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本
論
文
の
意
図
は
、
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
（
一
二
四
〇
P
一
一
二
九
三
）
の
「
存
在
論
」
の
概
要
を
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
存
在
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
〈
存
在
〉
と
い
う
語
の
曖
昧
さ
を
い
く
ら
か
整
理
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
な
ぜ
ガ
ン
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
の
存
在
論
な
の
か
、
に
つ
い
て
も
述
べ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
論
述
は

　
　
　
第
1
章
　
〈
存
在
〉
を
あ
ら
わ
す
語
彙
の
曖
昧
さ

　
　
　
第
2
章
　
な
ぜ
、
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
の
存
在
論
な
の
か

　
　
　
第
3
立
早
　
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉

と
い
う
順
序
で
す
す
め
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
存
在
を
探
究
す
る
こ
と
は
、
〈
存
在
〉
や
く
本
質
〉
や
く
存
在
老
〉
と
い
っ
た
言
葉
の
意
味
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
語
は
、
日
常
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
形
而
上
学
的
な
学
術
用
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
用
語
の
も
と
に
あ
る
く
あ
る
（
在
る
・
有

る
）
〉
〈
あ
る
こ
と
〉
〈
あ
る
も
の
〉
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
よ
く
使
わ
れ
る
あ
り
ふ
れ
た
語
で
あ
り
、
や
さ
し
い
日
常
語
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
れ
ら
の
日
常
語
な
し
に
言
語
は
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
最
も
普
遍
的
で
、
一
見
自
明
な
こ
れ
ら
の
語
も
、
あ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
た
め
て
そ
の
命
毛
を
聞
わ
れ
る
と
、
き
お
め
て
難
解
な
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
語
は
定
義
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お

れ
わ
れ
は
「
人
間
」
や
「
馬
丁
と
言
う
と
き
、
自
分
が
何
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
〈
あ
る
・
存
在
す
る
〉

と
か
く
…
と
し
て
あ
る
こ
と
・
本
質
〉
と
か
く
あ
る
も
の
・
存
在
者
〉
と
言
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
何
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
現
象
学
的
存
在
論
」
や
「
分
析
哲
学
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

本
論
文
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
中
世
哲
学
の
資
料
に
基
づ
く
「
歴
史
的
分
析
」
と
い
う
立
場
か
ら
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。

第
1
章
　
　
〈
存
在
〉
を
あ
ら
わ
す
語
彙
の
暖
昧
さ

第
1
節
　
　
〈
あ
る
〉
と
く
あ
る
も
の
〉

　
〈
存
在
〉
と
い
う
日
本
語
あ
る
い
は
漢
語
は
、
二
つ
の
意
味
を
持
つ
。
一
、
一
般
に
く
あ
る
V
と
い
う
こ
と
、
二
、
お
よ
び
〈
あ
る
も

　
　
　
　
（
5
）

の
〉
、
で
あ
る
。
第
一
の
意
味
の
〈
存
在
〉
は
く
あ
る
〉
と
い
う
事
実
を
表
し
、
第
二
の
意
味
の
〈
存
在
〉
は
く
あ
る
も
の
〉
す
な
わ
ち

〈
存
在
老
〉
を
表
す
。
こ
の
よ
う
な
両
義
性
・
曖
昧
さ
は
、
日
本
語
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
印
欧
語
の
ラ
テ
ン
語
系
言
語
の

な
か
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
①
㌶
。
、
イ
タ
リ
ア
語
の
σ
霧
①
掃
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
ω
醇
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
語
は
、
た
と
え
ば
英
語
に
お
け
る
8
冨
と
9
ぴ
⑦
写
α
q
の
二
つ
の
意
味
を
、
す
な
わ
ち
〈
あ
る
〉
と
く
あ
る
も
の
〉
と
い
う
二

つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
さ
は
西
洋
の
古
典
語
に
は
も
と
も
と
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ラ
テ

ン
語
の
。
ω
ω
⑦
と
魯
。
。
や
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
鶏
℃
ミ
と
巳
警
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
化
は
ど
う
し
て
起
こ

り
、
そ
の
こ
と
が
何
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
ジ
ル
ソ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
け
る
こ
の
曖
昧
化
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
も
し
「
x
が
あ
る
」
（
×
①
。
。
け
）
な
ら
ば
、
「
x
は
あ
る

も
の
で
あ
る
」
（
×
　
の
ω
梓
　
環
訂
　
ゆ
け
機
Φ
）
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
が
あ
る
」
（
Φ
霞
。
）
と
「
あ
る
も
の
で
あ
る
」
（
ゆ
舞
。
§
傘
器
）

が
同
一
視
さ
れ
た
（
図
式
1
）
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
あ
る
も
の
で
あ
る
」
（
Φ
貫
①
葺
Φ
霞
⑦
）
の
な
か
で
、
「
あ
る
も
の
〈
で
あ
る
〉
」
（
〈
ゆ
鐸
⑦
〉

　
　
　
　
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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七
八

彗
蝉
冨
）
か
ら
、
「
〈
あ
る
も
の
〉
で
あ
る
」
（
o
霞
①
〈
§
札
弦
〉
）
へ
の
移
行
が
起
こ
っ
た
（
図
式
2
）
。
な
ぜ
な
ら
、
「
す
べ
て
の
あ
る
も

の
」
（
O
①
　
ゆ
¢
一
　
①
ω
酔
）
に
お
い
て
、
「
そ
れ
が
く
あ
る
〉
と
い
う
生
の
事
実
」
（
♂
剛
自
・
津
宮
9
ρ
儒
、
譜
ω
簿
）
よ
り
も
「
そ
れ
で
あ
る
そ
の
も

の
」
（
8
ρ
鐸
．
躍
婁
）
の
方
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
名
詞
の
〈
巷
黛
冨
〉
が
動
詞
の
〈
三
二
〉

を
吸
収
し
、
そ
の
結
果
、
〈
あ
る
〉
（
Φ
茸
。
）
と
く
あ
る
も
の
〉
（
弩
ゆ
梓
冨
）
と
の
混
同
が
起
こ
っ
た
（
図
式
3
）
。
こ
れ
を
図
式
化
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
1
（
×
⑦
ω
酔
H
x
⑦
。
。
貯
¢
謬
①
㌶
o
）
↓
（
①
ω
け
1
1
0
。
。
鈴
償
口
ゆ
q
⑦
）
↓
（
①
賃
。
鍵
O
け
3
に
諺
Φ
窪
①
）

　
　
2
〈
①
霧
。
＞
鑑
コ
σ
㌶
①
↓
蝉
器
く
舞
蝉
憎
o
V

　
　
O
O
　
ゆ
冑
門
①
専
　
鋸
コ
　
①
一
『
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
そ
し
て
ジ
ル
ソ
ソ
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
含
む
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
引
き
起
こ
す
二
つ
の
問
題
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
第
一

は
、
も
し
「
x
が
あ
る
」
な
ら
ば
、
「
x
は
く
あ
る
も
の
〉
で
あ
る
」
と
震
い
換
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
逆
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
「
x
は
く
あ
る
も
の
〉
で
あ
る
」
が
言
え
て
も
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
「
x
が
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
の

で
あ
る
。
第
二
の
問
題
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
一
の
語
形
が
く
あ
る
V
と
く
あ
る
も
の
V
の
両
方
を
意
味
す
る
言
語
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
し
ト
ル

い
て
は
、
こ
の
曖
昧
さ
を
避
け
て
、
「
x
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
存
在
〉
の
事
実
を
表
す
た
め
に
、
〈
あ
る
〉
（
蝉
話
）
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
グ
　
ジ
　
ス
　
タ

む
し
ろ
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
並
ん
で
、
〈
存
在
す
る
V
（
⑦
×
巨
曾
）
と
い
う
動
詞
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
〈
存
在

す
る
〉
と
い
う
動
詞
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
態
は
い
っ
そ
う
深
刻
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
あ
る
〉
と
い
う
語
が
曖
昧
で
あ
る
の

に
、
そ
の
曖
昧
さ
を
避
け
る
た
め
に
使
わ
れ
た
〈
存
在
す
る
〉
と
い
う
語
も
ま
た
曖
昧
で
あ
る
た
め
、
結
局
、
一
つ
の
曖
昧
さ
を
別
の
曖

昧
さ
に
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
避
け
よ
う
と
し
た
曖
昧
さ
を
増
憂
し
た
か
ら
で
あ
る
。

第
2
節
　
　
〈
あ
る
〉
と
く
存
在
す
る
〉



　
　
　
　
エ
　
グ
　
ジ
　
ス
　
テ

　
で
は
、
〈
存
在
す
る
〉
の
曖
昧
さ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
観
点
が
あ
る
。
　
一
つ
は
、
そ
の
語
の
歴
史

的
素
性
か
ら
く
る
意
味
の
曖
昧
さ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
実
存
哲
学
が
こ
の
語
に
特
別
な
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
か

ら
く
る
「
新
し
い
暖
昧
さ
」
（
§
ω
コ
8
く
①
ぽ
8
三
く
o
ρ
器
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
エ
グ
ジ
ス
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
フ
ラ
ン
ス
語
の
⑦
x
馨
9
は
、
「
〈
存
在
〉
を
持
つ
」
（
巽
。
凶
3
一
．
碑
冨
）
、
「
た
だ
た
ん
に
く
あ
る
V
」
（
ω
冒
豆
。
臼
。
簿
①
霞
①
）
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
エ
ヒ
ト
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
チ
レ

つ
ま
り
、
蝉
8
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
語
の
祖
先
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
①
臨
。
。
盆
冨
は
、
も
と
も
と
別
の
意
味
を
持
っ
て

　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ェ
ク
ス
ロ
シ
ス
ナ
レ
　
　
　
　
ぬ
ク
ス
　
　
　
ッ
ス
テ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

シ
ス
テ
レ

い
た
。
①
×
幹
①
冨
、
正
確
に
言
う
と
①
解
ω
聾
2
。
は
、
賃
と
ω
凶
。
・
け
興
。
の
合
成
で
あ
る
。
ω
聾
Φ
器
は
、
「
あ
る
場
所
に
あ
る
」
、
「
あ
る
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ク
ス
　
シ
ス
テ
レ

態
に
あ
る
」
、
「
あ
る
状
態
に
と
ど
ま
る
」
、
「
存
続
・
存
立
す
る
」
を
表
す
。
し
た
が
っ
て
、
畏
あ
馨
Φ
器
は
〈
存
在
〉
の
事
実
を
示
す
と

い
う
よ
り
も
、
〈
存
在
〉
を
そ
の
起
源
と
の
関
係
に
お
い
て
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
エ
ク
シ
ス
テ
レ
の
よ
く
使
わ
れ
る
意
味
は
、
〈
あ
ら
わ
れ

る
〉
、
〈
姿
を
あ
ら
わ
す
〉
、
〈
～
か
ら
出
て
く
る
〉
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
詩
に
「
虫
が
糞
か
ら
わ
き
出
て
く
る
」

（
〈
①
『
ヨ
O
o
自
　
　
伽
O
　
　
ω
け
O
「
O
O
見
⑦
　
　
Φ
×
一
ω
け
¢
⇒
仲
）
と
あ
る
。
ま
た
キ
ケ
ロ
は
「
私
は
あ
ま
り
に
も
残
酷
に
見
え
な
い
か
心
配
で
あ
る
」
（
面
目
8
器

①
甑
。
・
3
ヨ
q
鼠
⑦
ぎ
弓
）
と
　
一
両
う
。
こ
の
〈
～
に
見
え
る
〉
（
。
改
ω
筆
工
）
は
、
〈
～
で
あ
る
〉
に
近
い
。
さ
ら
に
キ
ケ
ロ
は
「
心
の
申
に
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
る
」
（
⑦
誕
一
ω
仲
自
画
帥
　
凶
昌
　
　
拶
”
一
丸
圃
o
o
　
く
9
ρ
門
一
〇
侍
P
梓
O
q
ロ
）
と
言
う
。
こ
の
〈
あ
ら
わ
れ
る
〉
（
①
×
障
¢
韓
）
は
、
ほ
と
ん
ど

〈
あ
る
〉
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
ク
シ
ス
テ
レ
は
く
あ
ら
わ
れ
る
V
の
意
味
か
ら
〈
あ
る
〉
の
意
味
へ
と
接
近
し
て
い
っ

（
9
）

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
レ

　
し
か
し
、
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
は
な
か
な
か
①
ω
ω
。
を
①
釜
ω
け
㊤
①
に
置
き
換
え
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ソ
テ
ィ
ア

「
他
者
か
ら
出
て
存
立
す
る
」
（
。
×
巴
。
ω
蜂
①
3
）
を
意
味
し
た
。
当
初
、
。
×
韓
①
葺
9
・
と
は
「
起
源
と
の
関
係
を
も
っ
た
本
質
」
（
。
ω
ω
雪
俘
貯

窪
3
9
蝕
山
鼠
σ
q
芝
ω
）
を
意
味
し
、
　
エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
は
「
あ
る
も
の
を
起
源
に
よ
っ
て
あ
る
こ
と
へ
と
到
ら
し
め
る
は
た
ら
き
」
を

意
味
し
た
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
存
立
す
る
に
は
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
他
動
か
ら
出
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
サ
ソ
・
ヴ
ィ
ク

ト
ル
の
リ
カ
ル
ド
ゥ
ス
（
菊
剛
O
ゴ
P
『
山
　
α
O
　
o
o
四
一
”
貯
　
く
凶
O
け
O
『
“
　
”
一
一
一
刈
ω
）
は
、
エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
は
「
他
者
か
ら
出
て
存
立
す
る
こ
と
、
す
な
わ

　
　
　
　
ガ
ソ
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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八
○

ち
他
者
か
ら
出
て
実
体
的
に
あ
る
こ
と
」
（
O
×
　
餌
一
一
〇
　
ロ
二
一
ω
け
①
『
Φ
℃
ず
O
O
　
の
ω
∬
　
ω
⊆
げ
ω
梓
山
嵩
氏
国
一
描
け
O
『
　
⑦
罵
　
高
寄
O
　
⑦
ω
ω
Φ
）
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、
エ
ギ

デ
ィ
ウ
ス
・
ロ
マ
ヌ
ス
（
O
謹
Φ
。
。
ユ
①
菊
。
ヨ
①
…
嵩
ミ
噌
∴
ω
δ
）
は
、
「
も
の
は
本
質
に
付
加
さ
れ
た
存
在
に
よ
っ
て
エ
ク
シ
ス
テ
レ
す
る
」

（
国
×
剛
ω
ε
野
草
ω
℃
㊤
①
ω
。
。
①
。
・
葛
。
『
巴
象
葺
目
⑦
ω
器
⇒
二
器
）
と
言
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
も
の
が
本
質
と
存
在
の
結
合
か
ら
出
て
く
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
い
う
語
は
、
正
確
に
使
わ
れ
る
時
は
い
つ
も
、
起
源
の
概
念
を
原
則
と
し
て
含
ん
で
い

（
1
0
）

た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ソ
テ
イ
ア

　
と
こ
ろ
が
、
　
一
七
世
紀
の
哲
学
の
言
語
で
は
事
情
は
一
変
す
る
。
シ
ピ
オ
ン
・
デ
ュ
・
プ
レ
は
、
ラ
テ
ン
語
の
雲
聾
曾
け
ご
を
正
確
に

訳
す
フ
ラ
ン
ス
語
が
な
い
こ
と
を
嘆
き
つ
つ
「
そ
の
語
は
、
た
だ
〈
あ
る
こ
と
〉
す
な
わ
ち
他
老
と
の
い
か
な
る
関
係
も
考
慮
せ
ず
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

単
純
に
も
の
が
く
あ
る
〉
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
言
う
。
彼
に
よ
る
と
、
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
の
意
味
は
〈
あ
る
〉
と
い
う
事
実
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
グ
ジ
ス
タ
ン
ス

に
す
で
に
限
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
①
×
韓
窪
8
を
〈
あ
る
〉
と
い
う
事
実
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
グ
ジ
ス
タ
ソ
ス

味
に
お
い
て
使
っ
て
い
る
。
『
方
法
序
説
』
第
四
部
で
、
デ
カ
ル
ト
は
「
…
ま
た
、
そ
れ
ら
の
論
証
の
中
に
は
、
そ
れ
の
対
象
の
く
存
　
在
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

を
私
に
確
信
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
も
認
め
た
」
と
言
い
、
ま
た
「
ふ
た
た
び
完
全
な
存
在
者
の
観
念
の
吟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ダ
ジ
ス
タ
ソ
ス

味
に
も
ど
れ
ば
、
完
全
な
存
在
者
の
観
念
の
中
に
は
〈
存
在
〉
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
お
り
、
…
と
い
う
こ
と
を
私
は
見
出
し
た
。
」

　
（
1
4
）

と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
エ
グ
ジ
ス
タ
ン
ス
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
シ
ピ
オ
ン
（
一
六
〇
九
年
）
と
デ
カ
ル
ト
（
一
六
三
七
年
）
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

中
間
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ク
　
シ
ス
テ
レ
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ク
　
セ

　
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
〈
存
在
す
る
〉
が
く
あ
る
〉
の
代
用
語
に
な
っ
た
か
、
そ
の
理
由
は
容
易
に
説
明
が
つ
く
。
感
覚
的

経
験
に
お
い
て
は
、
〈
あ
る
も
の
〉
（
雪
ω
）
は
す
べ
て
〈
他
者
か
ら
出
て
来
て
あ
る
も
の
〉
（
①
惹
ω
3
話
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ク
シ
ス
テ
ソ
ラ
ィ
ア

も
の
は
す
べ
て
な
ん
ら
か
の
起
源
に
よ
っ
て
〈
あ
る
〉
こ
と
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〈
起
源
か
ら
の
存
在
V

が
、
実
際
上
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
す
る
〈
あ
る
も
の
〉
の
唯
一
の
あ
り
方
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
す
る
も
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ク
　
シ
ス
テ
レ

〈
あ
る
〉
と
い
う
事
実
を
示
す
た
め
に
そ
れ
が
く
存
在
す
る
〉
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
形
而
上
学
的
専
門
用
語
で
こ
の
こ
と



を
説
明
す
る
揚
合
に
は
、
「
〈
あ
る
も
の
〉
は
く
（
起
源
か
ら
の
）
存
在
〉
に
よ
っ
て
〈
あ
る
〉
」

強
調
さ
れ
て
、
相
対
的
に
〈
あ
る
〉
が
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
（
1
6
）

と
な
る
。

こ
の
結
果
、
〈
存
在
す
る
〉
が

第
3
節
　
　
〈
存
在
す
る
〉
の
曖
昧
さ
一
ま
と
め

　
　
　
　
エ
　
グ
ジ
　
ス
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ェ
ク
シ
ス
テ
レ

　
以
上
、
〈
存
在
す
る
〉
の
歴
史
的
素
性
に
つ
い
て
見
た
。
要
約
す
る
と
、
そ
の
語
の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
①
×
艮
①
冨
は
、
　
一
般
語

と
し
て
は
、
〈
～
か
ら
出
て
く
る
V
↓
〈
あ
ら
わ
れ
る
〉
↓
〈
あ
る
〉
と
意
味
が
歴
史
的
に
推
移
し
、
哲
学
用
語
と
し
て
も
そ
の
語
は
、

起
源
と
の
関
係
に
お
い
て
〈
他
者
か
ら
出
て
存
立
す
る
〉
の
意
味
か
ら
、
起
源
と
の
関
係
を
離
れ
て
た
だ
た
ん
に
〈
存
在
す
る
〉
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
グ
ジ
ス
テ

へ
と
発
展
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
①
×
聾
2
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
た
ん
に
〈
あ
る
〉
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
グ
　
ジ
　
ス
　
テ

う
意
味
と
、
二
、
〈
起
源
か
ら
出
て
あ
る
〉
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
何
で
あ
れ
も
の
が
く
存
在
す
る
〉
と
言
う
場
合
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ト
ル

一
の
意
味
に
も
、
第
二
の
意
昧
に
も
理
解
さ
れ
う
る
。
第
一
の
意
味
に
と
れ
ば
、
何
で
あ
れ
も
の
が
く
あ
る
〉
と
言
う
こ
と
と
、
そ
れ
が

く
存
在
す
る
〉
と
い
う
こ
と
は
同
じ
意
味
に
理
解
さ
れ
る
が
、
第
二
の
意
味
に
と
る
と
、
〈
あ
る
〉
と
言
わ
れ
る
そ
の
も
の
は
、
も
し
そ

れ
が
起
源
を
も
た
な
い
な
ら
ば
、
〈
存
在
す
る
〉
と
言
う
こ
と
は
で
き
ず
、
〈
存
在
し
な
い
〉
（
口
．
。
臥
。
。
仲
霞
冨
ω
）
と
言
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
一
般
に
、
実
存
哲
学
は
〈
存
在
す
る
〉
と
い
う
語
の
第
二
の
意
味
、
す
な
わ
ち
〈
起
源
か
ら
撃
て
あ
る
〉
と
い
う
意
味
を
重

　
（
1
7
）

視
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
「
神
は
あ
る
」
（
∪
♂
⊆
o
ω
け
）
と
言
え
ば
、
ふ
つ
う
人
は
「
神
は
存
在
す
る
」
（
∪
冨
ロ
。
巴
ω
8
）
と
い
う
こ
と

を
理
解
し
、
「
神
は
存
在
し
な
い
」
（
U
一
己
昌
、
。
胤
ω
8
冨
ω
）
と
言
え
ば
、
「
神
は
な
い
」
（
U
凶
窪
昌
．
①
ω
け
冨
ω
）
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
実
存
哲
学
か
ら
言
う
と
、
も
し
「
神
は
存
在
す
る
」
と
す
れ
ば
、
神
は
何
ら
か
の
起
源
か
ら
出
て
〈
あ
る
〉
こ
と
に
な
ろ
う

が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
神
は
存
在
す
る
」
と
は
言
え
ず
、
「
神
は
あ
る
」
、
け
れ
ど
も
「
神
は
存
在
し
な

い
」
と
い
う
言
い
方
に
な
る
。

　
　
　
　
ガ
ソ
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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八
二

　
こ
う
し
て
、
〈
あ
る
〉
と
い
う
動
詞
の
意
味
の
自
然
的
消
失
が
、
二
つ
の
仕
方
で
起
こ
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
語
の
動
詞
的
意
味
、

す
な
わ
ち
〈
あ
る
〉
と
い
う
存
在
の
事
実
を
表
す
意
味
が
、
〈
あ
る
も
の
〉
を
表
す
名
詞
的
意
味
に
よ
っ
て
消
去
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
同

じ
動
詞
的
意
味
が
〈
存
在
す
る
〉
と
い
う
別
の
語
に
よ
っ
て
代
用
さ
れ
た
。

第
4
節
　
〈
あ
る
〉
と
く
本
質
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
ソ
テ
ィ
ア

　
〈
存
在
〉
と
い
う
語
の
曖
昧
さ
に
加
え
て
、
〈
本
質
〉
と
い
う
語
も
ま
た
曖
昧
で
あ
る
。
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
①
ω
器
詩
華
と
い
う
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
じ
シ
ア

テ
ソ
語
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
巳
ミ
負
を
訳
す
た
め
に
キ
ケ
ロ
（
Ω
8
β
し
d
g
O
①
甲
b
づ
O
お
り
）
が
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。
セ
ネ
カ
（
o
Q
窪
9
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

切
O
累
甲
＞
O
ω
謡
）
の
『
ル
キ
リ
ウ
ス
宛
書
簡
』
の
な
か
で
、
こ
の
訳
語
を
使
っ
た
権
威
と
し
て
、
キ
ケ
ロ
と
フ
ァ
ビ
ア
ヌ
ス
（
凋
筈
貯
霊
9

セ
ネ
カ
と
同
時
代
）
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ー
シ
ア
が
エ
ッ
セ
ソ
テ
ィ
ア
に
訳
さ
れ
た
の
は
、
前
一
世
紀
ご
ろ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
最
初
こ
の
語
は
い
わ
ゆ
る
〈
本
質
〉
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
。
ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
（
O
儒
葺
三
雪
鵡
ω
℃
ぴ
・

》
U
。
。
電
）
に
よ
れ
ば
、
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
第
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
挙
げ
た
ウ
ー
シ
ア
の
ラ
テ
ン
語
訳
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

も
の
が
「
あ
る
か
」
（
導
ω
露
）
と
い
う
問
い
に
答
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
、
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
は
、
も
の
が
「
何

で
あ
る
か
」
（
ゆ
三
儀
ω
竃
）
と
い
う
問
い
に
答
え
る
〈
本
質
〉
の
意
味
で
は
な
く
、
も
の
が
く
あ
る
〉
と
い
う
事
実
を
意
味
し
た
。
エ
ッ
セ

ン
テ
ィ
ア
を
〈
本
質
〉
の
意
味
で
用
い
た
の
は
、
ア
ル
ノ
ビ
ウ
ス
（
〉
ヨ
。
三
蕊
”
卜
。
①
O
T
認
謡
）
で
あ
る
。
彼
は
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
を
、
あ

る
時
は
〈
本
性
〉
（
導
け
ξ
鋤
）
と
同
一
視
し
、
あ
る
時
は
〈
も
の
〉
（
話
。
。
）
と
同
一
視
す
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
時
代
に
エ
ッ
セ
ソ
テ
ィ
ア

は
、
一
、
も
の
が
く
あ
る
〉
と
い
う
事
実
の
意
味
で
、
二
、
〈
あ
る
も
の
〉
の
く
本
性
〉
の
意
味
で
、
三
、
〈
本
性
V
を
も
つ
〈
あ
る
も

の
〉
そ
れ
自
体
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
四
世
紀
に
な
る
と
、
三
位
一
体
論
争
の
な
か
で
、
ウ
ー
シ
ア
は
エ
ッ
セ
ソ
テ
ィ
ア
と
訳
さ

れ
、
神
の
不
変
の
く
本
質
V
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
エ
ッ
セ
ソ
テ
ィ
ア
は
〈
あ
る
も
の
〉
の
意
味
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
〈
あ
る
〉
の
段
階
に
応
じ
て
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
の
段
階
を
考
え
、
〈
あ
る
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
神
は
「
最
高
の
エ
ッ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

セ
ソ
テ
ィ
ア
」
（
ω
賃
b
P
ヨ
餌
Φ
　
ω
ω
Φ
診
酔
　
拶
）
で
あ
る
と
し
た
が
、
そ
の
意
味
は
、
神
は
最
も
す
ぐ
れ
た
意
味
で
〈
あ
る
も
の
〉
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
頃
か
ら
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
は
日
常
語
と
し
て
使
わ
れ
始
め
、
五
～
六
世
紀
の
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
（
b
口
。
簿
三
湯
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

心
。
。
O
下
詔
躯
）
に
な
る
と
、
し
ば
し
ば
こ
の
語
が
使
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
サ
ン
ス

　
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
。
ω
器
p
8
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
ウ
ー
シ
ア
が
持
っ
て
い
た
意
味
は
な
い
。
エ
ッ
サ
ソ
ス
は
ふ
つ
う
、
〈
あ
る
V

な
い
し
〈
あ
る
も
の
〉
（
一
．
Φ
け
掃
）
で
は
な
く
、
「
も
の
を
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
す
る
も
の
」
（
8
ρ
巳
或
け
曾
、
§
①
畠
8
①

①
2
8
ρ
β
．
亀
①
①
の
什
）
、
す
な
わ
ち
「
も
の
の
本
質
」
（
鴨
⑳
6
自
ω
①
昌
O
①
　
鮎
O
　
一
口
　
0
7
0
ω
⑦
）
を
意
昧
す
る
。
こ
う
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
エ
ッ
サ
ン

ス
は
、
ラ
テ
ン
語
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
が
ま
だ
持
っ
て
い
た
実
在
と
の
関
係
を
離
れ
、
抽
象
的
な
意
味
に
な
っ
た
。
シ
ピ
オ
ン
・
デ
ュ
・

（
2
2
）
　
　
　
　
エ
グ
ジ
ス
タ
ン
ス
　
　
　
　
エ
ツ
サ
ソ
ス

プ
レ
は
、
〈
存
　
在
〉
と
く
本
質
〉
と
の
区
別
を
、
「
実
在
」
（
♂
み
＆
と
「
抽
象
」
（
一
．
9
。
ぴ
ω
欝
也
と
の
区
別
と
見
な
し
た
。
彼
に
よ
れ

ば
、
も
の
の
〈
存
在
〉
を
考
え
る
時
は
か
な
ら
ず
〈
存
在
す
る
も
の
〉
の
く
存
在
〉
を
考
え
る
が
、
〈
本
質
〉
の
場
合
は
、
へ
存
在
し
な
い

も
の
V
の
く
本
質
〉
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ロ
ツ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
ツ
セ
ソ
テ
ィ
ア

　
こ
う
し
て
、
も
と
も
と
の
ギ
リ
シ
ア
語
。
旨
貯
（
〈
あ
る
〉
、
〈
あ
る
も
の
〉
）
か
ら
、
ラ
テ
ン
語
Φ
ω
器
a
9
（
〈
あ
る
〉
、
〈
あ
る
も
の
〉
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
サ
ソ
ス

〈
も
の
〉
、
〈
本
性
〉
、
〈
本
質
〉
）
へ
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
。
。
。
器
コ
8
（
〈
本
性
〉
、
〈
本
質
〉
）
へ
と
意
味
が
推
移
し
て
い
く
過
程
で
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

語
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
く
あ
る
〉
な
い
し
〈
あ
る
も
の
〉
の
意
味
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
印
欧
語
の
ラ
テ
ン
語
系
の
言
語
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
〈
存
在
〉
を
あ
ら
わ
す
語
彙
の
曖
昧
さ

の
分
析
を
通
じ
て
、
〈
あ
る
〉
と
い
う
語
の
本
来
的
な
意
味
の
消
失
を
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
く
あ
る
〉
と
い
う
動
詞
本
来
の
意

味
が
〈
あ
る
も
の
〉
と
い
う
名
詞
的
意
味
に
よ
っ
て
消
失
し
、
つ
ぎ
に
く
あ
る
〉
と
い
う
語
が
〈
存
在
す
る
〉
と
い
う
語
に
と
っ
て
代
わ

ら
れ
、
最
後
に
〈
本
質
〉
と
い
う
語
か
ら
〈
あ
る
〉
の
意
味
が
消
え
た
。
ジ
ル
ソ
ン
は
こ
れ
を
、
た
ん
な
る
言
語
の
問
題
で
は
な
く
、
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

而
上
学
に
お
け
る
「
〈
あ
る
〉
の
現
実
態
」
（
一
．
p
。
9
Φ
飢
．
蝉
冨
）
の
根
本
的
消
失
と
み
な
し
た
。

ガ
ソ
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉
の
問
題

八
三
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八
四

第
2
章
　
な
ぜ
、
ガ
ソ
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
の
存
在
論
な
の
か

婚
夘
1
節
　
ト
マ
ス
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
エ
ッ
セ
の
思
想

　
〈
存
在
〉
を
あ
ら
わ
す
語
彙
の
曖
昧
さ
に
象
徴
さ
れ
る
、
〈
あ
る
〉
と
い
う
語
の
本
来
の
意
味
の
消
失
と
い
う
現
代
の
状
況
の
な
か
、

二
〇
世
紀
に
な
っ
て
、
と
く
に
一
九
三
〇
年
代
以
降
、
中
世
哲
学
研
究
者
た
ち
の
問
で
注
目
さ
れ
発
見
さ
れ
た
の
が
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ナ
ス
（
一
二
二
五
2
！
一
二
七
四
）
の
①
。
。
ω
Φ
の
思
想
で
あ
る
。
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
独
自
性
は
、
次
の
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
一
、

ま
ず
、
ト
マ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
、
存
在
を
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
本
質
的
側
面
か
ら
の
み
問
題
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
れ
が
「
〈
あ
る
〉
と
い
う
現
実
態
」
的
側
面
か
ら
問
題
と
し
た
点
に
、
そ
の
独
自
性
が
あ
る
。
二
、
つ
ぎ
に
、

ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
は
、
「
生
き
る
」
「
知
る
」
「
行
為
す
る
」
と
い
っ
た
諸
活
動
の
も
と
に
あ
る
根
源
的
な
「
は
た
ら
き
」
（
国
。
誓
ω
）
と
し
て

　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

の
く
あ
る
〉
で
あ
る
。
三
、
さ
ら
に
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
に
は
「
エ
ッ
セ
そ
の
も
の
」
と
「
分
有
に
よ
る
エ
ッ
セ
』
と
い
う
区
別
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

分
有
に
よ
る
エ
ッ
セ
に
は
、
「
よ
り
大
1
よ
り
小
」
の
度
合
い
、
す
な
わ
ち
「
完
全
性
」
（
需
ほ
。
。
ユ
。
）
の
度
合
い
、
と
い
う
側
面
が
あ
る
。

要
す
る
に
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
は
、
〈
あ
る
〉
の
「
現
実
態
」
・
「
は
た
ら
き
」
・
「
完
全
性
」
を
意
味
す
る
豊
か
な
内
容
を
含
蓄
し
て
い
た

こ
と
が
こ
れ
ら
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
発
見
」
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
う
と
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
本
来
の
意
味
が
、
ト
マ
ス
以
後
の
歴
史
の
中
で

い
つ
し
か
見
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
は
大
き
く
言
っ
て
次
の
二
つ
の
観
点
が
あ
る
。
　
一
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
と
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
オ
ソ
と
の
混
同
（
第
2
節
）
、
二
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
と
エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
の
混
同
（
第
3
節
）
、
で
あ
る
。

第
2
節
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
オ
ソ
と
混
同
さ
れ
た
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ

　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ソ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
な
ソ
テ
ィ
ア

　
ト
マ
ス
の
。
の
ω
①
〈
あ
る
〉
は
、
魯
ω
〈
あ
る
も
の
〉
（
①
ω
ω
①
の
分
詞
の
名
詞
的
用
法
）
や
①
。
。
妊
孕
9
〈
本
質
〉
（
。
ω
・
。
①

か
ら
作
ら
れ
た
抽



象
名
詞
）
と
は
、
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
た
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
リ
ス
ト
テ
リ
コ
・
ト
マ
ス
哲
学
」
（
℃
藍
。
ω
8
三
員
。
＞
N
剛
ω
8
冨
一
一
8
・
6
ぎ
着
工
8
蝉
）
に
お
い
て
は
、
ト
マ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ソ

存
在
論
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
と
同
一
視
さ
れ
た
。
た
し
か
に
、
エ
ン
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
警
に
対
応
し
、
　
エ
ッ
セ
ソ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ユ
シ
ア

ィ
ア
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
9
q
“
優
に
対
応
す
る
。
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
オ
ソ
と
ウ
ー
シ
ア
と
の
間
に
は
、
ト
マ
ス
の
エ
ン

ス
と
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
の
間
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
明
確
な
区
別
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
ウ
ー
シ
ア
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

ま
た
一
つ
の
オ
ン
で
あ
り
、
か
つ
諸
々
の
オ
ン
の
な
か
で
、
「
第
一
義
的
な
オ
ン
」
　
（
　
’
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
こ
嚇
O
論
、
e
嫡
e
の
O
℃
）
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
ソ
　
　
　
ス

　
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ウ
ー
シ
ア
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
も
、
〈
あ
る
も
の
〉
の
「
何
で
あ
る
か
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
エ
ッ
セ
ソ
テ
ィ
ア
は
、
い
わ
ゆ
る
「
何
性
」
（
ρ
巳
鹿
ぎ
ω
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
ト
マ
ス

の
独
創
は
、
こ
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
を
エ
ッ
セ
の
限
定
性
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
ト
マ
ス
の
『
存
在
者
と
本
質

に
つ
い
て
』
に
お
け
る
次
の
言
葉
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
そ
れ
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

エ
ン
ス
が
エ
ッ
セ
を
持
つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
　
エ
ン
ス
と
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
区
別
さ
れ
た
こ
の
エ
ッ
セ
の
概

念
、
し
か
も
区
別
さ
れ
な
が
ら
エ
ン
ス
と
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
を
結
合
す
る
こ
の
エ
ッ
セ
の
概
念
、
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
は
ア
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
（
3
4
）

テ
レ
ス
に
は
な
い
。

　
　
　
　
　
ス
ク
シ
ス
テ
レ
　
　
　
　
ェ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ

第
3
節
　
　
〈
存
在
す
る
〉
・
〈
存
　
　
在
〉
と
混
同
さ
れ
た
く
あ
る
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ク
シ
ス
テ
レ

　
ま
た
、
ト
マ
ス
の
。
ω
器
〈
あ
る
〉
は
、
①
邑
ω
8
冨
（
「
存
在
す
る
」
「
現
存
す
る
」
「
実
在
す
る
」
「
実
存
す
る
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
）
や
、

エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

。
臨
ω
8
三
凶
p
。
（
①
邑
ω
冨
3
か
ら
作
ら
れ
た
抽
象
名
詞
）
と
も
区
劉
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
伝
統
的
ト
ミ
ス
ト
た
ち
は
こ
れ
ら
を
混
同
し
た
。
ヘ
ギ
イ
は
、
ト
マ
ス
以
後
の
ト
マ
ス
研
究
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
「
純
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

ト
ミ
ス
ト
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
お
け
る
エ
ッ
セ
忘
却
の
歴
史
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
ヘ
ギ
イ
は
、
カ
プ
レ
オ
ル
ス
（
冒
訂
考
①
ω

　
　
　
　
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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八
六

〇
9
。
窟
o
o
ご
ω
脚
鐸
k
武
）
、
フ
ェ
ラ
リ
エ
ン
シ
ス
（
ω
雛
く
Φ
ω
け
Φ
機
　
用
ッ
O
『
門
9
吋
一
Φ
昌
ω
一
ω
…
　
一
膳
日
切
一
一
㎝
ト
つ
G
o
）
、
カ
エ
タ
ー
ヌ
ス
（
↓
ず
。
二
二
畠
①
≦
o
O
臥
⑦
目
窪
。
。
…

置
①
？
冨
。
。
轟
）
と
い
う
三
人
の
古
典
的
権
威
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
ト
マ
ス
の
『
命
題
集
注
解
』
の
次
の
言
葉
に
注
目
す
る
。

「
エ
ッ
セ
は
三
つ
の
意
味
で
言
わ
れ
る
。
第
一
は
、
も
の
の
〈
何
性
〉
な
い
し
〈
本
性
〉
…
。
第
二
は
、
〈
本
質
〉
の
現
実
態
…
。
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

は
、
命
題
の
真
理
を
あ
ら
わ
す
コ
ブ
ラ
…
。
」
彼
ら
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
の
三
区
分
を
、
ト
マ
ス
の
思
想
発
展
の
経
過
を
無
視
し
て
、
絶
対

化
し
た
。
第
三
の
コ
ブ
ラ
を
甥
に
し
て
、
彼
ら
は
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
を
、
第
一
の
〈
鼻
嵐
〉
な
い
し
〈
本
性
〉
と
し
て
の
エ
ッ
セ
と
第
二

の
〈
本
質
〉
の
現
実
態
と
し
て
の
エ
ッ
セ
と
に
区
分
し
た
。
彼
ら
は
こ
の
区
分
を
、
〈
本
質
存
在
〉
（
。
。
。
器
Φ
ω
ω
o
簿
冨
Φ
）
と
く
現
実
存
在
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
チ
ソ
テ
ィ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ソ
チ
ィ
ア

（
⑦
ω
ω
Φ
　
①
メ
一
ω
梓
①
謬
一
同
P
O
）
の
区
分
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
理
解
は
、
エ
ッ
セ
↓
〈
存
　
　
在
〉
の
エ
ッ
セ
↓
〈
存
　
　
在
〉
と
い
う
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ソ
テ
イ
ア

向
に
進
ん
だ
。
こ
れ
は
、
ト
マ
ス
固
有
の
エ
ッ
セ
か
ら
見
れ
ば
、
〈
あ
る
〉
と
い
う
動
詞
の
現
実
態
の
意
味
か
ら
、
〈
存
　
　
在
〉
と
い
う

抽
象
名
詞
的
な
意
味
へ
の
逸
脱
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
彼
ら
は
結
局
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
に
つ
い
て
の
根
本
把
握
か
ら
離
れ
去
っ
て
い

っ
た
。
以
上
が
、
ヘ
ギ
イ
の
分
析
す
る
、
ト
マ
ス
学
派
内
部
に
お
こ
っ
た
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
忘
却
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ラ
ー
は
、
頃
九
世
紀
後
半
に
は
じ
ま
り
二
〇
世
紀
の
三
〇
年
代
以
後
と
く
に
著
し
く
な
っ
た
ト
マ
ス
の
「
エ
ッ
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

の
発
見
」
の
歴
史
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
ケ
ラ
ー
は
、
次
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
区
別
す
る
。
一
、
ジ
ル
ソ
ソ
、
マ
リ
タ
ソ
、
ド
・

フ
ィ
ナ
ン
ス
等
の
グ
ル
ー
プ
。
彼
ら
は
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
動
的
性
格
、
現
実
的
性
格
を
強
調
す
る
。
二
、
ラ
ー
ナ
ー
や
ロ
ッ
ツ
等
の
グ

ル
ー
プ
。
彼
ら
は
認
識
の
側
面
か
ら
エ
ッ
セ
理
解
へ
の
道
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
。
三
、
フ
ァ
ブ
ロ
や
ド
・
レ
イ
メ
イ
カ
1
の
グ
ル
ー
プ
。

彼
ら
は
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
を
「
完
全
性
の
充
満
」
（
〈
o
辱
。
ヨ
ヨ
⑦
導
Φ
焦
目
農
。
）
と
し
て
把
握
し
た
。
ケ
ラ
ー
自
身
は
、
第
一
グ
ル
ー
プ
↓

第
ニ
グ
ル
ー
プ
↓
第
三
グ
ル
1
プ
と
進
む
に
つ
れ
て
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
に
対
す
る
理
解
が
深
化
す
る
と
み
な
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
フ
　
せ

　
以
上
、
ヘ
ギ
イ
と
ケ
ラ
ー
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
要
す
る
に
、
伝
統
的
ト
ミ
ス
ト
た
ち
は
ト
マ
ス
の
〈
あ
る
〉

　
　
エ
ク
シ
ス
ヂ
ソ
テ
ィ
フ

を
〈
存
　
　
在
〉
と
混
同
し
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
二
〇
世
紀
の
研
究
者
た
ち
は
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
に
は
た
ん
に
も
の
「
が
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

と
」
と
い
う
く
存
　
　
在
〉
以
上
の
深
い
内
容
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ク
シ
　
ス
テ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ツ
　
セ

　
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
さ
ら
に
山
田
晶
は
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
〈
存
在
す
る
〉
が
単
に
〈
あ
る
〉
の
代
用
語
と
し
て
時
た

ま
用
い
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
エ
ッ
セ
と
は
区
別
さ
れ
た
固
有
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
「
エ

ッ
セ
ソ
テ
ィ
ア
（
な
い
し
ラ
チ
オ
）
は
、
エ
ッ
セ
に
よ
っ
て
エ
ク
シ
ス
テ
レ
す
る
」
と
い
う
ト
マ
ス
の
根
本
命
題
を
「
エ
ッ
セ
は
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

お
い
て
エ
ッ
セ
ソ
テ
ィ
ア
（
な
い
し
ラ
チ
オ
）
が
エ
ク
シ
ス
テ
レ
す
る
〈
場
所
〉
で
あ
る
」
と
解
釈
し
た
。
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
を
〈
場

所
〉
と
し
て
解
釈
す
る
立
場
は
、
山
缶
晶
の
独
自
の
解
釈
で
あ
り
、
ト
マ
ス
研
究
史
上
に
薪
た
な
そ
し
て
重
大
な
貢
献
を
な
す
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

る
。
そ
し
て
、
山
田
晶
の
研
究
に
よ
っ
て
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
意
味
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ま
さ
に
「
そ
の
終
局
に
達
し
た
」
感
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
先
人
た
ち
の
研
究
に
対
し
て
い
っ
た
い
何
を
つ
け
加

え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
～

第
4
節
　
な
ぜ
、
ガ
ソ
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
の
存
在
論
な
の
か

　
以
上
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
伝
統
的
ト
ミ
ス
ト
が
忘
却
し
て
い
た
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
固
有
性
が
、
二
〇
世
紀
の
ト
マ
ス
研
究

者
た
ち
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
究
明
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
が
も
っ
て
い
た
、
〈
あ
る
〉
の
「
現
実
態
」
（
ジ
ル
ソ
γ
）
・

「
は
た
ら
き
」
（
ド
・
フ
ィ
ナ
ソ
ス
）
・
「
完
全
性
」
（
フ
ァ
ブ
ロ
）
・
「
場
所
」
（
山
田
）
と
い
っ
た
性
格
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
よ
っ
て
発

見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ト
マ
ス
固
有
の
エ
ッ
セ
の
豊
か
な
含
蓄
が
、
ト
マ
ス
以
後
の
中
世
哲
学
史
上
、
い
つ
ご
ろ

誰
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
し
て
見
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
か
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
フ
ァ
ン
・
シ
ュ
チ
ン
ベ
ル
ゲ

ン
は
、
ト
マ
ス
の
死
後
の
一
三
世
紀
の
第
4
四
半
世
紀
、
と
く
に
存
在
論
の
領
域
に
お
い
て
「
前
例
の
な
い
ほ
ど
の
思
想
の
沸
騰
」
（
p
・
昌

§
箕
。
8
留
簿
巴
黙
①
署
窃
8
謬
8
0
剛
ご
8
の
）
が
わ
き
た
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
思
想
的
論
争
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
識
が
あ
ま
り
に

も
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
思
想
家
と
し
て
、
ブ
ラ
バ
ソ
の
シ
ゲ
ル
ス
、
酷
評
デ
イ
ウ
ス
・
ロ
マ
ヌ
ス
、

オ
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
ペ
ト
ル
ス
、
ガ
ソ
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
、
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
の
ゴ
デ
フ
リ
ド
ゥ
ス
、
ロ
ジ
ャ
：
・
マ
ー
ス
ト
ソ
な
ど
の
名
前
を

　
　
　
　
ガ
ソ
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
お
け
る
く
エ
ッ
セ
V
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



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

　
　
　
（
4
2
）

挙
げ
て
い
る
。

　
で
は
、
ト
マ
ス
固
有
の
エ
ッ
セ
の
意
味
の
崩
壊
は
、
い
つ
頃
誰
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
2
　
そ
れ
は
、
ト
マ
ス
の
死
の

直
後
か
ら
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
そ
の
第
一
歩
は
、
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
が
踏
み
出
し
た
。
そ
れ
は
次
の
点

に
あ
る
。
そ
も
そ
も
ジ
ル
ソ
ソ
や
フ
ァ
ブ
ロ
等
は
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
持
っ
て
い
る
二
つ
の
側
面
の
う
ち
一
方
の
み
を
重
視
す
る
傾
向

が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
天
あ
る
〉
の
現
実
態
」
（
ρ
。
ε
の
φ
の
ω
睾
象
）
す
な
わ
ち
実
在
な
い
し
現
実

の
〈
あ
る
〉
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
そ
れ
が
「
命
題
の
結
合
」
（
8
ヨ
。
。
亀
。
三
。
箕
8
。
ω
三
。
蝕
ω
）
を
意
味
す
る
〈
あ
る
〉
と
し
ば
し
ば
一
緒

に
登
賦
す
る
と
い
う
ト
マ
ス
の
文
脈
に
ほ
と
ん
ど
注
蟹
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ェ
レ
ス
は
こ
の
文
脈
を
「
存
在
論
的
二
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

分
」
（
。
昇
9
着
け
q
ぎ
冨
U
凶
警
0
8
ヨ
剛
。
）
と
呼
び
、
ト
マ
ス
の
存
在
論
に
お
け
る
こ
の
二
区
分
の
根
本
的
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
ト
マ
ス
同
様
、

ヘ
ソ
リ
ク
ス
も
明
確
に
エ
ッ
セ
を
実
在
の
〈
あ
る
〉
と
命
題
結
合
の
〈
あ
る
〉
と
に
二
区
分
す
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
は

実
在
の
〈
あ
る
〉
を
さ
ら
に
〈
本
質
存
在
〉
と
く
現
実
存
在
〉
と
に
二
区
分
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
か
ら
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の

崩
壊
過
程
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
の
存
在
論
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉
の
細
分

化
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
本
論
文
で
ガ
ン
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
の
存
在
論
を
扱
う
理
由
で
あ
る
。

第
3
章
　
ガ
ソ
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ヅ
セ
〉

第
1
節
複
合
的
エ
ッ
セ
と
非
複
合
的
エ
ッ
セ

　
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
、
ト
マ
ス
の
第
二
次
パ
リ
大
学
神
学
部
教
授
時
代
（
一
二
六
九
一
七
二
）
と
同
じ
時
期
、
お
そ
ら
く
神
学
部
に

学
生
と
し
て
在
籍
し
、
ト
マ
ス
の
死
（
＝
一
七
四
）
の
二
年
後
か
ら
十
七
年
間
（
一
二
七
六
！
九
二
）
も
の
長
期
に
わ
た
っ
て
神
学
部
教

授
を
務
め
た
。
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
教
授
就
任
直
後
（
ご
一
七
六
一
七
九
）
に
書
い
た
『
定
期
討
論
の
ス
ン
マ
』
，
。
．
卜
。
。
。
”
ρ
．
れ
に
お
い
て
、
エ

ッ
セ
を
大
き
く
二
つ
に
区
分
し
て
い
る
。



　
　
「
も
の
の
エ
ッ
セ
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
複
合
的
エ
ッ
セ
で
あ
り
、
こ
れ
は
何
ら
か
の
結
合
・
分
離
に
お
い
て
成
立
す
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
は
非
複
合
的
エ
ヅ
セ
で
あ
る
。
」

　
ま
ず
、
「
複
合
的
（
8
ヨ
皿
o
×
⊆
ヨ
）
エ
ッ
セ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
「
結
合
・
分

離
に
お
い
て
成
立
す
る
」
（
。
§
。
。
響
搾
ぎ
8
ヨ
℃
o
ω
三
〇
g
①
け
象
£
ω
剛
8
①
）
と
　
｝
㎜
口
っ
て
い
る
。
「
に
お
い
て
」
と
は
、
そ
の
も
の
が
成
立
す
る

場
所
を
示
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
エ
ッ
セ
が
成
立
す
る
場
所
は
、
「
結
合
・
分
離
」
で
あ
る
。
「
結
合
・
分
離
」
と
は
知
性
の
「
判
断
」

（一

ﾂ
山
｝
O
一
＝
ヨ
）
に
他
な
ら
な
い
。
知
性
の
判
断
は
ふ
つ
う
、
論
理
学
的
に
は
ω
①
9
℃
と
い
う
二
つ
の
名
辞
か
ら
な
る
「
命
題
」
（
胃
？

唱
。
。
・
葺
。
）
の
形
で
示
さ
れ
、
言
語
的
に
は
主
語
と
述
語
か
ら
な
る
「
文
」
（
。
”
§
二
巴
。
）
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
。
主
語
と
述
語
を
結
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
け
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
し

（
ま
た
は
分
離
）
す
る
の
は
、
〈
あ
る
〉
（
ま
た
は
〈
な
　
い
〉
）
と
い
う
コ
ブ
ラ
で
あ
る
。
こ
の
〈
あ
る
〉
は
、
言
語
の
次
元
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

は
、
た
だ
主
語
と
述
語
の
結
合
関
係
を
表
す
コ
ブ
ラ
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
判
断
を
行
う
知
性
の
次
元
に
お
い
て
、
こ
の
〈
あ
る
〉
は
、

そ
の
結
合
が
何
ら
か
の
仕
方
で
く
あ
る
V
と
主
張
す
る
こ
と
（
ρ
曲
同
母
鴛
。
）
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
知
性
は
「
S
は
P
で
あ
る
」
（
ω
窃
ゆ

闇
）
と
判
断
す
る
と
き
、
「
S
P
が
く
あ
る
〉
」
（
ω
℃
。
ω
貯
）
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
S
P
と
い
う
事
態
が
も
の
の
次
元
に
お
い

て
〈
あ
る
〉
な
ら
ば
、
そ
の
判
断
は
真
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
座
っ
て
い
る
」
（
ω
9
丁
零
Φ
ω
①
舞
ω
巴
雪
ω
）
と
い
う
文
は
、

「
座
っ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
〈
あ
る
〉
」
（
［
ω
8
冨
竃
ω
ω
艶
⑦
冨
］
o
。
。
帥
）
と
い
う
知
性
の
判
断
を
意
味
し
、
実
際
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
座
っ
て

い
る
と
き
、
こ
の
判
断
は
真
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
断
は
常
に
真
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
立
っ
て
い
る
と
き
、
「
座
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
む
た
　
　
　
　

る
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
［
ω
O
O
「
O
叶
①
口
。
　
o
α
O
飢
①
5
ω
］
と
い
う
事
態
は
も
の
の
側
に
は
〈
な
　
い
〉
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
知
性
に
お
い
て
ω
。
9
㌣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ツ
　
セ

8
ω
。
簿
ω
巴
①
霧
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
（
そ
の
場
合
は
偽
と
な
る
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
あ
る
〉
は
も
の

　
　
　
　
エ
　
ッ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ツ
セ

の
側
の
〈
あ
る
〉
と
は
区
別
さ
れ
た
知
性
の
側
の
〈
あ
る
〉
で
あ
る
。
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
雷
う
。
「
そ
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
は
、
も
の
自
体
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

お
い
て
で
は
な
く
、
〔
知
性
の
〕
結
合
に
お
い
て
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ソ
リ
ク
ス
が
こ
こ
で
言
う
「
複
合
的
エ
ッ
セ
」
と
は
、
知
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

の
判
断
に
お
い
て
成
立
す
る
「
知
的
」
な
い
し
「
概
念
的
」
（
§
一
。
g
一
♂
）
エ
ッ
セ
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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九
〇

　
つ
ぎ
に
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
が
言
う
第
二
の
「
非
複
合
的
（
貯
8
ヨ
覧
⑦
釜
ヨ
）
エ
ッ
セ
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
ソ
テ
ィ
ア
の
エ
ツ
セ

リ
ク
ス
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
二
つ
に
区
分
す
る
。
「
そ
し
て
、
こ
れ
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
く
本
質
存
在
〉
と
い
わ
れ
、
　
一
つ
は

　
渉
シ
ス
テ
ソ
‘
γ
イ
ア
の
ニ
ツ
セ
　
　
　
　
（
4
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

〈
現
実
存
在
〉
と
い
わ
れ
る
」
。
そ
し
て
、
ヘ
ソ
リ
ク
ス
は
、
こ
の
非
複
合
的
エ
ッ
セ
は
「
〈
も
の
〉
自
体
に
お
い
て
成
立
す
る
」

（
O
O
口
ω
一
ω
け
μ
け
　
”
訂
　
一
℃
ω
拶
　
『
⑦
）
と
雪
q
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
非
複
合
的
エ
ッ
セ
」
を
理
解
す
る
た
め
に
、
次
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
ン
チ
イ
ア
の
エ
ツ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ソ
テ
イ
ア
の
エ
ツ
セ

て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
一
、
〈
本
質
存
在
〉
（
。
ω
ω
。
。
ω
器
島
器
）
と
く
現
実
存
在
〉
（
。
。
。
ω
①
①
×
剛
ω
3
註
器
）
と
は
な
に
か
（
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
ス

2
節
）
、
二
、
そ
れ
が
成
立
す
る
場
所
と
し
て
の
く
も
の
〉
（
冨
ω
）
と
は
何
か
（
第
3
節
）
、
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
ソ
テ
ィ
ア
の
エ
ツ
セ
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ソ
テ
ィ
ア
の
ニ
ツ
セ

第
2
節
　
〈
本
質
存
在
〉
と
く
現
実
存
在
〉

　
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
『
任
意
討
論
集
』
一
”
ρ
．
㊤
に
お
い
て
、
エ
ッ
セ
を
〈
本
質
存
在
〉
と
く
現
実
存
在
〉
と
い
う
二
つ
に
区
分
す
る
考
え
方

を
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
か
ら
学
ん
だ
、
と
言
っ
て
い
る
。

　
　
「
ま
ず
、
エ
ッ
セ
に
つ
い
て
、
ア
ヴ
ィ
セ
ソ
ナ
が
『
形
而
上
学
第
5
巻
』
の
末
尾
で
し
た
よ
う
に
、
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、
〈
も
の
〉
が
自
己
の
う
ち
に
本
質
的
に
も
っ
て
い
る
エ
ッ
セ
で
、
こ
れ
は
く
本
質
存
在
〉
と
呼
ば
れ
る
。
一

　
　
つ
は
、
〈
も
の
〉
が
他
者
か
ら
受
け
取
る
エ
ッ
セ
で
、
こ
れ
は
く
現
実
存
在
〉
と
呼
ば
れ
る
。
被
造
物
の
〈
本
質
〉
は
第
一
の
エ
ッ

　
　
セ
〔
1
1
〈
本
質
存
在
〉
〕
を
本
質
的
に
、
た
だ
し
分
有
的
に
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
神
の
な
か
に
あ
る
形
相
的
範
型
を
模
倣
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
持
つ
の
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
一
、
〈
本
質
存
在
〉
と
は
、
〈
も
の
〉
に
本
質
的
に
属
す
る
エ
ッ
セ
で
あ
り
、
〈
現
実
存
在
〉

と
は
、
〈
も
の
V
が
他
者
か
ら
受
け
取
る
エ
ッ
セ
で
あ
る
。
二
、
「
本
質
的
に
」
（
⑦
ω
ω
雪
げ
亀
甲
3
『
）
と
い
う
の
は
、
「
自
巴
に
属
す
る
」
（
α
。

ω
Φ
）
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
神
の
よ
う
に
〈
本
質
〉
が
エ
ッ
セ
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
あ
く
ま
で
被
造
物

の
〈
本
質
〉
は
、
〈
本
質
存
在
〉
を
「
分
有
的
に
」
（
窟
三
。
言
葺
く
。
）
持
つ
。
三
、
被
造
物
の
〈
本
質
〉
が
く
本
質
存
在
〉
を
分
有
的
に



持
つ
た
め
の
条
件
は
、
そ
れ
が
神
の
「
形
相
的
範
型
」
（
h
。
§
9
。
。
×
§
覧
p
。
村
）
、
す
な
わ
ち
神
の
知
性
の
な
か
に
あ
る
イ
デ
ア
を
模
倣
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　
ヘ
ソ
リ
ク
ス
は
こ
こ
で
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
自
身
の
テ
ク
ス
ト
に
は
〈
本
質
存
在
〉
と
く
現
実
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

在
〉
と
い
う
用
語
が
あ
ら
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
命
名
は
あ
く
ま
で
ヘ
ソ
リ
ク
ス
自
身
の
解
釈
で
あ
る
。

　
つ
づ
い
て
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
言
う
。

　
　
「
被
造
物
は
第
二
の
エ
ッ
セ
〔
甜
〈
現
実
存
在
〉
〕
を
自
己
の
〈
本
質
〉
か
ら
で
は
な
く
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
神
の

　
　
知
性
の
中
に
あ
る
範
型
と
一
緒
に
は
た
ら
く
、
神
の
意
志
の
結
果
で
あ
る
。
被
造
物
が
そ
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
を
も
つ
の
は
、
自
己
の

　
　
〈
本
質
〉
か
ら
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
外
的
分
有
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
は
、
い
わ
ば
〈
本
質
〉
に
外
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
や
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
、
付
帯
性
の
様
態
を
持
っ
て
い
る
。
」

　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
一
、
被
造
物
が
〈
現
実
存
在
〉
を
「
他
者
」
す
な
わ
ち
「
神
」
か

ら
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
被
造
物
が
「
神
の
意
志
の
結
果
」
（
Φ
跨
9
欝
ω
〈
o
冨
黒
銭
ω
鳴
く
営
9
。
o
）
と
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
神
の
自
由

意
志
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
二
、
「
外
的
分
有
に
よ
っ
て
（
。
韓
厳
器
＄
冨
a
9
冨
け
凶
。
器
）
と
い
う
こ
と
は
、
〈
現
実
存

在
〉
が
い
わ
ば
「
付
帯
性
」
（
負
。
。
。
置
①
富
）
と
し
て
被
造
物
の
「
本
質
に
外
か
ら
来
る
も
の
」
（
の
ξ
興
く
①
巳
。
房
。
ω
ω
。
簿
凶
器
）
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ソ
リ
ク
ス
は
〈
現
実
存
在
〉
を
あ
る
種
の
付
帯
性
と
規
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
付
帯
性
と
は
ふ
つ
う
何
ら
か
の
基
体

に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
〈
現
実
存
在
〉
が
付
帯
性
な
ら
ば
、
そ
れ
を
受
け
と
め
る
何
ら
か
の
基
体
が
前

も
っ
て
現
実
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
何
ら
か
の
基
体
が
〈
現
実
存
在
〉
と
い
う
付
帯
性
を
持
つ
前
に
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

〈
現
実
存
在
〉
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
矛
盾
で
あ
り
不
可
能
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
想
定
し
て
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
雷
う
。

　
　
　
　
ガ
ン
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
に
お
け
る
く
エ
ッ
セ
V
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
　
　
哲
学
研
究
第
五
百
六
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

　
　
「
か
く
し
て
、
何
で
あ
れ
そ
の
第
二
の
エ
ッ
セ
〔
一
1
〈
現
実
存
在
〉
〕
は
、
付
帯
的
な
様
態
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
付
帯
性
の
範
疇

　
　
に
還
元
さ
れ
る
。
し
か
し
〈
現
実
存
在
〉
は
付
帯
的
な
〈
も
の
〉
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
先
在
す
る
何
も
の
か
に
到
来
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ク
　
シ
　
ス
テ
レ

　
　
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
既
に
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
〈
現
実
存
在
〉
に
よ
っ
て
〈
も
の
〉
は
く
存
在
す
る
〉

　
　
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
の
分
有
が
「
外
的
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
本
当
の
付
帯
性
の
分
有
の
場
合
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
に
基
体
に
内
属
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
既
に
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
創
造
の
刻
印
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
一
、
〈
現
実
存
在
〉
は
付
帯
的
な
〈
も
の
〉
で
は
な
い
。
二
、
そ
う
で
は
な
く
、
「
〈
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ク
　
シ
　
ス
テ
レ

存
在
〉
に
よ
っ
て
〈
も
の
〉
は
く
存
在
す
る
〉
」
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
三
、
〈
現
実
存
在
〉
が
「
外
的
分
有
に
よ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

「
基
体
へ
の
内
属
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
「
創
造
の
刻
印
」
（
q
＄
け
陣
§
一
ω
ぎ
震
・
ω
ω
ざ
）
を
意
味
す
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
〈
も
の
〉
は
神
の
知
性
の
イ
デ
ア
に
対
し
て
、
模
倣
者
；
範
型
と
い
う
形
相
的
因
果
関
係
を
有
す
る
限
り
に
お

い
て
、
自
己
の
〈
本
質
〉
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
〈
本
質
存
在
〉
を
分
有
的
に
持
つ
。
言
い
か
え
る
と
、
〈
本
質
存
在
V
と
は
く
も
の
〉

と
神
の
知
性
と
の
〈
関
係
〉
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
〈
も
の
〉
は
神
の
意
志
に
対
し
て
、
結
果
i
創
造
者
と
い
う
作
出
的
因
果
関
係

を
持
つ
と
き
、
自
己
の
く
本
質
V
に
外
か
ら
や
っ
て
来
る
も
の
と
し
て
、
〈
現
実
存
在
〉
を
分
有
的
に
持
つ
。
言
い
か
え
る
と
、
〈
現
実

存
在
〉
と
は
く
も
の
〉
と
神
の
意
志
と
の
〈
関
係
〉
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
〈
存
在
〉
を
〈
関
係
〉
と
し
て
捉
え
る
ヘ
ソ
リ
ク
ス
の

存
在
論
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
以
上
わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
本
質
存
在
〉
と
く
現
実
存
在
〉
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
、

既
に
述
べ
ら
れ
た
「
非
複
合
的
エ
ッ
セ
」
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
「
非
複
合
二
君
ッ
セ
扁
は
、
〈
本
質
存
在
〉
と

く
現
実
存
在
〉
と
に
区
分
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
〈
本
質
存
在
〉
の
根
拠
は
形
相
因
と
し
て
の
神
の
知
性
と
の
関
係
で
あ
り
、
〈
現
実
存
在
〉

の
根
拠
は
作
出
因
と
し
て
の
神
の
意
志
と
の
関
係
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
非
複
合
的
エ
ッ
セ
」
と
は
、
〈
も
の
〉
が
神
と
の
関
係
性
に
お

い
て
持
つ
エ
ッ
セ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
複
合
的
エ
ッ
セ
」
が
「
知
的
」
「
概
念
的
」
エ
ッ
セ
で
あ
っ
た
の
に
鰐
し
て
、
「
非
複
合
的



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ア
ロ
リ
ス
　
　
　
レ
ア
　
リ
ス

エ
ッ
セ
」
と
は
、
神
と
の
関
係
を
根
拠
と
す
る
「
も
の
的
」
・
「
実
在
的
」
（
冨
聾
ω
）
エ
ッ
セ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
レ
ア
じ
リ
ス
　
　
　
レ
ア
ロ
リ
ス

　
し
か
し
、
「
も
の
的
」
・
「
実
在
的
」
と
は
何
か
。
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
お
い
て
、
〈
も
の
〉
は
ま
た
、
「
被
造
物
」
（
臼
＄
ε
冨
）
と
も
、
「
被
造

物
の
本
質
」
（
①
ω
ω
①
づ
件
一
9
　
0
巴
①
四
件
口
『
P
Φ
）
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
　
ヘ
ソ
リ
ク
ス
に
と
っ
て
、
被
造
物
は
〈
も
の
〉
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
じ
　
ス

〈
本
質
〉
も
く
も
の
〉
で
あ
る
。
で
は
、
そ
も
そ
も
〈
も
の
〉
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

第
3
節
　
〈
も
の
〉

　
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
〈
も
の
〉
に
つ
い
て
、
『
定
期
討
論
の
ス
ン
マ
』
餌
．
卜
。
。
。
℃
ρ
●
心
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ツ
　
セ

　
　
「
…
…
何
で
あ
れ
〈
も
の
〉
は
、
器
。
5
器
門
δ
に
由
来
す
る
意
味
で
語
ら
れ
る
場
合
に
は
、
〈
本
質
〉
に
よ
っ
て
〈
あ
る
〉
か
否
か

　
　
に
つ
い
て
無
関
係
で
あ
る
。
〈
も
の
〉
は
、
神
の
エ
ッ
セ
の
何
ら
か
の
模
倣
者
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
エ
ッ
セ
を
分
有
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
ソ
　
　
　
ス

　
　
そ
の
分
有
し
た
エ
ッ
セ
に
よ
っ
て
「
〈
本
質
〉
に
よ
っ
て
〈
あ
る
も
の
〉
」
と
呼
ば
れ
る
。
…
…
そ
し
て
、
「
〈
本
質
〉
に
よ
っ
て
〈
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
　
る
も
の
〉
」
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
エ
ッ
セ
を
持
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
擁
簿
ぎ
α
。
に
由
来
す
る
〈
も
の
〉
と
呼
ば
れ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
オ
　
ス

　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
一
、
〈
も
の
〉
は
ま
ず
、
マ
8
5
話
募
に
由
来
す
る
〈
も
の
〉
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ロ
　
ス

（
『
①
ω
　
9
　
門
O
O
居
讐
　
【
①
触
同
o
o
）
と
マ
p
。
捧
銭
。
に
由
来
す
る
〈
も
の
〉
」
（
器
。
。
拶
糞
ぎ
口
琴
）
に
区
別
さ
れ
る
。
二
、
器
ω
①
冨
。
び
H
巴
ω
は
、
「
本

　
　
　
　
　
　
エ
　
ツ
　
セ

質
に
よ
っ
て
〈
あ
る
〉
」
（
。
ω
器
窟
門
の
器
窪
δ
貯
ヨ
）
か
否
か
に
つ
い
て
無
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〈
本
質
存
在
〉
を
持
つ
か
否
か
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
ン
　
　
　
ス

て
は
、
無
規
定
な
次
元
の
〈
も
の
〉
で
あ
る
。
三
、
器
ω
①
冨
け
ぎ
巳
謬
は
、
「
本
質
に
よ
っ
て
〈
あ
る
も
の
〉
」
（
①
湯
b
霞
。
ω
。
。
Φ
馨
避
難
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
ソ
　
　
　
ス

す
な
わ
ち
〈
本
質
存
在
〉
を
持
っ
た
〈
あ
る
も
の
〉
の
こ
と
を
い
う
。
四
、
冨
ω
勢
韓
ぎ
鎌
器
は
、
神
の
エ
ッ
セ
の
何
ら
か
の
模
倣
者

（
。
×
①
ヨ
営
恥
ε
ヨ
ρ
g
o
農
。
ヨ
島
く
首
一
。
ω
ω
①
）
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
器
ω
勢
『
8
♪
冨
ユ
ω
と
は
異
な
る
。

　
さ
ら
に
続
け
て
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
言
う
。

　
　
「
神
の
範
型
と
い
う
根
拠
を
模
倣
す
る
何
ら
か
の
本
質
な
い
し
本
性
と
し
て
の
そ
の
本
質
も
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
絶
対
的
に
考
察

　
　
　
　
ガ
ソ
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



　
　
　
　
哲
学
研
ぬ
九
　
籠
〃
五
一
臼
六
十
ご
盲
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
ツ
　
セ

　
　
さ
れ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
現
実
的
存
在
と
し
て
〈
あ
る
〉
か
否
か
に
つ
い
て
は
無
関
係
で
あ
る
。
神
の
力
の
何
ら
か
の
結
果
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
れ
は
現
実
的
存
在
と
し
て
の
く
あ
る
〉
を
分
有
す
る
。
」

　
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
一
、
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
絶
対
的
に
考
察
さ
れ
た
限
り
」
（
ぬ
轟
謡
物
ヨ
。
簿
号
ω
①
9

餌
ぴ
ω
o
ざ
9
8
器
賦
①
冨
3
）
で
の
く
本
質
〉
は
、
〈
現
実
存
在
〉
を
持
つ
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
無
規
定
な
次
元
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
よ
う
な
〈
本
質
〉
を
持
つ
掃
ω
9
・
惹
窪
漏
象
器
も
、
〈
現
実
存
在
〉
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
未
確
定
な
次
元
に
あ
る
。
二
、
〈
本
質
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

は
、
神
の
力
の
結
果
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
現
実
存
在
〉
し
、
話
ω
①
×
幽
。
。
3
冨
ぎ
碧
ε

と
な
る
。

　
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヘ
ソ
リ
ク
ス
は
〈
も
の
〉
を
、
結
局
、
次
の
三
つ
に
区
分
す
る
。

　
　
　
1
　
冨
ω
9
H
8
び
富
ユ
ω

　
　
　
2
　
　
「
①
ω
9
『
舞
一
け
信
飢
ぎ
①

　
　
　
3
誘
ω
舞
毎
O
房
ヨ
鴛
ε

　
ま
ず
、
第
一
の
冨
ω
，
・
冨
。
び
冨
搬
凶
ω
の
冨
霞
と
は
、
ラ
テ
ン
語
の
形
式
所
相
動
詞
（
留
学
冨
算
冨
能
動
欠
如
動
詞
と
も
い
う
）
の
現

在
扁
人
称
単
数
形
で
、
話
ユ
。
。
は
そ
れ
の
二
人
称
単
数
形
で
あ
る
。
こ
の
動
詞
は
「
計
算
す
る
」
「
算
出
す
る
」
「
思
う
」
「
考
え
る
」
「
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

像
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
動
詞
に
由
来
す
る
器
ω
と
は
、
「
そ
れ
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
魂
の
な
か
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

何
ら
か
の
概
念
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
、
す
な
わ
ち
心
の
中
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
一
切
の
〈
も
の
〉
を
指
す
。

わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
は
、
現
実
に
存
在
す
る
も
の
の
観
念
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
が
い
つ
か
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
観
念
、

存
在
す
る
可
能
性
が
な
い
空
想
や
幻
想
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
が
思
い
浮
か
ぶ
。
そ
れ
ら
す
べ
て
を
ヘ
ソ
リ
ク
ス
は
も
っ
と
も
広
い
意
味

で
の
く
も
の
〉
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
〈
も
の
〉
に
は
、
本
質
を
持
た
な
い
〈
も
の
〉
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
♪
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

「
本
質
に
よ
っ
て
〈
あ
る
〉
か
否
か
に
つ
い
て
無
関
係
」
と
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
言
う
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
〈
も
の
〉
は



　
エ
　
　
ソ
　
　
ス
　
　
　
　
ノ
　
　
ソ
　
　
・
　
エ
　
　
ソ
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
ソ
　
　
．

「
〈
あ
る
も
の
〉
か
く
あ
る
も
の
で
な
い
も
の
〉
か
に
無
関
係
」
と
も
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
〈
も
の
〉
に
は
、
〈
あ
る
も
の

エ
　
　
　
　
ソ
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ソ
　
　
　
ロ
　
　
　
エ
　
　
　
ソ
　
　
　
ス

で
な
い
も
の
〉
も
含
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
〈
あ
る
も
の
で
な
い
も
の
〉
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
く
虚
無
〉
（
警
巡
ヨ
引
導
）
の
こ
と
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

な
く
、
「
本
質
を
持
た
な
い
も
の
」
（
崔
毎
ヨ
巳
議
貯
蓄
貯
葺
p
簿
①
ω
器
ゆ
焦
9
）
の
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
雪
口
う
と
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
と
っ
て
、

　
エ
　
　
　
ソ
　
　
　
ス

〈
あ
る
も
の
〉
と
は
「
本
質
を
持
つ
も
の
」
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
本
質
を
持
た
な
い
〈
も
の
〉
は
、
現
実
に
存
在
し
な
い
だ
け
で

な
く
、
現
実
に
存
在
す
る
可
能
性
さ
え
も
な
い
。
要
す
る
に
、
器
ω
鋤
器
。
♪
器
ユ
ω
と
は
、
た
ん
な
る
空
想
や
幻
想
ま
で
含
め
た
、
最
も

広
い
意
味
で
の
く
も
の
〉
の
領
域
で
あ
る
。
こ
の
領
域
の
外
に
は
、
考
え
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
端
的
な
「
虚
無
」
し

か
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
第
二
の
話
の
”
塞
ぎ
ユ
ぎ
①
の
最
ぎ
α
。
と
は
韓
凶
。
「
理
念
」
「
根
拠
」
か
ら
作
ら
れ
た
中
世
の
造
語
で
あ
っ
て
、
古
典
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

テ
ン
の
辞
書
に
は
載
っ
て
い
な
い
。
糞
凶
。
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
〈
も
の
〉
は
「
神
の
中
に
範
型
の
ラ
チ
オ
を
持
つ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
ン
　
　
　
ス

こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
仕
方
で
〈
あ
る
も
の
〉
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
「
本
質
を
持
つ
も
の
」
と
い
う
意
味
で
た
ん
に
〈
本
質
〉

　
　
　
　
（
6
3
）

と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
く
も
の
V
な
い
し
〈
本
質
〉
は
、
神
の
範
型
を
模
倣
す
る
限
り
に
お
い
て
あ
る
種
の
実
在
性
を
も
つ
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ソ
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
ソ
　
　
　
ス

器
の
9
冨
。
5
冨
搬
『
の
よ
う
に
、
〈
あ
る
も
の
で
な
い
も
の
〉
す
な
わ
ち
、
空
想
や
幻
想
と
い
っ
た
「
本
質
を
持
た
な
い
も
の
」
を
含
ま
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
〈
も
の
〉
は
、
神
の
範
型
の
ラ
チ
オ
に
即
し
て
「
現
実
の
存
在
へ
と
産
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
そ
の
点

で
も
、
そ
れ
は
、
現
実
に
存
在
す
る
可
能
性
さ
え
も
な
い
審
ω
餌
お
。
♪
冨
同
一
ω
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
現
実
化
の
可
能
性
は
あ
っ
て

も
、
そ
の
す
べ
て
が
つ
ね
に
現
実
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
「
そ
の
本
質
も
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

鮒
的
に
考
察
さ
れ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
現
実
的
存
在
と
し
て
〈
あ
る
〉
か
否
か
に
つ
い
て
は
無
関
係
で
あ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ン
ス
　

ノ
ソ
ヒ
エ
ソ
ス

ま
た
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
も
の
〉
は
「
現
実
的
存
在
の
点
で
〈
あ
る
も
の
〉
か
く
あ
る
も
の
で
な
い
も
の
〉
か
に
つ
い
て
無

（
6
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ソ
　
ス

関
係
」
と
も
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
〈
も
の
〉
に
は
、
「
本
質
に
よ
っ
て
〈
あ
る
も
の
〉
」
（
①
房
℃
窪
①
ω
ω
Φ
冬
春
ヨ
）
で
は
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ン
　
　
　
ロ
　
　
　
エ
　
　
　
ソ
　
　
　
ス

も
、
「
現
実
的
存
在
の
点
で
〈
あ
る
も
の
で
な
い
も
の
〉
」
（
ぎ
p
魯
ω
ぎ
。
圏
。
・
8
糞
㌶
ゆ
。
窪
鋤
巳
も
含
ま
れ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
ガ
ン
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
　
第
五
百
六
⊥
丁
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

〈
も
の
〉
の
領
域
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
七
二
的
に
考
察
さ
れ
た
〈
本
質
〉
の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
ヘ
ソ
リ
ク
ス
は
、
そ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

冨
ω
①
話
け
ぎ
＆
器
が
持
っ
て
い
る
存
在
を
〈
本
質
存
在
〉
と
呼
び
、
〈
現
実
存
在
〉
か
ら
区
別
し
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
第
三
の
話
ω
①
邑
ω
小
話
ぎ
裏
目
億
と
は
、
時
間
的
空
間
的
な
こ
の
世
界
に
お
け
る
〈
現
実
的
存
在
者
〉
（
。
巴
q
。
冨
口
重
碧
ε
）

　
　
　
　
　
レ
ー
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ク
シ
ス
テ
レ
（
6
9
）

と
し
て
の
く
も
の
〉
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
〈
も
の
〉
は
く
現
実
存
在
〉
に
よ
っ
て
〈
存
在
す
る
〉
。
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
ソ
　
　
ス

神
の
知
性
の
な
か
の
イ
デ
ア
を
模
倣
す
る
と
い
う
点
で
、
た
ん
な
る
空
想
や
幻
想
と
は
区
別
さ
れ
た
「
本
質
に
よ
っ
て
く
あ
る
も
の
V
」

（
①
コ
ω
　
O
①
門
　
①
ω
口
。
①
う
け
一
9
コ
P
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
、
「
神
の
力
の
結
果
」
（
Φ
頃
9
ε
。
。
目
く
ぎ
器
℃
簿
雪
仲
幕
）
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

の
く
現
実
存
在
者
〉
（
。
首
ω
3
簿
㌶
ρ
§
巴
§
）
で
も
あ
る
。
要
す
る
に
器
の
。
臥
ω
笛
房
首
p
。
9
餌
と
は
、
掃
ω
p
婁
ぎ
O
ぎ
Φ
、
す
な
わ
ち
現

実
に
存
在
す
る
可
能
性
を
持
っ
た
く
本
質
V
の
中
か
ら
、
神
が
自
由
意
志
に
よ
っ
て
選
び
、
特
定
の
半
信
と
場
所
の
な
か
に
創
造
し
た
す

べ
て
の
く
も
の
〉
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
あ
る
瞬
間
に
こ
の
世
界
に
現
実
に
存
在
す
る
呉
体
的
個
物
の
総
体
と
し
て
の
く
も

の
〉
の
領
域
で
あ
る
。

第
4
節
　
結
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ツ
　
セ

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
〈
あ
る
〉
を
大
き
く
二
種
類
に
区
分
す
る
。
一
「
複
合
的
エ
ッ
セ
」
と
二

「
非
複
合
的
エ
ッ
セ
」
で
あ
る
。
第
一
は
知
性
の
判
断
に
お
い
て
成
立
す
る
、
知
的
・
概
念
的
エ
ッ
セ
で
あ
り
、
第
二
は
〈
も
の
〉
に
お

い
て
成
立
す
る
、
も
の
的
・
実
在
的
（
第
七
。
羅
ω
）
エ
ッ
セ
で
あ
る
。
こ
の
二
区
分
は
ト
マ
ス
に
お
い
て
も
晃
ら
れ
る
。
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
問

題
と
し
て
い
る
の
は
、
第
二
の
も
の
的
エ
ッ
セ
の
ほ
う
で
あ
る
。
〈
も
の
〉
は
、
存
在
の
度
合
い
に
よ
っ
て
、
1
器
ω
①
冨
。
び
冨
ユ
。
。
、

2
冨
の
・
『
餌
藻
⊆
α
貯
①
、
3
屋
ω
①
滋
ω
冨
コ
ω
ぎ
碧
ε
、
の
三
段
階
に
区
別
さ
れ
る
。
1
は
最
も
広
い
意
味
で
語
ら
れ
た
〈
も
の
〉
を
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ソ
ス
　

ノ
ソ
コ
エ
ソ
ス

わ
し
、
考
え
ら
れ
る
一
切
の
も
の
の
領
域
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
〈
あ
る
も
の
〉
も
く
あ
る
も
の
で
な
い
も
の
〉
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
領
域
の
〈
も
の
〉
に
お
い
て
成
立
す
る
エ
ッ
セ
と
は
、
も
の
的
な
エ
ッ
セ
と
は
い
え
、
虚
無
で
は
な
い
と
い
う
程
度
の
き
わ



め
て
弱
い
エ
ッ
セ
で
あ
り
、
ヘ
ソ
リ
ク
ス
に
お
い
て
あ
ま
り
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
と
っ
て
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
ソ
　
　
　
ス

で
あ
っ
た
の
は
、
2
の
く
も
の
〉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
本
質
に
よ
っ
て
く
あ
る
も
の
と
（
Φ
冨
℃
興
Φ
器
Φ
聖
心
）
を
さ
す
。
こ
の
領
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
ソ
テ
ィ
ア
の
エ
ツ
セ

の
〈
も
の
〉
に
お
い
て
成
立
す
る
エ
ッ
セ
は
〈
本
質
存
在
〉
（
。
ω
ω
①
。
ω
ω
①
艮
一
器
）
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
、
〈
も
の
〉
が
神
の
範
型
を

模
倣
す
る
限
り
に
お
い
て
自
己
の
本
質
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
エ
ッ
セ
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
は
、
神
の
範

型
に
根
拠
を
持
つ
永
遠
の
エ
ッ
セ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
そ
の
〈
も
の
〉
が
「
何
で
あ
る
か
」
に
つ
い
て
の
神
の
知
性
の
内
容
を

表
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
〈
も
の
〉
に
と
っ
て
本
質
的
な
エ
ッ
セ
で
あ
る
。
そ
し
て
3
の
く
も
の
〉
は
く
現
実
的
存
在
者
〉
（
①
滋
。
。
富
電
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
の
エ
ツ
セ

自。

X
ロ
）
を
さ
す
。
こ
の
領
域
の
〈
も
の
〉
に
お
い
て
成
立
す
る
エ
ッ
セ
は
〈
現
実
存
在
〉
（
Φ
ω
器
Φ
首
の
8
幕
賞
。
）
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
の
れ
ツ
セ

は
、
神
の
意
志
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
個
物
が
持
っ
て
い
る
時
間
的
空
間
的
な
エ
ッ
セ
で
あ
る
。
〈
も
の
〉
は
こ
の
く
現
実
存
在
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ク
シ
ス
テ
レ

に
よ
っ
て
今
こ
こ
に
現
実
に
存
在
す
る
、
す
な
わ
ち
〈
存
在
す
る
〉
の
で
あ
る
。
結
局
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
お
い
て
、
も
の
的
エ
ッ
セ
は
、

も
の
の
「
何
で
あ
る
か
」
を
あ
ら
わ
す
〈
本
質
存
在
〉
と
、
も
の
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
〈
現
実
存
在
〉
と
に
二
分
さ
れ

た
と
見
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
区
分
は
ト
マ
ス
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
〈
本
質
存
在
〉
の
ほ
う
は
神
の
範
型
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た

永
遠
の
エ
ッ
セ
で
あ
る
か
ら
、
〈
も
の
〉
が
も
つ
時
間
的
空
間
的
な
エ
ッ
セ
は
く
現
実
存
在
V
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、

ヘ
ン
リ
ク
ス
に
お
い
て
は
く
も
の
〉
の
エ
ッ
セ
が
〈
現
実
存
在
〉
す
な
わ
ち
エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
ヘ
ン
リ
ク
ス
の
よ
う
な
本
質
中
心
主
義
の
哲
学
に
お
い
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
が
含
蓄
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

て
い
た
内
容
の
崩
壊
の
始
ま
り
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

（
1
）
　
「
〈
あ
る
〉
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
問
い
、
そ
れ
に
対
し
て
「
〈
あ
る
〉
と
は
…
で
あ
る
」
と
答
え
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
よ
う
な
問
い
や
答
え

　
に
先
だ
っ
て
、
す
で
に
〈
あ
る
〉
の
何
ら
か
の
理
解
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
L
。
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
『
存
在

　
と
時
間
』
の
な
か
で
引
用
し
た
パ
ス
カ
ル
の
「
〈
あ
る
〉
の
定
義
の
背
理
」
で
あ
る
。
c
瞥
竃
．
調
①
置
の
α
q
σ
q
Φ
き
恥
恥
§
嚇
§
蹴
N
鳴
鈍
お
b
。
8
ω
．
餅

　
　
ガ
ン
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
に
お
け
る
く
エ
ッ
セ
V
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
哲
学
研
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百
六
十
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号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

（
2
）
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
冒
頭
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
（
国
簿
。
コ
”
⑦
魯
ミ
詮
禽
℃
b
。
駆
轟
P
藤
沢
令
夫
訳
『
ソ
ピ
ス
テ

　
ス
』
、
岩
波
書
店
、
八
六
頁
）
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
「
『
な
ぜ
な
ら
明
ら
か
に
、
あ
な
た
方
の
ほ
う
は
こ
う
し
た
事
柄
を
（
あ
な
た
方
が
く
あ
る
V
と
い
う
こ
と
を
口
に
さ
れ
る
と
き
、
そ
も
そ
も
何

　
を
指
し
示
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
か
を
）
、
と
つ
く
の
む
か
し
か
ら
知
っ
て
お
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
以
前
に
は
知
っ
て
い
る
と

　
思
っ
て
い
た
の
に
、
い
ま
は
ま
っ
た
く
困
惑
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
』
〈
あ
る
〉
と
い
う
言
葉
で
本
来
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か

　
と
問
わ
れ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
今
β
、
何
か
答
え
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
の
用
意
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
存
在
の

　
意
味
へ
の
間
を
あ
ら
た
め
て
立
て
る
必
要
が
あ
る
。
」
（
§
●
ミ
‘
＜
。
暑
。
「
ρ
）
こ
の
書
の
中
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
哲
学
を
「
普
遍
的
現
象
学
的

　
存
在
論
」
（
賃
黒
く
。
携
艶
⑦
9
警
。
ヨ
。
嵩
。
一
〇
ぴ
q
冨
。
冨
○
箕
。
ざ
ひ
q
げ
）
と
呼
ん
で
い
る
（
o
㍗
ミ
｛
ω
．
ω
。
。
）
。

　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
中
世
哲
学
の
研
究
者
た
ち
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
。
た
と
え
ば
、
彼
に
鼓
舞
さ
れ
た
研
究
者
と
し
て
、
ラ
ー
ナ
ー

　
（
屠
（
9
　
犀
9
ゲ
⇒
Φ
『
）
、
μ
ッ
ツ
（
い
切
曾
ピ
0
9
）
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（
竃
曽
×
扁
≦
¢
篇
①
H
）
、
フ
ァ
ブ
μ
（
O
O
『
コ
①
凱
O
閃
餌
び
『
O
）
な
ど
が
お
り
、
逆
に

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
敵
対
し
た
研
究
者
と
し
て
は
、
マ
リ
タ
ン
（
回
竃
餌
鼻
鋤
貯
）
や
ジ
ル
ソ
ン
（
員
O
房
8
）
な
ど
が
い
る
。

（
3
）
　
ワ
ー
ノ
ッ
ク
（
O
・
9
≦
曽
讐
o
o
評
）
、
ラ
ヅ
セ
ル
（
じ
づ
．
即
償
ω
ω
⑦
ε
、
ク
ワ
イ
ン
（
≦
・
O
¢
冨
Φ
）
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
（
い
．
≦
凶
雰
o
q
o
コ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぶ
し
げ

　
。
・
梓
①
ぎ
）
そ
の
他
の
分
析
哲
学
の
成
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
沢
田
允
茂
は
『
現
代
に
お
け
る
哲
学
と
論
理
一
論
理
的
分
析
と
哲
学
的
綜
舎
』
（
岩
波
書

　
店
、
　
一
九
六
四
年
）
に
お
い
て
、
〈
存
在
〉
に
関
す
る
語
彙
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　
　
「
…
が
存
在
す
る
」
と
い
う
表
現
に
特
殊
な
問
題
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
（
　
）
「
…
が
あ
る
」
と
い
う
最
も
日
常
的
で
哲
学
的

　
に
中
性
的
な
表
現
と
、
（
2
）
「
…
が
実
在
す
る
」
と
い
う
哲
学
的
に
よ
り
強
い
表
現
の
い
ず
れ
か
に
置
換
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
一
三
一
一
五
頁
）
。

　
（
一
）
ま
ず
、
「
x
が
存
在
す
る
」
を
「
x
が
あ
る
」
に
置
換
し
た
場
合
、
そ
れ
は
x
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
も
の
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
述
語
づ
け
に

　
価
す
る
と
い
う
話
者
の
評
価
的
態
度
の
意
識
的
、
言
語
的
婁
現
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
「
こ
の
パ
ラ
は
赤
い
」
と
い
う
言
明
が

　
叙
述
的
な
使
用
を
主
と
す
る
の
に
反
し
て
、
「
こ
こ
に
こ
の
バ
ラ
が
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
単
に
叙
述
的
に
で
は
な
く
て
、
自
分
自
身
に
対
し
て
は

　
評
価
の
再
認
、
他
人
に
対
し
て
は
評
価
の
報
告
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
自
身
評
価
的
ま
た
は
確
認
的
な
使
用
を
食
ん
で
い
る
（
三
一
頁
）
。

　
要
す
る
に
、
「
存
在
の
問
題
は
言
語
の
使
用
の
決
断
の
問
題
で
あ
り
、
決
断
の
客
観
的
条
件
は
諸
科
学
の
分
析
の
問
題
で
あ
る
」
（
三
四
頁
）
。



　
　
（
二
）
次
に
、
「
x
が
存
在
す
る
」
を
「
x
が
実
在
す
る
」
に
置
換
し
た
揚
合
、
こ
の
「
実
在
」
は
、
（
二
・
一
）
「
も
の
と
し
て
の
存
在
」
と
理

　
解
さ
れ
る
場
合
と
、
（
二
・
二
）
「
真
な
る
存
在
」
と
理
解
さ
れ
る
場
合
に
わ
け
ら
れ
る
。
（
二
・
一
）
「
も
の
と
し
て
の
存
在
」
と
い
う
表
現
は
、

　
「
も
の
」
と
い
う
概
念
と
同
じ
よ
う
に
曖
昧
な
、
い
わ
ば
経
験
的
事
物
と
い
う
意
味
の
実
在
概
念
を
つ
く
る
。
他
方
、
（
二
・
二
）
「
真
な
る
存
在
」

　
と
い
う
表
現
は
、
「
真
」
と
い
う
概
念
の
二
つ
の
理
解
に
応
じ
て
二
つ
の
意
味
に
分
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
真
」
は
、
（
二
・
二
・
一
）
価
値
評
価
的

　
な
揚
合
と
、
（
二
・
二
・
ご
）
認
識
的
な
場
合
と
が
あ
る
。
（
二
・
二
・
一
）
価
値
評
価
的
な
場
合
と
は
、
何
を
「
真
」
と
呼
ぶ
か
に
つ
い
て
の
意
識

　
的
（
社
会
的
、
集
団
的
、
歴
史
的
）
価
値
評
価
の
態
度
が
含
ま
れ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
感
覚
論
者
や
唯
名
論
者
に
と
っ
て
「
真
の
存
在
」

　
と
は
感
覚
さ
れ
る
個
物
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
「
真
の
存
在
」
と
は
感
覚
さ
れ
な
い
観
念
的
イ
デ
ア
的
存
在
で
あ
る
。
（
二
・
二
・
二
）
「
真
」

　
と
い
う
概
念
が
認
識
的
に
用
い
ら
れ
る
量
目
、
そ
こ
に
は
「
事
実
」
と
い
う
概
念
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
「
事
実
」
は
、
「
…
が
あ
る
」
と
い
う
意

　
味
で
の
単
な
る
「
存
在
」
以
上
の
も
の
を
意
味
す
る
。
「
存
在
」
は
、
語
る
（
述
語
す
る
）
に
価
す
る
も
の
の
確
認
で
あ
っ
た
が
、
「
事
実
」
は
、
そ

　
れ
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
文
の
真
理
性
に
関
係
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
存
在
の
問
題
で
は
な
く
、
認
識
論
的
、
論
理
的
問
題
と
な
る
（
三
四
f

　
＝
エ
ハ
頁
）
。

　
　
以
上
の
分
析
に
よ
る
と
、
〈
存
在
〉
の
問
題
は
結
局
、
一
、
「
言
語
の
使
用
の
決
断
」
の
問
題
か
、
二
、
「
価
値
評
価
」
あ
る
い
は
「
認
識
や
論
理
」

　
の
問
題
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
4
）
　
こ
れ
は
マ
レ
ン
ボ
ソ
が
命
名
し
た
探
求
方
法
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
歴
史
的
分
析
」
（
三
。
・
8
『
ざ
巴
無
言
矯
絡
）
と
は
、
「
中
世
の
思
想
家

　
の
諸
観
念
や
論
証
を
、
適
宜
、
現
代
の
問
題
と
関
係
さ
せ
な
が
ら
、
可
能
な
か
ぎ
り
現
代
の
読
者
に
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
説
明
し
、
ま
た
、
各
思

　
想
家
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
立
て
、
そ
の
問
題
に
対
し
て
彼
ら
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
答
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
厳
密
に
示
そ
う
と
す
る
」
方
法

　
で
あ
る
。
6
い
9
ヨ
鍵
窪
げ
。
♪
ト
ミ
ミ
ミ
ミ
㍉
ミ
ミ
、
ミ
、
o
。
。
9
ミ
（
嵩
竃
I
N
恥
8
）
山
㌶
、
ミ
、
ミ
§
畿
§
．
い
o
a
8
勲
Z
Φ
≦
嗜
。
鱒
矯
お
。
。
メ
娼
．

　
。
。
Φ
…
加
藤
雅
人
訳
『
後
期
中
世
の
哲
学
一
一
切
O
山
ω
㎝
O
』
勤
草
書
房
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
九
頁
。

（
5
）
　
『
広
辞
苑
』
第
四
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
。

（
6
）
国
O
凶
ぎ
p
卜
．
ミ
慧
偽
こ
”
Q
鈎
§
6
♪
b
。
貫
凄
診
し
O
露
（
お
△
。
。
y
寧
旨
∴
ω
9

（
7
）
O
房
。
♪
曾
・
ミ
‘
唱
」
ω
●

　
　
　
ガ
ソ
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
に
お
け
る
く
エ
ッ
セ
V
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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エ
ツ
セ

（
2
5
）
　
山
田
晶
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
エ
ッ
セ
》
研
究
』
碑
文
社
、
一
九
七
八
年
、
ご
ニ
ー
四
九
頁
。
以
下
の
ト
マ
ス
の
Φ
ω
ω
⑦
の
思
想
に
関

　
す
る
記
述
は
こ
の
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
2
6
）
　
ジ
ル
ソ
ソ
の
指
摘
で
あ
る
。
国
O
剛
圏
ω
o
翌
卜
鳴
き
。
§
ぴ
§
獅
N
ミ
、
o
織
§
畿
。
嵩
“
裳
超
恥
鳳
軸
§
“
§
物
、
・
↓
》
§
§
砺
職
．
誠
崎
ミ
き
心
a
・
噂
H
Φ
ミ

　
（
冨
H
O
y
ロ
℃
．
駆
ω
I
O
c
。
…
山
田
晶
、
前
掲
書
、
二
二
一
二
八
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

（
2
7
）
　
ド
・
フ
ィ
ナ
ソ
ス
の
指
摘
で
あ
る
。
H
o
ω
0
9
山
①
多
き
づ
o
ρ
韓
ミ
馬
、
貸
晦
受
園
§
恥
ミ
博
ミ
、
負
号
ミ
恥
§
防
ミ
ミ
壇
ぎ
§
蕊
噛
お
幽
①
…
山
田

　
晶
、
前
掲
書
、
二
八
一
三
三
頁
。

（
2
8
）
　
フ
ァ
ブ
ロ
の
指
摘
…
で
あ
る
。
O
o
∋
Φ
嵩
。
国
⇔
げ
N
ρ
卜
貸
謹
無
。
ミ
§
ミ
ミ
鍔
勘
黛
ミ
廿
ミ
、
象
嘗
§
軌
。
ミ
恕
ら
も
醤
犠
も
砺
・
↓
o
§
禽
。
犠
．
ム
嶋
ミ
旨
P

　
お
窃
O
（
冨
ω
⑩
y
o
℃
．
b
。
O
O
山
…
山
田
晶
、
前
掲
書
、
三
七
－
四
二
頁
。

（
2
9
）
　
山
田
晶
、
前
掲
書
、
一
一
一
一
三
頁
。

（
3
0
）
　
〉
旨
8
8
冨
ω
”
ミ
ミ
●
℃
＜
嘗
ρ
鮮
δ
b
o
。
。
⇔
ω
早
○
。
ω
”
蝕
q
器
さ
起
S
醜
e
り
9
ミ
～
＆
礼
口
恥
謡
．
羨
望
弛
＆
の
軸
＆
q
“
黛
を
無
や
「
し
た
が
っ

　
て
、
第
一
に
あ
る
も
の
〔
第
一
義
的
の
存
在
〕
（
3
暴
腎
e
り
警
）
は
、
す
な
わ
ち
、
直
る
な
に
か
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
も
の
で
は
な
し
に
端
的

　
に
あ
る
〔
存
在
す
る
〕
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
実
体
（
＆
ミ
黛
）
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
」
出
盛
訳
『
形
而
上
学
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、

　
二
〇
五
頁
。

（
3
1
）
　
ミ
ミ
3
く
員
ρ
ど
δ
N
Q
。
げ
b
O
”
養
～
＆
蔑
～
銭
詞
黙
N
ミ
需
葺
～
邑
℃
贅
～
疑
～
愈
8
骨
亀
§
弓
袋
～
騨
～
痔
き
、
。
暑
曾
ミ
”
瓢
3
警
噛
8
0
敏

　
伽
ミ
♪
臥
の
愚
＆
ミ
鋒
「
そ
れ
ゆ
え
実
に
、
あ
の
古
く
か
ら
、
い
ま
な
お
、
ま
た
常
に
永
遠
に
問
い
求
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
常
に
難
問
に
逢
着
す
る

　
と
こ
ろ
の
「
存
在
（
｛
O
ぐ
）
と
は
な
に
か
P
」
と
い
う
問
題
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
「
実
体
（
＆
q
“
黛
）
と
は
な
に
か
7
・
」
で
あ
る
。
L
出
隆
訳
『
形
而

　
上
学
』
、
　
二
〇
六
百
ハ
。

（
3
2
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
＆
ミ
袋
は
し
ば
し
ば
「
何
で
あ
る
か
H
本
質
」
を
意
味
し
た
。
ミ
恥
、
・
≦
押
ρ
ρ
一
〇
b
。
。
。
ぴ
。
。
令
ω
9
建
～
N
書

　
銭
庶
摯
礼
℃
§
養
～
＆
養
象
N
§
建
～
ざ
慧
ξ
り
＆
q
貯
動
§
鶏
姦
藁
馬
副
息
暑
。
ド
…
：
・
「
す
な
わ
ち
、
も
の
の
何
で
あ
る
か
〔
本
質
〕
（
a

　
瓢
普
。
・
ご
ミ
）
と
、
普
遍
的
な
も
の
〔
普
遍
概
念
〕
と
、
類
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
の
実
体
（
。
緯
貯
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
…
…
」

　
出
隆
訳
『
形
而
上
学
』
、
二
〇
八
頁
。
ト
マ
ス
に
と
っ
て
も
、
o
。
。
ω
。
三
冨
は
「
何
で
あ
る
か
」
（
虐
置
Φ
段
「
窃
）
す
な
わ
ち
「
自
性
」
（
ρ
総
山
象
寅
ω
）

　
　
　
ガ
ソ
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉
の
問
顧
帽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



　
　
　
哲
学
研
究
　
　
第
五
百
六
十
一
二
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

　
を
意
味
し
た
。
↓
7
0
ヨ
9
ω
》
ρ
億
貯
曽
ρ
b
鳴
馬
ミ
偽
ミ
題
驚
ミ
貯
噛
p
一
℃
コ
幽
ω
”
導
ρ
鐸
冨
葺
垢
伽
O
震
ρ
¢
o
住
お
ω
0
8
ω
藻
郎
搾
葺
貯
ロ
噌
8
「
ざ

　
o
q
魯
①
難
く
臥
。
摩
℃
8
置
Φ
ω
け
ず
o
o
彊
鼠
ω
蒔
暦
博
8
け
霞
b
①
『
畠
。
訪
a
銘
§
Φ
日
団
巳
一
〇
碧
け
①
ヨ
ρ
¢
置
①
暮
露
ρ
凶
巳
。
①
段
ε
＆
昌
。
ヨ
曾
。
ω
器
韓
軍
器

　
餌
9
凶
ざ
。
。
o
℃
試
ω
貯
8
ヨ
窪
ρ
賃
憲
巳
3
斤
δ
ヨ
簿
鉾
葺
…
…
．
：
「
そ
し
て
、
事
物
を
そ
れ
に
固
有
な
類
な
い
し
種
の
う
ち
に
横
成
す
る
も
の
は
、
そ

　
の
事
物
が
何
で
あ
る
か
を
示
す
定
義
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
者
た
ち
が
本
質
と
い
う
名
称
を
何
性
と
い
う
名

　
称
に
置
き
換
え
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」

（
3
3
）
　
↓
ぎ
ヨ
食
。
。
。
》
ρ
巳
麸
ω
魑
b
偽
§
、
恥
ミ
＄
怨
ミ
貯
嚇
ρ
ど
”
’
ω
“
…
…
㊦
ω
ω
Φ
暮
冨
a
9
ε
村
ω
①
鶏
西
山
¢
ヨ
ρ
償
＆
冨
『
＄
ヨ
簿
貯
魯
窪
。
。

　
ケ
餌
げ
①
鈴
⑦
6
ロ
ω
の
．

（
3
4
）
　
言
葉
と
し
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
動
詞
侮
ぴ
ミ
は
、
ラ
テ
ン
語
。
ω
器
に
当
た
る
が
、
そ
れ
は
、
ト
マ
ス
に
お
け
る
エ
ッ
セ
の
役
割
を
演
じ
な

　
い
。
o
h
．
旨
．
○
≦
g
ρ
↓
ぎ
b
o
ミ
識
謹
。
、
馳
鳴
篤
遣
偽
§
W
ぎ
鑑
識
無
ミ
ミ
帖
§
ミ
ー
ミ
§
ミ
亀
3
↓
o
δ
馨
P
お
①
ρ
O
・
ω
O
O
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ス
テ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ソ
テ
ィ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
タ
シ
ス
ヂ
ソ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク

（
3
5
）
　
由
田
晶
は
、
ラ
テ
ン
語
Φ
×
凶
ω
け
①
器
を
「
存
在
す
る
」
、
①
×
鋒
①
舞
賞
を
「
存
在
」
な
い
し
「
存
在
性
」
、
①
×
聾
Φ
コ
ω
を
「
存
在
者
」
と
訳
す
こ

　
と
を
勧
め
て
い
る
。
そ
の
際
、
蘭
学
す
6
弓
矢
の
意
味
の
成
立
と
変
遷
に
お
け
る
類
似
性
を
理
由
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
ク
シ
ス
テ
レ
が
は

　
じ
め
主
に
現
象
界
に
お
い
て
何
か
「
が
あ
る
」
こ
と
を
示
し
た
よ
う
に
、
「
存
在
し
も
、
「
存
」
は
時
間
に
お
い
て
、
「
在
」
は
場
所
に
お
い
て
「
あ

　
る
」
こ
と
を
示
し
、
本
来
、
時
聞
的
詰
所
的
に
何
か
「
が
あ
る
」
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
、
「
神
が
存
在
す
る
」
は
不
適
当
で
あ
る
（
な

　
ぜ
な
ら
、
神
は
時
間
的
揚
疎
的
存
在
に
制
約
さ
れ
な
い
か
ら
）
が
、
ち
ょ
う
ど
エ
ク
シ
ス
テ
レ
が
起
源
に
対
す
る
関
係
の
意
味
を
脱
し
て
、
も
つ
ば

　
ら
一
般
に
何
か
「
が
あ
る
」
こ
と
だ
け
を
示
す
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
。
×
聾
①
づ
二
9
U
鉱
と
い
う
表
現
が
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
、
「
存

　
在
」
と
い
う
語
も
、
今
で
は
単
に
時
間
的
場
所
的
に
物
「
が
あ
る
」
こ
と
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
「
神
の
存
在
」
と
か
「
霊
魂
の
存
在
」
と
か
い
う

　
表
現
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
存
在
」
と
い
う
語
は
は
じ
め
か
ら
少
し
も
起
源
と
の
関
係
を
含
ま
な
い
の
で
、
エ
ク
シ

　
ス
テ
レ
の
原
意
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
語
を
「
実
存
」
と
訳
す
の
は
い
わ
ゆ
る
「
実
存
哲
学
」
と
の
混
筑
を
ま
ね

　
く
の
で
不
適
当
で
あ
る
、
と
み
な
し
て
い
る
（
山
田
晶
、
前
掲
書
、
一
一
五
頁
）
。
わ
れ
わ
れ
も
基
本
的
に
こ
の
臨
地
に
立
っ
て
エ
ク
シ
ス
テ
レ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ア
じ
リ
ハ

　
「
存
在
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
「
実
存
」
以
外
の
訳
語
の
う
ち
、
「
実
在
」
は
「
実
在
的
」
（
器
巴
貯
）
と
の
混
乱
を
ま
ね
く
と
い
う

　
点
で
、
ま
た
「
現
存
」
は
日
常
語
の
用
法
か
ら
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ
不
適
当
だ
か
ら
で
あ
る
。



（
3
6
）
　
“
0
7
四
⇔
”
¢
o
口
汚
o
o
q
属
目
b
量
切
鳴
概
偽
一
場
ミ
嵩
肉
職
面
恥
⑦
馬
㌶
匂
　
い
職
戚
恥
掴
　
神
、
貸
匂
鴇
恥
O
壽
恥
醤
　
映
。
§
ミ
雄
蕊
鳳
黛
、
O
、
“
醤
職
偽
匂
瀞
無
勘
鴫
偽
濤
↓
ひ
。
§
白
扇
q
O
隷

　
這
Q
ミ
嵩
・
6
§
詰
ミ
§
・
駿
奪
禽
鳶
、
受
§
、
ミ
ミ
、
宇
O
ミ
ミ
§
”
冨
＄
．
山
田
晶
、
前
掲
書
、
五
〇
1
六
四
頁
。

（
3
7
）
　
↓
ず
。
ヨ
p
ω
〉
ρ
信
営
餌
ω
噂
N
嵩
、
防
戸
戸
、
・
℃
堅
ω
Q
Φ
噂
タ
ど
斜
一
脚
9
山
一
…
①
匂
。
ω
Φ
α
凶
。
潔
¢
【
舞
首
嵩
。
坤
Φ
「
．
q
昌
。
ヨ
O
匹
。
自
8
搾
¢
門
⑦
o
。
ω
Φ
な
ロ
。
9
喝
疑
軌
襲
職
帖
、
日
動

　
蛇
ミ
里
門
、
黛
、
黛
、
鳴
き
。
◎
ざ
¢
け
α
圃
。
搾
露
『
ρ
虞
O
住
鳥
O
ゆ
”
搾
凶
O
Φ
ω
け
O
触
p
o
二
〇
　
ω
凶
ぴ
q
謬
戸
冠
O
p
o
湿
ω
　
ρ
¢
置
　
㊦
ω
け
　
①
ω
o
。
①
…
　
α
①
二
目
高
目
O
　
①
コ
陣
白
ρ
¢
凶
q
象
齢
9
8
ヨ
　
『
包

　
訟
o
q
”
圃
諭
O
”
浄
・
〉
嵩
O
ヨ
O
α
O
儀
ざ
津
¢
弓
㊦
吻
ω
O
一
℃
o
。
餌
黛
ミ
ミ
恥
偽
的
防
鳴
嵩
勘
Q
偽
㌦
ω
圃
O
¢
旨
く
旧
く
O
お
℃
ρ
¢
O
像
O
駒
管
酔
Φ
ω
ω
O
　
〈
貯
①
⇔
鑑
ぴ
ロ
。
。
鴇
⑦
ロ
リ
紳
四
つ
凶
ヨ
9
①
　
餌
9
鱈
ω
“

　
p
O
”
9
0
け
錫
ω
o
陰
①
O
償
⇒
鳥
二
ω
頓
ρ
¢
一
〇
ω
け
O
灼
Φ
『
山
銘
ρ
尊
励
。
畠
“
q
鳳
乙
防
博
、
帖
§
袋
鼠
弓
O
融
餓
O
目
P
O
鳥
O
畠
ざ
騨
¢
触
ω
o
o
ω
O
ρ
鎧
O
Ω
臨
σ
q
コ
一
笥
O
0
9
け
q
恥
、
隷
貸
馬
馬
§
ら
O
§
腎
O
詮
・

　
職
O
醤
苛
軌
醤
㌧
、
§
o
鴇
職
O
醤
蓼
ミ
勲
ω
o
o
環
づ
良
鐸
ヨ
ρ
信
。
α
〈
o
o
。
俘
〉
飢
ざ
搾
環
村
ら
§
ミ
、
貸
％

（
3
8
）
　
〉
同
σ
O
皆
開
。
＝
o
J
⑦
竃
蕊
O
蹴
恥
、
肉
a
詠
爵
捻
N
～
b
乾
麺
袋
蔑
⑩
鴫
黛
篭
吋
儀
鳴
恥
恥
無
価
島
守
無
↓
瀞
◎
§
職
恥
q
O
捻
君
国
ミ
馬
隷
馬
蕊
匙
偽
、
瀞
恥
袋
畿
偽
偽
醤
恥
O
潜
O
貯
。
。
・

　
職
瀞
噂
一
り
の
Q
O
．
山
田
田
ロ
晶
…
、
晶
嗣
掲
雲
ハ
、
　
六
四
一
一
〇
一
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ク
　
セ

（
3
9
）
伝
統
的
解
釈
に
対
し
て
、
オ
ェ
イ
ン
グ
u
ハ
ン
ホ
フ
は
、
ト
マ
ス
の
〈
あ
る
〉
は
ω
。
ぎ
舞
寄
を
表
す
独
自
の
用
語
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
用
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ソ
テ
ィ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ソ
ヂ
ィ
ア

　
の
後
継
老
を
持
た
ず
、
ト
マ
ス
学
派
に
お
い
て
す
ら
も
そ
れ
は
く
存
　
　
在
V
と
混
同
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
〈
存
　
　
在
〉
は
、

　
ω
o
ぎ
。
。
p
葬
の
意
味
で
は
用
い
ら
れ
な
い
と
言
う
（
い
・
○
。
貯
ぴ
q
出
碧
7
0
鉾
、
、
閏
霧
倶
§
仁
ヨ
o
o
昌
〈
臼
ε
曇
⊆
村
．
o
Q
侍
巴
§
o
q
§
焦
O
魯
巴
枠
α
①
ω

　
O
H
¢
コ
Ω
ω
拶
9
①
o
陰
貯
偶
①
H
℃
7
鷺
。
ω
o
℃
三
〇
α
o
o
ロ
三
．
8
7
0
ヨ
9
ω
〉
ρ
仁
圃
郷
サ
、
曽
切
無
㌣
昏
隣
一
隅
袋
、
O
挽
臼
。
魯
“
o
》
、
乙
舳
偽
、
、
ひ
畿
O
物
§
瀞
西
面
隷
織
↓
》
恥
O
、
o
肉
紬

　
胤
＄
ミ
、
爵
ミ
、
欝
越
℃
b
d
9
昌
山
ω
メ
頃
。
津
G
Q
》
お
凱
ρ
や
・
“
刈
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア

　
　
オ
ェ
イ
ン
グ
ー
ー
ハ
ン
ホ
フ
に
対
し
て
、
ケ
ラ
ー
は
、
こ
の
説
は
「
〈
存
　
　
在
V
が
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
ま
だ
く
現
存
在
V
】
）
器
①
ぎ
を
意
味
す
る

　
哲
学
用
語
に
な
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
意
味
で
は
正
し
い
が
、
「
そ
れ
が
ω
。
ぢ
ω
9
簿
の
意
味
で
は
決
し
て
用
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
に
解
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ソ
テ
ィ
ア

　
れ
る
な
ら
ば
正
し
く
な
い
と
言
う
。
ケ
ラ
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
要
す
る
に
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
〈
存
　
　
在
〉
は
、
ま
だ
哲
学
用
語
と
し
て
は
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ツ
　
セ

　
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
コ
ブ
ラ
の
用
法
も
含
め
て
、
〈
あ
る
〉
と
、
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
時
に
は
、
ω
Φ
貯
鵠
寡
（
現

　
実
に
く
あ
る
V
こ
と
）
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
（
≧
び
。
答
函
①
一
一
①
斜
魯
．
ミ
．
層
や
b
。
心
ゴ
山
田
晶
、
前
掲
書
、
一
〇
九
1
＝
○
頁
、
註
3
）
。

（
4
0
）
　
山
田
晶
、
前
掲
書
、
　
一
〇
三
－
四
八
八
頁
。

（
4
1
）
　
山
田
晶
は
、
前
掲
書
の
な
か
で
、
ヘ
ギ
イ
や
ケ
ラ
ー
ら
の
研
究
の
出
現
に
よ
っ
て
「
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
意
味
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
少
な
く

　
　
　
　
ガ
ソ
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三



　
　
　
哲
学
研
究
　
　
第
五
甲
臼
六
十
一
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

　
と
も
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
研
究
は
、
既
に
そ
の
終
局
に
達
し
た
」
（
九
三
頁
）
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
残
さ
れ
た
問
題
も
あ
る
と

　
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
「
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
誤
解
と
忘
却
の
根
源
は
、
要
す
る
に
、
ト
マ

　
ス
の
エ
ッ
セ
が
単
な
る
エ
ク
シ
ス
テ
ン
チ
ア
と
同
一
視
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
」
（
一
〇
三
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
を
忘
却
し

　
た
人
々
と
、
そ
れ
を
再
発
見
し
た
人
々
の
違
い
は
、
結
局
、
「
『
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
は
、
単
な
る
エ
ク
シ
ス
テ
ン
チ
ア
と
同
義
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も

　
何
か
そ
れ
以
上
の
も
の
を
含
意
す
る
か
』
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
解
釈
の
相
違
に
帰
す
る
」
（
一
〇
四
頁
）
。
し
か
し
、
山
田
晶
は
「
そ
も
そ
も
『
エ

　
ク
シ
ス
テ
ン
チ
ァ
』
と
は
何
で
あ
る
か
」
（
一
〇
四
頁
）
と
い
う
問
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
自
ら
の
研
究
を
「
ト
マ
ス
に
お
け
る
『
エ

　
ク
シ
ス
テ
レ
』
①
×
圃
ω
8
話
と
い
う
語
の
用
法
の
考
察
を
通
し
て
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
意
味
の
理
解
を
一
歩
深
め
よ
う
と
い
う
こ
こ
ろ
み
」
（
｝
〇

　
四
頁
）
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、
山
田
晶
の
研
究
は
具
体
的
に
は
、
次
の
三
つ
の
観
点
か
ら
進
め
ら
れ
る
。
一
、
「
ま
ず
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
エ

　
ク
シ
ス
テ
レ
、
エ
ク
シ
ス
テ
ン
チ
ア
な
る
語
が
い
か
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
、
あ
く
ま
で
ト
マ
ス
の
用
例
に
即
し
て
探
究

　
す
る
」
、
二
、
「
次
に
、
そ
の
エ
ク
シ
ス
テ
レ
が
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
エ
ッ
セ
及
び
エ
ッ
セ
ソ
チ
ア
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
を
、
こ
れ
ま
た

　
テ
キ
ス
ト
に
も
と
づ
い
て
探
究
す
る
」
、
三
、
「
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
研
究
方
法
に
よ
っ
て
、
ト
マ
ス
に
お
け
る
エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
エ
ッ
セ
と
の
関
係

　
と
い
う
側
面
か
ら
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
意
味
の
理
解
を
一
歩
深
め
」
る
（
一
〇
八
頁
）
。
探
究
の
結
果
、
山
田
晶
は
次
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
。

　
一
、
「
エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
は
、
何
ら
か
の
本
質
的
概
念
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
エ
ッ
セ
に
よ
っ
て
現
象
す
る
と
こ
ろ
の
最
も
基
本
的
な
は

　
た
ら
き
で
あ
る
」
（
三
五
一
頁
）
。
二
、
「
エ
ッ
セ
ソ
チ
ア
は
エ
ッ
セ
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
エ
ク
シ
ス
テ
レ
す
る
」
（
三
七
四
頁
）
。
三
、
「
エ
ッ

　
セ
は
、
そ
こ
に
お
い
て
エ
ヅ
セ
ン
チ
ア
（
な
い
し
ラ
チ
オ
）
が
エ
ク
シ
ス
テ
レ
す
る
と
こ
ろ
の
「
場
所
」
（
な
い
し
「
世
界
」
）
で
あ
る
」
（
四
〇
四

　
頁
）
。
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す
る
考
え
方
は
、
日
本
で
は
「
で
あ
る
存
在
」
と
「
が
あ
る
存
在
」
の
区
分
と
い
う
考
え

　
方
と
同
一
視
さ
れ
、
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
て
き
た
。
山
田
晶
に
よ
れ
ば
、
存
在
者
を
、
そ
の
も
の
の
何
た
る
か
を
規
定
す
る
本
質
と
、
そ
の
も
の
が

　
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
そ
の
存
在
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
つ
と
す
る
、
存
在
者
の
存
在
論
的
分
析
は
、
日
本
で

　
は
、
「
で
あ
る
存
在
」
と
「
が
あ
る
存
在
」
と
の
区
励
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
存
在
の
区
別
は
Φ
ω
器
。
ω
ω
o
暮
貯
。
と
①
ω
ω
o

　
o
慧
ω
8
韓
欝
①
と
の
区
別
と
し
て
ト
マ
ス
以
後
の
ス
コ
ラ
哲
学
者
に
も
用
い
ら
れ
（
ト
マ
ス
自
身
に
は
こ
の
よ
う
な
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
）
、
そ
の

　
始
原
は
、
存
在
に
つ
い
て
の
問
に
「
…
が
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
と
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
と
を
区
別
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
さ
か

　
の
ぼ
る
（
山
田
晶
、
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
エ
ッ
セ
》
研
究
』
、
五
五
八
頁
）
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
事
物
に
つ
い
て
「
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」

　
（
軌
隷
晋
輔
へ
）
と
「
何
で
あ
る
か
」
（
職
咲
ミ
へ
）
と
い
う
二
つ
の
問
題
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
た
。
郎
§
電
識
§
、
題
鷺
ミ
ミ
♪
戸
ρ
メ
露
ぴ
。
。
山
一
”

　
ミ
建
㍗
セ
匙
漂
“
騨
へ
瓢
伽
ミ
馬
ミ
～
穿
h
唖
ミ
♪
醤
身
愚
＆
愚
沁
臥
安
野
濫
3
引
色
苓
、
書
ミ
築
身
轡
ミ
軌
覧
。
吋
糞
～
愚
昏
艶
気
馬
艶
の
．
銭
諺

隷
巨
鐘
ミ
轡
曾
e
彗
の
養
～
苫
匙
℃
ミ
魯
魅
も
e
鵠
ミ
無
謡
。
．
「
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
、
定
義
す
る
者
が
「
〔
事
物
の
〕
何
で
あ
る
か
」
と
「
〔
事
物

　
の
〕
あ
る
こ
と
」
と
を
共
に
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
同
じ
一
つ
の
論
法
で
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
証
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

何
と
な
れ
ば
、
定
義
も
論
証
も
そ
れ
ぞ
れ
何
も
の
か
或
る
一
つ
の
事
柄
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
人
間
が
何
で
あ
る
か
し
と
「
人
間
が

あ
る
こ
と
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
加
藤
信
朗
訳
『
分
析
論
後
書
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
七
三
二
頁
。
山
田
晶
、

前
掲
書
、
＝
一
七
一
二
九
頁
）
。
ま
た
今
道
友
信
は
、
霞
本
語
に
お
け
る
「
が
あ
る
」
（
実
体
と
し
て
の
存
在
）
及
び
「
で
あ
る
」
（
本
質
と
し
て
の

　
存
在
）
と
い
う
区
別
を
、
「
が
あ
る
存
在
」
と
「
で
あ
る
存
在
」
の
対
立
と
し
て
意
識
し
、
同
じ
「
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
類
比
的
連
関
を

　
予
感
し
て
、
日
本
語
に
よ
る
存
在
の
類
比
を
体
系
的
に
展
開
し
て
い
っ
た
哲
学
者
と
し
て
松
本
正
夫
（
『
「
存
在
の
論
理
学
」
研
究
』
、
岩
波
書
店
、

　
　
　
ガ
ソ
の
ヘ
ソ
リ
ク
ス
に
お
け
る
〈
エ
ッ
セ
〉
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七



　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

一
九
六
九
年
）
と
出
隆
（
「
〈
が
あ
る
〉
と
く
で
あ
る
V
の
弁
」
『
詩
人
哲
学
老
』
所
収
）
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
本
語
に
お
け
る
こ
の

区
別
が
西
欧
の
哲
学
を
理
解
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
と
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
の
よ
う
な
区
別
が
「
存
在
」
を
偏
っ
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
弊
害
を
指

摘
し
て
い
る
。
（
今
道
友
儒
「
存
在
の
傾
斜
し
今
道
ほ
か
編
『
中
世
の
哲
学
者
た
ち
一
中
世
存
在
論
の
系
譜
1
』
思
索
社
、
一
九
八
○
年
、
五
頁
）
。

　
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
日
本
語
の
「
で
あ
る
存
在
」
と
「
が
あ
る
存
在
」
と
い
う
区
別
の
考
え
方
に
対
す
る
拗
判
と
し
て
は
有
効
で
あ
る
が
、
ヘ
ン

　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
ソ
ラ
ィ
ア
の
エ
ク
く
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
チ
ソ
テ
イ
ア
の
エ
ツ
セ

リ
ク
ス
の
〈
本
質
存
在
〉
と
く
現
実
存
在
〉
の
区
別
の
批
判
と
し
て
は
必
ず
し
も
当
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
セ
ソ
テ
ィ
ァ
の
エ
ツ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
シ
ス
テ
ン

ヘ
ン
リ
ク
ス
の
〈
本
質
存
在
〉
は
永
遠
の
エ
ッ
セ
で
あ
り
、
〈
も
の
〉
が
時
間
的
空
間
的
に
現
実
に
持
っ
て
い
る
エ
ッ
セ
と
し
て
は
く
現
実

テ
ィ
ア
の
エ
ツ
セ

存
　
　
在
〉
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。

＊
本
稿
は
、

平
成
八
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
C
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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合
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conditions，　than　others．　The　result　is　the　creation　of　a　cross－local，　because

translocal，　aristocracy．　Tanabe’s　perspective　questions　electronic　technology’s

claim　to　true　universality　by　alerting　us　to　the　negative　aspect　of　the

specific，　the　underlying　substrate　of　specific　cultural　and　social　biases　that

the　new　technologies　are　said　to　be　forming　into　a　worldwide　community．

　　Furthermore，　this　new　universality　functions　like　a　principle　of　absolute

mediation，　taking　over　the　role　of　God　or　Absolute　Nothingness．　For　the

individual　participating　in　the　global　village，　the　glut　of　apparently　neutral，

value－free　data　works　to　anaesthetize　social　conscience，　which　in　turn

creates　the　need　for　a　priesthood　of　specialists　to　sort　out　the　information

and　determine　what　is　relevant　to　the　problems　of　the　day．　This　is　con－

trasted　with　Tanabe’s　ideal　of　the　ro！e　of　religion　in　society．

　　The　essay　closes　with　a　few　brief　remarks　about　the　consequences　of

Japan’s　accepting　its　place　in　the　world　phllosophical　forum．

Henry　of　Ghent　on　esse

by　lvt｛asato　KATo

Associate　Professor　of　Philosophy

Faculty　of　lnformatics

Ka鍛sai　Un三vers三ty

　　Our　purpose　here　is　to　analyse　Henry’s　ontology，　theory　of　being　and

essence　and　to　interpret　its　position　in　the　Western　history　of　philosophy，

especially　with　reference　to　Aquinas’　ontology．　The　analysis　proceeds　as

follows：

　　1）　The　ambiguities　of　some　terms　which　mean　being：　the　ambiguity　of

“etre”　which　means　“to　be”　and　“1’etre”　which　means　“a　being”，　that　of

“etre”　and　“exister”，　and　that　of　“6tre”　and　“essence”．

2）　Why　do　we　choose　the　ontology　of　Henry　of　Ghent？：　the　ontology

of　Thomas　Aquinas，　his　esse　and　Aristotle’s　on，　his　esse　and　existere，　and

4



Henry’s　destruction　of　Aquinas’　esse．

　　3）　Henry’s　ontology：　esse　comPlexum　and　esse　incomPlexum，　esse　essen－

tiae　and　esse　existentiae，　res　as　the　rnost　fundamental　concept　of　his

ontology．

　　In　short　Henry　not　only　divided　esse　into　comPlexum　and　incomPlexum，

but　also　esse　incomPlexum　into　esse　essentiae　and　esse　existentiae．　Aquinas

also　accepted　the　first　division，　but　not　the　second　division．　This　means

that　the　full　meaning　of　Aquinas’　esse　began　to　be　destroyed　immediately

after　his　death　and　since　Henry’s　destruction　it　has　been　forgotten　in　the

Western　history　of　phiiosophy．

Socrates’　Conception　of　Virtue

by　ll－Gong　PARK

Associate　Professor　of　Philosophy

Faculty　of　Letters

Konan　Women’s　University

　　In　the　APologN　Socrates　criticizes　people　for　their　inverted　values　by

saying，　“Virtue　does　not　come　from　wealth，　but　it　is　through　virtue　that

wealth　and　everything　else，　private　and　public，　become　good　for　men”

（30B）．　For　Socrates　virtue　is，　first　and　foremost，　something　which　does

dominate　the　whole　pattern　of　one’s　life，　to　be　identified　with　knowledge－

knowledge　of　what　is　really　good　and　bad　for　oneself．　But　what　does　he

suppose　this　identification　is？　ln　Plato’s　early　dialogues　Socrates　never

tries　to　examine　virtue　as　a　whole　but　inquires　into　specific　recognized

virtues　separately．　ln　the　Protagoras，　however，　Socrates’　subject　is　virtue

as　such，　and　the　relationship　of　five　virtues　（justice，　temperance，　piety，

courage，　wisdom）　to　it　and　to　each　other，　yet　moreover　in　the　Meno，

considered　to　be　a　typical　transitional　dialogue，　he　first　asks　the　question

of　what　virtue　is，　not　what　a　particular　virtue　is．
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