
な
「
マ
リ
ア
と
マ
ル
タ
」
の
説
教
に
見
て
取
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
マ
リ
ア
と
マ
ル
タ
を
巡
る
説
教
（
全
集
版
ド
イ
ツ
語
説
教
八
六
）
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
様
々
な
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
有
名
な
説
教
で
あ

る
。
元
々
の
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
は
短
い
も
の
な
の
で
、
全
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
　
一
行
が
歩
い
て
い
く
う
ち
、
イ
エ
ス
は
あ
る
村
に
お
入
り
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
マ
ル
タ
と
い
う
女
が
、
イ
エ
ス
を
家
に
迎
え
入
れ

　
　
た
。
彼
女
に
は
マ
リ
ア
と
い
う
姉
妹
が
い
た
。
マ
リ
ア
は
主
の
足
も
と
に
座
っ
て
、
そ
の
話
に
聞
き
入
っ
て
い
た
。
マ
ル
タ
は
、
い

　
　
ろ
い
ろ
の
も
て
な
し
の
た
め
に
せ
わ
し
く
立
ち
働
い
て
い
た
が
、
そ
ば
に
近
寄
っ
て
言
っ
た
。
「
主
よ
、
わ
た
し
の
姉
妹
は
わ
た
し

　
　
だ
け
に
も
て
な
し
を
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
何
と
も
お
思
い
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
手
伝
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ

　
　
い
。
」
主
は
お
答
え
に
な
っ
た
。
「
マ
ル
タ
、
マ
ル
タ
、
あ
な
た
は
多
く
の
事
に
思
い
悩
み
、
心
を
乱
し
て
い
る
。
し
か
し
、
必
要
な

　
　
事
は
た
だ
一
つ
だ
け
で
あ
る
。
マ
リ
ア
は
良
い
方
を
選
ん
だ
の
だ
。
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
は
な
ら
な
い
。
扁
（
新
共
同
訳
、
ル
ヵ
伝
十
章

　
　
三
八
節
～
四
二
節
）

　
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
普
通
に
読
め
ば
、
イ
エ
ス
の
言
葉
に
聞
き
入
る
マ
リ
ア
の
立
場
が
肯
定
さ
れ
、
逆
に
俗
事
に
立
ち
働
く
マ
ル
タ

に
対
し
て
「
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
は
神
だ
け
賦
と
い
う
事
が
諭
さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
マ
ル
タ
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
読
み
変
え
る
。
彼
は
言
う
。

　
　
マ
ル
タ
は
、
見
事
な
、
よ
く
確
固
た
る
も
の
と
さ
れ
た
徳
（
葺
ぴ
q
①
葺
）
に
お
い
て
、
自
由
な
心
情
で
何
物
に
も
妨
げ
ら
れ
ず
に
い
る
。

　
　
そ
れ
ゆ
え
に
彼
女
は
、
彼
女
の
妹
（
マ
リ
ア
）
が
、
同
じ
状
態
に
さ
れ
る
事
を
熱
望
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
マ
ル
タ
は
、

　
　
マ
リ
ア
が
ま
だ
本
質
ど
お
り
の
状
態
に
は
な
い
、
と
い
う
事
を
見
て
取
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
見
事
な
根
底
で
あ
り
、

　
　
そ
こ
か
ら
し
て
マ
ル
タ
は
、
マ
リ
ア
が
永
遠
な
る
至
福
に
属
す
る
一
切
の
も
の
に
お
い
て
立
つ
事
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
（
一
）
≦
罎
矯

　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
一
＝
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山
。
。
⑩
）

　
後
で
見
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
解
す
る
マ
リ
ア
と
は
、
神
の
も
と
に
い
る
事
で
神
秘
的
な
幌
惚
に
あ
る
在
り
方
を
意
味

し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
マ
ル
タ
は
、
「
真
の
根
底
を
自
ら
の
根
底
と
し
て
、
自
由
な
心
情
で
、
具
体
的
な
世
界
の
中
で
徳
を
行
な
う

事
が
出
来
る
」
と
い
う
真
人
の
立
場
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
事
は
、
根
底
が
マ
リ
ア
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
ず
、
マ
ル
タ
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

い
て
の
み
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
根
底
は
、
真
入
と
相
即
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
タ
は
、
マ
リ
ア
が
ま
だ
到

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

達
し
て
い
な
い
「
根
底
漏
に
立
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
マ
リ
ア
が
乏
い
る
等
位
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
事
を
恐
れ
る
事
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
あ
な
た
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
、
と
言
っ
て
下
さ
い
」
（
闘
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
独
自
に
「
手
伝
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
お

っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
」
を
言
い
換
え
た
表
現
）
と
い
う
マ
ル
タ
の
科
白
が
語
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
施
し
て
い

る
。　

　
（
そ
の
よ
う
な
苫
葉
が
語
ら
れ
た
の
は
）
我
々
が
「
マ
リ
ア
が
知
的
な
益
よ
り
も
喜
び
の
為
に
座
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
疑

　
　
い
を
抱
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
…
…
マ
ル
タ
は
、
彼
女
（
マ
リ
ア
）
が
喜
び
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
以
上
先
に
進
ま
な

　
　
い
事
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
（
∪
≦
霞
”
駆
。
。
ω
）

　
葡
後
の
文
脈
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
喜
び
は
、
神
秘
的
な
胱
惚
と
解
す
る
事
が
出
来
よ
う
。
と
こ
ろ
が
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
は
、
忙
し
く
立
ち
働
く
マ
ル
タ
の
立
場
を
讃
え
る
事
で
、
そ
こ
に
留
ま
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
事
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、

し
ば
ら
く
後
で
「
マ
ル
タ
は
、
妹
が
喜
び
と
甘
美
さ
に
執
着
す
る
事
を
恐
れ
て
、
彼
女
（
マ
リ
ア
）
が
自
分
と
同
じ
よ
う
に
な
る
事
を
望

ん
だ
の
で
あ
る
」
（
一
）
乏
　
圃
一
剛
　
　
轟
O
Q
の
　
　
　
　
　
　
矯
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
マ
ル
タ
の
心
配
に
対
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
予
想
し
た

イ
エ
ス
の
答
え
は
「
被
造
物
が
な
り
得
る
最
高
の
も
の
に
マ
リ
ア
は
な
る
で
あ
ろ
う
、
彼
女
は
、
汝
と
同
じ
よ
う
に
、
浄
福
と
な
る
だ
ろ

う
扁
（
O
げ
9
）
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
タ
は
、
マ
リ
ア
が
喜
び
と
甘
美
さ
に
執
着
し
て
神
を
離
れ
な
く
な
る
事
を
恐
れ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
事
え
は
、
マ
リ
ア
も
自
ず
と
マ
ル
タ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
根



底
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
ず
と
一
こ
の
現
実
世
界
へ
と
戻
り
行
く
i
存
在
の
自
由
の
実
現
へ
と
向
か
う
。
マ
リ
ア
と
は
、

根
底
へ
向
か
っ
て
い
る
者
の
こ
と
で
あ
り
、
マ
ル
タ
と
は
、
根
底
に
到
達
し
て
い
る
者
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
、
イ
エ

ス
が
マ
ル
タ
の
名
を
二
度
呼
ん
だ
理
由
を
「
マ
ル
タ
が
、
時
間
的
な
業
の
完
全
性
と
永
遠
な
る
至
福
に
お
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ

た
か
ら
」
（
o
≦
霞
「
蒔
。
。
㎝
）
と
解
釈
す
る
時
、
「
マ
ル
タ
」
と
は
、
永
遠
な
る
至
福
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
藻
草
的
な
業
に
お
い
て
も
完

全
性
を
獲
得
し
て
い
る
老
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
マ
ル
タ
と
は
、
神
と
一
つ
に
な
る
と
い
う
完
全
性
を
持
ち
な
が
ら
、
同
時
に

こ
の
現
実
世
界
の
中
で
具
体
的
な
業
に
お
い
て
も
卓
越
し
て
い
る
と
い
う
、
す
ぐ
れ
て
実
践
的
、
現
実
的
な
主
体
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
人
は
、
真
の
存
在
の
自
由
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
生
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ

れ
る
。

　
　
マ
ル
タ
は
マ
リ
ア
を
、
マ
リ
ア
が
マ
ル
タ
を
知
っ
て
い
る
以
上
に
、
よ
く
知
っ
て
い
た
。
何
故
な
ら
彼
女
は
、
長
く
、
そ
し
て
良
く

　
　
生
き
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
生
き
る
事
（
冷
ぴ
①
鵠
）
は
、
最
も
高
貴
な
認
識
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
駈
る
仕
方
で

　
　
は
、
生
き
る
事
は
、
永
遠
の
光
が
与
え
る
よ
り
も
、
よ
り
純
粋
に
認
識
す
る
。
永
遠
の
光
は
、
自
己
自
身
と
神
を
認
識
さ
せ
る
が
、

　
　
自
己
を
神
な
し
に
認
識
さ
せ
は
し
な
い
。
し
か
し
生
き
る
事
は
、
自
己
自
身
を
神
な
し
に
（
ω
｝
9
の
①
M
げ
臼
ぎ
Φ
σ
q
o
齢
）
認
識
さ
せ
る

　
　
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
己
自
身
だ
け
を
見
る
時
、
そ
れ
は
、
何
が
等
し
く
、
何
が
等
し
く
な
い
か
を
よ
り
良
く
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
一
）
ぐ
刈
　
一
固
H
　
駆
。
◎
卜
。
　
　
　
　
　
　
　
噂
）

　
こ
こ
で
「
生
き
る
事
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
根
底
か
ら
成
立
し
て
、
具
体
的
な
現
実
の
世
界
の
中
で
営
ま
れ
る
生
を
意
味
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
、
同
時
に
具
体
的
な
日
々
の
生
活
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
日
々
の
生
活
が
、
i
胱
惚
状
態

で
成
立
す
る
神
認
識
と
は
異
な
る
一
神
な
き
自
己
の
認
識
を
も
た
ら
す
事
に
な
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
神
な
き
自
己
」
の
生
こ

そ
が
、
実
は
「
私
の
固
有
か
ら
の
生
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
神
認
識
以
上
に
神
な
き
自
己
の
立
場
を
評
価
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
引
用
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
…
…
三
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一
…
二
四

　
　
聖
パ
ウ
ロ
と
異
教
の
学
者
が
こ
れ
を
証
し
て
い
る
。
煙
管
状
態
で
パ
ウ
ロ
は
、
神
と
自
己
自
身
を
、
神
の
内
で
霊
的
な
仕
方
で
見
た

　
　
が
、
彼
自
身
の
内
に
個
々
の
徳
を
像
的
な
（
げ
騨
一
α
①
一
一
〇
ザ
①
）
仕
方
で
細
部
に
至
る
ま
で
認
識
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
が

　
　
そ
れ
ら
を
働
く
事
に
お
い
て
修
練
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
の
（
異
教
の
）
学
老
た
ち
は
、
徳
に
関
し
て
修
練
し
て
い
た

　
　
の
で
、
非
常
に
高
い
認
識
に
到
達
し
て
お
り
、
パ
ウ
ロ
や
最
初
の
慨
惚
状
態
に
達
し
た
聖
人
ら
よ
り
も
、
個
々
の
徳
を
よ
り
詳
細
に

　
　
像
的
な
仕
方
で
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
（
一
）
〈
『
　
團
一
一
　
血
G
◎
ト
こ
　
　
　
　
　
　
，
）

　
こ
こ
で
「
個
々
の
徳
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
、
神
へ
の
徳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
実
的
な
世
界
で
の
徳
、
世
俗
的
な
実
践
の
徳
で
あ

る
事
は
、
そ
れ
が
「
異
教
の
学
者
の
徳
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
先
の
引
用
の
最
後
で
「
何
が
等
し

く
、
何
が
等
し
く
な
い
か
を
認
識
す
る
」
と
言
わ
れ
た
の
と
同
様
に
、
こ
こ
で
は
具
体
的
な
徳
が
「
像
的
」
に
認
識
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
。
勿
論
「
何
が
等
し
く
、
何
が
等
し
く
な
い
か
」
と
い
う
差
異
認
識
や
像
的
な
認
識
は
、
神
と
一
つ
に
な
る
為
に
は
放
下
さ
れ
る
べ

　
　
　
　
　
（
1
5
）

き
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
至
っ
て
再
び
そ
の
よ
う
な
認
識
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
私

の
自
由
は
、
他
な
ら
ぬ
「
こ
の
私
」
の
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
の
私
偏
は
神
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
私
の
究
極

の
自
由
は
、
神
と
ぱ
別
な
「
個
」
と
し
て
の
「
こ
の
私
」
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
の
引
用
で
「
自
己
自
身
だ
け
を
見
る
時
、

何
が
等
し
く
、
何
が
等
し
く
な
い
か
を
認
め
る
鳳
と
言
わ
れ
た
所
以
で
あ
る
。
「
神
な
き
私
」
が
語
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
「
神
す
ら
も
が

自
ら
の
上
に
い
る
事
に
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
魂
の
怒
り
は
、
こ
の
よ
う
な
自
由
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
我
性

の
怒
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
私
の
内
に
潜
ん
で
い
た
根
源
的
な
生
が
持
つ
自
由
へ
の
意
志
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
人
は
、

自
ら
を
完
全
に
放
下
し
て
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
再
び
現
実
の
世
界
の
中
へ
と
立
ち
戻
る
事
が
毘
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
根
巌
に
は
意

志
も
主
体
も
な
い
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

四
　
生
き
生
き
し
た
真
理
と
突
破



　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
根
底
に
は
、
私
の
い
か
な
る
意
志
も
私
と
い
う
主
体
も
存
在
し
な
い
。
だ
が
実
は
私
が
自
己
を
放
下
し
て
、
根
底
そ
の
も
の
と
な
っ
た

時
で
す
ら
、
存
在
と
い
う
原
初
の
働
き
は
消
失
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
確
か
に
私
は
自
己
を
放
下
す
る
事
で

存
在
以
前
の
場
所
に
立
つ
（
正
確
に
言
え
ば
「
場
所
に
な
る
扁
）
事
に
な
る
が
、
そ
う
す
る
事
で
存
在
が
消
失
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ

そ
こ
で
こ
そ
存
在
が
真
に
存
在
と
し
て
姿
を
現
す
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
放
下
に
よ
っ
て
私
は
無
と
な
る
が
、
そ
の
無
（
”

根
底
）
こ
そ
が
、
存
在
論
的
な
存
在
の
場
所
、
つ
ま
り
存
在
が
真
に
根
源
的
な
存
在
と
し
て
成
立
す
る
場
所
な
の
で
あ
る
。
根
底
に
お
い

て
こ
そ
、
存
在
は
真
に
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
の
完
全
な
消
失
は
、
出
来
事
と
し
て
は
原
初
の
働
き
で
あ
る
存
在
そ
の
も
の
（
μ
神
）

の
成
立
と
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
存
在
の
成
立
は
、
「
方
で
は
万
物
の
存
在
の
成
立
、
世
界
の
成
立
と
い
う
事
で
あ
る
が
、
「
私
賦

の
問
題
と
し
て
み
れ
ば
「
私
の
存
在
の
成
立
」
と
い
う
事
で
あ
る
。
私
が
｛
切
の
意
志
を
捨
て
て
、
存
在
の
非
自
由
か
ら
解
放
さ
れ
る

時
、
自
ず
と
存
在
の
自
由
を
手
に
し
た
私
（
根
源
的
な
私
の
生
）
が
生
ま
れ
る
。
根
底
ま
で
死
に
切
る
（
σ
q
三
三
§
”
∪
≦
H
し
ω
切
）
と
い

う
事
が
、
即
、
真
人
の
生
な
の
で
あ
る
。
「
何
故
な
し
に
（
帥
】
ρ
O
　
≦
P
目
溢
口
“
σ
①
）
生
き
る
扁
根
源
的
な
生
の
成
立
で
あ
る
（
＜
σ
q
ド
U
≦
H
”
8
）
。

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

こ
う
し
て
私
の
内
に
あ
っ
た
神
的
な
生
が
根
底
か
ら
「
私
」
と
し
て
立
ち
上
が
る
時
、
つ
ま
り
魂
の
内
に
神
の
子
が
誕
生
す
る
時
、
同
時

に
具
体
的
な
世
界
が
現
成
す
る
。
こ
の
私
の
内
に
あ
っ
た
神
的
な
生
こ
そ
が
、
魂
の
怒
り
の
正
体
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
世
界
の
中
で
生

き
る
な
ら
ば
、
再
び
そ
の
生
は
、
様
々
な
悩
み
や
苦
し
み
を
抱
え
る
事
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
答
え
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

　
　
マ
ル
タ
と
1
彼
女
と
共
に
い
る
1
総
て
の
神
の
友
だ
ち
は
、
気
遣
い
を
身
に
付
け
て
い
る
が
、
気
遣
い
の
内
に
は
な
く
（
ヨ
諏

　
　
伍
曾
ω
o
嶺
P
二
毛
ぎ
山
理
。
・
。
「
究
）
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
時
閥
的
な
業
も
、
神
に
適
う
事
と
等
し
く
高
貴
で
あ
る
。
…
…
彼
（
キ
リ

　
　
ス
ト
）
は
、
（
マ
ル
タ
に
向
か
っ
て
）
「
汝
は
、
事
物
の
も
と
に
、
気
遣
い
の
も
と
に
い
る
」
と
言
う
が
、
そ
れ
は
、
彼
女
が
低
次
の

　
　
感
覚
で
煩
わ
さ
れ
、
苦
悩
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
彼
女
は
、
霊
の
甘
美
さ
に
甘
や

　
　
か
さ
れ
続
け
ば
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
は
、
事
物
の
も
と
に
立
っ
て
い
た
が
、
事
物
の
内
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
（
寓
血
9

　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
五
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P
三
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魯
α
ぎ
α
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Q
（
H
V
＜
『
　
H
一
一
響
　
』
G
Q
G
◎
）

　
マ
ル
タ
は
、
低
次
の
感
覚
で
煩
わ
さ
れ
、
苦
悩
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
理
由
は
、
彼
女
が
「
霊
の
甘
美
さ
に
甘
や
か
さ
れ

続
け
ば
し
な
い
か
ら
」
な
の
で
あ
る
。
霊
の
甘
美
さ
、
即
ち
神
秘
的
な
慌
惚
状
態
に
営
や
か
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
ま
だ
そ
う
い
う

慨
惚
を
享
受
し
て
い
る
我
性
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
根
底
は
、
ま
だ
本
当
に
は
開
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の

マ
ル
タ
の
煩
い
や
苦
悩
が
、
我
性
が
被
る
煩
い
や
苦
悩
と
異
な
る
の
は
、
マ
ル
タ
が
「
事
物
の
も
と
に
立
っ
て
は
い
る
が
、
事
物
の
内
に

は
い
な
い
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
ら
の
存
在
の
根
底
を
世
界
の
外
に
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
存
在
の
自
由
は
、
世
界

の
内
に
は
な
い
聖
な
る
根
底
に
根
差
し
、
具
体
的
な
世
界
の
中
で
「
こ
の
私
」
と
し
て
日
々
の
生
を
営
む
「
私
の
存
在
」
が
持
つ
自
由
な

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
よ
う
な
存
在
は
、
悩
み
を
持
ち
な
が
ら
悩
ま
な
い
。
苦
悩
な
し
に
苦
悩
す
る
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
も

言
わ
れ
る
。

　
　
汝
ら
は
、
（
他
人
の
語
る
）
言
葉
が
喜
び
に
で
あ
れ
悲
し
み
に
で
あ
れ
（
汝
ら
を
）
動
か
す
事
が
出
来
る
間
は
、
汝
ら
は
完
全
で
は

　
　
な
い
、
と
思
い
違
え
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
に
も
、
言
葉
は
悲
し
み
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
（
囲
）
芝
　
H
一
腰
　
轟
⑩
O
）

　
キ
リ
ス
ト
と
い
う
足
入
が
他
人
の
言
葉
で
悲
し
む
の
で
あ
れ
ば
、
真
人
が
様
々
な
事
に
思
い
煩
い
、
世
界
に
対
し
て
心
を
配
り
続
け
る

の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
『
教
導
講
話
』
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
も
見
出
さ
れ
る
。

　
　
人
が
も
し
聖
パ
ウ
ロ
が
あ
っ
た
よ
う
な
胱
惚
の
内
に
い
て
、
自
ら
に
｝
杯
の
ス
ー
プ
を
求
め
る
病
人
が
い
る
の
を
知
っ
た
な
ら
ば
、

　
　
私
は
、
汝
が
愛
の
故
に
そ
の
雛
惚
を
放
下
し
て
、
か
の
困
窮
春
に
、
よ
り
大
い
な
る
愛
に
お
い
て
奉
仕
す
る
事
が
遙
か
に
良
い
事
だ

　
　
と
思
う
Q
（
O
≦
＜
》
5
。
卜
。
一
）

　
こ
こ
で
は
再
び
雛
惚
状
態
に
い
た
パ
ウ
ロ
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
ま
た
し
て
も
病
人
を
前
に
し
て
擁
惚
に
留
ま
る

事
よ
り
も
、
「
愛
の
為
に
困
窮
者
に
奉
仕
す
る
」
事
の
方
を
評
価
し
て
い
る
。
苦
し
ん
で
い
る
者
を
見
て
苦
悩
し
た
り
、
共
に
苦
し
む
の

で
な
け
れ
ば
一
つ
ま
り
そ
う
い
う
風
に
心
を
動
か
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
一
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
自
由
と
い
う
の
も
結
局
は
癌
性
の



自
己
中
心
的
な
自
由
で
し
か
な
く
、
神
的
な
主
体
の
持
つ
自
由
で
は
な
い
と
い
う
事
に
な
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
、
マ
リ
ア
よ
り
も
マ
ル

タ
を
評
価
し
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
勿
論
こ
の
よ
う
な
奉
仕
に
は
、
具
体
的
な
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
私
の
目
の
前
に
い
る
人
を
永
遠
な
る

存
在
と
見
る
事
が
出
来
て
も
、
そ
れ
が
「
ス
ー
プ
を
求
め
る
病
人
」
で
あ
る
事
を
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
私
は
彼
に
必
要
な
も
の
を
与

え
る
事
は
出
来
な
い
。
先
の
引
用
に
あ
っ
た
「
異
教
の
学
者
が
持
つ
個
々
の
徳
の
認
識
」
が
パ
ウ
ロ
の
認
識
以
上
に
評
価
さ
れ
た
所
以
で

あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
日
々
の
生
活
で
為
さ
れ
る
業
を
「
し
か
る
べ
く
。
a
窪
銃
薬
」
「
知
的
に
」
「
知
を
持
っ
て
」
為
す
べ
き
だ
と

言
い
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
「
し
か
る
べ
く
」
と
私
が
言
う
の
は
、
総
て
の
場
所
で
、
最
高
の
も
の
に
応
じ
る
事
で
あ
る
。
「
知
的
」
と
は
、
時
間
の
内
で
、
そ

　
　
れ
以
上
の
も
の
を
認
識
し
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
「
知
を
持
っ
て
」
と
は
、
良
き
業
に
お
い
て
、
生
き
生
き
し
た
真
理
（
一
Φ
σ
象
9
興

　
　
≦
絆
冨
ε
を
悦
ば
し
く
侵
の
当
た
り
に
感
じ
取
る
事
で
あ
る
。
（
一
）
ぐ
く
　
｛
一
一
．
　
心
o
Q
o
Q
）

　
「
し
か
る
べ
く
」
と
は
、
事
実
（
1
一
神
の
意
志
と
い
う
最
高
の
も
の
）
に
対
し
て
逆
倒
す
る
態
度
を
取
る
事
な
く
、
そ
れ
に
応
じ
る
と

い
う
事
で
あ
る
。
「
知
的
」
と
い
う
の
は
、
具
体
的
な
生
活
の
中
で
最
高
、
最
善
の
も
の
を
認
識
す
る
と
い
う
知
性
の
働
き
で
あ
る
。
で

は
最
後
の
「
良
き
業
に
お
い
て
、
生
き
生
き
と
し
た
真
理
を
悦
ば
し
く
目
の
当
た
り
に
感
じ
取
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
事
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
た
と
え
て
言
え
ば
、
日
常
の
営
み
の
中
で
、
目
の
前
に
あ
る
薔
薇
を
、
ま
さ
し
く
そ
の
薔
薇
と
し
て
認
め
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

こ
の
薔
薇
が
こ
の
薔
薇
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
認
識
は
、
放
下
な
ど
を
経
な
く
と
も
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ろ
う
か
。
実
は
、
こ
の
「
生
き
生
き
し
た
真
理
」
は
、
普
通
の
対
象
的
な
認
識
、
差
異
認
識
に
よ
っ
て
は
獲
得
さ
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ

る
。
何
故
な
ら
こ
う
し
た
認
識
に
お
い
て
認
識
さ
れ
た
も
の
は
、
既
に
或
る
種
の
抽
象
や
限
定
を
受
け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
厳
密
な

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

意
味
で
は
最
早
「
こ
の
薔
薇
」
、
つ
ま
り
「
生
き
生
き
し
た
真
理
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
薔
薇
が
こ
の
薔
薇
で
あ
る
の
は
、
実

は
「
私
な
き
根
底
」
に
お
い
て
だ
け
な
の
で
あ
る
。
存
在
が
真
に
存
在
と
し
て
成
立
す
る
の
は
根
底
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
る
存
在
は
、
「
こ
の
薔
薇
が
ま
さ
に
こ
の
薔
薇
で
あ
る
」
と
い
う
生
き
生
き
し
た
真
理
と
し
て
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
実
際

　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
七
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三
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へ
　
　
　
へ

に
は
、
生
き
生
き
し
た
真
理
と
は
別
に
永
遠
な
る
存
在
と
い
う
も
の
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
永
遠
な
る
存
在
と
は
、
実
は
h
こ
の
蕎
薇
が

こ
の
蓄
薇
で
あ
る
」
と
い
う
事
に
愚
な
ら
な
い
。
こ
の
事
か
ら
も
、
単
な
る
一
方
的
な
世
界
か
ら
の
離
脱
と
い
う
も
の
が
、
ま
だ
真
の
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

脱
で
は
な
い
と
い
う
裏
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
離
脱
が
真
の
根
底
の
開
示
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
直
ち
に
生
き
生
き
と
し
た

真
理
が
姿
を
現
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た
真
理
、
生
き
生
き
と
し
た
存
在
の
場
所
と
な
る
の
で
な
け

れ
ば
、
そ
れ
は
真
の
根
底
で
は
な
い
。
根
底
は
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
リ
ア
ル
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
生
き
生
き
し
た

真
理
が
現
成
し
た
時
に
、
そ
の
真
理
の
場
所
と
し
て
の
み
リ
ア
ル
に
な
る
。
真
理
（
或
い
は
存
在
）
が
姿
を
現
す
の
で
な
け
れ
ば
、
根
底

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

も
な
い
。
根
底
は
、
真
理
や
存
在
の
場
所
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
真
の
根
底
の
開
示
が
、
原
初
の
存
在
の
成
立
と
連
続
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。

　
私
が
根
底
に
到
達
す
る
（
臼
無
と
な
る
）
と
い
う
事
は
、
直
ち
に
「
こ
の
薔
薇
が
こ
の
蕎
薇
で
あ
る
」
と
い
う
生
き
生
き
し
た
真
理
が

姿
を
現
す
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。
根
底
の
開
示
と
生
き
生
き
し
た
真
理
の
出
現
は
、
前
者
の
後
で
そ
れ
と
は
別
の
段
階
と
し
て
後
者
が

成
立
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
根
底
は
生
き
生
き
し
た
真
理
の
存
在
条
件
で
あ
り
、
生
き
生
き
し
た
真
理
は
根
底
の

認
識
根
拠
な
の
で
あ
る
。
生
き
生
き
し
た
真
理
が
出
現
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ま
だ
本
当
の
根
底
が
開
示
さ
れ
て
い
る
と
は
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

え
な
い
。
根
底
の
開
示
と
は
、
私
の
経
験
と
し
て
は
生
き
生
き
し
た
真
理
が
姿
を
現
す
と
い
う
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
真
理
が

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

姿
を
現
す
事
以
外
に
、
根
底
の
開
示
を
証
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
根
底
は
、
存
在
の
成
立
す
る
場
所
で
あ
る
無
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

え
私
が
「
根
底
に
達
し
た
漏
と
言
え
る
の
は
、
生
き
生
き
し
た
真
理
が
姿
を
現
す
階
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
こ
の
私
」
の
真
の
存
在
と

「
こ
の
蕎
薇
が
こ
の
蕎
薇
で
あ
る
」
と
い
う
真
理
が
一
つ
の
事
と
し
て
成
立
す
る
時
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
蕎
薇
が
こ
の
蕎
薇
と
し
て
姿
を
現
す
蒔
に
、
私
も
ま
た
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
と
し
て
姿
を
現
す
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
う
し
た
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

人
の
誕
生
を
「
マ
リ
ア
が
マ
リ
ア
に
な
る
」
と
い
う
表
現
で
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
事
柄
と
し
て
は
「
こ
の
薔
薇
が
こ
の
蕎
薇
で
あ

る
し
と
い
う
生
き
生
き
し
た
真
理
が
姿
を
現
す
と
い
う
事
と
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
蕎
薇
が
こ
の
薔
薇
で
あ
る
事
の
内
に
私



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

が
私
で
あ
る
事
が
含
ま
れ
て
お
り
、
私
が
私
で
あ
る
事
の
内
に
こ
の
薔
薇
が
こ
の
薔
薇
で
あ
る
事
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
薔
薇
は
私
な
ら
ぬ
薔
薇
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
存
在
の
成
立
が
、
私
の
根
源
的
な
生
の
成
立
と
一
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
生
き
生

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

き
し
た
真
理
」
と
呼
ば
れ
た
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
真
理
が
姿
を
現
す
場
所
が
、
根
底
に
外
な
ら
な
い
。
根
底
は
、
私
の
経
験

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
し
て
は
、
た
だ
ひ
と
え
に
生
き
生
き
し
た
真
理
が
そ
こ
に
お
い
て
姿
を
現
す
場
所
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
生
き
生
き
し
た
真
理
が
姿

を
現
し
、
私
が
私
と
な
る
と
い
う
事
だ
け
が
、
真
に
根
底
に
到
達
し
た
事
の
証
な
の
で
あ
る
。
根
底
へ
の
最
後
の
一
歩
が
、
根
底
か
ら
の

最
初
の
一
歩
で
あ
る
。
私
の
自
己
放
下
の
最
後
の
一
歩
が
同
時
に
私
の
根
源
的
な
生
の
成
立
と
な
る
所
以
で
あ
る
。
エ
ッ
グ
ハ
ル
ト
は
、

こ
の
究
極
の
一
歩
を
「
突
破
」
と
呼
ん
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
突
破
（
血
⊆
噌
O
げ
び
「
①
O
げ
①
部
）
に
お
い
て
私
は
、
私
自
身
の
意
志
と
彼
の
あ
ら
ゆ
る
業
と
神
自
身
か
ら
脱
却
し
て
い
る
の
で
、
私
は
あ
ら

　
　
ゆ
る
被
造
物
を
超
え
、
神
で
も
な
く
被
造
物
で
も
な
い
。
私
は
私
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
今
も
こ
れ
か
ら
も
あ
る
だ
ろ

　
　
う
も
の
で
あ
る
。
　
（
U
≦
員
8
劇
）

　
突
破
と
は
、
神
を
突
破
し
て
、
神
性
の
無
つ
ま
り
聖
な
る
根
底
へ
と
突
入
す
る
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
「
私
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

神
で
も
被
造
物
で
も
な
い
私
で
あ
る
」
と
い
う
、
根
底
か
ら
の
根
源
的
な
生
の
成
立
な
の
で
あ
る
。
根
底
へ
到
達
し
て
、
そ
し
て
そ
こ
か

　
ヘ
　
　
　
へ

ら
更
に
「
根
底
か
ら
」
の
一
歩
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
。
根
底
へ
突
入
す
る
と
い
う
事
が
直
ち
に
根
底
か
ら
原
初
の
働
き
が
成
立
す
る
と

い
う
事
な
の
で
あ
る
。
根
底
ま
で
自
己
を
放
下
し
尽
く
す
と
い
う
事
が
、
即
、
根
源
的
な
生
の
成
立
な
の
で
あ
る
。
突
破
と
は
、
こ
の

「
即
」
を
語
ら
ん
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
五
　
真
人
と
徳

　
で
は
、
こ
う
し
た
突
破
に
お
い
て
誕
生
す
る
真
人
は
、
人
と
し
て
人
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
ず
確
認
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
事
は
、
我
性
或
い
は
擬
似
主
体
性
と
い
う
表
現
は
、
あ
く
ま
で
も
私
が
私
を
間
題
に
す
る
島
面
で
し
か
意
味
を
持
た
な
い
と
い

　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九
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四
〇

う
事
で
あ
る
。
も
し
他
者
に
対
し
て
も
擬
似
主
体
性
と
い
う
言
葉
を
使
え
る
の
な
ら
、
真
人
は
、
自
ら
の
み
を
真
の
主
体
性
と
み
な
し
、

我
性
に
囚
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
他
者
を
す
べ
て
質
的
に
劣
っ
た
主
体
と
み
な
す
事
に
な
ろ
う
。
し
か
し
勿
論
真
人
は
、
他
者
を
そ

の
よ
う
に
と
ら
え
は
し
な
い
。
そ
も
そ
も
擬
似
主
体
性
が
「
擬
似
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
自
ら
の
存
在
を
問
題
に
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
自
ら

の
真
の
生
命
を
自
覚
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
そ
の
当
人
の
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
真
の
生
命

を
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
主
体
に
と
っ
て
真
の
生
命
は
そ
れ
自
身
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
主
体

に
と
っ
て
の
問
題
で
あ
り
、
他
人
に
対
し
て
「
擬
似
主
体
性
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
事
は
出
来
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
本
人
が
自
覚
し

よ
う
と
し
ま
い
と
、
人
間
が
生
き
て
い
る
と
い
う
事
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
生
は
、
元
か
ら
真
の
生
な
の
で
あ
る
。

　
真
人
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
、
そ
の
ま
ま
で
真
の
生
命
で
あ
り
、
真
の
人
格
と
な
る
。
何
故
な
ら
真
人
は
、
根
底
か
ら
の
生

の
自
覚
と
い
う
遍
歴
を
経
る
事
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
我
性
的
な
自
己
の
在
り
様
に
囚
わ
れ
て
い
た
時
で
す
ら
「
生
き
て
い
る
扁
と
い
う
事

に
お
い
て
働
い
て
い
た
の
は
や
は
り
真
の
生
命
で
あ
っ
た
と
い
う
事
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
真
人
は
、
他
者
が

生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
の
内
に
働
い
て
い
る
生
命
が
、
そ
の
ま
ま
真
の
生
命
で
あ
る
と
い
う
事
を
慮
覚
の
事
実
と
し
て
知
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
は
、
す
べ
て
の
他
人
に
対
し
て
、
真
の
生
命
或
い
は
存
在
に
対
す
る
よ
う
に
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
甥

の
説
教
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

　
　
汝
が
汝
自
身
を
愛
し
て
い
る
（
㎞
δ
唱
蕃
簿
）
な
ら
ば
、
汝
は
、
す
べ
て
の
人
を
汝
自
身
と
同
じ
よ
う
に
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
汝

　
　
が
、
た
っ
た
一
人
の
人
で
も
汝
自
身
よ
り
も
愛
す
る
薯
が
少
な
け
れ
ば
一
事
が
す
べ
て
の
人
を
毒
筆
自
身
の
よ
う
に
、
そ
し
て
一

　
　
人
の
入
の
内
に
お
い
て
、
愛
す
る
の
で
な
け
れ
ば
一
、
汝
は
、
自
己
自
身
を
真
に
愛
し
た
事
に
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
（
こ
の
よ

　
　
う
に
真
に
愛
す
る
）
人
は
、
神
に
し
て
人
な
の
で
あ
る
。
（
U
≦
目
”
冨
㎝
）

　
他
者
が
生
き
生
き
と
し
た
真
理
と
し
て
現
成
す
る
境
位
に
至
っ
て
初
め
て
、
私
は
、
真
に
私
で
あ
り
、
真
に
存
在
の
虜
由
を
自
ら
の
も

の
と
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
真
の
私
は
、
私
以
外
の
生
き
生
き
し
た
真
理
の
現
成
と
～
つ
の
事
と
し
て
成
立
す
る
。
こ
こ
に
お
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
他
老
は
、
私
な
ら
ぬ
真
の
他
者
と
し
て
、
そ
の
人
が
そ
の
人
と
し
て
（
つ
ま
り
真
の
人
格
と
し
て
）
、
し
か
も
私
と
同
じ
く
真
に
生
け

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
者
と
し
て
姿
を
現
す
。
私
が
存
在
の
自
由
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
事
は
、
同
時
に
他
者
に
真
の
生
を
認
め
る
と
い
う
事
で
も
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
「
私
が
真
に
私
に
な
る
」
と
い
う
私
の
根
源
的
な
自
由
の
成
立
は
、
他
者
が
絶
対
の
他
者
と
し
て
一
し
か
も
私
自
身
の
根

源
的
な
生
の
成
立
と
一
つ
の
事
で
あ
る
真
の
生
と
し
て
一
畳
を
現
す
と
い
う
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
私
の
根
源
的
な

自
由
の
成
立
と
は
言
え
な
い
。
存
在
の
自
由
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
事
は
、
存
在
の
意
味
、
つ
ま
り
世
界
や
他
者
の
意
味
の
変
容
を
も
た

ら
す
の
で
あ
る
。
私
が
私
を
真
に
愛
す
る
事
が
、
同
時
に
他
者
を
そ
れ
と
全
く
同
様
に
愛
す
る
事
に
な
る
狂
喜
で
あ
る
。
他
者
を
そ
の
よ

う
に
愛
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
私
は
本
当
に
私
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
事
に
は
な
ら
な
い
。
私
が
真
の
主
体
と
し
て
姿
を
現
す
と
い
う
事

は
、
他
者
が
そ
れ
と
全
く
等
根
源
的
な
主
体
と
し
て
姿
を
現
す
と
い
う
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
薪
た
に
自
覚
さ
れ
た
存
在
理
解
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

者
理
解
は
、
我
々
に
新
た
な
存
在
や
他
者
と
の
関
わ
り
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
神
認
識
の
能
力
で
あ
る
「
魂
の
火
花
」
が
、
時
に
「
良

心
ω
…
長
嘆
①
。
・
冨
（
陛
。
。
旨
意
冨
ω
一
ω
と
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
（
＜
σ
q
ド
】
）
≦
押
ω
ω
。
。
）
。
自
覚
の
変
容
が
、
自
分
一
人
の
問
題
に
留
ま
ら
ぬ

所
以
で
あ
る
。
存
在
の
自
由
を
自
ら
の
も
の
に
す
る
と
い
う
事
は
、
責
任
倫
理
と
異
な
る
次
元
の
モ
ラ
ル
を
引
き
受
け
る
と
い
う
事
な
の

で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
れ
は
、
何
も
我
々
の
日
常
的
な
生
の
営
み
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
マ

リ
ア
と
マ
ル
タ
の
説
教
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
弟
子
た
ち
は
、
聖
霊
を
受
け
た
後
で
、
徳
を
行
な
い
始
め
た
。
「
マ
リ
ア
は
、
主
の
足
元
に
座
り
、
そ
の
言
葉
を
聴
い
て
」
学
ん
で

　
　
い
た
。
何
故
な
ら
彼
女
は
、
先
ず
学
校
へ
連
れ
て
行
か
れ
、
生
き
る
事
を
学
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
で
、
彼
女
が
学

　
　
び
終
え
、
キ
リ
ス
ト
が
昇
天
し
て
、
彼
女
が
聖
霊
を
受
け
た
時
、
初
め
て
彼
女
は
、
仕
え
始
め
、
海
を
渡
り
、
説
教
し
、
教
え
、
弟

　
　
子
た
ち
に
仕
え
、
そ
の
洗
濯
女
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
聖
者
た
ち
は
、
聖
者
に
な
っ
て
初
め
て
、
徳
を
行
な
い
始
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
一
）
ぐ
『
　
一
一
囮
　
蒔
り
ト
。
　
　
　
　
　
　
噂
）

　
こ
こ
で
「
徳
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
、
何
か
特
別
で
神
秘
的
な
も
の
で
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
洗
濯
を
す

　
　
　
　
”
、
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
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二

る
」
と
い
う
日
常
的
な
営
み
す
ら
も
が
、
こ
こ
で
は
徳
と
｝
つ
の
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
や
、
こ
こ
で
は
「
洗
濯
す

る
」
と
い
う
事
が
既
に
最
上
の
徳
な
の
で
あ
る
。
一
切
の
存
在
を
離
脱
し
た
根
底
に
立
つ
事
が
、
即
、
日
常
的
な
生
を
営
む
事
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
真
人
に
と
っ
て
放
下
は
、
神
の
子
が
そ
の
魂
の
内
に
誕
生
す
れ
ば
最
早
必
要
な
く
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自

体
が
彼
を
し
て
真
人
た
ら
し
め
る
根
底
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
タ
の
「
神
な
し
の
立
場
」
が
、
単
な
る
我
性
の
立
場
で
は
な
い
と
い
う
所
以

で
あ
る
。
「
（
魂
の
怒
り
が
）
脇
見
を
す
れ
ば
高
慢
に
陥
る
」
と
言
わ
れ
た
所
以
で
あ
る
。
我
々
の
向
上
は
、
放
下
し
続
け
る
事
に
支
え
ら

れ
て
い
る
。
い
や
、
放
下
す
る
事
自
体
が
、
向
上
な
の
で
あ
る
。
そ
の
向
上
が
鼠
指
す
の
は
、
神
か
ら
す
ら
も
脱
却
し
た
根
源
的
な
「
私

の
生
」
が
持
つ
自
由
な
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
し
た
「
私
の
生
」
ぱ
、
自
己
を
放
下
し
尽
く
し
た
時
に
突
然
姿
を
現
す
「
私
が
私
で
あ
る
」

と
い
う
根
源
的
な
自
己
同
　
性
の
こ
と
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
「
私
が
真
に
私
で
は
な
い
」
と
い
う
事
を
存
在
の
非
自
由

と
呼
ん
だ
。
そ
う
し
た
「
私
」
は
、
自
ら
の
存
在
に
つ
い
て
何
も
知
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
自
身
の
存
在
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
私
が
私
で
あ
る
偏
と
い
う
事
が
、
真
の
存
在
の
自
由
な
の
で
あ
る
。
存
在
の
自
由
と
は
、

徹
底
的
な
自
己
の
放
下
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
以
萌
の
場
所
（
根
底
）
に
到
達
し
、
そ
こ
か
ら
生
き
て
い
る
生
が
持
つ
肉
由
の
こ
と
な
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
存
在
の
自
由
の
獲
得
は
、
世
界
そ
の
も
の
の
意
味
の
変
容
を
も
た
ら
し
、
他
者
が
持
つ
真
の
生
の
尊
厳
を
露

わ
に
す
る
。
存
在
の
自
由
と
い
う
の
も
、
主
体
性
の
自
選
の
場
合
と
同
様
に
、
他
者
と
の
関
わ
り
を
規
定
す
る
。
こ
う
し
て
我
々
は
、
自

ら
が
存
在
の
自
由
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と
切
り
離
す
李
が
出
来
な
い
根
源
的
な
モ
ラ
ル
を
引
き
受
け
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

結

晋△，

酊田

　
存
在
の
自
由
と
は
、
「
自
ら
の
根
底
か
ら
生
き
る
㎏
と
い
う
根
源
的
な
生
の
慮
由
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
、
私
は
、
最
早
神
か
ら
で

は
な
く
、
私
の
園
有
か
ら
生
き
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
私
が
私
の
圃
有
、
つ
ま
り
私
の
根
底
に
至
る
た
め
に
は
、
私
が
存
在

し
な
か
っ
た
時
の
よ
う
に
ま
で
自
ら
を
放
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
根
底
ま
で
一
つ
ま
り
無
に
な
る
ま
で
！
自
己
を
放
下
し
尽
く



さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
ま
で
放
下
が
徹
底
さ
れ
て
初
め
て
、
私
が
存
在
す
る
以
前
の
場
所
で
あ
る
「
私
の
根
底
」
に
到
達
し
た
と
言
え

る
の
で
あ
る
。
ま
た
根
底
が
私
の
存
在
が
成
立
す
る
以
前
の
場
所
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
到
達
す
る
事
で
、
私
は
存
在
の
非
自
由
か

ら
解
放
さ
れ
る
。
神
の
放
下
や
突
破
と
い
う
事
が
求
め
ら
れ
る
の
も
、
神
を
突
破
し
て
到
達
す
べ
き
無
な
る
根
底
が
、
存
在
の
成
立
す
る

以
前
の
揚
所
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
根
底
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
終
着
点
で
は
な
い
。
彼
は
、
そ
う
し
た

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

根
底
か
ら
の
生
を
語
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
「
根
底
偏
と
「
根
底
か
ら
の
生
」
を
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
別
の
段
階
と
見
る
べ
き
で
は

な
い
。
真
の
根
底
の
開
示
は
、
生
き
生
き
し
た
真
理
が
姿
を
現
す
と
い
う
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
き
生
き
し
た
真
理

が
姿
を
現
す
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ま
だ
真
の
根
底
が
開
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
存
在
を
脱
却
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
留
ま
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
れ
ば
、
そ
こ
を
ど
う
し
て
存
在
の
場
所
、
神
の
根
底
と
呼
ぶ
事
が
出
来
よ
う
。
存
在
を
離
脱
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
離
脱

ぱ
、
単
な
る
存
在
を
否
定
し
た
無
で
し
か
な
い
。
確
か
に
そ
う
し
た
離
脱
は
、
苦
悩
や
妨
げ
か
ら
の
自
由
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
う
し
た
離
脱
は
、
私
の
生
を
も
否
定
し
た
ま
ま
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
或
い
は
、
そ
こ
に
は
ま
だ
放
下
す
べ
き
自
己

が
残
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
人
が
、
苦
悩
や
妨
げ
か
ら
の
自
由
を
手
に
入
れ
る
事
で
満
足
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に

は
ま
だ
、
現
実
の
世
界
を
拒
む
事
で
苦
悩
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
無
性
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
ま
だ

根
底
は
開
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
根
底
は
、
存
在
を
脱
却
し
て
い
る
と
同
時
に
、
存
在
の
成
立
す
る
場
所
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
私
が
そ
こ
か
ら
生
き
て
く
る
生
の
根
底
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
本
当
に
根
底
に
達
し
た
と
煮
え
る
の
は
、
生
き
生
き
し

た
真
理
が
姿
を
現
し
、
私
が
他
な
ら
ぬ
私
と
し
て
、
自
由
な
心
情
で
現
実
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
時
だ
け
な
の
で
あ
る
。
真
人
の
生
が
成

立
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
根
底
ま
で
自
己
を
放
下
し
尽
く
し
た
事
に
は
な
ら
な
い
。
究
極
の
放
下
、
つ
ま
り
根
底
へ
の
最
後
の
一
歩
が
、

直
ち
に
根
底
か
ら
の
第
一
歩
な
の
で
あ
る
。
こ
の
究
極
の
一
歩
が
、
「
突
破
」
と
呼
ば
れ
る
薪
態
で
あ
る
。
「
根
底
へ
の
突
破
」
と
は
「
根

底
か
ら
の
突
破
」
な
の
で
あ
る
。
放
下
と
は
、
神
の
子
が
誕
生
す
る
た
め
の
｝
手
段
な
の
で
は
な
い
。
放
下
の
徹
底
と
い
う
事
が
、
即
、

神
の
子
の
誕
生
な
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
神
の
子
が
本
当
に
誕
生
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ま
だ
真
の
根
底
は
開
か
れ
て
い

　
　
　
　
マ
イ
ス
タ
i
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
・
田
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
折
H
学
柑
耕
究
　
　
第
五
百
六
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四

な
い
。
「
私
の
無
」
が
世
界
を
離
脱
し
た
否
定
的
、
消
極
的
な
無
に
留
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
だ
真
の
根
底
の
無
で
は
な
い
。
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

き
生
き
し
た
真
理
が
姿
を
現
し
、
私
が
こ
の
私
と
し
て
生
き
る
と
い
う
場
所
が
開
か
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
真
に
根
底
が
開
示
さ
れ
た
事

に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
場
所
こ
そ
が
、
根
底
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
、
マ
ル
タ
と
い
う
真
人
の
立
場
を
讃

え
た
所
以
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
真
人
は
、
自
己
の
存
在
が
本
来
持
っ
て
い
た
根
源
性
を
自
覚
す
る
事
で
、
他
者
を
そ
の
ま
ま
で
根

源
的
な
生
と
し
て
と
ら
え
る
よ
う
に
な
る
。
根
底
に
立
っ
て
世
界
を
眺
め
る
真
人
に
と
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
人
間
の
生
で
あ
れ
、
根
源

的
な
生
、
神
的
な
生
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
我
々
の
根
源
的
な
自
由
の
探
究
は
、
結
果
的
に
、
他
者
の
根
源
的
な
生
と
人
格
性
を
も

我
々
に
認
め
さ
せ
る
事
に
な
る
。
真
人
は
、
彼
自
身
の
根
源
的
な
自
由
に
目
覚
め
る
事
で
、
同
時
に
根
源
的
な
良
心
に
目
覚
め
る
。
神
を

も
振
り
払
お
う
と
す
る
魂
の
怒
り
は
、
自
己
中
心
的
な
怒
り
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
根
源
的
な
良
心
と
褒
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
な

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
註

　
引
用
は
、
総
て
．
．
b
尉
§
ミ
偶
詠
§
閥
§
織
N
ミ
無
ミ
笥
隷
§
ミ
ミ
譜
同
旨
〉
白
鼠
僧
α
q
鳥
⑦
『
U
o
葺
ω
o
ぽ
Φ
笥
蜀
。
誘
魯
§
σ
q
ω
σ
q
①
ヨ
Φ
ぎ
ω
o
冨
搾
ω
ε
暮
ぴ
q
9
二

お
ω
象
．
、
、
（
U
≦
と
ピ
≦
と
略
）
か
ら
で
あ
る
。
引
用
の
際
は
、
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
数
を
、
続
く
箕
用
数
字
で
ペ
ー
ジ
数
を
表
わ
す
。

　
（
1
）
　
特
に
「
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
と
現
代
」
（
大
橋
良
介
編
『
総
説
・
ド
イ
ツ
観
念
論
と
現
代
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
三
年
、
所
収
）
に
お
い

　
　
て
。

　
（
2
）
　
そ
れ
ゆ
え
存
在
の
非
自
由
と
い
う
問
題
が
、
直
ち
に
主
体
性
の
自
由
、
つ
ま
り
責
任
倫
理
を
脅
か
す
と
い
う
事
は
な
い
。
但
し
、
両
者
が
全
く

　
　
無
関
係
か
ど
う
か
は
、
更
な
る
考
察
を
必
要
と
し
よ
う
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
観
念
論
の
暫
学
な
ど
は
、
こ
う
し
た
区
別
を
せ
ず
に
爾
老
の
自
由
を
問
題

　
　
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
3
）
　
こ
こ
で
「
不
自
由
」
で
は
な
く
、
「
非
自
由
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
は
、
「
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
不
自
由
が
問
題
で
は



　
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
「
非
自
由
」
と
い
う
用
語
は
、
無
論
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
意
識
し
て
の
事
で
あ
る
。
こ
う
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
キ
ェ
ル

　
ケ
ゴ
ー
ル
に
共
通
す
る
問
題
意
識
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
」
（
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
協
会
編
『
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

　
研
究
』
二
三
号
、
一
九
九
三
年
）
の
結
論
部
分
を
参
照
。

（
4
）
　
本
論
で
は
繰
り
返
し
「
我
性
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
我
性
の
定
義
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
自

　
身
、
我
性
に
つ
い
て
定
義
め
い
た
事
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
5
）
　
と
は
い
え
自
ら
の
存
在
を
自
覚
し
て
い
な
く
と
も
、
我
々
は
や
は
り
自
ら
の
行
動
の
主
体
で
あ
る
。
こ
こ
で
擬
似
主
体
性
と
い
う
の
は
、
あ
く

　
ま
で
も
宗
教
的
な
問
題
地
平
に
お
い
て
の
事
な
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
語
る
神
認
識
が
、
神
と
い
う
対
象
の
存
在
を
そ
の
ま
ま
自
ら
の
存
在
と
し
て
受
け
取
る
働
き
で
あ
る
と
い
う
事
に
関
し
て
は
、

　
拙
論
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
『
神
の
誕
生
』
を
巡
っ
て
」
（
関
西
哲
学
会
編
『
ア
ル
ケ
i
』
一
号
、
一
九
九
三
年
）
の
「
一
、
出
生
」
と
「
二
、
誕
生
」

　
を
参
照
。

（
7
）
　
＜
σ
q
ド
U
≦
押
一
⑩
メ
そ
こ
で
は
神
を
神
の
た
め
に
放
下
し
た
者
が
、
真
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
は
、
そ
う
し
た
放
下
の
結
果
、
真
の

　
神
が
現
成
す
る
事
に
な
る
。
こ
う
し
た
神
の
放
下
と
神
の
成
立
の
栢
即
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
と
現
代
」
並
び
に
「
エ
ッ
ク

　
ハ
ル
ト
の
『
神
の
誕
生
』
を
巡
っ
て
」
を
参
照
。

（
8
）
　
＜
o
q
ド
∪
≦
回
上
置
↑
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
義
な
る
人
は
神
の
子
と
同
義
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
ら
を
完
全
に
放
下
し
た
老
を
意
味
す
る
。

（
9
）
　
「
存
在
が
神
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
意
味
に
つ
い
て
庶
、
拙
論
「
存
在
と
知
性
」
（
日
本
宗
教
学
会
編
『
宗
教
研
究
』
二
八
九
号
、
｝
九
九
…

　
年
）
参
照
。

（
1
0
）
　
〈
ひ
q
い
U
≦
押
お
霧
筆
こ
の
辺
り
の
問
題
に
関
し
て
は
、
前
掲
「
エ
ヅ
ク
ハ
ル
ト
の
『
神
の
誕
生
』
を
巡
っ
て
」
の
「
三
、
神
の
本
性
」
を

　
参
照
。

（
1
1
）
　
い
≦
押
一
逡
器
ミ
’
神
と
そ
の
知
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
存
在
と
知
性
」
参
照
。

（
1
2
）
　
但
し
知
性
が
存
在
論
的
な
存
在
の
場
所
に
な
る
と
い
っ
て
も
、
問
題
を
認
識
論
的
な
構
図
で
イ
メ
ー
ジ
し
て
は
な
ら
な
い
。
私
の
無
化
と
い
う

　
の
は
、
本
当
に
私
か
ら
私
が
消
え
去
る
と
い
う
事
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
開
か
れ
る
の
も
、
最
早
我
々
が
知
性
と
い
う
名
で
呼
ん
で
い
た
も

　
　
　
マ
イ
ス
タ
i
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五



　
　
　
哲
学
研
究
　
箪
〃
五
百
六
十
－
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
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六

　
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
私
が
消
え
去
る
事
に
よ
っ
て
「
認
識
す
る
も
の
－
認
識
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
構
図
が
打
ち
破
ら
れ
、
新

　
た
に
存
在
論
的
な
地
平
、
実
在
の
地
平
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
こ
う
し
た
突
破
の
動
性
に
つ
い
て
は
、
西
谷
啓
治
が
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
の
著
作
『
神
と
絶
対
無
』
（
著
作
集
第
七
巻
、
創
文
社

　
一
九
八
七
年
）
は
、
自
己
否
定
が
自
己
肯
定
に
な
る
（
二
九
～
三
〇
ペ
ー
ジ
）
な
ど
の
表
現
で
、
こ
う
し
た
事
態
を
説
明
し
て
い
る
。
但
し
そ
の
表

　
現
の
出
現
は
、
い
さ
さ
か
唐
突
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
そ
れ
自
体
が
読
み
手
の
解
釈
を
要
求
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
こ
の
事
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
マ
リ
ア
に
代
議
さ
れ
る
神
秘
的
な
幌
惚
状
態
は
、
ま
だ
根
底
に
到
達
し
て
い
な
い
立
場
な
の
で
あ
る
。
拙

　
論
「
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
と
現
代
」
も
マ
リ
ア
と
マ
ル
タ
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
マ
リ
ア
が
（
神
と
の
合
一
と
も
と
れ
る
）

　
神
秘
的
な
胱
惚
に
浸
っ
て
い
る
立
場
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
事
や
、
そ
の
立
場
が
ま
だ
真
の
根
底
の
立
場
で
は
な
い
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
し
て

　
は
い
な
い
。

（
1
5
）
　
差
異
認
識
や
像
に
よ
る
認
識
の
否
定
は
、
至
る
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
U
≦
H
戸
刈
Q
。
o
α
．
U
≦
H
H
押
血
N
こ
れ
ら
の
箇
所
に
つ
い

　
て
は
、
前
掲
「
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
と
現
代
」
の
コ
一
、
放
下
」
で
論
じ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
6
）
　
私
は
こ
れ
ま
で
根
底
を
「
私
の
無
、
私
の
消
失
点
」
等
の
表
現
で
語
っ
て
き
た
が
、
厳
密
に
言
う
と
、
「
私
の
無
」
と
い
う
事
だ
け
で
は
、
ま

　
だ
真
の
根
底
で
は
な
い
。
根
底
は
、
「
自
己
の
無
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
す
ら
な
い
。
勿
論
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
根
底
の
こ
と
を
「
静

　
重
な
る
荒
野
」
と
呼
ん
だ
り
し
て
お
り
、
一
面
に
お
い
て
そ
れ
は
確
か
に
絶
対
の
静
寂
の
場
所
な
の
で
あ
る
が
、
事
態
と
し
て
は
、
こ
の
静
寂
の
場

　
所
に
到
達
す
る
事
が
、
即
、
原
初
の
動
の
成
立
な
の
で
あ
る
。

（
1
7
）
　
＜
σ
q
ピ
U
芝
目
戸
お
一
．
そ
れ
に
続
い
て
「
私
が
マ
リ
ア
と
呼
ぶ
の
は
、
良
く
修
練
さ
れ
た
身
体
の
こ
と
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
1
8
）
　
更
に
言
え
ば
、
天
空
の
星
々
が
輝
く
事
の
内
に
、
こ
の
薔
薇
が
こ
の
薔
薇
で
あ
る
事
が
含
ま
れ
、
こ
の
薔
薇
が
こ
の
薔
薇
で
あ
る
事
の
内
に
満

　
天
の
星
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
生
き
生
き
し
た
真
理
の
相
互
透
入
が
、
世
界
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
欧
米
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
は
、
い
ま
だ
に
こ
う
し
た
突
破
の
白
繭
を
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
で
最
も
卓
越
し
て
い
る

　
も
の
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
ヴ
ェ
ル
テ
の
研
究
に
し
て
も
、
突
破
を
「
根
底
へ
の
突
破
」
と
い
う
　
面
で
し
か
問
題
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
＜
ぴ
q
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（
2
0
）
　
存
在
理
解
や
他
意
理
解
は
、
単
な
る
理
論
的
な
知
識
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
理
解
は
、
存
在
や
他
者
に
対
す
る
我
々
の
態
度
を
決
定
す

　
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
私
を
取
り
巻
く
世
界
を
「
私
が
生
き
て
い
く
た
め
の
道
具
」
と
見
る
か
、
「
私
を
生
か
し
て
く
れ
る
も
の
」

　
と
見
る
か
と
い
う
理
解
の
違
い
は
、
世
界
に
対
す
る
我
々
の
態
度
を
決
定
的
に
変
え
て
し
ま
う
。
存
在
理
解
や
他
老
理
解
は
、
モ
ラ
ル
に
関
し
て
無

　
記
で
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。
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し
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す
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ヘ
ン
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学
東
ア
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班
究
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〔
日
本
学
〕
講
師
）
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　　In　the　next　two　sections，　I　take　John　Etcheme且dゾs　arguments　against

Tarski’s　de丘n1tion，　which　appear　in　hls　book，　The　Concept（ゾLogical

Consequence．　ln　this　bool〈，　Etchemendy　contends　that　Tarski’s　analysis　is

wrong，　that　his　definition　does　not　capture　the　essential　feature　of　the

ordinary　concept　of　loglcal　consequence．　Namely，　it　is　claimed　that　Tarski’s

definition　does　not　satisfy　the　condition　of　material　adequateness．　Analyzing

his　arguments，　1　explain　the　central　dificulty　Tarski’s　definition　meets．　lt

seems　impossible　for　his　definition　to　satisfy　both　the　condition　of　scientism

and　the　condition　of　material　adequateness　at　once．

　　Any　definition　of　logical　consequence　must　satisfy　the　condition　of

material　adequateness　as　long　as　it　aims　at　right　one．　ln　the　last　section，

1　outline　the　three　possible　ways　to　attain　such　a　definition．　The　first　way

introdttces　the　metaphysical　theory　about　the　essential　feature　of　logical

consequence　in　ordinary　usage．　The　second　way　adopts　a　kind　of　syntactical

definition．　The　third　way　is　basical！y　the　same　as　Tarski’s　definition，　but

it　needs　to　modify　our　understanding　of　the　essential　feature　of　logical

consequence．　The　first　and　second　ways　can　satlsfy　the　condition　of

material　adequateness　because　they　give　up　satisfylng　the　condition　of

scientism．　On　the　other　hand，　the　third　way　seems　to　be　able　to　satisfy

both　of　the　conditions．　Therefore，　1　think　that　it　ls　worth　whi1e　pursuing

the　thlrd　way　further．

Die　Freiheit　bei　Meister　Eckhart

　　　　　　　　　　　　　　　von　Yoshiyasu　Matsui

Lektor　des　lnstitutes　ftir　Ostasienkunde

（Japanologie）　der　Universitat　Munchen

　　Fur　Eckhart　ist　das　Fragen　nach　der　Freiheit　ein　Fragen　nach　dem

Selbst　und　die　Verwirklichung　der　eigenen　ursprunglichen　Freiheit　bedeutet

zugleich　die　Freilegung　der　Seinswahrheit．　Onto！ogisch　betrachtet　bin　ich

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5



kein　Subjekt　fUr　mein　Sein，　sondern　nur　Pradikat　meines　Seins，　weil　ich

nicht　bewu8t　aus　dem　Grund　meines　Seins　gekommen　bin．　Um　deshalb

diese　Un－freiheit　des　Seins　zu　uberwlnden，　mtissen　wir　einrnal　in　unseren

Grund　zurifckkommen　und　daraus　bewuBt　unser　eigenes　Sein　verwirklichen・

Aber　dieser　Grund　rnuB　der　Ort　sein，　wo　noch　lcein　Sein　zustande　gekom－

men　ist．　Er　muB　also　Nichts　sein．　Doch　er　ist　zug！eich　der　ontoiogische

Ort　des　Seins，　wo　das　Sein　ontologisch　zustande　kommt．　Eckhart　geht　es

darum，　daB　seine　Zuh6rer　so　arm　im　Geist　sind，　wie　sie　es　waren，　als　sie

noch　nicht　waren，　weil　der　hier　freigelegte　Ort　dem　Sein　vorausgehen　muB・

Aber　der　Ort　des　Nichts　ist　nicht　anderes　als　Sein．　Dieses　Nichts　ist　der

Grund　des　Seins．　lndem　wir　uns　also　lassen　und　in　unseren　Seelengrund

durchbrechen，　wird　alies　nicht　nichts，　sondern　wird　der　Ort，　wo　a！les　Sein

sich　als　das　Ursprunglichste　ereignet，　freigelegt．　Man　darf　den　Grund　und

das　Leben　daraus　nicht　fur　zwei　selbstandige　Stufen　halten．　Der　Durchbruch

in　den　Gruncl　ist　nichts　anderes　als　das　Zustandekommen　der　ursprijng！ichen

Se三ns・Ul｝d　Lebe取sfre三heit。
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