
禁
じ
ら
れ
た
道

　
　
　
ー
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
お
け
る
探
究
の
行
方
一

三
　
浦

要

　
は
じ
め
に

　
周
知
の
通
り
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
そ
の
哲
学
詩
に
お
い
て
、
女
神
の
口
を
籍
り
て
複
数
の
探
究
の
道
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
が
果
た
し
て
二
つ
で
あ
る
の
か
、
三
つ
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
な
の
か
と
い
う
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て

研
究
者
の
間
で
見
解
が
一
致
し
て
い
な
い
。
し
か
も
、
数
の
点
で
一
致
し
て
い
て
も
そ
の
内
実
の
理
解
に
関
し
て
さ
ら
に
見
解
が
分
か
れ

て
い
る
な
ど
、
状
況
は
複
雑
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
数
の
問
題
で
は
な
く
、
「
あ
る
」
「
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
思
想
の
核

心
に
触
れ
て
く
る
問
題
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、
「
ド
ク
サ
（
思
わ
く
）
」
の
提
示
の
意
義
を
問
う
も
の
で
も
あ
り
、
結
局
は
パ
ル
メ
ニ
デ

ス
に
と
っ
て
の
「
探
究
」
の
あ
り
方
に
関
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
探
究
の
道
に
関
す
る
既
存
の
諸
解
釈
が
持
つ
問
題

点
を
考
慮
し
な
が
ら
、
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
、
そ
し
て
ド
ク
サ
の
問
の
関
係
を
整
合
的
に
説
明
し
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に

と
っ
て
の
真
理
探
究
の
あ
り
方
と
そ
こ
で
ド
ク
サ
が
果
た
す
役
割
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

1
　
「
三
つ
の
道
」
説
の
検
討

ま
ず
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
詩
に
お
け
る

　
　
　
禁
じ
ら
れ
た
道

「
探
究
の
道
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
提
示
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
四
箇
所
で
あ
る
。
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@　

@　

ﾖ
ミ
、
起
ミ
琶
ミ
へ
§
鼠
の
動
～
§
軸
§
．
こ
毎
ぎ
り
ぎ
§
ま
り
。
晒
こ
養
予
ぎ
♪
こ
§
。
り
ぎ
註
ぎ
偽
8

　　

@　

i
昏
ミ
ξ
N
早
書
ミ
y
＼
輔
軌
．
身
。
“
畿
・
ミ
鴇
ミ
身
蒙
駄
・
伽
§
専
・
ぎ
♪
＼
書
＆
・
。
・
醤
《
e
・
§
優
建
§
骨
奪

　　

@　
ｭ
§
§
．
＼
＆
斜
N
書
隠
ミ
・
§
り
＆
需
喰
蒙
曾
（
　
ゆ
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
も
O
q
N
寝
℃
霞
ぐ
ミ
嚇
O
℃
）
＼
＆
・
・
薯
隊
§
の
（
壁
卜
。
』
函
）

　　

@　

@　

A
N
息
銭
奪
§
こ
§
嚇
＝
．
§
驚
奪
ミ
．
販
§
誌
を
ぎ
♪
＼
§
財
伽
乙
，
§
鞭
・
§
．
鼠
・
．
興
る
珍
籍
ミ
ミ
職
§
黛
■
＼
鵠
、
昏
湧

　　

@
　
N
書
q
．
書
．
§
。
§
§
動
§
§
の
く
・
曳
ミ
e
y
＼
ミ
・
書
取
鑓
・
．
恥
註
§
”
曽
＆
も
も
§
～
＆
駄
舅
。
§
ミ
比
督
§
§
浄
書
§
・

　
　
　
　
（
h
鉾
伊
H
1
9
）

　　

@　

@　

B
巳
『
書
愚
端
§
巳
貯
。
忠
§
暫
馬
ξ
馬
ミ
伽
曾
謎
．
＼
ミ
建
g
菖
＆
、
書
．
＆
8
窃
§
§
り
紙
ミ
・
ぐ
§
日
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（
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“
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@　

@　

ﾖ
忘
§
鋤
．
驚
慧
笥
。
り
昏
窃
§
＼
ミ
§
寝
愚
の
飯
・
§
．
ミ
§
動
．
匙
・
饗
ミ
、
咲
§
＼
越
沁
建
庶
N
．
”
…
：
＼
…
…
愚
漂
竃
§
の
§
駕
・
。
晋
§

　　

@　

L
息
肉
、
販
§
・
．
＼
飯
寒
こ
＆
甑
・
§
．
憂
、
§
乙
．
§
恩
・
寒
駆
滝
§
”
＼
笹
隠
曾
§
簿
§
§
誌
愚
ミ
途
・
（
＆
誌
、
隻
§
り
＼

　　

@
　
販
q
§
§
り
y
笹
財
、
叡
§
隷
沁
§
．
蔑
～
伽
息
塁
。
Σ
～
§
（
｛
槻
●
c
◎
耀
　
一
ぴ
I
Q
◎
「
　
一
㎝
1
鴎
。
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2
）

　　

ﾜ
ず
、
こ
れ
ら
の
断
片
を
通
じ
て
探
究
の
道
と
し
て
三
つ
の
道
が
女
神
よ
り
提
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
伝
統
的
・
標
準
的
解
釈
を
、
コ

ー
ン
フ
ォ
：
ド
を
例
に
と
っ
て
見
て
み
る
。
彼
に
よ
る
と
、
断
片
二
で
．
．
〈
↓
醐
9
費
　
≦
7
｝
O
ず
　
一
6
0
〉
ジ
玉
山
一
伸
…
ω
首
。
。
ω
岡
三
①
h
9
謬
琴
け
け
。

げ
。
”
”
と
．
、
肛
囲
ω
昌
o
ρ
雪
氏
ヨ
賃
無
器
巴
ω
昌
9
げ
ω
．
、
と
い
う
二
つ
の
道
が
探
究
の
道
と
し
て
提
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
前
者
は
、
断

片
一
・
二
九
の
「
真
理
の
ゆ
る
ぐ
こ
と
の
な
い
そ
の
心
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
、
「
真
理
の
道
」
（
夢
㊦
乏
契
。
｛
日
凄
穿
）
と

呼
べ
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
（
ひ
。
≦
曙
。
h
乞
。
？
し
d
ω
ぎ
的
）
で
、
し
か
も
こ
れ
は
断
片
一
・
三
〇
で
言
わ
れ
て

い
た
「
死
す
べ
き
人
の
子
ら
の
ま
こ
と
の
証
し
な
き
思
わ
く
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
思
わ
く
」
が
、
禁
断
の
道
と
し
て
警

告
さ
れ
て
い
る
の
が
断
片
六
・
四
一
九
と
断
片
七
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
が
考
え
ら
れ
ず
言
い
表
せ
な
い
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
「
思
わ
く
の
道
」
（
3
0
芝
超
9
0
Q
の
。
ヨ
ぎ
鐙
）
は
、
女
神
に
よ
る
教
示
の
鮒
象
と
な
る
も
の
で
、
感
覚
経
験
に
基
礎
を
置

く
死
す
べ
き
も
の
た
ち
の
思
わ
く
で
あ
る
。
一
般
の
入
も
哲
学
者
も
総
じ
て
す
べ
て
の
人
が
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
が
わ
れ
わ
れ
に
示
す
よ



う
に
思
わ
れ
る
世
界
の
実
在
性
を
信
じ
て
お
り
、
そ
の
信
念
が
こ
の
思
わ
く
の
内
実
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
る
と
、

断
片
二
で
言
及
さ
れ
て
い
た
二
つ
の
道
の
み
が
探
究
の
道
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
実
は
第
三
の
道
と
し
て
の
「
思
わ
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

道
」
も
こ
れ
ら
と
同
じ
資
格
で
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
極
端
に
単
純
化
し
た
の
が
ザ
フ
ィ
ロ
ピ
ュ
ロ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

．
．
＆
曾
弩
註
、
、
り
．
．
銭
曾
。
黛
零
ミ
、
、
騨
、
．
a
曾
糞
～
晋
建
建
～
。
黛
吸
魯
h
・
、
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
道
の
三
つ
の
定
式
化
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ω
冒
頭
の
、
．
食
穿
招
＆
ミ
篭
量
ミ
勲
怠
ミ
分
無
ミ
ξ
曽
異
蔦
篤
ピ
警
e
り
．
：
…
顛
窃
・
身
…
…
．
、
（
「
探
究
の
道
と
し
て
考
え
ら

れ
る
の
は
い
か
な
る
も
の
の
み
ぞ
。
そ
の
一
つ
は
…
…
。
他
の
一
つ
は
…
…
と
い
う
道
」
）
と
い
う
詩
旬
は
、
女
神
が
二
つ
の
究
極
的
な

選
択
肢
し
か
与
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
第
三
の
可
能
性
の
入
り
込
む
余
地
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
に
「
三
つ
の
道
」

説
を
採
る
研
究
者
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
例
え
ば
ガ
ス
リ
！
も
、
第
三
の
道
が
独
立
し
て
あ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
最
初
の

二
つ
の
道
（
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
と
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
）
を
誤
っ
て
統
合
し
た
も
の
と
し
て
の
第
三
の
道
は
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
と
同

定
可
能
な
も
の
と
考
え
る
が
、
テ
ク
ス
ト
の
上
で
は
依
然
と
し
て
独
立
し
た
第
三
の
「
道
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
に
、

結
局
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
と
第
三
の
道
は
「
ほ
と
ん
ど
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
（
．
．
8
三
α
冨
『
巳
《
σ
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

象
ω
け
ぎ
『
q
缶
ω
冨
ユ
．
、
）
と
い
う
、
騰
躇
い
を
含
ん
だ
歯
切
れ
の
悪
い
物
言
い
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
断
片
二
が
示
す
第
三
項
の
排
除
性
の
問
題
に
加
え
て
、
テ
ク
ス
ト
上
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
三
つ
の
道
」
説
以
外
の
立
場

を
と
っ
て
も
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
ル
ス
の
校
訂
に
し
た
が
え
ば
、
断
片
六
・
三
一
四
で
は
、

探
究
に
お
い
て
二
つ
の
道
が
栢
次
い
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
（
・
．
還
腎
房
誌
も
q
．
書
．
＆
＆
謎
藁
葺
勲
§
§
の
合
曳
ミ
e
y
＼

ミ
鴨
書
警
琴
、
昏
註
S
り
．
．
．
…
…
）
。
こ
の
断
片
を
保
存
し
て
い
る
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
の
す
べ
て
の
写
本
で
断
片
六
・
三
の
最
後
の
部
分
が
未

完
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
断
片
六
・
三
の
．
、
な
・
＆
＆
、
、
と
断
片
六
・
四
の
．
、
風
潮
蝕
の
、
・
の
両
方
に
付
加
で
き
る
動
詞
と
し
て
、
断
片

七
．
二
の
「
い
な
汝
す
べ
か
ら
く
探
究
の
こ
の
道
か
ら
想
い
を
遠
ざ
け
よ
」
（
ミ
建
3
＆
＆
．
な
．
＆
＆
窃
§
§
り
馬
ミ
q
ゼ
＆
喰
寝
）
と
当
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

箇
所
と
の
類
似
に
基
づ
い
て
デ
ィ
ー
ル
ス
は
門
禁
ず
る
」
（
勲
、
、
e
）
を
提
案
し
た
。
現
在
】
部
の
研
究
者
を
除
き
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
デ
ィ

　
　
　
　
麟
不
じ
ら
れ
た
道
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i
ル
ス
案
を
受
け
入
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
補
訂
案
を
受
け
入
れ
る
と
、
「
探
究
の
こ
の
最
初
の
道
を
禁
ず
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
き
の
指
示
詞
．
．
鎚
蹄
蕩
、
、
は
、

既
出
の
名
詞
や
句
を
そ
れ
が
受
け
る
と
し
た
場
合
に
、
普
通
は
直
前
の
．
、
N
息
a
謡
N
§
ま
ぐ
需
ご
門
、
伽
9
晋
騰
藁
“
晋
袋
N
書
糺
ぐ
寝
♪

§
窃
重
鉢
、
＆
哲
賢
尋
、
、
の
中
に
、
さ
ら
に
い
え
ば
そ
の
後
半
部
に
対
象
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
標
準
的
な
解
釈
で
は
そ
こ
に

「
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
道
」
を
明
確
な
形
で
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
、
．
唖
ミ
N
書
偽
～
藁
♪
§
動
曾
噺
、
。
黛
賢
§
、
、
は
断
片
二
で
の

「
真
理
の
道
」
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
「
最
初
の
」
（
　
　
　
へ
醤
為
e
還
り
）
と
い
う
指
示
詞
に
よ
っ
て
さ

ら
に
動
か
な
い
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
よ
り
前
の
断
片
二
で
示
さ
れ
た
二
つ
の
探
究
の
道
で
、
最
初
の
方
と
い
え
ば
「
真
理
の
道
」

だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
「
三
つ
の
心
し
説
を
維
持
し
な
が
ら
こ
の
難
点
を
解
消
す
る
様
々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
中
で
優
勢
な
も
の

は
、
棄
却
さ
れ
る
べ
き
道
は
真
理
の
道
で
は
あ
り
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
全
体
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
を
「
こ
の
」

の
指
示
対
象
と
し
て
見
い
だ
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ク
ラ
ン
ツ
は
、
．
．
Φ
ω
幹
慈
巨
8
『
o
。
9
7
①
ぎ
二
陣
6
寓
。
。
血
p
・
ぴ
q
薦
雪
翼

巴
n
簿
脚
二
日
冨
蕊
①
一
〇
び
蝕
0
7
ぴ
亀
書
評
の
拝
　
⊆
Φ
ω
［
へ
開
一
〇
　
〉
舞
コ
極
ず
5
P
①
　
〈
O
ゆ
　
　
り
飼
団
0
7
酔
ω
Φ
一
5
］
　
卿
ω
梓
訂
似
ヨ
羅
6
7
ユ
費
①
房
3
乏
。
ひ
q
瓢
霞
閃
。
房
象
出
切
σ
q
”

〈
露
号
日
一
∩
7
＆
9
瓶
①
ヨ
匿
一
骨
①
●
、
、
と
訳
し
、
注
記
を
付
す
る
こ
と
で
誤
解
を
食
言
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ガ
ス
リ
ー
は
断
片
六
・

一
b
一
二
a
を
．
．
…
…
弧
。
二
二
。
・
℃
。
。
・
ω
間
ぴ
一
。
h
。
＝
鉾
（
圃
φ
≦
冨
け
。
雪
σ
。
ω
℃
o
翫
弄
”
膨
鳥
3
0
轟
露
8
9
）
8
げ
ρ
9
二
暑
。
ω
。
・
聲
。
§

コ
9
窯
コ
α
q
8
σ
①
．
↓
謀
ω
H
ぴ
置
一
冨
Φ
8
器
こ
①
さ
h
9
静
三
。
。
≦
P
団
O
h
ぎ
聲
卿
蔓
ジ
夢
①
貯
馨
h
憎
O
ヨ
≦
三
〇
7
H
〈
ぎ
箆
穿
①
Φ
訂
O
犀
y
陶
．
と
訳
し
た

上
で
、
．
ミ
譜
芝
。
・
《
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ミ
三
。
7
§
⑦
ヨ
蕊
梓
欝
冨
亀
職
恥
§
恥
嚇
§
ε
ぴ
①
多
。
芝
契
。
鴎
子
二
二
ぎ
ぴ
q
夢
見
き
窪
ぎ
σ
q
”
6
§
o
×
幹
）
♂
け
滞
漣
段
仲
。

σ
。
薯
。
置
Φ
α
幽
、
、
と
説
明
し
て
い
る
（
強
調
は
ガ
ス
リ
ー
）
。
ど
ち
ら
も
限
定
の
関
係
詞
節
を
付
し
て
、
「
最
初
の
道
」
を
断
片
二
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

最
初
の
道
で
は
な
く
「
複
数
の
禁
断
の
道
の
内
の
最
初
の
道
」
と
し
て
、
こ
の
点
で
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

．
、
還
駄
還
臓
．
を
副
詞
的
用
法
と
し
て
「
最
初
に
」
と
か
「
ま
ず
も
っ
て
」
と
訳
し
て
問
題
を
回
避
す
る
立
場
と
結
果
的
に
は
同
じ
こ
と
と
な
る
。



　
確
か
に
、
．
、
還
駄
還
の
、
、
を
副
詞
的
に
解
す
る
こ
と
で
、
後
続
の
、
．
警
碧
（
黛
）
．
、
と
い
う
副
詞
と
の
関
係
が
は
っ
き
り
と
し
て
、
道
の
棄
却

に
関
す
る
連
続
性
が
明
確
と
な
っ
て
く
る
。
実
際
、
す
で
に
カ
ル
ス
テ
ン
（
一
八
三
五
年
）
は
、
．
・
君
警
蕩
．
、
に
代
え
て
・
．
忌
＆
§
、
、
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ム
ラ
ッ
ハ
（
一
八
四
五
年
）
や
ベ
ル
ク
（
一
八
八
六
年
）
は
、
．
尽
腎
（
黛
）
、
、
と
い
う
読
み
を
提
案
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
自
体
妥
当
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
こ
の
園
避
法
は
、
必
然
的
に
、
当
該
箇
所
に
お
い
て
「
真
理
の
道
」
と
は
異
な
る
二
つ
の
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
道
の
存
在
を
是

認
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
う
一
方
の
難
点
で
あ
る
「
こ
の
」
の
問
題
に
関
し
て
は
、
や
は
り
、
ク
ラ
ソ
ツ
も
ガ
ス
リ

ー
も
、
直
前
箇
所
か
ら
該
当
す
る
も
の
を
求
め
る
こ
と
を
断
念
し
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
．
．
嫡
ミ
還
吃
．
の
指
示
対
象
を
確
定
す
る
と
い
う

不
十
分
な
解
決
法
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
ム
ー
レ
ラ
ト
ス
は
、
．
．
男
9
H
ぴ
葛
巻
¢
砕
岩
ぎ
目
窪
柳
。
。
δ
葺
①
。
隔
ρ
器
ω
け
［
。
。
。
砕
け
7
Φ
器
α
q
葺
く
①
δ
馨
Φ
］
’
．
、
と
注
記
付
き
で
訳
し
た
上
で
、

断
片
六
・
一
一
二
が
、
単
に
肯
定
の
道
（
真
理
の
道
）
を
表
す
だ
け
で
な
く
、
否
定
の
道
を
除
外
し
肯
定
の
道
を
認
め
る
理
論
も
表
し
、

断
片
六
・
三
は
、
こ
の
理
論
の
根
拠
、
そ
し
て
肯
定
の
道
の
選
び
取
り
の
根
拠
に
注
意
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
問
題
の
．
．
鍵
腎
房
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
先
行
部
に
明
確
に
言
及
さ
れ
て
い
る
道
の
み
を
指
示
し
う
る
と
い
う
主
張
は
難
癖
を
付
け
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
確
か

に
、
、
．
N
息
＆
隷
N
§
…
…
、
、
に
、
話
者
の
．
．
鷺
鉱
霞
Φ
湾
Φ
．
．
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
、
．
箕
臥
2
窪
8
、
、
を
聞
き
手
が
共

有
で
き
る
保
証
は
な
い
。
こ
の
．
、
質
鍬
2
曾
8
．
．
お
よ
び
そ
れ
を
含
む
「
理
論
」
は
断
片
六
・
二
b
の
「
こ
の
こ
と
を
と
く
と
考
え
る
よ
う

私
は
汝
に
命
ず
る
」
と
い
う
一
文
に
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
ま
さ
に
ム
ー
レ
ラ
ト
ス
自
身
が
言
っ
て
い
る

よ
う
に
、
こ
の
文
（
つ
ま
り
は
「
こ
の
こ
と
」
の
意
味
）
は
か
な
り
曖
昧
な
（
話
ぴ
q
器
）
、
あ
る
い
は
暗
示
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
問
題
の
指
示
詞
は
い
わ
ゆ
る
二
人
称
的
指
示
詞
で
あ
っ
て
、
一
般
に
聞
き
手
に
と
っ
て
明
白
な
事
柄
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
自
体
曖
昧
な
言
葉
の
中
に
推
測
さ
れ
う
る
「
理
論
」
の
一
部
と
し
て
の
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
は
聞
ぎ
手
に
と
っ
て
明
白
と
は

言
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
指
示
詞
の
本
来
の
機
能
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
対
象
を
先
行
部
分
に
求
め
る
可
能
性
を
ま
ず
第
一
に
考
慮
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
撚
ホ
じ
ら
’
れ
た
貼
坦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
三



　
　
　
　
折
口
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研
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山
ハ
四

　
コ
ソ
シ
ュ
は
、
断
片
の
引
用
の
あ
り
方
に
着
目
し
た
解
決
を
提
案
し
て
い
る
。
彼
は
、
断
片
六
・
三
を
．
．
U
、
筈
9
鼻
①
づ
黙
卑
α
①
6
①
撞
竃

く
。
凶
Φ
号
お
9
2
。
冨
［
N
■
帆
i
Q
o
］
こ
。
8
α
簿
。
霞
器
■
．
．
と
訳
し
、
．
、
養
阿
房
、
、
は
直
前
の
詩
句
を
越
え
て
断
片
二
・
五
一
八
で
論
駁
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
を
指
示
す
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
シ
ソ
プ
リ
キ
オ
ス
が
、
断
片
六
・
一
b
一
九
を
断
片
二
・
三
i
八
の
引
用
後

す
ぐ
に
引
用
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
説
明
さ
れ
、
コ
ン
シ
ュ
は
、
、
．
ミ
旨
房
、
”
が
「
ま
っ
た
く
探
ね
え
ざ
る
道
」
と
規
定
さ
れ
た
「
〈
あ

ら
ぬ
〉
の
道
」
を
指
す
よ
う
な
形
で
、
両
断
片
が
詩
の
中
で
連
続
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
コ
ン
シ

ュ
の
主
張
す
る
よ
う
に
両
断
片
が
論
理
の
上
で
の
一
貫
性
を
保
ち
な
が
ら
連
続
し
て
い
る
な
ら
、
逆
に
、
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
が
わ
ざ
わ
ざ

分
け
て
引
用
す
る
理
由
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
遠
回
し
に
解
決
を
図
る
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
見
直
し
詩
行
の
順
番
を
入
れ
替
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
整
合
性
を
保
と
う
と
す
る
研
究
者
も
い
る
。
例
え
ば
ケ
ソ
ト
ー
ス
プ
レ
，
イ
グ
は
、
断
片
六
・
二
と
断
片
六
二
二
と
の
間
に
、
断
片

七
・
一
を
挿
入
し
た
上
で
、
次
に
断
片
六
の
残
り
の
部
分
を
置
き
、
続
い
て
断
片
七
の
続
き
（
た
だ
し
断
片
七
・
二
は
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る

断
片
六
・
三
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
可
能
性
が
あ
り
削
除
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
ま
ま
断
片
七
・
一
に
続
け
る
か
の
い
ず
れ
か
と
な
る
）

　
（
1
1
）

を
置
く
。
断
片
引
用
老
の
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
は
断
片
七
・
一
一
二
を
二
回
（
軌
醤
　
』
）
》
棲
⇔
．
　
μ
縣
ω
層
　
ω
瞬
一
一
膳
心
》
　
H
い
　
ト
コ
膳
蒔
矯
　
目
－
卜
◎
）
引
用
し
て
お
り
、

こ
の
並
べ
替
え
に
よ
る
と
、
そ
の
部
分
を
断
片
六
の
中
か
ら
取
り
だ
し
て
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
の
｝
方
で
彼
は
断

片
六
・
「
b
一
九
ま
で
を
一
連
の
形
で
引
用
し
て
い
る
（
帖
蕊
　
　
」
）
》
絶
戸
．
　
H
H
刈
噂
　
蔭
一
一
Q
Q
）
。
こ
の
場
合
、
断
片
七
・
噸
一
二
の
部
分
を
、
あ
え
て

矛
盾
を
生
み
出
す
危
険
を
冒
し
て
ま
で
一
連
の
引
用
か
ら
脱
落
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
回
引
用
し
て
い
る
以
上
、
断
片

七
・
一
一
二
の
言
葉
が
他
の
詩
行
に
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
箇
所
全
体
の
十
全
な
理
解
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
も
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
意
図
的
に
引
用
の
中
で
そ
れ
を
落
と
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
と
も

思
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ス
ト
ー
ク
ス
は
、
断
片
六
．
三
の
後
に
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
に
言
及
し
た
訂
。
§
器
を
想
定
し
、
・
．
鎚
貯
蕩
．
”
の
指
示



対
象
は
、
実
は
そ
の
先
行
部
分
で
は
な
く
後
出
部
分
（
つ
ま
り
再
§
器
で
は
あ
る
が
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
へ
の
言
及
）
に
求
め
る
べ

　
　
　
　
　
（
1
2
）

き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
断
片
八
・
一
の
「
語
ら
れ
る
べ
き
道
と
し
て
な
お
残
さ
れ
て
い
る
の
は
た
だ
一
つ
」
と
い
う
言
葉

ま
で
（
い
わ
ぽ
消
去
法
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
多
く
の
解
釈
者
た
ち
が
訳
鳩
し
な
か
っ
た
断

片
六
・
三
の
、
．
慧
、
．
、
が
論
理
的
に
十
分
に
意
味
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
消
去
法
と
い
っ
て
も
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
は
す
で

に
断
片
二
に
お
い
て
消
去
済
み
で
あ
る
と
言
え
る
し
、
そ
も
そ
も
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
の
引
用
の
基
本
姿
勢
は
で
き
る
限
り
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

の
詩
を
書
き
残
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
、
一
連
の
引
用
の
中
で
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
に
言
及
す
る
行
を
落
と
す
理
由
は
見

あ
た
ら
な
い
。
結
局
、
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
の
引
用
の
仕
方
に
問
題
の
起
源
を
看
て
取
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
2
　
「
二
つ
の
道
」
説
の
検
討

　
で
は
次
に
、
女
神
が
探
究
の
道
と
し
て
三
つ
の
も
の
を
提
示
し
て
い
る
と
す
る
解
釈
を
採
ら
ず
、
そ
れ
が
二
つ
で
あ
る
と
す
る
主
張
を

そ
の
問
題
点
と
と
も
に
見
て
い
く
。
こ
の
説
は
、
断
片
二
で
の
第
三
項
の
排
除
性
を
強
調
し
、
先
に
見
た
ガ
ス
リ
ー
が
踏
み
愚
僧
こ
と
に

躇
償
い
を
見
せ
て
い
た
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
と
「
思
わ
く
の
道
」
の
同
定
に
基
礎
を
置
く
。
カ
ー
ン
は
こ
れ
を
、
伝
統
的
な
解
釈
に
対
し

て
タ
ラ
ソ
が
提
出
し
た
悪
し
い
解
釈
と
認
定
し
、
「
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
（
一
九
一
六
年
）
に
よ
る
「
三
つ
の
道
」
の
発
見
（
む
し
ろ
、
そ
れ
は

シ
ュ
タ
イ
ン
〔
一
八
六
四
／
六
七
年
〕
で
あ
る
と
い
う
者
も
い
る
が
）
は
わ
れ
わ
れ
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
理
解
へ
の
彼
の
多
く
の
寄
与
の
中
で

も
も
っ
と
も
根
本
的
で
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
し
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
解
釈
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
説
は
一
種
の
衝
撃
で

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
す
で
に
ロ
バ
ン
は
、
断
片
二
冒
頭
で
の
第
三
項
の
排
除
性
を
根
拠
に
、
パ
ル
熱
川
デ
ス
に
お
い
て
初
め
て
、
矛
盾
律
が
引
き
出
さ
れ
、

「
あ
る
」
も
の
で
も
「
あ
ら
ぬ
」
も
の
で
も
な
い
対
象
の
存
在
論
的
不
可
能
性
に
そ
れ
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
、
「
方
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

あ
る
い
は
「
道
」
・
は
二
つ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
当
然
タ
ラ
ン
も
こ
の
第
三
項
排
除
を
基
本
に
し
て
「
二
つ
の
道
」
説
を
主
張
す
る
。

　
　
　
　
禁
じ
ら
れ
た
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



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

彼
は
、
デ
ィ
ー
ル
ス
の
補
訂
案
を
受
け
入
れ
て
、
、
鶏
腎
唱
の
・
、
が
や
は
り
直
前
の
．
．
咲
ミ
馬
N
書
侮
聖
ミ
讐
桑
蔦
曾
窃
．
。
警
晋
§
，
．
す
な
わ
ち
「
〈
あ

る
〉
の
道
」
し
か
指
し
え
な
い
と
考
え
た
上
で
、
女
神
に
よ
る
こ
こ
で
の
「
禁
止
」
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
8
ヨ
℃
。
冨
曙
な
も
の
で

あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
．
、
織
ミ
e
・
、
と
い
う
動
詞
自
体
に
は
「
一
時
的
な
禁
止
」
と
い
う
意
味
合
い
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

実
際
、
同
じ
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
断
片
七
・
二
で
は
（
タ
ラ
ン
に
よ
る
と
そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
道
は
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
で

あ
る
か
ら
）
一
時
的
で
は
な
い
絶
蒐
的
禁
止
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
一
時
的
な
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
与
え
ら

れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
場
合
、
問
題
の
3
ヨ
。
。
冨
曙
筈
雪
α
§
ヨ
Φ
暮
は
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
だ
け
で
な
く
次
に
断
片
六
・

四
以
下
で
示
さ
れ
る
「
死
す
べ
き
老
ど
も
の
道
」
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
断
片
六
ニ
ニ
！
四
の
問
に
、
一
時
的

な
禁
止
で
あ
る
こ
と
を
示
竣
す
る
よ
う
な
冨
§
節
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
野
¢
き
（
①
）
を
想
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
想
定
で
き
た
と
し
て
も
、

断
片
六
・
四
の
．
．
駆
暮
S
の
．
．
は
、
次
の
行
の
・
．
弐
奪
8
旨
ミ
、
、
を
「
さ
ま
よ
い
歩
く
」
と
訳
し
て
い
る
以
上
、
道
を
表
す
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。
つ
ま
り
断
片
六
・
四
以
下
に
も
「
道
」
が
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
タ
ラ
ン
は
上
述
の
ご
と
く
断
片
七
を
「
〈
あ

ら
ぬ
〉
の
道
」
へ
の
言
及
（
－
ー
ド
ク
サ
へ
の
言
及
）
と
捉
え
、
そ
れ
を
、
感
覚
的
あ
る
い
は
現
象
的
世
界
を
受
け
容
れ
て
そ
の
結
果
「
あ

ら
ぬ
」
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
人
々
へ
の
批
判
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
断
片
六
・
四
以
下
は
「
〈
あ

ら
ぬ
〉
の
道
」
と
は
異
な
り
、
た
だ
単
に
自
分
の
見
た
も
の
を
判
別
で
き
な
い
人
々
へ
の
批
判
と
す
る
。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、
．
．
↓
冨

b
o
誉
…
ω
ぎ
け
口
辺
三
論
≦
塁
毛
7
圃
9
8
営
三
器
ω
ゆ
。
言
ぴ
q
9
。
乱
き
”
－
し
d
①
一
轟
…
島
臼
①
δ
き
ω
琴
7
梓
三
機
山
≦
9
・
蜜
冒
℃
暴
言
。
三
島
Φ
ω
●
、
．
（
↓
費
貯
矯

8
。
。
）
と
な
る
の
で
、
結
局
こ
の
断
片
六
・
四
以
下
は
、
道
に
し
て
道
に
あ
ら
ず
と
い
う
不
思
議
な
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
断
片
六
・

八
で
の
「
〈
あ
る
〉
と
く
あ
ら
ぬ
〉
は
同
じ
で
あ
り
同
じ
で
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
そ
の
身
分
規
定
は
全
体
の
詩
の
中
で
ほ

と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
一
過
性
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
、
そ
も
そ
も
引
用
者
の
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
自
身
は
、
対
立
相
反
す
る
も
の
ど
も
を
同
｝
の
も
の
へ
と
帰
す
る
人
々
の
見
解
に
関
心



を
持
っ
て
こ
の
断
片
六
の
引
用
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
直
接
に
は
断
片
六
・
四
以
降
が
そ
の
箇
所
に
当
た
る
。
し
か
し
彼
は
そ
の
箇
所
を

す
ぐ
に
引
用
せ
ず
に
、
内
容
的
に
は
こ
う
し
た
人
々
の
見
解
と
の
関
連
は
薄
い
断
片
六
・
一
－
三
を
そ
れ
に
先
行
さ
せ
て
引
用
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
が
連
続
し
て
お
り
、
そ
の
連
続
性
を
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
が
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
タ
ラ

ソ
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
貯
。
§
四
の
想
定
と
そ
れ
に
基
づ
く
解
釈
は
ひ
と
つ
の
（
し
か
も
か
な
り
現
実
性
に
乏
し
い
）
可
能
性
に

す
ぎ
ず
、
こ
の
解
決
法
は
恣
意
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
そ
こ
で
コ
ル
デ
ロ
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
詩
の
二
元
的
論
理
講
造
を
強
調
し
、
彼
が
一
貫
し
て
二
つ
の
道
し
か
語
っ
て
い
な
い
と
考
え
、

こ
の
．
、
謎
腎
鷲
、
、
の
は
ら
む
問
題
を
、
そ
の
発
生
源
と
も
言
え
る
デ
ィ
！
ル
ス
の
校
訂
（
〈
無
ミ
巳
〉
）
そ
の
も
の
の
否
定
と
．
ぺ
書
貯
〉
、
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

う
新
た
な
校
思
案
の
提
起
と
い
う
思
い
切
っ
た
方
法
で
解
消
し
ょ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
断
片
六
・
三
の
「
探
究
の
最
初
の
こ
の
道
」

と
は
、
直
前
の
、
、
晋
謎
誌
、
傷
ご
ミ
ー
§
動
曾
鋤
、
。
下
垂
ミ
㌦
、
を
指
し
、
つ
ま
り
は
断
片
二
で
言
わ
れ
て
い
た
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
を
意
味
し
、

断
片
六
の
議
論
は
、
「
〈
あ
る
〉
も
の
を
語
り
か
つ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
あ
る
V
は
可
能
だ
が
く
あ
ら
ぬ
も
の
〉
は
存

在
し
な
い
か
ら
。
私
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
考
え
る
よ
う
命
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
汝
は
探
究
の
最
初
の
こ
の
道
か
ら
始
め
、
そ
し
て
次
に
は
死

す
べ
き
人
垣
ど
も
の
道
か
ら
始
め
る
で
あ
ろ
う
か
ら
」
と
な
る
。
そ
し
て
、
彼
に
よ
る
と
、
こ
の
「
死
す
べ
き
人
間
ど
も
の
道
」
、
す
な

わ
ち
「
〈
あ
る
〉
と
く
あ
ら
ぬ
〉
が
同
じ
も
の
で
あ
り
か
つ
同
じ
も
の
で
な
い
」
（
断
片
六
．
八
）
と
見
な
す
道
は
、
「
あ
る
」
を
「
あ
ら
ぬ
」

へ
、
そ
し
て
「
あ
ら
ぬ
」
を
「
あ
る
」
へ
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
混
同
は
、
「
あ
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
」
と
主
張
し
、
逆
に
、
「
あ

る
も
の
が
あ
ら
ぬ
」
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
断
片
七
・
一
の
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
ど
も
が
あ
る
」
と
い
う
「
探
究
の
道
」
と
同
じ
と

い
う
こ
と
に
な
る
◎
そ
し
て
、
断
片
七
・
一
の
．
、
侮
ご
ミ
S
歌
ぐ
建
、
．
は
、
断
片
六
・
二
a
の
．
、
築
蔦
9
鋤
．
。
薯
飯
雲
上
、
、
（
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の

は
存
在
し
な
い
」
、
つ
ま
り
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
）
と
矛
盾
関
係
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
に
他
な
ら
な
い
。
断
片
七
・
一

が
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
で
あ
る
以
上
、
「
死
す
べ
き
人
間
ど
も
の
道
」
と
は
ま
さ
に
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
と
な
る
。

　
コ
ル
デ
ロ
は
断
片
八
・
五
〇
の
「
こ
こ
で
私
は
…
…
や
め
る
こ
と
に
し
よ
う
」
（
農
　
噂
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
ζ
傷
℃
唾
e
q
O
馬
士
爵
に
e
）
に
対
応
す
る
動
詞
と
し
て
．
．
〈
魯
欝
〉
”
、

　
　
　
　
赫
ホ
じ
ら
れ
た
一
半
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



　
　
　
　
哲
学
鮒
耕
施
九
　
第
五
百
六
十
七
曽
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

と
い
う
こ
の
校
訂
案
を
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
立
論
を
支
え
る
重
要
な
鍵
と
な
る
こ
の
案
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
以
外
に
全
く
根
拠
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

た
な
い
の
は
最
大
の
難
点
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ
の
際
に
最
良
の
写
本
の
読
み
、
、
q
（
O
）
、
．
を
、
、
、
八
恥
）
、
、
と
す
る
点
に
も
問
題
が
あ
る
。
仮

に
そ
の
校
訂
案
を
受
け
容
れ
る
と
し
て
も
、
実
在
性
と
い
う
平
衝
を
持
た
な
い
点
で
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
と
ド
ク
サ
は
同
じ
だ
と
い
う

主
張
に
は
無
理
が
あ
る
。
女
神
は
ま
ず
「
す
べ
て
を
学
べ
」
（
｛
「
」
る
。
。
”
純
登
謎
謎
漂
q
貯
・
〔
〈
§
隷
ξ
奪
・
］
）
と
若
者
に
命
じ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
「
あ
ら
ぬ
」
は
、
「
ま
っ
た
く
探
ね
え
ざ
る
」
（
壁
ρ
①
“
論
§
轟
匙
偽
貯
［
〈
録
り
＋
黛
＋
起
嵩
§
曼
ミ
］
）
道
で
、
そ
れ

自
体
、
思
惟
と
言
説
の
対
象
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
も
し
、
ド
ク
サ
の
真
偽
が
論
理
的
に
確
定
で
き
る
の
で

あ
れ
ば
そ
れ
は
思
惟
と
言
説
の
黒
黒
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
ド
ク
サ
の
表
現
と
し
て
の
「
〈
あ
る
〉
と
く
あ
ら
ぬ
〉
は
岡
じ
で
あ

り
同
じ
で
な
い
」
あ
る
い
は
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
（
ど
も
）
が
あ
る
」
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
ら
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
解
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
思
惟
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
言
説
の
対
象
と
も
な
っ
て
い
る
。
ド
ク
サ
と
「
〈
あ
ら
ぬ
V
の
道
」
が
同
じ
な
ら
こ
れ

は
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
難
点
を
解
消
す
る
た
め
に
、
コ
ル
デ
ロ
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
方
法
論
が
、
道
の
提
示
と
そ
の
特
質
規
定
と
い
う

二
つ
の
レ
ベ
ル
の
間
を
揺
れ
動
い
て
い
る
と
言
い
、
虚
偽
の
道
の
提
示
自
体
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
考
察
対
象
と
な
り
、
続
い
て
そ
の
道
が

考
え
ら
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
特
質
規
定
が
な
さ
れ
て
、
こ
の
段
階
で
そ
の
よ
う
な
特
質
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
主
張
し

　
（
1
9
）

て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
、
女
神
が
学
べ
と
命
じ
て
い
る
ド
ク
サ
に
関
す
る
「
知
」
は
、
そ
れ
が
考
え
ら
れ
ず
言
い
表
せ
な
い
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
の
「
知
」
と
な
り
か
ね
ず
、
学
び
の
意
味
が
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
そ
の
よ
う
な
単
純
な

「
知
」
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
断
片
八
・
五
〇
以
下
で
展
開
さ
れ
る
ド
ク
サ
は
、
そ
れ
以
上
の
思
惟
や
言
説
の
対
象
と

な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ド
ク
サ
の
部
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
断
片
九
・
四
で
は
、
「
ど
ち
ら
〔
光
と
夜
〕
に
も
く
あ
ら
ぬ
〉
と
い
う
こ
と
は
与
ら
ぬ

か
ら
扁
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
コ
ル
デ
ロ
は
、
死
す
べ
き
者
た
ち
が
二
つ
の
原
理
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
す
で
に
、
「
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

ら
ぬ
」
の
存
在
性
を
含
意
し
て
い
る
と
言
う
が
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
が
ひ
た
す
ら
「
あ
ら
ぬ
」
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、



彼
ら
は
「
あ
る
」
と
「
あ
ら
ぬ
」
を
区
別
し
、
「
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
を
そ
の
探
究
か
ら
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
で
見
る
よ
う

に
、
た
と
え
そ
の
区
別
が
誤
っ
て
お
り
、
名
目
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
基
本
的
な
態
度
の
違
い
は
大
き
い
の
で
あ
っ
て
、
単
純
に

両
者
を
同
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
テ
ク
ス
ト
を
校
訂
し
直
し
て
も
新
た
な
問
題
が
出
て
く
る
だ
け
で
、
根
本
的
な
問
題
解
決
に
つ

な
が
ら
な
い
。

　
3
　
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
と
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
一
断
片
二

　
そ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
「
探
究
の
道
」
に
関
し
て
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
な
諸
説
の
概
観
に
基
づ
き
、

ま
た
そ
の
過
程
で
指
摘
し
て
き
た
問
題
点
を
考
慮
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
な
り
の
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
議
論
の
出
発
点

と
な
る
断
片
二
に
お
け
る
二
つ
の
道
の
提
示
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　
「
〈
あ
る
〉
、
そ
し
て
〈
あ
ら
ぬ
〉
は
あ
ら
ぬ
と
い
う
道
」
（
貧
卜
。
”
。
。
”
蔦
篤
℃
警
e
の
販
ミ
℃
醜
q
費
～
禽
。
警
晋
山
愚
m
Ψ
ミ
）

　
　
「
〈
あ
ら
ぬ
V
、
そ
し
て
〈
あ
ら
ぬ
〉
こ
と
が
必
然
と
い
う
道
」
（
壁
卜
。
”
9
戴
動
．
身
。
旨
警
§
藍
建
～
』
り
N
を
駄
ぐ
伽
ミ
息
。
Ψ
ミ
）

と
理
解
す
る
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
、
そ
の
際
、
．
．
晋
農
”
”
に
い
か
な
る
主
語
も
付
加
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
、
何
ら
か
の
主

誘
存
在
に
関
し
て
、
そ
の
「
あ
る
」
を
主
張
し
た
り
「
あ
ら
ぬ
」
を
主
張
し
た
り
し
て
は
い
な
い
。

　
確
か
に
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
に
あ
る
多
く
の
印
に
つ
い
て
語
る
断
片
八
で
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
、
「
〈
あ
る
〉
も
の
」
（
伽
警
）
を
主
語
に

し
な
が
ら
、
そ
の
本
性
の
記
述
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
「
〈
あ
る
〉
も
の
」
の
生
成
や
消
滅
を
否
定
す
る
と

き
、
そ
の
根
拠
は
「
も
の
」
の
次
元
で
提
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
〈
あ
る
〉
こ
と
」
あ
る
い
は
「
〈
あ
る
〉
と
い
う
事

態
」
の
次
元
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
節
は
意
味
深
長
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
〈
あ
る
〉
も
の
」
を
主
語
に
し
な
が
ら
、
単
な
る
同
語

反
復
的
な
、
内
容
の
空
疎
な
主
張
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
「
〈
あ
る
〉
も
の
」
の
本
性
規
定
を
、
そ
の
「
も
の
」
の
次
元
か
ら
引
き
出
し
て

く
る
の
で
は
な
く
、
根
源
的
な
「
こ
と
」
の
次
元
か
ら
引
き
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
諸
々
の
本
性
規
定
を
満
た
し
、
し
か
も
「
〈
あ
る
〉

　
　
　
　
麟
ホ
じ
ら
れ
た
貼
遣
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も
の
」
以
外
の
特
定
の
名
を
持
つ
「
も
の
」
が
ま
ず
あ
っ
た
う
え
で
、
こ
の
本
性
に
つ
い
て
の
記
述
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
な
ぜ
「
〈
あ
る
〉
も
の
」
が
揺
る
が
ず
不
動
か
と
言
え
ば
、
「
〈
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
」
が
変
化
や
移
動
を
含
意
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、

な
ぜ
「
〈
あ
る
〉
も
の
」
が
「
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
も
な
く
、
今
あ
る
」
の
か
と
言
え
ば
、
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
あ
っ

た
」
「
あ
る
だ
ろ
う
」
と
（
つ
ま
り
「
消
滅
し
た
」
「
生
成
す
る
だ
ろ
う
」
と
）
同
義
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
の
印
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
っ
と
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
、
「
〈
あ
る
V
も
の
」
の
「
〈
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
」
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
真
理
の
道
」
は
、
ひ
た
す
ら
「
あ
る
」
を
主
張
し
、
逆
に
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
は
、
「
な
い
」
と
い
う

こ
と
を
主
張
す
る
道
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
態
度
は
、
断
片
八
・
二
（
「
〈
あ
る
〉
と
い
う
道
」
）
、
断
片
八
・
＝
　
（
「
全
く
あ
る
か
全

く
あ
ら
ぬ
か
の
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
）
そ
し
て
断
片
八
・
一
六
（
「
あ
る
か
あ
ら
ぬ
か
」
）
を
見
れ
ば
、
こ
れ
以
後
も
保
持

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
．
、
警
蔑
、
が
．
、
恥
～
§
、
、
と
な
り
．
．
薮
℃
、
”
と
な
っ
て
も
、
そ
れ
が
担
う
基
本
的
な
意
味
は
変
わ
ら
な
い
。

　
ま
た
、
も
し
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
「
あ
る
」
に
一
定
の
主
語
を
想
定
し
て
い
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
「
言
明
」
の
真
偽
を
論
証
す
る
必
要
が

出
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
道
」
は
「
主
語
一
動
詞
／
主
語
一
動
詞
一
補
語
」
と
い
っ
た
形
を
持
つ
言
明
で
は
な
い
。
こ
こ

で
問
題
と
な
る
と
す
れ
ぽ
そ
れ
は
、
探
究
の
道
と
し
て
の
「
あ
る
か
あ
ら
ぬ
か
」
と
い
う
二
黒
択
一
の
提
示
の
妥
当
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
妥
当
性
は
、
探
究
の
道
と
し
て
「
あ
る
」
が
選
択
さ
れ
、
同
時
に
「
あ
ら
ぬ
」
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
の
妥
当
性
で
も
あ
る
。
こ
の
と

き
の
選
択
と
排
除
の
根
拠
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
探
究
の
道
と
し
て
の
「
あ
る
」
の
真
理
性
の
根
拠
は
、
「
あ
ら
ぬ
」
の
不
可
能
性
か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
〈
あ

ら
ぬ
〉
の
道
」
の
不
可
能
性
の
根
拠
は
、
「
あ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
知
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
」
（
断
片

二
．
七
）
と
い
う
表
現
や
「
一
方
の
道
は
考
え
え
ず
言
い
表
し
え
な
い
も
の
と
し
て
放
棄
し
」
（
断
片
八
二
七
）
と
い
う
詩
句
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
思
惟
と
言
表
の
不
可
能
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
の
真
理
性
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
パ
ル
メ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

デ
ス
は
、
言
表
と
思
惟
の
可
能
性
と
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
断
片
二
の
「
真
理
に
従
う
が
ゆ
え
に
」
や
断
片
八
・
一
八
の



　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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「
他
方
の
道
は
あ
り
真
実
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
選
ぶ
べ
し
」
と
い
う
言
葉
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
「
あ
る
」
が
真
実
性
・

実
在
性
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
特
に
こ
の
断
片
八
・
一
八
の
表
現
は
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
、
、
N
鷲
窃
．
警
斗
組
N
§
ミ
～
伽
慧
建
誉
ぐ
無
ピ
ミ
、
、
に
お
い
て
、
、
．
N
鷲
窃
、
．
．

が
断
片
八
・
一
六
の
、
、
晋
§
．
、
を
受
け
て
い
る
以
上
、
次
の
．
．
註
沁
§
・
、
は
「
道
」
と
し
て
の
「
あ
る
」
に
同
語
反
復
以
上
の
意
味
を
与
え

て
い
る
。
そ
れ
は
す
ぐ
後
に
続
く
．
．
驚
腎
餐
ミ
缶
セ
ミ
、
、
で
明
ら
か
で
あ
る
。
「
〈
あ
る
〉
が
あ
る
」
と
は
、
単
な
る
同
語
反
復
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
道
」
と
し
て
の
「
あ
る
」
が
真
実
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
真
実
性
を
常
に
す
で
に
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

と
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
．
．
§
鴇
、
、
を
「
結
果
」
の
接
続
詞
と
し
て
読
み
、
「
A
か
B
で
あ
る
。
B
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
A
で
あ
る
」
と

い
う
単
純
な
三
段
論
法
を
そ
こ
に
認
め
る
解
釈
者
が
い
る
が
、
「
B
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
で
は
「
真
実

の
道
で
は
な
い
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
真
実
の
道
と
は
A
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
は
論
点
先
取
の
誤
謬
を
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
犯
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
そ
の
よ
う
な
三
段
論
法
は
な
い
。
「
あ
る
」
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
の
根
拠
は
「
あ
ら
ぬ
」
の
排

除
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
あ
る
と
い
う
こ
と
」
そ
れ
自
体
に
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
断
片
八
・
三
八
b
一
四
一
も
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
「
こ
の
ゆ
え
に
／
死
す
べ
き
者
ど
も

が
真
実
と
信
じ
て
（
薦
事
象
瑳
Φ
～
§
七
日
§
）
定
め
た
す
べ
て
の
も
の
は
名
目
に
す
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
／
生
じ
る
と
い
う
こ
と
も
滅
び
る

と
い
う
こ
と
も
、
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
も
、
／
場
所
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
も
、
明
る
い
色
を
と
り
か
え
る
と
い
う

こ
と
も
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
死
す
べ
き
者
た
ち
の
探
究
の
基
本
的
な
思
考
形
式
で
あ
る
「
生
成
！
消
滅
」
「
有
一
非
有
」
な

ど
は
、
真
実
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
（
§
ミ
隻
唱
＆
）
彼
ら
自
身
が
説
得
さ
れ
（
誤
雑
。
へ
象
§
）
納
得
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
特
定
の
主
語
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
注
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
自
ら
問
題
と
し
て
い
る
の
は

具
体
的
な
主
語
存
在
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
主
語
存
在
を
立
て
る
以
前
の
段
階
で
、
あ
る
い
は
立
て
て
い
る
と
し
て
も
主
語
存
在
が
何
で

あ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
、
ま
ず
も
っ
て
、
．
ミ
濡
ミ
ミ
鴇
鶏
～
発
き
亀
黛
“
、
、
や
．
．
・
ご
ミ
鴇
ミ
～
。
葭
へ
、
、
な
ど
を
真
実
の
思
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考
の
基
盤
と
し
て
措
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
と
っ
て
決
定
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
形
に
お
い
て
初
め
て
パ

ル
メ
ニ
デ
ス
と
彼
ら
の
思
考
形
式
の
比
較
検
討
が
可
能
に
な
る
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
名
画
」
が
彼
ら
死
す
べ
き
者
ど
も
に
と
っ
て
の
「
探
究
の
道
」
の
表
現
で
あ
る
な
ら
、
結
局
、
真
理
の
道
で
あ

れ
、
思
わ
く
の
道
で
あ
れ
、
そ
れ
が
真
実
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
説
得
」
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
「
〈
あ

る
〉
の
道
」
は
、
「
説
得
の
女
神
の
道
」
（
費
ρ
野
漆
ミ
＆
り
伽
ミ
馬
翫
』
m
臨
。
の
）
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は
「
正
当
性
を
も
っ
て
説
得
す
る
も
の
」

で
あ
り
（
。
腕
｛
『
」
矯
8
け
蝕
蔦
無
房
侮
伽
建
隷
。
の
）
、
「
真
実
の
証
し
」
（
搾
。
。
』
。
。
”
ミ
養
リ
ミ
急
落
）
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

死
す
べ
き
者
ど
も
は
「
名
霞
」
に
つ
い
て
の
「
説
得
」
を
受
け
真
実
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
そ
れ
を
受
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
際

に
は
、
彼
ら
の
思
わ
く
に
「
真
実
の
証
し
は
な
い
」
（
塗
一
噸
ω
O
”
曾
ミ
§
歌
9
の
”
凡
ミ
リ
。
舞
驚
ミ
ミ
δ
昏
ぎ
§
の
）
の
で
あ
る
。
彼
ら
が

「
説
得
」
さ
れ
て
い
る
の
は
、
知
覚
経
験
や
慣
習
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
「
説
得
の
女
神
」
に
よ
る
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
人
が
説
得

（
§
へ
偽
§
）
を
受
け
、
そ
の
説
得
を
信
用
し
受
諾
す
る
と
き
、
そ
の
説
得
は
受
諾
さ
れ
る
限
り
で
信
頼
性
（
ミ
ミ
の
）
を
も
つ
。
「
証
し
」

（
ミ
ミ
の
）
と
は
、
こ
の
説
得
の
信
頼
性
・
明
証
性
・
確
証
性
を
示
し
て
い
る
。
思
わ
く
に
あ
る
の
は
虚
偽
の
明
証
性
で
あ
る
。
「
道
が
真

実
の
も
の
で
あ
る
こ
と
」
は
、
論
証
の
離
象
で
は
な
く
、
説
得
の
対
象
で
あ
り
、
あ
え
て
言
え
ば
信
念
の
鮒
象
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
あ
る
」
が
真
実
で
あ
る
こ
と
の
理
由
は
、
女
神
の
言
葉
と
い
う
設
定
に
よ
り
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
よ
っ
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
保
証
さ
れ
て

い
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
死
す
べ
き
春
た
ち
の
道
の
真
実
性
の
有
無
は
、
真
実
の
証
し
を
持
つ
「
あ
る
」
だ
け
を
定
立
す
る
か
否
か
で
決
ま

っ
て
く
る
と
雷
っ
て
も
よ
い
。
彼
ら
の
立
て
る
も
の
が
名
目
に
す
ぎ
な
い
こ
と
の
根
拠
と
し
て
「
〈
あ
る
〉
よ
り
他
に
何
も
現
に
あ
り
も

せ
ず
、
こ
れ
か
ら
あ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
」
（
断
片
八
．
三
六
－
三
七
）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
と
っ
て
「
あ
る
」
の
定
立
が
何
よ
り
も
ま
ず
優
先
さ
れ
る
。
理
由
、
つ
ま
り
「
あ
る
」
の
定
立
を
ひ
と
つ
の
帰
結
と

し
て
論
理
的
に
制
約
し
て
く
る
よ
う
な
根
拠
は
な
い
。
「
あ
る
」
は
あ
る
の
で
あ
る
。
「
あ
る
」
は
真
実
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
制
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

は
な
い
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
説
得
さ
れ
、
受
け
容
れ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
定



立
を
う
け
て
よ
う
や
く
「
あ
る
」
の
本
性
規
定
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
規
定
を
行
う
の
が
断
片
八
で
あ
る
。
「
あ
ら
ぬ
」
と
違

い
「
あ
る
」
が
探
究
の
道
と
さ
れ
る
理
由
と
し
て
思
惟
可
能
性
や
言
表
可
能
性
を
パ
ル
岱
山
デ
ス
が
慎
重
に
退
け
て
い
る
の
も
、
「
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
了
解
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
断
片
二
・
三
の
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
は
あ
ら
ぬ
」
は
、
「
あ
ら
ぬ
」
が
真
実
の
も
の
で

な
い
こ
と
、
い
か
な
る
実
在
性
も
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
結
果
「
あ
る
」
の
真
実
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
結
局
、
思
惟
や
言
説
の

成
立
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
先
立
っ
て
措
定
さ
れ
る
べ
き
は
、
ま
さ
に
主
語
を
欠
い
た
「
あ
る
」
（
真
実
性
・
実
在
性
を
本
性
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

る
）
で
あ
る
。
「
あ
る
」
は
、
真
な
る
思
惟
や
言
説
の
成
立
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
真
理
の
根
幹
で
あ
り
核
心
な
の
で
あ
る
。

　
オ
ブ
ラ
イ
エ
ソ
／
フ
レ
ー
ル
は
、
第
三
項
の
可
能
性
を
完
全
に
排
除
す
る
形
式
を
断
片
二
で
読
み
と
ろ
う
と
し
て
、
一
方
を
「
〈
あ
る
〉
、

〈
あ
ら
ぬ
〉
こ
と
は
不
可
能
」
、
他
方
を
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
、
〈
あ
ら
ぬ
〉
こ
と
は
必
然
」
と
訳
し
た
上
で
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
こ
と
は
不
可
能
」
と

矛
盾
す
る
命
題
を
「
〈
あ
る
V
こ
と
は
不
可
能
」
（
こ
れ
は
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
こ
と
は
必
然
」
を
含
意
す
る
）
と
し
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
こ
と
は
必

然
」
と
矛
盾
す
る
命
題
を
天
あ
る
〉
こ
と
は
必
然
」
（
こ
れ
は
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
こ
と
は
不
可
能
」
を
含
意
す
る
）
と
解
し
、
そ
れ
に
ょ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

て
こ
の
二
つ
の
道
が
次
の
よ
う
に
完
全
な
排
他
的
選
言
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
冥
「
勝
び
し
　
鏑
N
ω
…
～
◇
～
冒
　
◎
　
～
◇
℃
U
口
～
℃

　
　
　
　
　
　
　
守
・
も
。
》
㎝
”
□
～
づ
　
　
o
　
□
℃
　
u
～
◇
～
℃

こ
れ
は
、
．
．
販
ミ
へ
、
＋
不
定
詞
を
、
可
能
を
表
す
用
法
と
解
す
る
こ
と
に
基
づ
く
読
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
様
相
の
論

理
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
思
想
に
お
い
て
問
題
と
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
断
片
八
・
一
六
の
「
あ
る
か
あ
ら
ぬ
か
」
と
い
う

言
い
方
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
一
方
を
「
あ
る
」
、
他
方
を
「
あ
ら
ぬ
」
と
設
定
し
た
段
階
で
、
そ
れ
ら
を
二
項
と
し
て
構
成
さ
れ

る
排
他
的
選
言
が
第
三
項
を
排
除
す
る
こ
と
は
弱
白
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
様
相
論
理
に
よ
っ
て
矛
盾
関

係
を
完
結
し
た
も
の
に
す
る
必
要
は
な
い
。
パ
ル
溶
出
デ
ス
は
、
探
究
に
お
い
て
思
考
が
取
り
う
る
論
理
的
な
必
然
的
形
式
と
し
て
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

単
純
な
「
あ
る
か
あ
ら
ぬ
か
」
と
い
う
選
言
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
禁
じ
ら
れ
た
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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4
　
禁
じ
ら
れ
た
ド
ク
サ
の
道

　
で
は
、
以
上
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
断
片
六
を
見
直
し
て
み
る
。
ま
ず
、
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
道
の
数
に
関
わ
る
問
題
の
発
端
で
あ
っ

た
断
片
六
・
三
の
「
探
究
の
最
初
の
こ
の
道
」
が
何
を
指
示
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
腎
§
，
。
を
想
定

し
た
り
す
る
こ
と
が
十
分
な
根
拠
を
持
ち
え
な
い
以
上
、
や
は
り
そ
の
指
示
対
象
を
直
前
部
分
、
す
な
わ
ち
、
・
．
吹
ミ
N
書
偽
～
藁
♪
§
窃
魯

噺、

B
簿
賢
§
、
、
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
一
文
を
、
何
も
補
わ
ず
に
、
「
〈
あ
る
〉
は
あ
り
、
〈
あ
ら
ぬ
〉
は
あ
ら

ぬ
」
と
理
解
す
る
。
こ
の
解
釈
で
問
題
と
な
る
の
は
、
．
．
§
窃
豊
．
．
臼
、
、
S
歌
・
、
、
艮
．
．
ミ
・
ぴ
ミ
、
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
だ
ろ

う
。　

そ
こ
で
ま
ず
、
断
片
八
・
六
－
一
〇
を
見
て
み
よ
う
。
パ
ル
些
細
デ
ス
は
、
，
「
そ
れ
〔
〈
あ
る
〉
も
の
〕
の
い
か
な
る
生
ま
れ
を
汝
は
求

め
る
の
か
？
／
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
成
長
し
た
と
い
う
の
か
7
人
あ
ら
ぬ
〉
も
の
か
ら
（
つ
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ゆ
　
へ
偽
詠
　
喰
唱
　
角
O
ゼ
魂
O
の
）
、
と
言
う
こ
と
も
／
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
こ
と
も
私
は
汝
に
許
さ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
〈
あ
ら
ぬ
〉
と
い
う
こ
と
は
／
語
る
こ
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
ぬ
ゆ
え
（
＆
N
書

骨
焼
9
＆
隷
＆
鋭
警
＼
吹
ミ
・
貯
e
の
。
騨
伽
ミ
馬
）
。
ま
た
そ
も
そ
も
何
の
必
要
が
そ
れ
を
か
り
立
て
て
／
以
前
よ
り
む
し
ろ
後
に
無
（
8
。
§
－

噺
曾
身
）
か
ら
出
て
生
じ
る
よ
う
に
促
し
た
の
か
？
∴
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
、
、
§
薮
㌦
”
と
．
ざ
長
歌
、
、
は
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
」
と
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
と
い
う
こ
と
」
と
を
明
確
に
使
い
分
け
な
が
ら
、
「
〈
あ
る
〉
も
の
」
の
生
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

や
成
長
の
起
源
を
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
」
に
求
め
る
こ
と
の
上
世
の
根
拠
と
し
て
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
」
で
は
な
く
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
と
い

　
ヘ
　
　
　
へ

う
こ
と
」
の
雪
q
表
・
思
考
不
可
能
性
を
挙
げ
て
い
る
。
す
で
に
「
あ
る
」
に
関
し
て
確
認
し
た
こ
の
分
節
が
こ
こ
で
も
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
「
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
す
で
に
言
表
と
思
考
の
対
象
と
な
り
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
想
定

さ
れ
う
る
い
か
な
る
主
語
存
在
も
「
あ
る
」
と
の
関
わ
り
の
中
で
言
表
と
思
考
の
頬
象
と
す
る
事
を
禁
じ
ら
れ
る
（
。
＆
．
…
…
隷
§
黛
？

偽
ミ
q
．
＆
漂
§
Ψ
）
の
で
あ
る
。



　
そ
し
て
、
こ
の
点
を
取
り
押
さ
え
た
上
で
、
次
に
断
片
二
．
七
（
．
、
＆
需
＼
書
き
N
ξ
⑨
り
．
＆
生
霊
戴
畿
ヒ
…
…
＆
薄
薄
黙
q
ミ
リ
、
、
）
を
見
て

み
る
と
、
今
の
断
片
八
・
八
一
九
と
同
じ
翠
雲
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
で
の
、
、
亀
伽
9
、
・
は
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
」
で

は
な
く
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
と
い
う
こ
と
」
（
す
な
わ
ち
二
行
前
の
、
．
。
黛
販
ミ
℃
、
．
と
．
．
轟
・
7
ミ
、
、
を
直
接
受
け
た
．
．
亀
甲
似
㌦
．
）
で
あ
り
、
つ

ま
り
こ
の
行
も
同
様
に
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
と
い
う
こ
と
」
を
知
る
こ
と
も
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

．
、
＆
§
・
、
は
「
も
の
」
と
「
こ
と
」
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
、
、
適
伽
9
．
、
と
．
、
染
蔦
曾
、
．
が
置
換
可
能
で
あ
り
、

さ
ら
に
前
老
が
．
．
。
象
弩
弓
、
、
（
な
い
し
は
、
．
ミ
・
～
藁
馬
、
、
）
と
同
じ
意
味
を
持
ち
う
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
結
局
、
、
§
灘
㌦
、
と
．
．
。
象
咲
ミ
ー
”
は
同

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

義
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
当
初
の
問
題
の
「
こ
の
道
」
の
指
示
対
象
は
．
．
§
動
町
．
で
あ
り
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
〈
あ

ら
ぬ
〉
の
道
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
断
片
六
・
一
b
一
二
a
は
先
に
述
べ
た
通
り
、
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
真
実
性
と
、
「
あ
ら

ぬ
」
と
い
う
こ
と
の
非
真
実
性
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
断
片
二
で
示
さ
れ
た
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
を
改
め
て
述
べ
て
い
る
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
の
．
、
§
鋤
9
、
、
を
「
あ
ら
ぬ
も
の
」
「
無
」
と
い
っ
た
よ
う
に
訳
出
す
る
と
、
い
わ
ぽ
・
．
∩
ぎ
ω
ヨ
。
蝕
睾
、
、
”
．
．
ω
魯
－

ω
冨
薮
巴
陣
ω
p
・
静
ご
眺
．
の
余
地
を
残
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
、
、
§
鋤
曾
”
”
”
、
．
ミ
⑳
ご
ミ
．
、
と
す
れ
ぽ
そ
の
余
地
は
な
く
な
り
、
「
こ
の
道
」
が

「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
を
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
容
易
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
も
し
一
b
l
二
a
を
、
様
相
概
念
に
よ
る
対
応
を
そ
こ
に
認
め
て
訳
し
、
「
〈
あ
る
〉
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
が
あ

る
（
§
動
曾
［
ω
。
．
§
ミ
］
）
こ
と
は
不
可
能
」
と
す
る
と
、
ま
ず
、
こ
の
文
全
体
を
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
あ
る
い
は
「
肯
定
の
道
」
を
指
す

も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
〈
あ
る
V
の
道
」
は
徹
頭
徹
尾
「
あ
る
」
と
主
張
す
る

も
の
で
あ
り
、
「
な
い
」
と
（
し
か
も
特
定
の
主
語
に
つ
い
て
）
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
解
釈
で
は
、
．
．
叶
邑
還
の
、
、
の
指

示
離
象
を
求
め
る
場
合
、
、
、
臓
器
ミ
、
、
が
補
な
わ
れ
た
・
．
§
動
曾
、
、
が
そ
れ
に
当
た
り
、
こ
れ
が
「
〈
あ
ら
ぬ
V
の
道
」
を
示
す
こ
と
に
な
る
が
、

し
か
し
、
や
は
り
主
語
を
も
っ
た
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
む
し

　
　
　
　
禁
じ
ら
れ
た
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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七
六

ろ
、
こ
れ
は
、
次
に
見
る
断
片
七
・
一
の
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
ど
も
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
死
す
べ
き
者
た
ち
の
道
に
他
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
こ
こ
で
様
相
概
念
を
認
め
て
訳
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
断
片
六
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
「
〈
あ
る
〉
と
語
り
か
つ
考
え
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
　
　
〈
あ
る
〉
は
あ
る
が

　
　
〈
あ
ら
ぬ
〉
は
あ
ら
ぬ
か
ら
。
こ
の
こ
と
を
と
く
と
考
え
る
よ
う
　
私
は
汝
に
命
ず
る
。

　
　
な
ぜ
な
ら
　
私
は
最
初
に
探
究
の
こ
の
道
か
ら
汝
を
遠
ざ
け
〈
禁
ず
る
〉
が
、

　
　
し
か
し
次
に
は
　
死
す
べ
き
鞠
問
ど
も
が
何
ひ
と
つ
知
る
こ
と
な
し
に
　
頭
を
二
つ
持
ち
な
が
ら

　
　
持
え
あ
げ
た
道
を
汝
に
禁
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
死
す
べ
き
老
ど
も
の
胸
の
中
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
み
し
い
　
　
　
　
　
　
　
　
め
し
い

　
　
困
惑
が
そ
の
迷
い
心
を
導
き
、
彼
ら
は
聾
に
し
て
ま
た
盲
、

　
　
た
だ
呆
然
と
　
も
の
識
り
分
か
ち
え
ぬ
群
衆
と
な
っ
て
引
き
ま
わ
さ
れ
る
。

　
　
彼
ら
に
よ
っ
て
〈
あ
る
〉
と
く
あ
ら
ぬ
〉
は
同
じ
で
あ
り
か
つ
貢
じ
で
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
彼
ら
す
べ
て
に
は
　
逆
向
き
の
道
が
あ
る
。
」

　
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
当
然
コ
ニ
つ
の
道
守
説
を
採
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
〈
あ
ら
ぬ
V
の
道
」
の
禁
止
に
続
い
て
、

そ
れ
と
は
異
な
る
第
三
の
道
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
聾
で
あ
り
盲
で
あ
る
死
す
べ
き
人
聞
が
立
て
た
道
は
、
「
〈
あ
る
〉
と
く
あ

ら
ぬ
〉
が
信
じ
で
あ
り
か
つ
同
じ
で
な
い
」
（
3
試
計
避
円
建
～
o
薯
侮
～
藁
馬
ミ
蹄
9
硫
＆
疑
坤
魯
）
と
見
な
す
道
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

は
、
断
片
七
・
二
で
も
う
一
度
禁
じ
ら
れ
て
い
る
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
ど
も
が
あ
る
」
（
肋
？
ミ
轟
＆
℃
鎚
）
と
い
う
道
と
同
じ
道
で
あ
る
と

理
解
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
断
片
六
・
四
以
下
と
断
片
七
・
二
と
が
、
別
々
の
道
を
指
し
て
い
る
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。

　
例
え
ば
、
ロ
バ
ン
は
、
コ
ろ
の
道
漏
説
（
つ
ま
り
、
真
理
の
道
は
論
理
的
思
考
の
道
で
あ
り
、
「
〈
あ
る
〉
は
あ
る
」
と
主
張
す
る
道

で
、
他
方
、
思
わ
く
の
道
は
知
覚
経
験
に
基
づ
く
思
考
の
道
で
、
「
〈
あ
る
〉
は
あ
ら
ぬ
」
と
説
く
も
の
で
あ
っ
て
、
道
は
こ
の
二
つ
だ

け
）
を
採
り
な
が
ら
も
、
思
わ
く
を
二
つ
に
区
卜
し
、
一
方
（
断
片
六
）
は
「
あ
る
」
と
「
あ
ら
ぬ
し
と
を
同
一
視
す
る
も
の
で
、
他
方



が
、
そ
れ
ら
を
嗣
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
の
に
混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
と
し
、
前
者
が
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
哲
学
、
後
者
が
ピ
ェ
タ

ゴ
ラ
ス
派
の
思
想
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
タ
ラ
ソ
も
、
断
片
六
・
四
以
下
に
ド
ク
サ
と
異
な
る
主

張
と
そ
の
批
判
を
認
め
、
断
片
六
・
四
以
下
が
相
反
す
る
も
の
の
同
一
性
を
説
く
人
々
（
タ
ラ
ン
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、
あ
る
い
は
そ
れ

以
外
の
人
々
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
）
へ
の
反
論
で
、
断
片
七
（
つ
ま
り
ド
ク
サ
で
あ
り
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
で
あ
る
）
が
感
覚

の
世
界
を
受
容
す
る
も
の
に
対
す
る
反
論
だ
と
主
張
す
る
。
ク
ー
ル
ー
バ
リ
ツ
ィ
ス
は
、
「
あ
ら
ぬ
」
が
考
え
ら
れ
ず
語
ら
れ
え
な
い
以

上
、
思
わ
く
の
道
と
天
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
と
を
同
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
（
こ
の
点
で
は
「
三
つ
の
道
」
説
と
同
じ
）
、
さ
ら
に

こ
の
思
わ
く
を
、
混
同
に
基
づ
く
思
わ
く
（
断
片
六
H
断
片
八
二
二
八
－
四
一
）
と
、
「
二
つ
の
形
態
」
（
つ
ま
り
「
火
」
あ
る
い
は
「
光
」

と
「
夜
」
）
を
区
別
し
「
無
」
の
現
前
を
排
除
し
て
い
る
限
り
で
混
同
の
な
い
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
思
わ
く
（
断
片
七
巨
断
片
八
．
五
一
以
下
）
と

に
区
別
し
、
こ
こ
に
は
数
に
お
い
て
四
つ
の
道
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
同
様
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、
ピ
ュ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ゴ
ラ
ス
派
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
断
片
六
・
四
以
下
と
断
片
七
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
タ
ラ
ン
は
、
断
片
七
と
断
片
八
・
四
〇

i
四
一
を
ド
ク
サ
の
表
現
さ
れ
た
も
の
と
考
え
、
こ
れ
ら
を
断
片
六
・
四
以
下
と
区
別
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
断
片
八
・
四
〇
一
四
一
は

断
片
六
と
同
じ
く
特
定
化
さ
れ
て
い
な
い
死
す
べ
き
人
権
た
ち
（
曾
ミ
。
へ
）
の
「
探
究
」
の
有
様
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
一
点

で
す
で
に
、
断
片
八
・
四
〇
一
四
一
と
断
片
六
を
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
ま
た
彼
は
、
断
片
六
に
お
け
る
「
聾
」

「
盲
」
と
い
う
表
現
は
、
．
ぎ
傍
①
濠
g
償
巴
窪
。
㌦
．
を
表
し
、
そ
れ
に
卜
し
て
断
片
七
の
「
も
の
見
分
け
え
ぬ
眼
と
鳴
り
騒
ぐ
耳
と
舌
」
は
、

人
々
が
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
を
是
認
し
て
し
ま
う
こ
と
の
全
責
任
が
す
べ
て
の
感
覚
に
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
も
の
だ
と
解
し
、
両

者
を
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
「
も
の
見
分
け
え
ぬ
唯
一
と
「
盲
」
、
そ
し
て
「
鳴
り
騒
ぐ
耳
」
と
「
聾
」
は
同
じ
状
況
を
意
味
し
て
い

る
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
「
舌
」
は
味
覚
と
し
て
の
感
覚
器
官
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
パ
ル
メ
ニ
デ

ス
が
繰
り
返
し
聞
き
手
に
紺
し
て
、
「
あ
る
」
と
語
り
考
え
る
こ
と
の
必
要
性
、
そ
し
て
「
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
の
言
表
・
思
考
不
可

　
　
　
　
禁
じ
ら
れ
た
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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七
八

能
性
を
繰
り
返
し
銘
記
さ
せ
て
い
る
の
を
考
え
る
と
、
こ
こ
で
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
感
覚
器
官
の
本
質
的
誤
謬
性
と
い
う
よ
り

も
、
何
を
見
、
何
を
聞
き
、
何
を
語
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
に
お
け
る
「
死
す
べ
き
老
た
ち
」
の
混
乱
ぶ
り
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
そ
の

思
わ
く
の
有
り
ょ
う
自
体
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
舌
」
は
、
感
覚
器
官
と
い
う
よ
り
も
「
言
説
」
で
あ
り
「
言
葉
扁
で
あ
る

と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
と
は
、
断
片
八
・
四
〇
一
四
一
で
例
示
さ
れ
て
い
る
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
言
語
を
操
る
と

い
う
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
虚
偽
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
定
の
知
的
判
断
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
「
も
の
見
分
け
え

ぬ
眼
と
鳴
り
騒
ぐ
耳
」
も
空
疎
な
視
覚
情
報
や
伝
聞
情
報
に
基
づ
い
て
誤
っ
た
雷
説
を
積
み
重
ね
て
い
る
死
す
べ
き
老
た
ち
を
批
判
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

い
る
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
、
二
種
類
の
ド
ク
サ
を
読
み
と
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
く
ま
で

も
道
は
三
つ
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三
の
道
と
し
て
の
ド
ク
サ
は
複
数
の
形
態
を
と
る
も
の
で
は
な
く
「
〈
あ
る
〉
と
く
あ
ら
ぬ
〉
が
同
じ

で
あ
り
か
つ
同
じ
で
な
い
」
と
い
う
形
態
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
5
　
ド
ク
サ
の
道
の
内
実
と
意
義

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
ド
ク
サ
は
ど
の
よ
う
な
身
分
規
定
を
与
え
ら
れ
て
い
て
、
真
理
探
究
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ド
ク
サ
に
二
種
類
の
も
の
を
読
み
と
る
上
述
の
解
釈
に
潜
む
根
本
的
な
誤
り
を
見
直
し

て
み
る
。
こ
の
誤
り
と
は
、
断
片
六
・
八
の
「
〈
あ
る
〉
と
く
あ
ら
ぬ
〉
が
同
じ
で
あ
り
か
つ
同
じ
で
な
い
」
を
、
特
定
の
思
想
家
の
積

極
的
な
主
張
と
し
て
理
解
す
る
点
で
、
例
え
ば
こ
れ
を
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
も
の
と
見
る
解
釈
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ

ト
ス
は
そ
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
タ
ラ
ン
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
断
片
四
九
a
「
わ
れ
わ
れ
は
存
在
し
て
い
る
し
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

た
存
在
し
て
い
な
い
」
（
軸
軸
　
　
の
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
　
　
こ
史
染
0
℃
↓
偽
　
款
窺
“
　
O
C
鳶
史
緊
0
℃
）
を
例
示
し
て
い
る
。
こ
の
断
片
自
体
、
解
釈
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
わ
れ
わ
れ
が
同
時
に
あ
り
あ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
異
な
る
観
点
を

導
入
し
た
と
き
、
同
一
の
対
象
に
関
し
て
異
な
る
判
断
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
異
な
る
判
断
成
立
の
基
盤
と
な
る
の
は
、



主
語
存
在
の
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
わ
る
状
況
の
）
可
変
的
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
言
明
が
有
意
味
で
あ
る
の
は
「
あ
る
」
と

「
あ
ら
ぬ
」
を
同
じ
と
見
な
い
常
識
的
な
理
解
が
基
本
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
明
ら
か
に
矛
盾
律
を
犯
す
形
で
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
、
確
か
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
「
対
立
老
の
同
一
性
」
を
数
々
の
断
片
で
語
っ
て
い
る
が
、
コ
ソ
シ
ュ
の
言
う
よ
う
に
、
ヘ
ラ

ク
レ
イ
ト
ス
の
主
張
は
「
対
立
者
」
の
同
一
性
で
あ
り
、
「
反
対
者
、
矛
盾
者
」
の
同
一
性
で
は
な
く
、
ま
た
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
「
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
3
）

立
者
」
は
「
あ
る
」
「
あ
ら
ぬ
」
の
矛
盾
関
係
に
帰
着
す
る
こ
と
は
な
い
。
一
方
が
実
在
で
他
方
が
そ
う
で
な
い
と
い
う
関
係
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

　
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
特
定
の
思
想
家
の
身
元
確
認
に
つ
と
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
先
行
思
想
家
も
含
め
て
す
べ
て
の
死

す
べ
き
者
が
そ
の
批
判
の
射
程
に
入
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
「
人
間
た
ち
（
登
曾
e
§
へ
）
の
踏
み
歩
く
道
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
」

（
断
片
一
・
二
七
）
で
真
理
の
心
が
開
示
さ
れ
る
と
い
う
設
定
は
、
「
物
識
る
人
」
（
断
片
一
．
三
）
と
し
て
の
「
若
者
」
つ
ま
り
パ
ル
メ
ニ

デ
ス
が
、
す
べ
て
の
学
問
た
ち
の
中
で
特
別
な
資
格
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
自
負
を
示
．
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
断
片
六
・
九
の

、
．
鼠
荒
§
、
、
も
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
他
の
人
々
と
の
こ
う
し
た
対
照
を
考
え
、
中
性
複
数
属
格
で
は
な
く
男
性
複
数
属
格
と
解
す
の
で

（
3
2
）

あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
ど
も
が
あ
る
」
そ
し
て
「
〈
あ
る
〉
と
く
あ
ら
ぬ
〉
が
同
じ
で
あ
り
か
つ
同
じ
で

な
い
」
と
い
う
定
式
が
、
女
神
の
立
場
か
ら
の
、
つ
ま
り
は
真
理
の
視
座
か
ら
の
死
す
べ
き
老
た
ち
の
思
わ
く
の
定
式
化
で
あ
る
と
考
え

る
。
つ
ま
り
、
「
〈
あ
る
V
と
く
あ
ら
ぬ
〉
が
同
じ
で
あ
り
か
つ
同
じ
で
な
い
」
と
い
う
定
式
の
中
の
「
あ
る
」
と
「
あ
ら
ぬ
」
は
、
断
片

二
で
提
示
さ
れ
た
原
理
的
選
言
を
構
成
す
る
「
あ
る
」
と
「
あ
ら
ぬ
」
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
ら
は
、
排
他
的
選
言
に
よ
っ
て
の
み
結
び

つ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
仮
に
も
し
彼
ら
の
主
張
の
本
質
が
神
的
視
座
か
ら
し
て
「
〈
あ
る
〉
と
く
あ
ら
ぬ
〉
が
同
じ
で
な
い
」
と
い
う
分
析
を

専
ら
受
け
る
と
す
れ
ぽ
、
彼
ら
は
そ
の
時
点
で
．
、
竃
ヘ
ミ
の
、
、
を
達
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
排
他
的
選
言
を
経
て
真
の
「
探
究
」
へ
と

　
　
　
　
禁
じ
ら
れ
た
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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赴
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
結
果
彼
ら
の
ド
ク
サ
の
正
し
さ
は
相
対
的
な
も
の
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
よ
る
定
式
化
は
、
そ
こ
に
「
同
じ
で
あ
る
」
を
も
析
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
．
．
翼
驚
き
融
包
謎
坤
曾
．
．
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
自
ら
の
言
葉
で
「
あ
る
と
い
う
こ
と
と
あ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
」
（
断
片
八
．
四
〇
）
を
思
考
の
基
盤
の
ひ

と
つ
と
し
て
立
て
、
断
片
九
・
四
で
は
「
あ
ら
ぬ
」
を
排
除
し
て
い
た
わ
け
で
、
そ
の
限
り
で
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
彼

ら
死
す
べ
き
者
た
ち
の
主
張
は
、
原
理
的
な
「
あ
る
」
「
あ
ら
ぬ
」
の
判
別
と
合
致
す
る
部
分
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
認
定
を
受
け
う
る
。

し
か
し
、
彼
ら
は
こ
の
基
盤
に
更
に
「
生
じ
る
と
い
う
こ
と
と
滅
び
る
と
い
う
こ
と
」
「
場
所
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
」
「
明
る
い
色
を
と

り
か
え
る
と
い
う
こ
と
」
を
も
加
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
同
一
の
も
の
に
つ
い
て
「
生
ま
れ
て
現
に
あ
り
そ
し
て
こ
れ
か
ら

後
の
将
来
に
お
い
て
成
長
し
た
う
え
で
終
わ
り
を
と
げ
る
」
（
断
片
一
九
・
一
b
l
二
）
と
い
う
思
わ
く
を
形
成
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
は
、
「
生
成
す
る
」
「
消
滅
す
る
」
「
終
わ
り
を
と
げ
る
」
が
「
あ
る
」
と
同
じ
資
格
で
並
ん
で
お
り
、
結
果
と
し
て
、
そ

う
意
図
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
彼
ら
自
身
が
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
あ
ら
ぬ
」
と
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
神
の
視
座
か

ら
の
ド
ク
サ
の
定
式
は
、
こ
う
し
た
ド
ク
サ
の
吟
味
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
定
式
化
と
い
う
作
業
自
体
が

す
で
に
女
神
か
ら
の
論
駁
の
過
程
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
断
片
七
・
一
の
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
ど
も
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
こ

と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
彼
ら
自
身
の
意
識
的
主
張
で
は
な
く
、
女
神
の
視
座
か
ら
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。　

し
た
が
っ
て
、
先
の
「
合
致
す
る
」
と
い
う
認
定
は
現
状
で
は
基
本
的
に
あ
り
え
な
い
事
態
な
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
に
よ
る
「
探
究
」

は
、
原
理
的
な
判
定
の
本
性
を
理
解
せ
ぬ
ま
ま
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
部
分
的
に
肯
定
的
な
認
定
を
受
け
る
可
能
性
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
全
く
の
偶
然
的
な
出
来
事
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
彼
ら
に
一
斑
の
真
理
が
あ
る
な
ど
と

は
言
え
な
い
。
つ
ね
に
全
く
あ
る
か
全
く
あ
ら
ぬ
か
の
い
ず
れ
か
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
自
身
の
「
判
定
」
と
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の



「
判
定
」
と
の
間
に
接
点
は
な
い
。
断
片
六
で
の
「
探
究
の
道
」
と
は
、
死
す
べ
き
者
た
ち
が
「
自
ら
の
た
め
に
論
え
上
げ
た
」
道
に
他

　
　
（
3
3
）

な
ら
な
い
。
死
す
べ
き
者
た
ち
の
道
は
、
想
像
の
産
物
で
あ
り
、
幻
想
で
あ
っ
て
、
論
理
的
思
考
が
営
む
「
探
究
」
と
は
無
関
係
の
、
あ

く
ま
で
も
彼
ら
が
自
分
で
つ
く
っ
た
探
究
の
道
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
断
片
六
と
七
で
言
及
さ
れ
て
い
る
第
三

の
道
が
断
片
二
の
二
つ
の
探
究
の
道
と
同
じ
資
格
で
、
さ
ら
に
言
え
ば
存
在
論
的
に
見
て
同
列
に
並
ぶ
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
は
い
な

い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
断
片
六
で
の
二
つ
の
道
の
禁
止
を
告
げ
る
女
神
の
言
葉
の
使
い
方
を
見
て
み
よ
う
。

　
断
片
六
・
三
で
「
最
初
に
探
究
の
こ
の
道
を
禁
ず
る
」
と
言
わ
れ
、
そ
れ
に
6
一
き
続
い
て
、
、
袋
晋
書
警
零
”
脚
継
S
の
一
、
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
接
続
詞
、
．
ミ
↓
書
、
、
は
、
オ
ブ
ラ
イ
エ
ソ
の
主
張
に
よ
る
と
、
対
立
を
表
す
接
続
詞
で
は
な
く
一
種
の
つ
な
ぎ
で
あ
る
と
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

．
、
簿
雪
ω
葺
Φ
、
、
剛
．
．
的
巳
島
魯
、
、
と
訳
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
解
釈
老
は
多
い
。
禁
断
の
二
つ
の
道
が
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す

れ
ば
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
が
順
番
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
に
対
立
・
鮒
照
関
係
は
な
い
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

し
、
．
．
寝
驚
書
．
．
は
た
と
え
只
。
讐
①
ω
ω
ぞ
Φ
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
依
然
と
し
て
．
、
動
眺
、
よ
り
も
強
い
対
照
性
を
保
持
し
て
い
る
。

そ
の
対
照
性
と
は
ど
こ
か
ら
来
る
も
の
な
の
か
。
「
探
究
の
こ
の
道
」
が
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
を
示
す
と
す
れ
ぽ
、
こ
れ
は
、
す
で
に
断

片
二
で
「
ま
っ
た
く
探
ね
え
ざ
る
道
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
若
者
が
探
究
に
お
い
て
禁
じ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
言
わ
ず
も
が
な
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
死
す
べ
き
者
た
ち
が
憶
え
あ
げ
た
道
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
若
老
が
こ
ち
ら
の
方
に
よ
り
大
き
な
親
近
性

を
持
つ
以
上
、
そ
の
禁
正
・
排
除
は
む
し
ろ
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
の
排
除
よ
り
も
困
難
な
作
業
と
な
る
。
女
神
が
、
．
ミ
叶
書
、
、
と
言
う
こ

と
で
、
二
つ
の
道
を
対
比
し
な
が
ら
後
者
の
方
へ
と
重
点
を
移
動
さ
せ
、
若
者
の
注
意
を
そ
こ
に
喚
起
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
で
は
そ

の
重
点
の
移
動
は
よ
り
具
体
的
に
は
何
を
目
指
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
断
片
六
・
四
以
下
で
は
、
虚
偽
の
道
と
し
て
の
思
わ
く
は
先
に
見
た
定
式
化
を
受
け
、
そ
の
禁
止
そ
の
も
の
は
女
神
か
ら
の
命
令
と
し

て
動
か
な
い
も
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
禁
止
の
根
拠
は
、
女
神
に
よ
っ
て
直
接
に
「
論
証
」
さ
れ
て
は
い
な
い
。
人
々
の
思
わ
く
が
ど
う

し
て
そ
の
よ
う
な
定
式
化
を
与
え
ら
れ
る
の
か
、
な
ぜ
禁
じ
ら
れ
る
の
か
は
若
者
に
と
っ
て
は
依
然
と
し
て
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
禁

　
　
　
　
禁
じ
ら
れ
た
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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じ
ら
れ
る
ま
ま
に
思
考
を
停
止
す
る
こ
と
が
本
来
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
断
片
六
・
三
の
．
．
蕊
栽
、
は
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て

（
3
6
）

い
る
。
「
な
ぜ
な
ら
、
私
は
最
初
に
探
究
の
こ
の
道
か
ら
汝
を
遠
ざ
け
禁
ず
る
が
、
し
か
し
次
に
は
、
死
す
べ
き
者
ど
も
が
何
ひ
と
つ
知

る
こ
と
な
し
に
頭
を
二
つ
持
ち
な
が
ら
謡
え
あ
げ
た
道
を
禁
ず
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
詩
句
は
、
そ
の
直
前
で
示
さ
れ
て
い
た
「
直
理

の
道
」
に
つ
い
て
熟
考
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
理
由
づ
け
を
表
し
て
い
る
。
で
は
、
第
二
の
虚
偽
の
道
の
禁
止
と
「
真
理
の
道
」
に
つ
い

て
の
熟
考
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
の
禁
止
の
根
拠
、
妥
当
性
を
（
若
者
自
身
が
）
考
え
る
上
で
、
「
真
理
の
道
」

の
熟
考
が
必
須
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
え
る
上
で
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
断
片
六
と

パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
断
片
七
で
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
に
禁
止
が
言
い
渡
さ
れ
る
断
片
七
は
、
よ
り
積
極
的
な
勧
告
を
伴
っ
て
い
る
。
断
片
七
・
五
－
六
で
は
、
死
す
べ
き
顧
た
ち

の
探
究
の
道
か
ら
思
惟
を
遠
ざ
け
る
よ
う
言
わ
れ
た
後
で
直
ち
に
、
「
汝
は
た
だ
理
に
よ
っ
て
こ
そ
私
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
異
論
多
き
論

駁
を
判
定
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
」
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
女
神
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
異
論
多
き
論
駁
と
は
、
断
片
七
・
一
の
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
も

の
ど
も
が
あ
る
」
と
い
う
主
張
、
「
〈
あ
る
V
と
く
あ
ら
ぬ
〉
が
同
じ
で
あ
り
か
つ
同
じ
で
な
い
」
と
い
う
例
の
定
式
化
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
一
見
し
て
矛
盾
律
を
犯
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
そ
れ
が
禁
じ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
す
で
に
見
た

よ
う
に
、
人
々
が
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
言
い
方
で
も
っ
て
自
ら
の
見
解
を
述
べ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
は
断
片
八
・
五
〇
以
降

で
見
む
れ
る
よ
う
に
、
思
わ
く
の
虚
偽
性
は
隠
蔽
さ
れ
て
お
り
、
「
も
っ
と
も
ら
し
さ
」
（
断
片
八
・
六
〇
）
と
い
う
衣
を
ま
と
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
「
論
駁
を
判
定
す
る
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
定
式
化
を
現
実
の
思
わ
く
の
中
で
吟
味
検
証
す
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
思

わ
く
の
欺
瞳
性
・
虚
偽
性
を
立
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
吟
味
と
立
証
の
基
準
・
根
拠
と
な
る
も
の
が
「
ロ
ゴ
ス
」
す
な
わ
ち

断
片
二
に
お
け
る
根
源
的
な
二
老
択
一
で
あ
り
、
断
片
八
・
一
六
一
一
八
の
「
〈
あ
る
〉
か
く
あ
ら
ぬ
〉
か
」
と
い
う
原
理
的
判
定
（
こ

れ
は
同
時
に
「
あ
ら
ぬ
」
の
棄
却
を
必
然
的
に
伴
う
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
思
わ
く
を
も
っ
こ
と
の
禁
止
は
、
思
わ
く
の
一
方
的
な
排
除

に
と
ど
ま
ら
ず
、
禁
止
と
排
除
の
根
拠
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
要
請
を
同
時
に
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
も
は
や
「
説



得
」
は
さ
れ
ず
、
自
ら
の
思
考
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
断
片
七
に
お
け
る
構
図
に
基
づ
け
ば
、
断
片
六
で
曖
昧
で
あ
っ
た
「
真
理
の
道
」
に
つ
い
て
の
熟
考
と
第
二
の
虚
偽
の
道
の
関
係

は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
者
は
判
定
の
基
点
で
あ
り
、
後
老
は
そ
の
判
定
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の

道
」
の
必
然
的
棄
却
を
伴
う
「
真
理
の
道
偏
は
、
探
究
の
進
む
べ
き
道
で
あ
る
と
と
も
に
、
第
三
の
道
と
し
て
の
ド
ク
サ
の
思
考
形
式
の

真
実
性
を
試
す
規
準
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
真
理
の
道
に
つ
い
て
よ
く
考
え
よ
、
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
そ
れ
を
基
点
と
し
て
死
す
べ
き
者
ど

も
の
了
え
あ
げ
た
道
が
何
故
に
禁
止
さ
れ
る
の
か
を
考
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
か
ら
」
と
い
う
関
係
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
関
係
は
そ
の
ま
ま
女
神
に
よ
り
詩
の
序
歌
の
最
後
（
断
片
一
．
二
八
b
⊥
二
二
）
に
示
さ
れ
て
い
た
学
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
応

　
　
（
3
7
）

し
て
い
る
。

　
か
く
し
て
、
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
と
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
の
両
者
は
、
明
ら
か
に
ド
ク
サ
の
道
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
が
解

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
道
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
「
探
究
」
と
ド
ク
サ
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
「
探
究
」
も
レ
ベ
ル
が
違
う
。
断
片

二
・
二
で
探
究
の
道
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
「
あ
る
」
と
「
あ
ら
ぬ
」
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
と
女
神
は
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
し
て
実
際
そ
う
な
の
で
あ
る
。
女
神
の
視
座
か
ら
の
真
理
探
究
の
出
発
点
は
「
あ
る
か
あ
ら
ぬ
か
」
の
判
定
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は

な
い
。
そ
し
て
、
死
す
べ
き
者
た
ち
の
視
座
か
ら
晃
た
探
究
の
道
は
そ
れ
と
同
じ
次
元
で
展
開
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
じ
「
あ
る
」

「
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
も
、
彼
ら
は
神
的
視
座
に
お
け
る
「
判
定
」
（
奪
“
ミ
リ
）
が
で
き
て
い
な
い
限
り
で
、
依
然
と
し

て
「
も
の
識
り
分
か
ち
え
ぬ
群
衆
」
（
発
、
h
謎
二
型
）
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
ら
の
思
わ
く
の
道
は
、
「
あ
ら
ぬ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

の
道
へ
と
同
化
し
て
い
く
こ
と
も
な
い
。
両
者
は
同
じ
資
格
で
提
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
同
一
性
を
語
る
こ
と
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

の
真
意
を
誤
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
示
し
た
思
わ
く
の
方
法
論
的
な
価
値
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故

に
、
女
神
は
真
理
の
心
に
並
ん
で
思
わ
く
を
学
び
の
対
象
と
し
た
の
か
。
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
は
そ
の
内
実
が
無
で
あ
る
以
上
、
学
び
の

対
象
で
す
ら
な
い
。
一
般
性
・
普
遍
性
を
持
つ
思
わ
く
の
欺
隔
性
を
「
あ
る
か
あ
ら
ぬ
か
」
と
い
う
基
本
的
な
選
言
に
基
づ
い
て
、
す
な

　
　
　
　
禁
じ
ら
れ
た
道
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わ
ち
、
「
あ
る
」
の
本
性
に
基
づ
い
て
判
定
し
て
い
け
と
い
う
断
片
七
で
の
（
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
主
張
で
は
断
片
六
で
も
そ
う
だ
が
）

命
令
は
、
そ
の
思
わ
く
を
解
体
し
、
新
た
な
原
理
に
し
た
が
っ
て
新
た
な
万
有
に
関
す
る
理
論
を
形
成
せ
よ
と
い
う
命
令
で
も
あ
る
。
思

わ
く
は
真
理
に
向
か
う
た
め
の
「
方
途
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
女
神
に
よ
る
「
あ
る
」
の
本
性
の
開
示
と
「
世
界
の
も
っ
と
も
ら
し
い

構
造
」
を
も
つ
ド
ク
サ
の
語
り
聞
か
せ
ば
、
そ
の
意
味
で
等
し
く
真
理
の
（
真
の
）
探
究
へ
の
積
極
的
な
促
し
と
な
る
も
の
に
他
な
ら

な
い
。

　
最
後
に

　
若
者
は
、
ま
ず
は
遙
か
な
「
道
」
を
通
っ
て
女
神
の
館
に
た
ど
り
着
く
が
、
そ
こ
で
の
「
道
偏
と
い
う
言
葉
の
使
用
は
、
女
神
に
よ
る
、

真
理
の
心
や
死
す
べ
き
も
の
た
ち
の
思
わ
く
の
開
示
の
場
が
、
困
難
な
旅
路
の
果
て
に
あ
っ
て
、
愚
問
の
生
の
場
か
ら
隔
絶
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
（
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、
哲
学
的
探
究
を
続
け
て
き
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
そ
の
人
が
遍
歴
の
末
に
立
ち
返
る
こ
と
と
な
っ

た
場
の
遠
隔
性
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
）
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
道
行
き
の
到
達
点
が
、
若
者
に
と
っ
て
の
最

終
屠
的
地
で
な
い
こ
と
が
す
ぐ
に
明
ら
か
と
な
る
。
「
昼
（
光
）
の
道
」
は
「
女
神
の
館
」
を
最
終
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

「
館
」
ぱ
、
い
わ
ぽ
中
継
地
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
新
た
な
「
道
」
が
そ
こ
に
接
続
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
女
神
は
、
そ
こ
で
改
め
て
二
つ
の
探
究
の
「
道
」
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
理
の
探
究
は
こ
こ
に
お
い
て
よ
う

や
く
端
緒
に
つ
く
。
こ
の
「
女
神
の
館
」
に
お
い
て
若
者
に
宣
明
さ
れ
る
の
は
、
「
真
理
」
の
全
体
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
「
心
」

で
あ
り
核
心
で
あ
っ
た
。
断
片
一
で
の
到
達
点
は
同
時
に
真
理
探
究
へ
の
出
発
点
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
探
究
の
道
と
し
て
と
る

べ
き
道
は
「
〈
あ
る
〉
の
道
」
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
が
探
究
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
道
は
主
語
を
持
た
な

い
。
こ
れ
ま
で
に
主
語
を
補
う
試
み
が
様
々
に
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
「
〈
あ
る
〉
も
の
」
で
あ
れ
、
「
何
か
隔
で
あ
れ
、
「
そ
れ
」
で
あ

れ
、
「
真
理
」
で
あ
れ
、
「
思
惟
さ
れ
語
ら
れ
う
る
も
の
」
で
あ
れ
、
と
に
か
く
何
を
補
う
に
し
て
も
、
そ
の
と
き
「
あ
る
」
の
持
つ
衝
撃



の
大
き
さ
は
主
語
存
在
へ
と
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
文
法
的
に
文
章
の
完
結
性
を
高
め
る
た
め
に
主
語
を
求
め
る
の
で
な
く
、
具
体

性
・
現
実
性
つ
ま
り
は
内
実
を
伴
っ
た
も
の
と
し
て
の
主
語
存
在
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
れ
よ
り
も
先
に
女
神
に
よ
る
「
あ
る
」
そ

の
も
の
の
意
味
の
規
定
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
っ
て
初
め
て
、
「
〈
あ
る
〉
も
の
」
と
は
何
か
、
「
思
惟
さ
れ

語
ら
れ
う
る
も
の
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
真
理
と
は
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
得
た
と
き
に
完

結
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
し
か
し
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
自
身
は
、
そ
の
詩
に
お
い
て
こ
の
次
の
作
業
と
し
て
の
具
体
的
な
主
語
存

在
の
提
出
を
行
っ
て
は
い
な
い
。
与
え
ら
れ
て
い
な
い
具
体
的
な
主
語
を
こ
こ
で
あ
え
て
求
め
る
こ
と
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
「
道
」
と
い

う
言
葉
に
託
し
た
意
味
を
見
失
う
こ
と
に
も
な
る
。
「
道
」
と
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
先
に
最
終

的
に
目
指
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
真
理
全
体
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
真
理
探
究
の
道
に
関
す
る
言
葉
を
聞

い
て
受
け
い
れ
よ
と
女
神
に
語
ら
せ
た
時
点
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
前
に
い
く
つ
か
の
異
な
る
言
葉
を
併
用
し
な
が
ら
「
道
」
に
触

　
　
（
3
9
）

れ
て
い
る
時
点
で
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
詩
の
あ
り
方
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
彼
の
詩
自
体
が
道
と
し
て
あ
る
と

い
う
あ
り
方
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
詩
は
道
と
し
て
常
に
真
理
へ
と
開
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

註

（
1
）
　
本
稿
で
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
焼
身
断
片
の
番
号
は
、
頃
。
U
卿
包
ω
＼
≦
◎
丙
鑓
嵩
”
b
龍
ぎ
頓
§
馬
ミ
恥
§
、
＜
o
誘
簿
ミ
識
神
ミ
（
お
α
μ
i
α
幅
）
に

　
従
う
。
た
だ
し
、
ギ
リ
シ
ア
語
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
U
㌔
緊
・
で
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
読
み
と
句
読
に
関
し
て
部
分
的
に
異
な
っ
て
い
る
場

　
合
が
あ
る
（
p
び
q
●
h
触
．
γ
卜
。
㊤
魯
白
馬
象
。
の
℃
ピ
2
U
δ
σ
q
．
頃
潤
ω
①
×
f
Ω
o
幹
［
U
・
・
閑
●
伽
§
§
隷
。
の
］
…
h
『
●
ρ
μ
3
ξ
馬
℃
琴
ユ
［
U
●
・
隊
．
驚

　
と
鶏
℃
］
）
。
ま
た
、
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
哲
学
者
断
片
集
』
（
岩
波
書
店
）
第
H
分
節
所
収
の
藤
澤
令
夫
・
内
山
勝

　
利
訳
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
論
旨
の
都
合
に
よ
り
、
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
の
読
み
方
の
違
い
に
よ
り
部
分
的
に
改
変
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
な
お
文
献
の
指
示
に
つ
い
て
は
本
稿
末
の
引
用
文
献
表
に
従
い
、
姓
の
み
を
記
す
。

（
2
）
　
な
お
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
道
の
数
の
点
で
多
数
派
を
構
成
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
道
の
訳
解
そ
の
も
の
、
「
あ
る
」
の
主
語
の

　
　
　
禁
じ
ら
れ
た
道
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存
否
、
そ
し
て
そ
の
意
味
（
存
在
か
繋
辞
か
そ
れ
以
外
か
）
に
つ
い
て
見
解
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
3
）
　
O
o
ヨ
h
o
巳
”
卜
⊃
⑩
隼
…
鼠
．
O
、
b
コ
犠
o
P
一
紹
・

（
4
）
　
N
p
ユ
貯
8
巳
P
δ
ω
山
O
企
誉
一
⑩
駆
’

（
5
）
　
O
煽
3
二
辞
b
o
N
ゐ
ω
．

（
6
）
　
す
で
に
こ
の
擾
案
は
一
五
二
六
年
の
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
自
然
学
」
注
解
』
の
①
ユ
卿
ま
≧
＆
鎚
で
な
さ
れ
て
い
た

　
（
ω
ぎ
9
。
謀
哺
§
き
事
由
圃
”
9
．
．
笥
息
還
の
N
書
な
．
＆
亀
↓
g
ミ
の
鋤
§
§
の
無
為
罵
喜
多
匿
、
、
）
。
こ
の
版
が
何
の
写
本
に
従
っ
て
い
る
の
か

　
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
、
デ
ィ
ー
ル
ス
に
至
る
ま
で
は
こ
の
．
．
・
ぜ
誘
鼠
ミ
魁
、
案
が
有
力
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
八
八
二
年
に
デ
ィ
ー
ル
ス

　
が
、
、
、
無
ミ
e
．
、
を
提
案
し
、
同
時
に
、
ほ
と
ん
ど
の
有
力
写
本
に
あ
る
人
称
代
名
詞
の
、
．
q
．
．
、
を
付
加
し
、
現
在
の
よ
う
な
読
み
が
定
着
し
た
。

（
7
）
　
開
錘
。
辞
㊤
ヨ
　
○
葺
貯
一
ρ
悼
？
N
卜
。
．
な
お
藤
澤
・
内
山
訳
（
八
一
頁
）
で
も
「
探
求
の
道
と
し
て
私
が
汝
を
遠
ざ
け
く
禁
ず
る
V
の
は
ま
ず
こ
の

　
道
〔
無
の
道
〕
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
廣
川
〔
一
⑩
O
謡
訳
（
二
五
四
頁
）
で
は
「
探
究
の
最
初
の
（
誤
れ
る
）
道
か
ら
私
は
汝
を
遠
ざ
け
禁
ず
る
」

　
と
あ
る
。

（
8
）
　
o
瞥
O
o
巳
興
P
一
島
「

（
9
）
護
。
昌
Φ
糞
。
ω
為
N
コ
●
刈
．

（
1
0
）
　
O
o
p
島
ρ
δ
ω
山
O
野

（
1
1
）
　
深
。
暮
あ
箕
拶
ぴ
q
¢
ρ
這
ρ

（
1
2
）
　
Q
Q
8
冨
。
。
”
一
お
一
一
一
㎝
■

（
1
3
）
　
閤
聾
ぎ
脚
お
①
●
た
だ
し
、
厳
密
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
す
で
に
テ
オ
プ
ラ
ス
ト
ス
が
、
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
両
方
の
道
を

　
歩
ん
だ
（
曾
．
費
魯
隷
ミ
リ
曲
評
建
の
＆
9
の
）
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
彼
は
万
有
は
永
遠
で
あ
る
と
明
言
し
、
か
つ
ま
た
、
〈
あ
る
〉
も
の
ど
も
の
生

　
成
に
つ
い
て
も
説
明
を
与
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
は
そ
の
両
方
に
つ
い
て
同
様
の
見
解
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

　
く
、
む
し
ろ
真
理
に
お
い
て
は
、
万
有
は
一
に
し
て
、
不
生
で
あ
り
、
球
形
で
あ
る
と
想
定
し
な
が
ら
、
他
方
、
多
く
の
人
々
の
思
わ
く
に
し
た
が

　
っ
て
、
現
れ
る
も
の
の
生
成
を
説
明
す
る
た
め
に
、
原
理
を
二
つ
と
し
て
、
火
と
土
と
を
お
い
た
の
で
あ
る
」
と
語
っ
て
（
≧
o
×
■
跨
O
訂
．
§
ミ
？



　
ミ
博
瀞
．
ω
凝
刈
．
U
内
卜
。
Q
。
》
刈
）
、
二
つ
の
道
に
言
及
し
て
い
る
。

（
1
4
）
　
図
。
σ
冒
噂
＝
一
・

（
1
5
）
　
↓
賀
雪
矯
①
漆
．
o
h
・
鱒
8
”
．
．
昌
9
・
U
J
①
貯
ぴ
q
陣
。
。
ぎ
8
ぎ
①
署
訓
話
〇
碧
α
9
鷺
篭
ミ
§
ミ
ミ
げ
Φ
叶
≦
①
窪
し
d
Φ
ぎ
σ
q
雲
鳥
3
〒
U
d
鉱
昌
σ
q
隅
田
O
o
ω
春
望
ρ
、
－

（
1
6
）
　
デ
ィ
ー
ル
ス
に
よ
る
シ
ソ
プ
リ
キ
オ
ス
の
校
訂
で
は
、
断
片
六
・
三
と
断
片
六
。
四
以
下
の
間
に
、
、
〈
紳
鼻
史
Y
、
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
デ
ィ
ー

　
ル
ス
が
、
シ
ソ
プ
リ
キ
オ
ス
（
§
、
ξ
匂
．
刈
。
。
”
①
）
に
基
づ
い
て
⑦
自
身
。
≧
巳
舜
が
補
っ
た
も
の
を
根
拠
に
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外

　
の
写
本
で
は
連
続
し
て
い
る
。

（
1
7
）
　
O
o
鼠
臼
ρ
一
①
。
。
駿
・
同
様
の
提
案
は
、
O
o
巳
興
。
に
続
き
Z
Φ
冨
ヨ
鋤
ω
（
、
、
O
p
℃
p
。
噌
ヨ
o
p
置
①
ω
．
簿
冨
①
　
≦
契
ω
o
h
ぎ
ρ
巳
蔓
、
．
℃
b
ミ
§
識
§
”

　
ω
。
。
山
♪
一
〇
。
。
N
）
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
校
訂
案
は
．
．
〈
触
嘉
e
V
．
．
〔
「
私
は
始
め
る
で
あ
ろ
う
」
〕
と
な
っ
て
お
り
、
「
始
め
る
」
の
は
若

　
者
で
は
な
く
女
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
9
民
は
こ
れ
に
従
い
、
や
は
り
コ
一
つ
の
道
」
の
み
が
女
神
に
よ
り
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
「
〈
あ

　
ら
ぬ
〉
の
道
」
と
ド
ク
サ
と
を
同
定
す
る
（
㎝
ω
ふ
Q
◎
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
デ
ィ
ー
ル
ス
の
補
訂
を
見
直
す
こ
う
し
た
試
み
に
賛
同
す
る
研
究
老
は
現

　
在
の
と
こ
ろ
少
な
い
。

（
1
8
）
　
O
．
し
ロ
臨
雪
哺
N
謡
℃
P
這
・

（
1
9
）
　
O
o
a
窺
P
卜
σ
8
鴫
．

（
2
0
）
　
O
o
冠
興
ρ
お
㎝
1
お
①
．
な
お
、
O
o
民
興
。
な
ど
と
は
異
な
る
仕
方
で
コ
一
つ
の
道
」
説
を
採
る
の
が
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
で
あ
る
。
彼
も
、
や
は
り
第

　
三
の
道
の
可
能
性
が
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
。
彼
に
よ
る
と
、
「
あ
る
」
と
「
あ
ら
ぬ
」
を
同
時
に
主
張
す
る
も
の
（
オ
ブ
ラ

　
イ
エ
ソ
に
よ
る
と
断
片
六
・
四
以
下
と
断
片
七
）
を
女
神
が
「
探
究
の
道
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
、
．
言
①
＜
o
冨
貯
。
伶
剛
o
o
、
．
”
．
、
§
㊦
く
。
δ

　
ξ
σ
ユ
留
．
．
に
す
ぎ
ず
、
無
知
が
生
み
出
す
混
乱
の
産
物
で
あ
り
不
合
理
な
ア
マ
ル
ガ
ム
で
あ
り
、
見
せ
か
け
、
ま
や
か
し
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
道
の

　
折
衷
で
あ
る
（
○
、
卑
凶
。
P
置
G
。
輸
卜
。
卜
。
朝
）
。
し
か
し
、
こ
の
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
の
そ
れ
自
身
折
衷
的
な
解
釈
は
、
あ
ま
り
に
も
中
途
半
端
で
、
女
神
が
な
ぜ

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
ま
や
か
し
」
で
あ
る
こ
の
道
を
二
度
も
「
探
究
の
道
」
と
呼
ん
だ
の
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
。

（
2
1
）
　
例
え
ば
、
O
o
降
。
ず
ρ
○
．
】
W
ユ
9
＼
津
曾
ρ
O
＆
o
び
Φ
嵩
な
ど
。

（
2
2
）
　
断
片
二
・
一
の
「
汝
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
よ
く
受
け
い
れ
よ
」
を
参
照
。

　
　
　
禁
じ
ら
れ
た
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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（
2
3
）
　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
断
片
三
を
「
同
じ
も
の
が
思
惟
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
あ
り
う
る
か
ら
し
と
は
読
ま
な
い
。
こ
れ
で
は
任
意

　
の
対
象
の
実
在
性
が
専
ら
思
惟
に
依
存
す
る
と
い
う
解
釈
に
つ
な
が
る
し
、
そ
も
そ
も
、
「
あ
り
う
る
」
と
い
う
言
い
方
は
「
あ
る
」
に
可
能
的
あ
り

　
方
と
現
実
的
あ
り
方
と
い
う
全
く
レ
ベ
ル
の
異
な
る
範
購
を
持
ち
込
む
こ
と
に
も
な
る
。
藤
澤
、
一
〇
三
頁
（
「
℃
母
ヨ
。
巴
審
ω
の
哲
学
思
想
の
い
ち

　
ば
ん
根
抵
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
あ
る
種
の
「
存
在
直
観
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
直
接
の
表
環
と
し
て
は
、
や
は
り
「
ξ
侮
ご
と
瓢
藁
へ
と
は

　
同
じ
」
と
端
的
に
言
い
切
っ
た
か
た
ち
こ
そ
が
、
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
」
）
お
よ
び
、
三
滞
、
三
一
－
三
二
頁
も
参
照
（
た
だ
し
こ
の
論
文
で
は

　
断
片
二
の
読
み
方
は
標
準
的
な
も
の
に
し
た
が
っ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
す
で
に
見
た
と
お
り
こ
の
点
に
修
正
を
加
え
て
い
る
）
。

（
2
4
）
　
断
片
一
・
二
九
の
「
真
理
の
心
」
（
幾
蔑
m
言
の
…
…
墨
書
）
と
い
う
言
葉
は
こ
の
点
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
。
堕
Q
Q
導
出
ご
雪
噛
刈
ω
”
．
．
蝉
自
冨
掃

　
一
路
象
O
陣
け
O
ω
仲
7
①
O
O
『
O
O
隔
＃
駕
け
7
順
℃

（
2
5
）
　
○
．
ヒ
d
二
①
P
一
〇
。
④
箪

（
2
6
）
　
9
0
0
鉦
。
各
9
二
θ
ω
冨
〔
お
。
。
0
〕
》
唱
汐
、
．
三
図
蜜
》
筥
8
箋
卿
雪
げ
号
島
ω
。
①
ヨ
臼
馨
⑦
8
葺
。
門
無
脅
①
⇒
o
①
ω
践
9
①
陣
雪
①
ざ
讐
馨
の
ヨ
。
α
鉱
①

　
o
ω
け
弩
p
。
。
㌶
〇
三
ε
P
鳥
．
雲
芝
露
℃
ざ
の
日
①
一
、
竃
ヨ
凶
乙
。
腎
冨
禽
送
m
§
伽
ミ
ヘ
ミ
・
ぎ
ミ
（
b
σ
駒
α
）
話
⇒
〈
9
。
喝
一
曲
8
偉
聾
§
①
舞
毎
g
葺
①

　
畠
①
o
葺
二
ρ
ロ
。
●
、
、

（
2
7
）
　
o
胤
●
O
、
し
q
二
①
P
卜
。
卜
。
b
。
山
b
。
ω
■

（
2
8
）
　
労
。
び
ぎ
℃
H
這
山
お
脚
6
9
冨
P
①
漆
．
旧
O
o
巳
。
⊆
σ
鋤
ユ
θ
ω
冨
口
⑩
c
。
己
”
卜
。
Q
。
ゐ
ト
彼
ら
相
互
の
聞
で
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
ド
ク
サ
と
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
ド
ク
サ

　
の
テ
ク
ス
ト
聖
霊
箇
所
が
異
な
っ
て
い
る
縮
合
も
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
に
明
確
な
区
瑚
を
立
て
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

　
も
あ
る
。

（
2
9
）
　
三
浦
、
二
八
！
二
九
頁
参
照
。

（
3
0
）
　
↓
鋤
感
鍋
＄
為
O
●

（
3
1
）
　
o
暁
’
0
8
。
冨
鳩
δ
望
に
ρ

（
3
2
）
　
ω
8
昇
霧
”
禁
．
多
ψ
”
O
o
『
α
窪
P
O
o
巳
。
煽
ぴ
鶏
一
齢
ω
一
ω
．
O
ゆ
ユ
窪
＼
写
曾
ρ
O
o
臣
魯
ρ
O
o
一
ざ
げ
①
触
け
な
ど
が
こ
の
読
み
を
採
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に

　
よ
っ
て
、
断
片
穴
・
八
の
与
格
、
．
。
げ
．
．
が
「
動
作
麗
し
と
「
妻
戸
者
」
と
い
う
二
重
の
意
味
を
同
時
に
担
わ
さ
れ
る
と
い
う
文
法
上
の
困
難
を
解
消



　
で
き
る
。

（
3
3
）
　
断
片
六
・
五
の
、
．
辻
感
嵩
ミ
『
ミ
、
、
は
．
、
註
息
q
q
ミ
輔
ミ
．
．
噛
つ
ま
り
．
、
ミ
息
q
q
e
、
．
の
中
動
相
現
在
形
と
解
す
る
。
こ
れ
を
P
－
閑
・
（
そ
し
て
炉
ψ

　
臼
．
）
は
．
．
深
長
e
、
．
（
「
さ
ま
よ
い
歩
く
」
）
の
中
動
転
現
在
形
と
見
る
が
、
他
に
用
例
が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
読
み
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、

　
護
彗
ω
溶
一
9
0
0
a
輿
P
ω
3
く
窪
9
Q
b
d
ユ
窪
＼
津
曾
ρ
O
O
ぎ
び
興
酔
な
ど
。

（
3
4
）
　
○
．
こ
σ
「
謬
P
卜
。
メ
解
釈
は
別
と
し
て
、
訳
し
方
に
お
い
て
同
一
歩
調
を
と
る
の
は
ζ
8
冨
冨
8
ρ
切
母
謬
ω
”
O
o
¢
δ
¢
σ
餌
鳳
酔
ω
凶
。
。
℃
0
8
0
7
ρ
O
¢
a

　
な
ど
。

（
3
5
）
　
ω
ヨ
旨
貫
伽
卜
。
。
。
O
H

（
3
6
）
　
、
．
N
書
、
、
が
、
、
＆
銭
も
”
．
の
直
前
ま
で
し
か
支
配
し
て
い
な
い
と
考
え
て
、
訳
の
中
で
．
．
二
野
書
、
、
の
前
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
蜜
。
霧
島
p
8
ω
や

　
b
σ
賃
⇒
①
ω
に
は
同
意
で
き
な
い
。

（
3
7
）
　
女
神
は
、
「
す
べ
て
を
聞
い
て
学
ぶ
が
よ
い
」
と
言
い
、
そ
の
　
「
す
べ
て
」
　
の
内
容
と
し
て
、
「
ま
ず
は
（
曽
曾
）
…
…
真
理
の
心
、
次
い
で

　
（
豊
伽
）
死
す
べ
き
人
の
子
ら
の
…
…
思
わ
く
、
だ
が
し
か
し
（
降
銘
．
晋
論
需
）
次
の
こ
と
を
も
学
ぶ
こ
と
に
な
ろ
う
、
い
か
に
し
て
思
わ
く
さ
れ
る
こ

　
と
の
す
べ
て
が
す
べ
て
に
行
き
わ
た
り
つ
つ
よ
し
と
思
わ
れ
て
（
動
ミ
遷
り
）
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
」
と
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
真
理
の

　
心
に
並
ん
で
た
だ
思
わ
く
を
あ
り
の
ま
ま
に
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
そ
の
思
わ
く
が
人
間
た
ち
に
と
っ
て
真
実
に
、
か
つ
受
容
可
能
な
仕
方
で
あ
る
こ

　
と
の
必
然
性
が
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
を
も
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
思
わ
く
に
お
け
る
「
あ
る
」
と
「
あ
ら
ぬ
」
の
判
別
の
過
ち
を
そ

　
の
理
由
も
含
め
て
知
る
こ
と
で
も
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
、
銭
勤
異
。
曾
鎚
き
戴
緊
巳
の
窪
く
黛
へ
、
、
が
、
な
に
ゆ
え
、
、
亀
ミ
ヘ
ミ
歌
ミ
疲
、
と
同
義
と
な
る
の
か

　
と
い
う
こ
と
の
考
察
で
も
あ
る
。
な
お
、
、
．
高
望
賢
e
の
．
．
は
「
真
実
に
、
本
当
に
」
（
鍵
ロ
ぎ
α
q
①
遷
ぎ
。
ξ
）
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
こ
で
は
．
．
き
さ
貯
・

　
ミ
．
．
と
呼
応
し
て
、
「
受
け
容
れ
ら
れ
る
仕
方
で
」
の
意
味
を
も
含
ん
で
お
り
（
。
鴨
●
寓
。
霞
。
冨
8
ρ
b
。
O
ω
1
卜
。
譲
）
、
つ
ま
り
、
死
す
べ
き
者
た
ち
の
思

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
わ
く
が
彼
ら
自
身
に
と
っ
て
ど
う
し
て
「
真
実
に
／
受
容
可
能
な
仕
方
で
」
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
学
べ
と
言
わ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
3
8
）
　
廣
川
氏
〔
一
Φ
。
。
呂
は
、
「
第
三
の
道
な
る
も
の
は
、
〈
非
有
V
の
道
の
一
部
あ
る
い
は
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
考
え
ら
れ
る
。
現
象
界
の
真
実
に

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
は
有
ら
ぬ
事
物
が
有
る
と
考
え
る
人
間
た
ち
の
思
惑
は
、
ま
さ
し
く
＜
非
有
〉
の
く
有
〉
を
想
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、

　
「
思
惑
の
道
」
は
、
探
究
に
お
け
る
第
二
の
道
と
い
わ
ば
ゆ
る
や
か
に
　
（
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
含
む
意
味
で
）
対
応
す
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ

　
　
　
禁
じ
ら
れ
た
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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う
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
八
○
頁
、
引
用
文
中
の
強
調
は
廣
川
氏
）
。
し
か
し
、
廣
川
氏
自
身
が
「
い
わ
ぽ
ゆ
る
や
か
に
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ

　
う
に
、
「
あ
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
し
と
い
う
主
張
が
「
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
主
張
に
そ
の
ま
ま
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

　
シ
ョ
ソ
で
あ
る
と
も
思
え
な
い
。
断
片
八
・
一
一
の
「
全
く
あ
る
か
全
く
あ
ら
ぬ
か
の
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
す

　
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
あ
る
」
に
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
な
い
よ
う
に
「
あ
ら
ぬ
」
に
も
そ
れ
は
な
い
。
む
し
ろ
、
思
わ
く
が
く
非
有
〉
の
く
有
〉
を
想

　
呈
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
認
定
で
き
る
根
拠
と
し
て
「
あ
る
」
と
「
あ
ら
ぬ
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
理
の
道
の
生
な
る
あ

　
り
方
と
、
そ
の
正
反
対
の
あ
り
方
と
が
同
じ
レ
ベ
ル
に
お
い
て
「
対
比
」
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
思
わ
く
の
道
を
「
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
道
」
に
同

　
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
結
局
「
世
界
し
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
雷
説
や
思
考
を
空
無
化
す
る
こ
と
に
な
り
う
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
ド
ク
サ
」
や
「
あ

　
ら
ぬ
も
の
」
と
い
う
名
前
を
呼
ぶ
こ
と
す
ら
で
き
ず
、
た
と
え
そ
う
し
て
も
そ
れ
は
ま
っ
た
く
無
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
6
h
’
O
o
鼠
臼
o
b
8
山
8
）
。

　
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
同
化
の
背
景
に
は
「
規
象
」
（
つ
ま
り
感
覚
に
現
れ
る
限
り
で
の
も
の
）
が
す
べ
て
あ
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
あ
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
「
堤
象
」
を
救
う
に
は
、
Ω
霞
評
（
菊
．
い
Ω
碧
ぎ
．
、
勺
碧
ヨ
Φ
巳
幽
＄
9
・
幾
Q
。
①
霧
？
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①
円
8
冥
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、
矯
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ミ
“
題
韓
嚇
ミ
鶏

　
O
、
§
ミ
誌
勲
Q
。
卜
。
”
ち
＄
）
の
よ
う
に
い
わ
ば
「
二
世
界
説
」
を
パ
ル
メ
一
一
デ
ス
に
帰
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
認
識
主
体
か
ら
離
れ
た
現
象
そ
の
も

　
の
が
、
換
言
す
れ
ば
対
象
そ
れ
自
体
が
、
根
本
か
ら
あ
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
バ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
問
題
は
人
闇

　
の
認
識
の
あ
り
方
、
視
点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
対
象
の
側
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
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“erscheint”　mir　etwas．　ln　diesem　Zusammenhang　habe　ich　die　folgenden

Thesen　zur　Phanomenologie　vertreten：

　　1．　Das　methodische　Prinzip　der　Phafnomenologie　ist　niGht　der　lntuitio－

nismus，　sondern　die　Evidenztheorie，　in　der　die　Sachen　selbst　mlr　direkt

erscheinen．　Das　zentrale　Prinzip　ist　das　Sick－Zeigen　in　seinem　je　eigenen

Selbst．

　　2．　Was　mir　erscheint，　lst　immer　perspektivisch　vorstrukturiert．　Die

Perspel｛tive　wird　als　eine　Art　Ur－Phanomenologie　bezeichnet．　Aus　ihrer

Geschichte　und　aus　der　Erforschung　der　Erscheinungsweise　der　Dinge

heraus　ist　gerade　sie　in　der　Ma！erei　Cezanne　beachtenswert，　denn　sie　ist

bei　C6zanne　eigenartig．　Er　lehnte　die　neuzeitliche　Zentralperspektive　ab

und　entdeckte　so　seine　eigene，　neue　Sicht，　die　eine　rein　velumenhafte

Erscheinungsweise　der　II）inge　ist．

　　3．　Die　Landschaftsbilder　von　C6zanRe　sind　anwesend　umgeben　von　einem

Horizont　im　doppeJten　S三nne．　E三nmal　ze三gt　s三ch　die　Struktur　des　Sicht＿

zmd　Unsichtbaren　im　Verhaltnis　des　sichtbareR　Tableau　zum　unsichtbaren

Leib　des　Malers，　der　dieses　Bild　geschaffen　hat．　Zum　anderen　begleitet　das

Bild　selbst，　wahrend　es　etwas　darstellt，　was　anwesend　ist，　noch　mehr，

etwas，　das　man　eine　aufleuchtete　Finsternis　oder　eine　verdunkelte　Helle，

die　nicht　im　Sinne　eines　Motivs　anwesend　ist　und　sich　doch　irgendwie

bemerl〈en　la’sst，　neRnen　k6nnte．　1）as　Sichtbare　begleitet　das　Unsichtbare．

Das　ist　eben　die　Struktur　dessen，　was　mir　erscheint．

　　Les　chemins　de　recherche　interdlts　chez　Par1漉nide

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par　Kaname　MIURA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professeur　adjo圭nt　de　la　philosophie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aUniversit6　Jumon訴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　Dans　son　fragment　2（D．一K），　Parm6nide　d’E16e，　par　Ia　bouche　de　la

D6日目se，　retient　uniquement　圭es　deux　chemins　de　recherche＝　Yun　qu三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4



　soutient　a　la　fois　que　‘est’　（S’aTev）　et　que　‘ne　pas　etre’　n’est　pas，　et　1’autre

qui　soutient　ti　la　fols　que　‘n’est　pas’　（othrc　S’aTev）　et　qu’il　est　n6cessaire　de

　‘ne　pas　etre’．　Cependant，　dans　le　fr．　6，　en　disant：　“Car　d’abord　de　ce

chernin　de　recherche，　，〈je　t’6carte＞，　mais　ensuite　de　cet　autre　chemin　aussi，

celui　que　fagonnent　les　mortels　．．．”，　la　D6esse　fait　allusion　a　deux　chemins

a　refuser．　A　quel　chemin　“ce　ehemin”　se　r6fere－t－il？　Quel　est　le　rapport

entre　les　deux　chemins　du　fr．　2　et　ceux　qui　sont　mentionnes　dans　le　fr．　6？

Combien　de　chemlns　de　recherche　Parm6nide　lndique－t－il？

　　“Ce　chemin”　ne　renvoie　pas　a　“ptrp6Sv　b’　obrc　g’aTev”　（fr．　6．　2）　qui　se　trouve

imm6diatement　avant，　puisque，　quand　on　traduit　cette　phrase：　“rien　n’est

pas”，　elle　semble　faire　partie　du　chemin　de　‘Gtre’．　On　ne　peut　donc　pas

trouver　un　chemin　n6gatif　dans　les　vers　pr6c6dents　du　fr．　6．　Pour　e’viter

cette　dificulte，　certains　ex6getes　afirment　que　c’est　ad　sensum　que　1’on

doit　prendre　“ce　chemin”　pour　celui　de　‘ne　pas　atre’；　d’autres，　en　s’appuyant

sur　1’interpretation　dualiste　du　systeme　parmenidien，　proposent　une　nouvelle

legon　du　texte　du　fr．　6．　3，　“＆peee”　ou　“dip6to”，　a　la　place　de　celle　de　Diels，

“e｝prto”，　et　pr6tendent　que　Parm6nide　n’indique　que　deux　chemins．　Mais　il

ne　faut　pas　partager　ces　interpretations　mal　fond6es．　S’il　est　permit，　en

assimilant　ptv6e’v　ti　‘ne　pas　6tre’　（ptij　g6v＝yij　eeG　vat），　de　traduire　la　phrase

du　fr．　6．　2：　“‘ne　pas　etre’　n’est　pas”，　oti　1’irr6alit6　de　‘ne　pas　etre’　se

d6signe，　le　chemin　n6gatif　（‘ne　pas　6tre’）　peut　etre　trouv6　ici　sans　corriger

la　legon　de　Diels　ni　supposer　meme　une　lacune　dans　ce　fragment．　On　peut

dire　alors　qu’il　y　a　deux　faux　chemins　mentionn6s，　le　¢hemin　de　‘ne　pas

etre’　（＝fr．　2．　5）　et　un　“autre　chemin”　interdit　que　fagonnent　les　mor－

tels　（fr．　6．　4－5＝fr．　7．　1），　c’est－a－dire　le　chemin　de　1’opinion　（66gcr）．

　　On　a　donc　trois　chemins　de　recherche　au　total　chez　Parmenide．　Le

chemin　de　1’opinion　sur　lequel　les　mortels　ont　recherch6　vainement　la　v6rit6

n’ ?ｓｔ　pas　identifi6　avec　celui　de　‘ne　pas　etre’　qui　est　impensable　et　innom－

mable：　ce　chemin　ne　se　situe　pas　ontologiquement　au　rneme　niveau　que

ceux　de　‘etre’　et　de　‘ne　pas　etre’．　La　decision　fondamentaie　portant　sur

‘6tre’　ou　‘ne　pas　etre’　se　rambne　a　la　fois　au　choix　de　1’un　et　au　refus　de

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5



1’autre；　la　raison　du　refus　de　‘ne　pas　etre’　vient　de　son　impensabilite　et

son　innommabilit6，　alors　que　le　choix　de　‘etre’　est　necessaire　et　obligatoire：

la　16gitimit6　de　ce　choix　est　certifiee　a　priori　par　la　D6esse　sans　argumen－

tation．　La　d6cision　est；　pour　ainsi　dire，　un　critere　qui　sert　de　base　a　1’appr6－

ciation　de　1’opinion　vraisemblable　en　tous　points．　On　pettt　donc　dire　qu’il

y　a　deux　6tapes　de　la　rcpiaeg：　d’une　part，　la　d6cislon　par　laquelle　la　D6esse

donne　a　‘etre’　le　titre　de　vrai　chemin　de　recherche，　tout　en　6cartant　‘ne

pas　etre’　et，　d’autre　part，　le　jugement　de　1’opinion　qui　est　uniquement

formulee　du　point　de　vue　de　la　D6esse　en　“‘etre’　et　‘ne　pas　etre’　sont　le

m色me　et　no難玉e　m6me”，査1’aide　de　cette　d色。圭slon一里註．　Et　ce　jugement　de

l’opinion　n’est　que　le　point　de　d6part　de　la　recherche　de　la　v6rit6．　Autrement

dit，　‘etre’　n’etant　pas　la　v6rit6　meme，　mais　le　‘cceur’　de　la　v6rit6，　la

recherche　se　termine　seulement　quand　on　trottve　le　sujet　de　‘etre’　qui

satisfait　aux　conditions　de　‘etre’　developpees　dans　le　fr．　8．

Religion　and　Problems　of　Meaning　in　Paul　Tillich

by　Naoki　IMA1

Lecturer　of　Physics

Faculty　of　Technology

Doshisha　University　（Kyoto）

　　Iexami鍛ed　the　st斑cture　and　character　of　Paul　Tilhch’s　metaphysics　of

meaning，　wh1ch　is　the　fundamental　frame　of　his　early　religious　thoughts．

What　is　the　place　of　religion　in　modern　autonomous　cultures？　When

we　examine　religious　thoughts　in　the　19th　and　20th　centuries　based　on

this　question，　a　change　in　t’?ｏｕｇｈｔｓ　can　be　observed．　The　questi6n　of

religion　changed　from　a　question　of　“value”　to　that　of　“meaning”．　This

current　of　thoughts　corresponds　to　the　rise　and　fall　of　neo－kantianism．

Tillich　atternpts　to　understand　religion　in　the　frame　of　his　metaphysics　of

meaning　based　on　his　critique　of　value　philosophy　of　neo－kantianism　at
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