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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

片
柳
栄
　
一

　
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト
」
と
い
う
題
の
下
で
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
と
の
親
近
性
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

相
違
点
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。
デ
カ
ル
ト
は
、
コ
ギ
ト
に
お
い
て
「
私
が
現
に
有
る
」
こ
と
の
明
証
性
を
自
覚
し
、
そ
の

現
在
性
に
徹
底
し
て
集
中
す
る
。
そ
し
て
明
証
的
で
な
い
過
去
、
未
来
と
断
絶
し
た
現
在
の
特
権
性
は
、
現
在
の
瞬
間
が
過
去
か
ら
切
断
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ
て
新
た
に
創
造
さ
れ
る
と
い
う
連
続
的
創
造
説
を
背
景
に
し
て
確
保
さ
れ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
合
、
神
の
永
観
の
現
在
を
背
景

に
し
な
が
ら
、
コ
ギ
ト
と
し
て
の
人
間
の
現
在
的
自
覚
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
記
憶
（
ヨ
Φ
∋
O
戦
一
餌
）
と
知
解
（
ヨ
け
④
霞
α
q
Φ
づ
9
）
と
意
志

（
＜
◎
ξ
暮
器
）
の
三
一
的
構
造
（
時
間
意
識
の
根
源
と
な
る
も
の
）
が
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
と
岡
じ
よ
う

に
コ
ギ
ト
の
徹
底
的
現
在
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
な
お
さ
ら
に
コ
ギ
ト
の
奥
行
き
が
執
拗
に
探
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
筆
者
は
そ
の
点
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト
は
、
写
る
意
味
で
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
以
上
の
豊
か
さ
を
持
ち
、
将
来
的

可
能
性
を
秘
め
て
我
々
の
前
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
を
中
心
に
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
生
涯
探
り
続
け

た
思
索
の
跡
を
辿
っ
て
み
た
い
。

一
六
三
七
年
デ
カ
ル
ト
が
『
方
法
序
説
』
で
「
我
思
う
、
故
に
我
有
り
」
と
・
王
直
し
て
以
来
、
し
ば
し
ば
同
様
の
考
え
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ



ヌ
ス
の
著
作
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
最
初
は
メ
ル
セ
ン
ヌ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
デ
カ
ル

ト
は
メ
ル
セ
ン
ヌ
に
対
し
て
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
を
見
い
だ
し
え
な
か
っ
た
と
書
き
送
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
コ
ル
ヴ
ィ

ウ
ス
宛
て
と
思
わ
れ
る
一
六
四
〇
年
の
手
紙
に
お
い
て
は
、
指
摘
さ
れ
た
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
神
の
国
』
第
十
一
巻
二
十
六
章
を
街
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

図
書
館
で
探
し
て
読
ん
だ
と
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
先
ず
そ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
神
の
国
』
の
箇
所
を
見
て
お
こ
う
。
「
し
か
し
如

何
な
る
欺
き
易
い
表
象
や
想
像
も
な
し
に
、
私
が
存
在
し
、
そ
の
こ
と
を
知
り
、
そ
の
こ
と
を
愛
し
て
い
る
こ
と
は
、
最
も
確
実
な
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
た
真
な
る
こ
と
に
お
い
て
、
私
は
ア
カ
デ
ミ
ア
派
の
人
々
の
如
何
な
る
議
論
も
恐
れ
な
い
。
彼
ら
は
言
う
、
『
も
し
君
が
欺

か
れ
て
い
る
と
し
た
ら
ど
う
か
』
。
も
し
私
が
欺
か
れ
て
い
る
な
ら
、
私
は
存
在
す
る
（
Q
り
＝
黛
。
一
一
。
吋
ω
ニ
ヨ
）
。
つ
ま
り
存
在
し
な
い
者
は
、
欺

か
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
か
ら
私
が
欺
か
れ
る
な
ら
、
私
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
」
（
H
）
①
O
瞬
く
剛
叶
効
け
Φ
H
）
①
凶
　
）
（
押
　
卜
。
①
）
。
デ
カ
ル
ト
は
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
類
似
性
の
指
摘
に
対
し
て
、
相
違
を
説
明
し
て
い
る
。
「
私
は
実
際
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
我
々
の
存
在
の
確

実
さ
を
証
明
す
る
た
め
に
、
ま
た
我
々
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
我
々
が
存
在
し
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
存
在
と
、
我
々
の
う
ち
に

あ
る
そ
の
知
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
　
三
性
の
或
る
種
の
心
像
が
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
こ
れ
を
記
し
て
い
る
こ
と
を

見
い
だ
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
私
が
為
し
た
の
は
、
考
え
る
こ
の
私
が
、
非
物
体
的
な
実
体
で
あ
り
、
何
等
物
体
的
な
も
の
を
持
っ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
る
た
め
で
す
（
娼
。
福
長
マ
Φ
o
o
口
口
巴
茸
Φ
ρ
¢
Φ
o
Φ
彗
9
ρ
乱
唱
①
湧
ρ
③
ω
叶
戯
路
①
ω
各
ω
富
昌
。
Φ
巨
ヨ
簿
0
鼠
鉱
一
ρ

簿
ρ
ロ
置
．
鋤
『
δ
ご
α
Φ
8
日
。
『
Φ
三
（
》
O
o
ヨ
⊆
ρ
（
一
罐
O
）
》
．
日
自
押
℃
。
b
。
ミ
）
。
デ
カ
ル
ト
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
或
る
種
の
類
似
性
、

殊
に
我
々
の
存
在
の
確
実
さ
の
指
摘
に
類
似
性
を
認
め
な
が
ら
、
自
分
の
思
想
の
独
自
性
を
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
人
間
の
非
物

体
的
実
体
、
入
間
の
精
神
性
の
本
質
を
洞
察
し
た
こ
と
に
見
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
が
『
省
察
』
の
は
じ
め
に
載
せ
た
、
パ
リ
大
学
神
学
部
に

あ
て
た
献
呈
辞
に
お
い
て
も
、
こ
の
書
は
神
の
存
在
の
証
明
と
、
「
精
神
が
身
体
と
は
異
な
る
」
こ
と
の
証
明
根
拠
を
こ
れ
ま
で
に
な
く
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

瞭
に
示
し
た
と
誇
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
コ
ギ
ト
と
は
、
精
神
の
本
質
の
新
た
な
提
示
で
あ
る
。
確
か
に
古
代
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

世
の
「
生
命
の
原
理
」
と
し
て
の
プ
シ
ュ
ケ
ー
、
ア
ニ
マ
の
見
方
に
対
し
て
、
生
命
の
う
ち
の
一
つ
の
様
態
で
あ
っ
た
「
考
え
る
」
に
魂
の

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

二
一
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本
性
を
還
元
し
、
そ
の
他
を
削
ぎ
お
と
し
た
デ
カ
ル
ト
の
思
想
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
革
薪
性
を
、
自
ら
自
覚
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

「
私
は
有
る
、
実
在
す
る
。
こ
れ
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ど
れ
だ
け
の
間
か
。
ま
さ
し
く
私
が
考
え
る
限
り
で
あ
る
…
…
だ
か
ら

端
的
に
言
え
ば
、
私
は
思
惟
す
る
事
物
で
あ
る
、
つ
ま
り
精
神
、
或
い
は
魂
、
或
い
は
知
性
、
或
い
は
理
性
で
あ
る
、
こ
れ
ら
は
以
前
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
に
意
味
の
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
言
葉
だ
っ
た
の
だ
が
」
。
デ
カ
ル
ト
は
コ
ギ
ト
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
自
分
に
意
味
の
不
明
で
あ
っ
た
精

神
、
魂
と
い
う
雷
葉
の
意
味
が
わ
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
さ
ら
に
言
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
コ
ギ
ト
に
お
い
て
精
神
と
い
う
こ
と
の
意
味
を

理
解
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
コ
ギ
ト
に
お
い
て
「
私
が
有
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
も
始
め
て
理
解
し
た
の
だ
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。

つ
ま
り
私
、
或
い
は
「
私
が
有
る
」
は
す
で
に
分
か
っ
た
、
自
明
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
「
私
は

走
る
」
で
も
、
「
私
は
食
べ
る
」
で
も
な
く
、
「
私
は
考
え
る
」
に
お
い
て
だ
け
だ
、
と
了
解
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
筆
者
は
、
o
o
ゆ
q
淳
。

興
α
q
o
ω
窪
ヨ
と
い
う
命
題
の
意
味
は
、
ω
⊆
ヨ
と
い
う
事
柄
が
理
解
さ
れ
る
の
は
、
唯
一
〇
〇
σ
q
詳
。
に
よ
っ
て
だ
け
で
あ
る
と
デ
カ
ル
ト
が
了
解

し
た
こ
と
だ
と
解
す
る
。
「
私
が
有
る
」
を
理
解
す
る
に
至
る
唯
一
の
道
が
「
私
は
考
え
る
」
で
あ
る
と
了
解
し
た
の
で
あ
る
。
「
私
が
有

る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
私
が
前
も
っ
て
持
っ
て
い
る
す
べ
て
の
理
解
を
、
意
味
を
知
ら
な
い
も
の
と
認
め
、
唯
コ
ギ
ト
に
お
い
て
明

証
的
に
見
え
て
く
る
事
態
、
そ
れ
だ
け
を
ω
億
ヨ
と
し
て
受
け
取
る
決
意
を
、
デ
カ
ル
ト
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
私
は
有

る
」
へ
の
唯
一
の
通
路
と
し
て
の
「
私
は
考
え
る
」
に
し
て
も
、
対
象
的
に
考
え
ら
れ
、
す
で
に
分
か
っ
て
い
る
「
魂
」
や
「
精
神
」
の
一

つ
の
働
き
、
心
理
的
機
能
と
し
て
の
「
考
え
る
」
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
疑
う
と
い
う
現
在
的
能
動
的
行
為
に
お
い
て
、
現
れ
て
く
る
事
態

と
し
て
新
た
に
掴
み
だ
さ
れ
た
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
全
く
新
た
に
把
握
さ
れ
直
さ
れ
、
始
め
て
意
味
を
与
え
ら
れ
た
、
「
感
じ

る
」
や
「
欲
す
る
」
を
も
含
め
た
広
義
の
コ
ギ
ト
に
お
い
て
開
か
れ
る
事
態
、
そ
れ
だ
け
を
私
の
「
有
る
」
、
さ
ら
に
は
コ
ギ
ト
す
る
も
の

と
し
て
の
入
間
特
有
の
「
有
る
」
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
断
固
取
り
出
そ
う
と
決
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
コ
ギ
ト
と
し
て

「
有
る
」
も
の
を
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
広
が
り
を
持
っ
た
も
の
（
『
の
ω
Φ
×
け
Φ
＝
ω
鋤
）
か
ら
区
別
し
て
桝
，
①
ω
o
o
ぴ
q
辞
雪
ω
と
し
て
切
り
離
し
え
た
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
デ
カ
ル
ト
が
o
o
α
q
謬
。
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
な
い
、
す
で
に
了
解
済
み
の
、
一
般
的
な
「
足
る
」
の
理
解
を
前
提
し
て



o
o
ひ
q
一
8
興
α
q
o
ω
ニ
ヨ
の
命
題
を
提
起
し
て
い
る
と
思
い
な
し
て
な
す
あ
ら
ゆ
る
議
論
は
、
現
代
の
ゲ
ル
ー
や
バ
リ
ア
ン
ト
の
議
論
も
含
め
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

事
柄
に
即
し
て
言
え
ば
、
的
は
ず
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
私
が
有
る
」
の
理
解
に
至
る
唯
一
の
道
と
し
て
の
o
O
ひ
q
津
。
の
提
示
と
い
う

こ
と
は
、
o
o
ひ
q
ぽ
の
実
体
化
と
い
う
批
判
を
踏
ま
え
た
上
で
考
え
る
な
ら
、
今
日
な
お
根
本
的
意
義
を
持
ち
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈

し
、
自
己
化
す
る
か
は
、
我
々
の
思
惟
遂
行
の
第
一
と
も
言
わ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
り
続
け
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
デ
カ
ル
ト
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
当
該
箇
所
に
は
そ
う
し
た
、
コ
ギ
ト
に
基
づ
く
精
神
の
本
質
の
別
挟
は
な
い
で
は
な
い

か
と
、
コ
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
に
向
か
っ
て
自
ら
の
独
自
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
学
者
で
も
な
い
デ
カ
ル
ト
の
友
人
に
は

酷
で
あ
る
が
、
問
題
は
こ
の
箇
所
し
か
指
摘
し
え
な
か
っ
た
言
々
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
つ
い
て
の
知
識
の
少
な
さ
で
あ
る
。
一
六
四
八

年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
ア
ル
ノ
ー
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
、
精
神
の
本
性
の
別
挾
の
問
題
と
し
て
精
神
の
知
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

こ
と
を
、
『
＝
二
神
論
』
第
十
巻
の
記
述
に
見
い
だ
し
、
自
ら
述
べ
る
如
く
喜
び
に
あ
ふ
れ
、
こ
れ
を
デ
カ
ル
ト
に
指
摘
し
て
い
る
。
デ
カ

ル
ト
は
こ
れ
に
つ
い
て
も
は
や
答
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
問
題
は
デ
カ
ル
ト
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
よ
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
い
う
こ
の
時
す
で
に
千
年
近
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
世
界
に
権
威
と
し
て
君
臨
し
、
熱
心
に
読
ま
れ

て
き
た
は
ず
の
人
の
、
我
々
か
ら
み
れ
ば
か
な
り
核
心
的
と
思
わ
れ
る
思
想
が
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
デ
カ
ル
ト
の
新
し
い
発
見
に
よ
っ
て
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
も
ぞ
う
し
た
考
え
が
あ
っ
た
と
し
て
新
た
な
光
が
あ
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
問
題
を
か
な
り
執
拗
に
追
求
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
デ
カ
ル
ト
の
主
張
に
よ
っ

て
、
も
う
一
度
人
々
の
注
意
を
引
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
自
体
の
う
ち
に
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
の
独
創
性
と
イ
ン
パ
ク
ト
が
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
も
う
一
つ
序
論
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
パ
ス
カ
ル
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
て
お
き
た
い
と
思
う
。
デ
カ
ル
ト

に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
パ
ス
カ
ル
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
珍
し
く
デ
カ
ル
ト
を
擁
護
し
て
い
る
。
『
幾
何
的
精
神
と
説
得
術
』
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
を
擁
護
し
て
述
べ
て
い
る
。
「
実
際
の
と
こ
ろ
、
デ
カ
ル
ト
が
偉
大
な
聖
徒
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
）
の
著
作
を
読

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

二
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
号

二
四

ん
だ
時
始
め
て
、
こ
の
考
え
を
理
解
し
た
の
だ
と
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
が
こ
の
考
え
の
創
始
者
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
な
ど
と
私
は
決

し
て
思
わ
な
い
。
と
い
う
の
も
私
は
良
く
知
っ
て
い
る
が
、
よ
く
時
間
を
か
け
て
様
々
な
面
か
ら
熟
慮
す
る
こ
と
も
な
く
、
た
ま
た
ま
（
鋤

一”

ﾖ
Φ
暮
霞
①
）
一
つ
の
言
葉
を
書
く
の
と
、
物
質
的
本
性
と
精
神
的
本
性
の
相
違
を
証
明
す
る
驚
く
べ
き
」
連
の
帰
結
を
こ
の
雷
葉
の
う
ち

に
理
解
し
、
デ
カ
ル
ト
が
な
し
た
と
・
王
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
自
然
学
身
体
の
堅
固
で
、
恒
久
的
な
原
理
を
創
り
出
す
こ
と
と
の

間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
℃
霧
。
鼻
○
巴
、
④
ω
窯
淳
ひ
q
伽
。
ヨ
仙
書
δ
二
④
簿
留
一
、
9
粟
窪
Φ
O
Φ
誘
轟
α
①
が
○
窪
謹
Φ
ω
o
o
き
見
伽
8
ω
O
巽
じ

び
節
貯
ヨ
ρ
お
①
ω
勺
舞
β
℃
．
ω
α
。
。
）
。
こ
こ
で
熟
慮
も
し
な
い
で
た
ま
た
ま
書
い
た
と
書
っ
て
い
る
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
は
、
半
ば
間
違
っ
て
お
り
、
半
ば
当
た
っ
て
い
る
。
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
パ
ス
カ
ル
は
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
の
精
神
を
良
く
体
得
し
て
い
た
と
は
思
う
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
の
著
作
は
直
接
あ
ま
り
多
く
は
読
ん
で
い
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
決
し
て
、
た
ま
た
ま
書
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
い
わ
ば
生
涯

こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
コ
ギ
ト
の
考
え
を
述
べ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
半
ば
当
た
っ
て
い
る
と

い
う
の
は
、
デ
カ
ル
ト
が
『
省
察
軸
の
第
三
巻
で
し
て
い
る
よ
う
に
コ
ギ
ト
の
明
証
性
を
第
一
の
認
識
（
ロ
ユ
ヨ
蝉
o
o
α
q
三
自
。
）
と
し
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

こ
に
明
晰
判
明
と
し
て
の
真
理
の
基
準
を
見
、
い
わ
ば
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
の
よ
う
な
位
置
を
コ
ギ
ト
に
与
え
て
い
る
の
と
比
べ
る
と
、
も

う
少
し
慎
ま
し
い
位
置
し
か
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
合
は
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
慎
ま
し
い
と
は
い
え
、
極
め
て
重
要
な

位
置
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
か
ら
見
て
い
こ
う
と
思
う
。

二

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
確
実
な
知
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
彼
の
ミ
ラ
ノ
の
回
心
の
直
後
三
十
三
歳
の
時
に
書
い
た
カ
ッ
シ
キ
ア
ク

ム
の
対
話
篇
の
時
期
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
も
の
と
し
て
は
三
つ
あ
る
。
最
初
の
も
の
は
『
ア
カ
デ
ミ
ア
派
論
駁
撫
の
中
に
あ
る
。

「
ア
カ
デ
ミ
ア
派
の
人
が
、
次
の
よ
う
に
誓
う
人
を
ど
の
よ
う
に
論
駁
す
る
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
人
は
言
う
、
『
こ
れ
が
私



に
白
く
見
え
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
霞
o
o
ヨ
圃
三
〇
p
。
＆
己
皿
ヨ
≦
α
興
一
ω
9
0
。
こ
れ
が
私
の
聴
覚
を
喜
ば
せ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
私
に
快
く
香
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
私
に
甘
い
味
が
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
私
に
は
冷
た
い
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
…
…
私
は
全
て
の
人
に
苦
い
と
言
っ
た
だ
ろ
う
か
。
私
に
、
と
雷
つ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
い
つ
も
主
張
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
』
…
…
エ
ピ
ク
ロ
ス
や
キ
レ
ネ
派
の
人
々
は
、
さ
ら
に
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
こ
と
を
、
感
覚
を
擁
護
し
て
お
そ
ら
く
語
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
ア
カ
デ
ミ
ア
派
の
入
々
が
論
駁
し
て
何
か
語
っ
た
の
を
私
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
私
に
は
関
わ
り
な
い
。

ア
カ
デ
ミ
ア
派
の
人
々
が
そ
う
す
る
の
を
欲
し
、
ま
た
で
き
る
の
な
ら
、
私
も
賛
意
を
表
す
る
が
（
ヨ
Φ
｛
9
。
〈
Φ
簿
⑩
）
こ
の
議
論
を
叩
き
潰
し

て
欲
し
い
も
の
だ
」
（
O
o
馨
類
》
o
巴
Φ
邑
8
ω
日
”
一
H
b
①
）
。
こ
の
書
明
は
『
ア
カ
デ
ミ
ア
派
論
駁
』
と
い
う
懐
疑
派
批
判
の
書
の
中
で
表
明

さ
れ
て
い
る
た
め
、
時
に
こ
れ
が
ア
カ
デ
ミ
ア
派
の
懐
疑
を
克
服
す
る
切
り
札
と
し
て
当
時
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
考
え
て
い
た
と
い
う
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

う
な
議
論
が
な
さ
れ
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
れ
は
感
覚
を
擁
護
す
る
人
々
の
考
え
と
し
て
自
分
の
立
場
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る

こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
と
し
て
「
見
え
る
く
置
Φ
ユ
、
感
じ
ら
れ
る
ω
Φ
9
三
」
と
い
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

こ
ろ
に
知
る
ω
o
騨
①
と
い
う
言
葉
を
使
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
「
今
、
私
に
、
確
実
に
」
と
い
う
現
象
に
注
目
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

い
る
こ
と
は
、
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
は
『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
の
中
に
あ
る
。
「
理
性
－
知
る
こ
と
を
欲
す
る
あ
な
た
は
、

あ
な
た
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
一
国
っ
て
い
る
。
理
性
一
ど
こ
か
ら
知
る
の
か
。
ア
ー
分
か
ら

な
い
。
理
性
t
あ
な
た
は
自
分
が
単
一
で
あ
る
と
感
じ
る
か
、
或
い
は
多
様
で
あ
る
と
か
。
ア
ー
わ
か
ら
な
い
。
理
性
一
あ
な
た
は

自
分
が
運
動
す
る
の
を
知
っ
て
い
る
か
。
ア
ー
わ
か
ら
な
い
。
理
性
1
あ
な
た
は
自
分
が
思
惟
す
る
の
を
知
っ
て
い
る
か
（
O
o
ひ
q
凶
8
冨

8
ω
9
ω
）
。
ア
ー
知
っ
て
い
る
。
理
性
一
す
る
と
あ
な
た
が
思
惟
す
る
の
は
真
な
る
こ
と
（
＜
Φ
村
口
日
）
だ
。
ア
ー
真
な
る
こ
と
で
す
」

（Qo

n一

唐
n
ρ
＝
一
9
0
　
同
一
讐
一
曽
H
）
。
こ
こ
で
は
自
分
が
考
え
て
い
る
（
o
o
α
q
凶
＄
お
）
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
か
な
り
デ
カ
ル
ト
に
近
い

と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
。
も
う
一
つ
は
『
至
福
な
る
生
』
（
U
①
び
①
鋤
＄
〈
凶
欝
戸
刈
）
に
あ
る
。
さ
ら
に
カ
ッ
シ
キ
ア
ク
ム
の
対
話
篇
よ
り

後
の
時
期
で
挙
げ
る
な
ら
、
『
自
由
意
志
論
』
1
1
・
三
・
七
に
も
確
実
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

二
五
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こ
の
時
代
の
確
実
性
を
め
ぐ
る
議
論
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
立
場
を
最
も
明
瞭
に
述
べ
て
い
る
も
の
は
、
三
九
〇
年
ご
ろ
書
か
れ
た

『
真
の
宗
教
に
つ
い
て
』
の
中
に
あ
る
。
「
も
し
あ
な
た
が
、
私
が
雷
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ら
ず
、
ま
た
真
な
る
も
の
が
存
在
す
る
の
か

疑
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
に
つ
い
て
あ
な
た
が
疑
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
ど
う
か
知
り
な
さ

い
（
O
Φ
吋
5
①
ω
O
耀
け
⑦
讐
9
け
樋
自
廿
P
叶
Φ
島
Φ
諜
ω
蜘
¢
σ
一
け
⇔
『
①
嵩
O
路
α
平
げ
一
け
Φ
ω
）
。
そ
し
て
あ
な
た
が
疑
う
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
実
で
あ
る
な
ら
、
ど

こ
か
ら
こ
の
確
実
さ
が
く
る
か
探
究
し
な
さ
い
。
そ
こ
で
あ
な
た
に
出
会
う
の
は
、
こ
の
太
陽
の
光
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
こ
の
世
に

来
る
す
べ
て
の
人
間
を
照
ら
す
真
の
光
で
あ
る
。
…
…
自
ら
が
疑
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
者
は
、
真
な
る
も
の
（
＜
①
毎
ヨ
）
を
理

解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
の
も
の
に
つ
い
て
確
実
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
真
理
（
く
Φ
昏
p
ω
）
が
あ
る
か
と
疑
う
者

は
全
て
、
自
ら
の
内
に
真
な
る
も
の
を
保
持
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
い
か
な
る
真
な
る
も
の
も
、
真
理

に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
、
真
で
は
な
い
。
だ
か
ら
い
か
に
も
せ
よ
疑
う
こ
と
の
で
き
た
者
は
、
真
理
に
つ
い
て
疑
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
見
て
と
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
は
、
光
が
あ
る
。
そ
れ
は
空
間
や
時
間
の
如
何
な
る
幅
も
も
た
ず
、
そ
の
よ
う
な
幅
を
持
っ
た
も
の

の
表
象
も
伴
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
（
》
轟
器
け
貯
＝
ω
L
）
Φ
〈
①
露
N
Φ
】
竃
8
Φ
×
×
×
H
×
”
蕊
〉
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
疑
っ
て
い
る
者
が
そ

の
疑
い
に
関
し
て
は
疑
い
え
な
い
と
い
う
、
ほ
と
ん
ど
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
議
論
を
し
、
こ
こ
に
真
な
る
も
の
く
①
歪
ヨ
を
見
い
だ
し
、
こ
れ

を
或
る
種
の
光
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
真
な
る
も
の
の
明
る
み
に
立
っ
て
、
こ
の
真
な
る
も
の
の
明
る
み
は
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て

の
真
理
な
し
に
は
な
い
と
い
う
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
分
有
論
に
よ
り
、
真
理
の
存
在
を
い
わ
ば
推
論
し
て
い
る
（
真
な
る
も
の
と
そ
れ
を
根
拠

づ
け
る
も
の
と
し
て
の
イ
デ
ア
的
真
理
の
関
係
の
問
題
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
神
の
問
題
に
類
縁
的
で
あ
ろ
う
）
。
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
こ
の

明
る
み
を
O
ユ
ヨ
①
o
o
σ
q
葺
二
〇
と
し
て
中
心
に
は
据
え
て
い
な
い
が
、
こ
こ
を
出
発
点
に
し
て
い
る
と
は
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
確
実
さ
を
或
る
種
の
光
と
考
え
て
い
る
が
、
当
時
の
彼
の
光
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
考
え
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
「
そ
れ
に

よ
っ
て
各
々
の
事
物
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
（
ヨ
鋤
轟
け
ω
鐙
①
ω
け
）
を
、
人
が
光
と
呼
ん
で
正
し
い
な
ら
、
こ
こ
で
光
と
適
切
に
語
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
よ
う
。
『
こ
れ
が
調
和
の
と
れ
た
響
き
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
が
冷
た
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
撫
と
我
々
が
語



り
、
こ
の
よ
う
な
身
体
的
感
覚
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
に
関
し
て
同
様
に
語
る
時
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
の
光
は
、

確
か
に
魂
の
内
（
ぎ
け
⊆
ω
）
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
、
身
体
を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
」
θ
①
ひ
q
象
Φ
臨

践
簿
8
鑓
讐
ぎ
。
Φ
猟
Φ
9
¢
ω
＜
－
b
。
蔭
）
。
こ
こ
で
は
感
覚
に
よ
っ
て
「
明
ら
か
」
と
さ
れ
る
い
わ
ば
明
証
性
が
、
光
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
一
般

に
「
明
証
な
る
も
の
」
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
光
と
い
う
言
葉
は
つ
か
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
太
陽
の
光
の
比
喩
で
は
な
く
、
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

陽
の
光
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
あ
る
、
明
ら
か
で
あ
る
も
の
の
集
合
に
付
け
ら
れ
た
名
な
の
で
あ
る
。

三

　
中
期
ま
で
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
確
実
さ
を
め
ぐ
る
議
論
を
大
急
ぎ
で
見
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
確
実
さ
に
つ
い
て
の
言
及

は
あ
る
が
、
『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
を
除
い
て
o
o
ひ
q
謬
。
と
い
う
言
葉
は
直
接
使
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
デ
カ
ル
ト
が
誇
示
し
た
ご
と
く
、
o
o
ひ
q
犀
。

か
ら
、
人
食
精
神
の
非
物
体
的
実
体
を
導
く
議
論
も
さ
れ
て
は
い
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
そ
し
て
ア
ル
ノ
ー
が
喜
び
の
う
ち
に
見
い

だ
し
た
と
デ
カ
ル
ト
に
報
告
し
て
い
る
如
く
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
と
極
め
て
親
近
な
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト
の
議
論
は
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
二
十
年
近
く
も
か
け
て
よ
う
や
く
完
成
し
た
署
＝
神
論
』
の
後
半
の
神
の
心
像
と
し
て
の
人
間
の
精
神
の
分
析
の
う
ち

に
集
中
的
に
為
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
、
父
、
子
、
聖
霊
と
い
う
三
つ
の
℃
臼
ω
o
墨
Φ
を
持
ち
な
が
ら
一
つ
の
神

で
あ
る
と
い
う
秘
義
を
扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
半
部
は
、
人
間
の
精
神
の
構
造
の
う
ち
に
、
こ
の
神
の
三
一
性
を
映
す
も
の
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
し
て
、
人
聞
精
神
の
記
憶
と
知
解
と
意
志
の
三
一
的
構
造
を
取
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
イ
タ
リ
ア
の
有
名
な
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

学
者
の
ω
o
富
0
8
も
言
う
よ
う
に
、
分
析
の
出
発
点
は
神
学
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
分
析
そ
の
も
の
は
、
精
神
の
自
覚
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に

驚
嘆
す
べ
き
ほ
ど
精
密
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
分
析
を
見
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
内
容
に
入
る
前
に
二
つ
ほ
ど
注
意
し
て

お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

　
一
つ
は
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
神
の
画
像
を
通
し
て
神
の
三
一
性
を
垣
間
見
る
と
い
う
時
、
こ
こ
で
為
さ
れ
て
い
る
の
は
、
単
に

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

二
七



哲
学
研
究
　
第
五
否
七
十
号

二
八

ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
推
論
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
る
コ
ピ
ー
を
手
が
か
り
に
原
型
を
推
論
す
る
、
或
い
は
陶
器
の
破
片
か
ら
元
の
陶

器
全
体
を
想
像
す
る
と
い
う
よ
う
な
単
な
る
推
論
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
人
間
の
精

神
の
自
覚
の
う
ち
に
結
像
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
自
覚
の
う
ち
に
、
人
間
が
固
有
の
仕
方
で
神
の
間
近
に

あ
る
、
人
間
存
在
の
独
自
性
を
見
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
印
象
深
く
述
べ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
て
お
く
。
「
し
か
し
全
て
の
も
の
が
神
と

共
に
有
る
仕
方
は
、
噌
私
は
常
に
お
前
と
共
に
有
る
』
（
詩
七
三
・
二
三
）
と
言
わ
れ
た
の
と
必
ず
し
も
同
じ
仕
方
で
は
な
い
。
ま
た
神
御
自

身
、
我
々
が
咽
主
は
あ
な
た
が
た
と
共
に
』
と
言
う
の
と
同
じ
仕
方
で
、
全
て
の
も
の
と
共
に
有
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
の
方
な
し

に
は
有
り
え
な
い
、
そ
の
方
と
共
に
有
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
悲
惨
は
何
と
大
き
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
そ
の
方
の
う
ち
に
入
間

が
有
る
そ
の
歪
な
し
に
は
、
人
間
は
疑
い
も
な
く
有
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
し
か
し
そ
の
方
を
想
起
せ
ず
、
そ
の
方
を
理
解
せ
ず
、
そ
の
方

を
愛
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
方
と
共
に
有
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
儲
る
人
が
ま
っ
た
く
忘
却
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
人
を
想
起
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
（
U
①
巳
三
＄
8
×
H
＜
”
お
℃
一
①
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
「
我
ら
神
と
共
に
」
、
或
い
は
「
神
我
ら
と
共
に
」
と
い
う

場
合
に
、
被
造
物
一
般
が
「
神
の
内
に
有
る
」
、
或
い
は
「
神
と
共
に
有
る
」
と
言
う
の
と
、
質
問
に
関
し
て
そ
の
こ
と
が
言
わ
れ
る
場
合

に
、
そ
の
槽
違
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
疑
う
。
人
間
に
特
有
の
「
神
共
に
」
と
い
う
こ
と
が
有
る
故
に
、
人
間
特
有
の
「
神
と
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
い
な
い
人
間
の
悲
惨
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
が
出
て
く
る
の
は
、
人
間
存
在
に
固
有
の
、
「
存
在
の
仕
方
」

が
あ
る
と
い
う
理
解
が
そ
の
根
底
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
人
間
精
神
の
神
の
似
像
性
の
探
究
に
お
い
て
、
人
間
が
独

特
の
仕
方
で
神
と
共
に
あ
る
在
り
方
を
探
究
し
て
い
る
。
人
問
は
他
の
生
き
物
に
な
い
、
独
自
の
在
り
方
を
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
、
独
特
の
仕
方
で
神
と
共
に
あ
る
の
で
あ
り
、
神
に
出
会
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
こ
こ
で
為

し
て
い
る
の
は
、
人
間
が
最
終
的
に
神
に
出
会
う
「
人
間
存
在
に
固
有
の
場
」
の
探
究
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の

「
人
間
存
在
論
」
の
探
究
、
誤
解
を
恐
れ
ず
言
え
ば
、
『
有
と
時
隔
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
有
の
探
究
を
、
有
を
何
ら
か
の
意
味
で
理
解

し
て
い
る
有
る
も
の
と
し
て
の
現
有
の
分
析
を
通
し
て
な
し
た
基
礎
的
有
論
の
企
て
に
も
、
人
聞
存
在
に
固
有
な
「
現
U
帥
」
の
自
覚
か
ら



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

出
発
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
類
比
的
な
企
て
と
言
っ
て
良
い
か
と
思
う
。

　
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
精
神
の
三
一
性
探
究
の
出
発
の
場
が
、
意
志
の
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
が
最
初
に
見
い
だ
す
三
一
性
の
似
像
は
、
愛
す
る
者
二
選
p
づ
ω
、
愛
の
対
象
ρ
¢
o
α
餌
ヨ
9
薮
、
愛
鋤
欝
。
『
と
い
う
、
欲
求
や
意
志
に
関

わ
る
領
域
で
あ
り
、
こ
の
三
つ
が
見
い
だ
さ
れ
た
こ
と
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
探
究
が
そ
こ
で
為
さ
れ
る
べ
き
場
が
見
い
だ
さ
れ
た

　
　
　
　
（
1
8
）

と
述
べ
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
精
神
と
し
て
の
自
己
の
分
析
は
、
欲
し
、
意
志
し
、
何
事
か
に
関
わ
っ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
自

　
　
　
　
　
（
1
9
）

己
の
分
析
で
あ
る
。
さ
ら
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
意
志
論
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
意
志
の
こ
の
よ
う
な
三
肢
構
造
に
お
け
る
第
三

の
要
素
と
し
て
の
「
愛
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
は
何
か
を
愛
し
、
意
志
す
る
時
、
愛
の
対
象
に
の
み

関
わ
る
の
で
な
く
、
愛
そ
の
も
の
を
愛
し
、
意
志
そ
の
も
の
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
何
を
愛
し
て
い
る
か
、
私
は
知
ら
な
い
な
ど
と

言
わ
な
い
で
欲
し
い
。
兄
弟
を
愛
す
る
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
同
じ
愛
そ
の
も
の
を
愛
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
琶
蒔
簿
雷
日
義
①
ヨ

艶
Φ
o
口
。
昌
Φ
ヨ
）
。
そ
れ
に
よ
っ
て
兄
弟
を
愛
す
る
愛
を
、
あ
な
た
が
愛
し
て
い
る
兄
弟
以
上
に
あ
な
た
は
知
っ
て
い
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

あ
る
」
（
U
Φ
鼠
巳
鐙
8
＜
日
”
。
。
し
b
。
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
意
志
論
に
お
い
て
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は

明
瞭
に
意
志
の
構
造
の
独
自
性
を
と
ら
え
て
い
る
。
つ
ま
り
意
志
は
、
対
象
の
み
な
ら
ず
、
意
志
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
と

　
　
　
　
　
（
2
1
）

い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
私
は
カ
ル
タ
ゴ
に
や
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
恥
ず
べ
き
情
愛
の
鍋
（
ω
輿
鼠
ぴ
q
o
）
の
煮
え
た
ぎ
る
騒
音

が
私
を
取
り
巻
い
て
い
た
。
私
は
未
だ
愛
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
愛
す
る
こ
と
を
愛
し
て
い
た
（
四
筥
勉
「
Φ
　
効
日
餌
げ
鋤
【
口
）
。
内
奥
の
欠
乏
の
故

に
、
あ
ま
り
欠
乏
を
感
じ
な
い
自
分
を
憎
ん
で
い
た
。
愛
す
る
こ
と
を
愛
し
な
が
ら
、
愛
す
べ
き
も
の
を
求
め
て
い
た
（
ρ
轟
㊤
①
び
。
ヨ
ρ
三
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

鋤
ヨ
碧
Φ
ヨ
”
9
冬
日
謬
凶
筥
皇
。
お
）
。
そ
し
て
確
実
さ
を
憎
ん
で
い
た
」
（
∩
W
O
口
｛
Φ
ω
ω
凶
○
昌
⑦
ω
H
剛
H
　
H
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
》
　
　
　
り
）
。
こ
の
意
志
の
二
重
構
造
は
、
量
る
意
味
で
精

神
の
自
己
関
係
と
い
え
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
合
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。
愛
へ
の
関
係
は
、
「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
の
ヨ
ハ
ネ
の

手
紙
一
、
四
・
八
の
言
葉
を
介
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
神
へ
の
関
係
で
も
あ
る
。
兄
弟
を
愛
す
る
者
は
愛
を
も
愛
し
て
い

る
と
語
っ
て
い
る
、
先
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
見
て
ご
ら
ん
、
す
で
に
兄
弟
以
上
に
神
を
よ
く
知
っ

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

二
九
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三
〇

た
も
の
（
コ
。
鋤
。
お
欝
U
Φ
＝
§
〉
と
し
て
持
ち
う
る
の
だ
。
明
ら
か
に
よ
り
ょ
く
知
っ
た
も
の
と
し
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
よ
り
現
前
す
る

か
ら
で
あ
る
。
よ
り
ょ
く
知
っ
た
も
の
と
し
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
よ
り
内
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
ょ
く
知
っ
た
も
の
と
し
て
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
よ
り
確
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
愛
で
あ
る
神
を
抱
き
な
さ
い
（
》
ヨ
巨
Φ
挙
証
Φ
象
①
o
口
。
づ
①
露
U
2
日
）
、
そ
し
て
愛
に
よ
っ
て
神
を

抱
き
な
さ
い
」
（
】
∪
⑦
け
戦
一
鵠
一
国
地
面
①
＜
H
H
同
　
○
○
　
一
N
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
讐
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
神
は
、
単
に
愛
の
対
象
、
我
々
の
求
め
の
対
象
に
終
わ
ら
ず
、

或
る
も
の
を
愛
す
る
時
、
同
蒔
に
愛
し
、
関
わ
っ
て
い
る
愛
そ
の
も
の
の
、
尺
度
、
根
源
な
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
愛
を
愛
す
る
か
が
、
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

何
な
る
神
に
関
わ
る
か
な
の
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
の
尊
像
探
究
に
お
い
て
、
。
o
α
q
圃
8
と
し
て
の
自
知
が
問
題
に
な
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
愛
し
、
意
志
す
る
も

の
の
愛
の
対
象
が
自
己
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
愛
す
る
者
と
愛
さ
れ
る
も
の
は
同
「
で
あ
り
、
三
聖
構
造
で
な
く
、
二
つ
の
項

し
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
（
こ
こ
で
も
愛
は
、
今
述
べ
た
超
越
性
の
故
に
、
愛
す
る
者
に
吸
収
さ
れ
ず
に
残
る
）
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
脱
す
べ

く
、
知
ら
な
い
も
の
を
愛
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
、
以
後
の
探
究
を
導
く
こ
と
に
な
る
、
い
わ
ば
主
知
主
義
的
と
も
欝
え
る
原
則
を
ア
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
導
入
す
る
。
そ
し
て
自
己
を
愛
す
る
者
は
、
自
分
を
知
っ
て
お
り
、
こ
の
知
を
愛
し
て
い
る
と
し
て
、
精
神
と
自
知
と
、

自
愛
の
三
つ
を
、
精
神
の
三
一
的
構
造
と
し
て
取
り
出
す
。

　
署
二
神
論
隔
の
第
十
巻
は
、
こ
の
自
知
の
本
性
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
ア
ル
ノ
ー
が
喜
び
を
持
っ
て
見
い
だ

し
た
デ
カ
ル
ト
と
の
類
似
性
も
現
れ
る
。

　
第
十
巻
で
は
、
精
神
の
自
知
の
本
性
の
探
究
の
た
め
に
、
知
ら
な
い
も
の
を
愛
す
る
と
言
う
場
合
に
も
働
い
て
い
る
知
を
考
察
し
て
ゆ
く
。

そ
の
場
合
に
ど
の
よ
う
な
知
が
働
い
て
い
る
か
に
応
じ
て
、
分
類
す
る
。
先
ず

　
　
1
　
類
に
お
い
て
知
っ
て
い
る
。
例
え
ば
正
し
い
人
一
般
に
つ
い
て
、
類
と
し
て
い
わ
ば
経
験
か
ら
知
っ
て
お
り
、
噂
で
正
し
い
と
言

　
　
　
わ
れ
る
人
を
こ
の
知
に
基
づ
い
て
愛
す
る
。

　
　
H
　
恒
久
的
理
法
の
形
相
（
。
。
葛
Φ
9
①
の
ω
①
ヨ
筥
8
ヨ
鋤
①
脱
9
賦
。
鼠
ω
〉
に
お
い
て
量
る
こ
と
を
知
り
、
愛
し
、
そ
れ
が
時
間
的
な
事
跡
に
表



　
　
　
出
さ
れ
て
い
る
の
を
経
験
し
賞
賛
す
る
人
を
信
じ
て
愛
す
る
。

　
　
皿
　
知
ら
な
い
単
語
を
知
ろ
う
と
す
る
時
の
よ
う
に
、
詣
る
知
っ
た
も
の
を
愛
し
、
そ
の
故
に
知
ら
な
い
言
葉
を
も
知
ろ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
N
　
知
る
こ
と
そ
の
こ
と
を
愛
し
、
無
知
を
埋
め
よ
う
と
す
る
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
は
、
自
己
自
身
で
な
い
何
か
を
知
ろ
う
と
求
め
る
場
合
に
は
当
て
は
ま
る
が
、
精
神
が
自
己
を
知
ろ
う
と
欲
す
る

場
合
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
す
る
。
「
我
々
が
挙
げ
た
事
例
は
、
自
分
自
身
で
は
な
い
何
か
を
知
ろ
う
と
す
る
人
々
の
場
合
で
あ
っ
て
、
精

神
が
自
分
を
知
ろ
う
と
欲
す
る
時
は
、
何
か
新
し
い
種
類
の
も
の
（
巴
δ
二
〇
α
8
羨
ヨ
α
q
①
霊
ω
）
が
現
れ
る
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
検
討
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
一
げ
一
山
こ
）
（
”
b
σ
”
㎝
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
予
感
し
つ
つ
、
自
知
に
お
い
て
見
い
だ
し
た
冷
し
い
種
類
の
知
と
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
精
神
が
自
ら
を
知
ろ
う
と
し
て
求
め
る
と
き
、
求
め
る
者
と
し
て
自
ら
を
既
に
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
ρ
轟
Φ
－

お
葺
①
ヨ
ω
Φ
笹
日
口
〇
三
四
）
。
だ
か
ら
既
に
自
ら
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
全
く
自
己
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
精
神
は
自

ら
を
知
ら
な
い
者
と
し
て
知
る
時
、
い
ず
れ
に
せ
よ
自
ら
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
自
ら
を
知
ら
な
い
と
精
神
が
知
ら
な

い
な
ら
、
知
ろ
う
と
し
て
自
ら
を
求
め
る
こ
と
も
な
い
。
だ
か
ら
自
ら
を
求
め
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
、
自
ら
が
自

ら
に
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
よ
り
、
自
ら
に
知
ら
れ
て
い
る
と
確
信
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
自
ら
を
知
ろ
う
と
し
て
求
め
て
い

る
時
、
自
ら
が
求
め
る
者
で
あ
り
、
知
ら
な
い
者
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
乞
。
＜
詳
①
離
冒
ω
①
ρ
轟
臼
Φ
簿
Φ
ヨ
簿
ρ
⊆
o
昌
Φ
ω
9
Φ
蓉
①
β

α
⊆
ヨ
。
・
Φ
ρ
鑓
①
潔
白
8
＜
⑦
魯
ご
（
巳
り
一
α
こ
U
（
”
ω
”
㎝
）
。
自
己
を
知
ら
ず
し
て
探
究
す
る
探
究
の
さ
な
か
に
知
ら
れ
て
く
る
自
知
、
無
知
の
知
と

も
言
う
べ
き
知
は
、
精
神
に
常
に
伴
う
類
の
知
で
あ
り
、
精
神
に
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
こ
れ
以
降
執
拗
に

問
題
に
す
る
の
は
、
こ
の
自
己
を
知
ら
ず
し
て
探
し
求
め
て
い
る
さ
な
か
に
知
ら
れ
て
く
る
自
知
の
本
性
で
あ
る
。
疑
い
の
さ
な
か
に
知
ら

れ
て
く
る
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
と
も
類
縁
性
を
持
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
自
己
知
に
お
い
て
は
、
自
己
を
知
っ
て
い
る
部
分
が
知
ら
な
い
部
分

を
探
究
の
対
象
と
す
る
の
で
は
な
い
。
精
神
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
分
割
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
で
は
何
と
言
う
べ
き
か
。
精
神
は
極
る

部
分
が
自
ら
を
知
り
、
重
る
部
分
は
知
ら
な
い
の
か
。
し
か
し
精
神
が
知
っ
て
い
る
も
の
を
、
精
神
が
全
体
で
知
る
の
で
は
な
い
な
ど
と
言

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

一一
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二

う
の
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
る
（
p
σ
ω
焉
笠
田
Φ
ω
田
野
。
霞
①
も
。
昌
紹
∋
8
欝
ヨ
ω
o
騨
①
ρ
爲
。
α
ω
o
陣
け
）
。
私
が
言
う
の
は
、
全
体
を
知
る
と
い
う
の

で
は
な
い
（
］
り
O
け
自
差
　
　
ω
O
一
叶
）
。
そ
う
で
は
な
く
、
精
神
が
知
っ
て
い
る
も
の
を
、
精
神
は
全
体
で
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
ρ
鎧
。
魅

ω
。
登
8
鼠
ω
葺
）
。
だ
か
ら
精
神
が
自
ら
に
つ
い
て
何
か
を
知
る
時
、
全
体
で
な
け
れ
ば
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
、
全
体
が
自
ら
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

し
て
知
る
の
で
あ
る
（
ρ
二
〇
鳥
三
二
8
鐙
昌
。
ロ
℃
o
滞
ω
戸
8
＄
ω
の
ω
o
ε
。
し
か
し
精
神
は
自
ら
が
何
か
を
知
っ
て
い
る
者
と
し
て
知
る
。
そ
し

て
何
か
を
知
る
の
は
、
全
体
と
し
て
の
精
神
で
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
自
ら
を
全
体
と
し
て
知
る
の
で
あ
る
（
ω
o
詳
雲
8
良
器

巴
5
⊆
置
ω
島
①
簿
⑩
塁
器
O
O
。
8
険
ρ
三
価
ρ
慈
ヨ
ω
0
凶
お
鉱
ω
一
8
け
P
ω
0
詳
ω
Φ
一
α
q
四
二
9
⇔
ヨ
）
」
（
凶
ぴ
一
日
こ
〉
ひ
心
》
①
）
。
こ
の
よ
う
に
精
神
の
全
体
性
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

｝
体
性
が
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
余
韻
を
も
っ
て
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
す
る
、
自
己
を
知
ら
な
い
自
己

を
知
る
と
い
う
分
裂
の
事
態
は
ど
の
よ
う
に
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
「
忘
却
に
お
け
る
知
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

う
興
味
深
い
心
理
現
象
に
、
読
者
の
注
意
を
む
け
さ
せ
る
。
「
次
い
で
精
神
は
自
ら
が
自
ら
に
よ
っ
て
未
だ
全
体
と
し
て
は
見
い
だ
さ
れ
て

い
な
い
と
知
っ
て
い
る
（
コ
O
＜
答
）
の
で
あ
る
か
ら
、
全
体
が
ど
れ
だ
け
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
不
在
の
も
の
を
探
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
丁
度
、
記
憶
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る
が
、
完
全
に
抜
け
落
ち
た
の
で
は
な
い
も
の
を
心
に
思
い
浮
か
べ
よ
う
と
求
め

る
時
に
、
よ
く
す
る
よ
う
な
具
合
に
で
あ
る
。
完
全
に
抜
け
落
ち
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
心
に
そ
れ
が
思
い
浮
か
ん
だ
時
、
求
め
て
い
た

も
の
は
こ
れ
だ
と
再
認
し
う
る
か
ら
で
あ
る
」
（
一
げ
一
匹
こ
）
〈
唖
心
”
①
）
。
そ
し
て
こ
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
、
以
後
の
探
究
の
導
き
の
糸
と

も
な
り
、
我
々
の
課
題
と
し
て
の
、
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト
」
に
と
っ
て
も
決
定
的
意
味
を
持
つ
、
ω
①
漏
。
ω
ω
①
と
ω
Φ
o
o
σ
q
罫
弩
Φ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

区
別
を
こ
こ
で
始
め
て
導
入
す
る
。
「
自
ら
を
知
ら
な
い
（
ぎ
昌
ω
①
き
ω
ω
①
）
と
い
う
の
と
、
自
ら
を
思
推
し
な
い
（
き
影
ω
①
o
o
α
q
碁
器
）
と

い
う
の
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
多
く
の
学
問
に
精
通
し
た
人
が
、
医
学
に
つ
い
て
今
思
惟
し
て
い
る
の
で
、
文
法
学
に
つ
い
て

思
惟
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
人
が
文
法
学
に
無
知
で
あ
る
と
は
我
々
は
言
わ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
二
つ
は
別
で
あ
る
が
、

情
愛
の
力
（
く
凶
ω
餌
ヨ
。
目
剛
ω
）
は
極
め
て
強
い
も
の
で
あ
っ
て
、
情
愛
を
も
っ
て
長
い
間
思
惟
し
、
関
心
の
と
り
も
ち
（
o
霞
器
α
q
鐸
心
霊
琶

に
よ
っ
て
執
心
し
た
も
の
を
自
ら
と
共
に
携
行
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
を
思
推
す
べ
く
自
ら
に
要
る
意
味
で
戻
っ
た
時
で
さ
え
も
そ
う



で
あ
る
」
（
瞠
り
一
側
こ
）
（
博
α
”
相
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
区
別
に
基
づ
き
、
常
に
存
す
る
自
知
を
顕
わ
に
す
べ
く
、
い
わ
ば
現
象
学
的
還

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

元
と
も
い
う
べ
き
思
惟
の
行
為
を
為
す
べ
き
こ
と
を
勧
め
る
。
「
だ
か
ら
精
神
が
、
自
己
自
身
を
知
れ
と
命
じ
ら
れ
る
時
、
自
分
か
ら
取
り

去
ら
れ
た
何
か
を
求
め
る
か
の
よ
う
に
、
自
ら
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
自
ら
に
付
加
さ
れ
た
も
の
を
除
去
す
べ
き
な

の
で
あ
る
（
鳥
Φ
霞
魯
p
叶
）
。
と
い
う
の
も
精
神
自
身
は
、
よ
り
内
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
明
ら
か
に
外
に
あ
る
感
覚
的
事
物
よ
り
内
的
で
あ
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
感
覚
的
事
物
の
表
象
よ
り
も
よ
り
内
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
象
は
、
獣
も
所
持
し
て
い
る
魂
の
部
分
に
存
す
る
。

勿
論
獣
は
精
神
に
固
有
の
知
性
を
欠
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
。
だ
か
ら
精
神
は
よ
り
内
的
で
あ
る
が
、
多
く
の
志
向
の
跡
（
く
①
ω
鉱
ひ
q
ご
ヨ

ぎ
審
コ
け
剛
。
票
ヨ
）
の
如
き
こ
う
し
た
表
象
の
中
へ
、
情
愛
の
想
い
を
差
し
入
れ
る
時
に
は
、
或
る
仕
方
で
自
己
自
身
か
ら
外
に
出
て
い
る
の

で
あ
る
（
曾
。
匿
白
石
＆
o
③
×
淳
p
・
ω
Φ
ヨ
Φ
け
首
ω
鋤
）
。
外
に
あ
る
物
体
的
事
物
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
間
に
、
そ
の
跡
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、

記
憶
に
い
わ
ば
刻
み
込
ま
れ
、
事
物
が
不
在
の
時
に
も
、
そ
の
表
象
が
、
思
念
す
る
人
に
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
己
自
身
を
知
る

が
よ
い
。
そ
し
て
ま
る
で
不
在
の
者
の
如
く
自
ら
を
求
め
る
な
。
そ
う
で
は
な
く
、
他
の
も
の
の
間
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
意
志
の
志
向
を
自

己
自
身
に
定
め
、
そ
し
て
自
ら
を
思
念
せ
よ
（
ω
①
　
O
O
ひ
q
一
樽
①
け
）
。
こ
う
し
て
精
神
は
、
自
ら
を
愛
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
一
度
と

し
て
自
ら
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
を
見
る
で
あ
ろ
う
」
（
聖
心
G
×
匂
。
。
し
H
）
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
自
知
を
獲
得
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
懐
疑
の
中
で
知
ら
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
の
確
実
性
と
最
も
親
近
な
次
の

よ
う
な
文
章
を
記
す
。
「
生
き
る
力
が
空
気
に
属
す
る
の
か
、
想
起
す
る
、
理
解
す
る
、
欲
す
る
、
思
惟
す
る
、
認
識
す
る
、
判
断
す
る
力

が
、
空
気
に
属
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
火
に
か
、
脳
に
か
、
血
に
か
、
原
子
に
か
、
そ
れ
と
も
言
い
慣
わ
さ
れ
た
四
元
素
以
外
の
、
第
五
の

何
か
し
ら
知
ら
ぬ
物
体
の
元
素
に
属
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
我
々
の
肉
体
の
集
合
体
、
或
い
は
そ
の
調
和
が
こ
う
し
た
働
き
を
可
能
に
し
て

い
る
の
か
、
人
間
は
誇
っ
て
き
た
。
そ
し
て
或
る
人
は
こ
れ
、
他
の
人
は
他
の
も
の
を
肯
定
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
。
し
か
し
自
ら
が
生
き

て
い
る
こ
と
、
想
起
し
、
理
解
し
、
欲
し
、
思
惟
し
、
認
識
し
、
判
断
す
る
こ
と
を
誰
が
疑
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
人
が
疑
う
と
し
て
も
、

生
き
て
い
る
。
も
し
ど
こ
か
ら
そ
の
疑
い
が
起
こ
る
の
か
を
い
ぶ
か
し
く
疑
う
な
ら
、
記
憶
を
持
っ
て
い
る
。
も
し
疑
う
な
ら
、
自
ら
が
疑

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

三
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っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
も
し
疑
う
な
ら
、
確
実
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
も
し
疑
う
な
ら
思
惟
し
て
い
る
（
餓
匹
⊆
玄
富
戸

o
o
ひ
q
津
簿
）
。
も
し
疑
う
な
ら
、
自
ら
が
知
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
も
し
疑
う
な
ら
、
自
ら
が
軽
率
に
同
意
す
べ
き
で
な
い
と
判
断
し

て
い
る
。
だ
か
ら
他
の
こ
と
に
つ
い
て
疑
う
も
の
は
、
こ
れ
ら
全
て
に
つ
い
て
は
疑
う
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
が
も
し
無
い
な
ら
、
如
何

な
る
事
物
に
つ
い
て
も
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
凶
三
倉
×
し
ρ
置
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
自
知
の
確
実
性
か
ら
精
神

の
本
性
を
導
き
だ
す
。
「
精
神
は
自
ら
を
探
究
す
る
と
き
で
も
自
ら
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
、
（
精
神
を
物
体
と
考
え
る
）
こ
れ
ら
す
べ
て
の

人
々
は
、
気
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
掌
る
も
の
の
実
体
が
知
ら
れ
な
い
問
は
、
そ

の
も
の
が
知
ら
れ
る
と
正
し
く
言
わ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
精
神
が
自
己
を
知
る
時
、
自
ら
の
実
体
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
自
ら
に
つ
い
て
確
実
で
あ
る
時
、
実
体
に
つ
い
て
確
実
な
の
で
あ
る
」
（
U
①
巳
コ
搾
簿
Φ
×
し
O
旨
O
）
。
こ
の
よ
う
な
自
知
に
基
づ
く
、
物
体

と
区
劉
さ
れ
た
精
神
の
実
体
性
の
主
張
は
、
ア
ル
ノ
ー
が
喜
ん
で
見
い
だ
し
た
と
言
う
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
主
張
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
第
九
巻
で
、
精
神
の
三
一
性
を
精
神
、
自
知
、
自
愛
と
し
た
が
、
こ
の
三
つ
は
本
質
的
に
関
係
概
念

と
し
て
あ
る
は
ず
な
の
に
、
知
と
愛
の
関
係
性
に
比
べ
て
、
第
一
の
精
神
は
事
物
そ
れ
自
体
を
表
わ
す
も
の
な
の
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

は
、
精
神
に
代
え
て
自
ら
の
記
憶
と
い
う
概
念
を
第
十
巻
の
終
わ
り
で
提
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
相
互
の
関
係
性
が
よ
り
明
瞭
に
な
る
の

で
あ
る
。
「
燗
甥
の
も
の
に
よ
っ
て
欄
別
の
も
の
が
把
握
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
個
別
の
も
の
に
よ
っ
て
全
体
が
把
握
さ
れ
る
。
と
い
う
の

も
私
は
、
自
ら
が
記
憶
と
知
解
と
意
志
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
そ
し
て
私
は
、
自
ら
を
知
解
し
、
欲
し
、
ま
た
記
憶
し
て

い
る
こ
と
を
知
解
し
て
い
る
（
日
済
①
蕪
α
q
o
ヨ
巴
再
Φ
霞
窃
q
①
厭
ρ
簿
く
亀
ρ
p
。
8
ド
δ
露
⑦
ヨ
一
鉱
ω
ω
①
）
。
そ
し
て
私
は
自
ら
が
欲
し
、
記
憶
し
、
知
解
す

る
こ
と
を
欲
し
て
お
り
（
〈
o
ざ
ヨ
Φ
〈
亀
ρ
簿
ヨ
①
ヨ
剛
鼠
の
ω
ρ
簿
圃
暮
景
お
①
お
）
、
私
の
記
憶
、
知
解
、
意
志
の
全
体
を
同
時
に
記
憶
し
て
い
る
」

（圃

ﾚ
ρ
×
し
押
ド
。
。
）
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
よ
う
に
こ
の
第
十
巻
で
、
精
神
に
と
っ
て
自
知
と
い
う
も
の
が
、
他
の
知
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
間
近
さ
で
、

精
神
に
深
く
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
デ
カ
ル
ト
と
岡
じ
よ
う
に
、
或
い
は
一
層
の
詳
細
さ
を
も
っ
て
記
述
し
た
。
し
か
し
ア
ウ
グ



ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
精
神
に
直
接
内
在
す
る
こ
の
自
知
を
コ
ギ
ト
と
い
う
言
葉
で
は
呼
ん
で
は
い
な
い
（
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
と
の
相
違
も
こ

う
し
た
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
る
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト
は
、
彼
の
自
知
に
関
す
る
深
い
問
題
意
識
の
中
で
、
特
別
な
言
葉
と
し
て

用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
自
知
と
は
、
自
分
を
知
ら
な
い
と
言
う
と
き
に
も

す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
精
神
そ
の
も
の
に
根
源
的
に
内
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
医
学
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
o
O
α
q
詳
。

か
ら
、
自
分
を
知
ら
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
常
に
存
す
る
知
で
あ
る
。
し
か
し
自
知
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
ら
が
現
に
知
る

と
い
う
現
在
性
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
が
コ
ギ
ト
の
現
在
性
で
あ
る
。
自
己
と
は
ま
さ
に
、
現
に
有
る
と
い
う
こ
と
な
し
に
は
、
意
味
を
な

さ
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
本
当
に
問
題
な
の
は
、
こ
の
精
神
そ
の
も
の
に
内
属
す
る
自
知
の
内

在
的
恒
常
的
本
性
と
、
現
に
今
意
識
的
活
動
と
し
て
な
す
o
O
α
q
津
○
と
の
関
係
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
自
分
が
直
面
す
る
困
難
な
問
題
を
第
十
巻
の
終
わ
り
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
我
々
は
精
神
そ
の
も
の
が
、
自

ら
の
記
憶
と
知
解
と
意
志
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
が
、
精
神
は
常
に
自
己
を
知
り
、
自
己
自
身
を
欲
し
て
い
る
こ
と

が
（
ω
Φ
ヨ
O
臼
ω
Φ
昌
。
ω
ω
Φ
ω
Φ
ヨ
℃
臼
ρ
器
ω
Φ
甘
匂
・
q
。
ヨ
く
亀
①
）
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
ま
た
常
に
自
ら
を
記
憶
し
、
常
に
自
ら
そ

の
も
の
を
知
解
し
、
愛
し
て
い
る
こ
と
（
ω
Φ
ヨ
需
「
ω
三
日
Φ
日
三
ω
ω
ρ
ω
Φ
筥
℃
Φ
お
器
ω
Φ
督
ω
⇔
ヨ
葺
Φ
∈
面
①
お
簿
餌
ヨ
碧
Φ
）
も
把
握
さ
れ
た
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
精
神
自
身
で
あ
る
も
の
を
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
か
ら
識
別
し
て
自
ら
を
常
に
思
念
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
o
o
コ

ω
①
ヨ
O
費
ω
①
o
o
α
q
ぎ
話
臼
ω
o
『
Φ
β
ヨ
魯
①
置
ρ
量
①
昌
8
ω
¢
暮
”
像
。
自
Φ
ω
け
）
。
こ
の
故
に
精
神
に
お
い
て
自
ら
の
記
憶
と
自
ら
の
知
解
と
は
判
別

し
が
た
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ま
る
で
こ
れ
ら
は
二
つ
で
な
く
、
一
つ
の
も
の
が
二
つ
の
語
彙
で
呼
ば
れ
て
い
る
如
く
で
あ
り
、
こ
う

し
て
こ
れ
ら
二
つ
が
極
め
て
密
着
し
、
し
か
も
一
方
が
他
方
に
時
間
的
に
先
行
す
る
の
で
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
よ
う
に
（
一
つ
で
あ
る

よ
う
に
）
見
え
る
の
で
あ
る
」
（
筐
鳥
‘
×
し
一
し
O
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
見
つ
め
て
い
る
の
は
、
精
神
の
内
奥
の
、
無
意
識
と
も
い
え
る

ほ
ど
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
自
知
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
深
い
と
こ
ろ
に
自
知
を
見
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
自
知
と
は
い
え
ず
、

自
ら
の
記
憶
と
の
み
言
え
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
現
代
風
に
い
え
ば
、
潜
在
意
識
で
あ
っ
て
、
意
識
と
し
て
の
自
知
と
は
異
な
る
と
す
べ

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

三
五
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き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
そ
れ
で
も
精
神
の
内
奥
に
お
い
て
自
ら
の
記
憶
と
自
知
を
区
別
し
よ
う
と

す
る
。
何
故
こ
の
区
別
を
な
お
潜
在
的
と
も
見
え
る
内
奥
に
お
い
て
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
は
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
な
い
。
三
一
神
論
的
意
図
か
ら
し
て
、
父
と
子
の
区
別
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
人
間
精
神
の
構
造
の
分

析
と
い
う
事
柄
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
自
ら
の
知
と
区
別
さ
れ
た
記
憶
と
し
て
こ
こ
で
言
わ
れ
て
考
え

ら
れ
て
い
る
の
は
、
現
在
と
し
て
の
知
に
先
立
っ
て
、
知
に
与
え
ら
れ
た
過
去
的
経
験
の
全
体
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
与
え
ら
れ
た
全
体
に

お
い
て
、
知
と
し
て
の
精
神
は
、
自
ら
が
「
有
る
」
と
い
う
こ
と
を
了
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
記
憶
」
は
精
神
と
し
て
の
知
の

出
所
で
あ
り
、
知
に
と
っ
て
常
に
先
な
る
も
の
で
あ
り
、
知
が
、
自
ら
の
根
拠
と
す
る
隠
さ
れ
た
場
で
あ
り
、
知
は
こ
の
先
立
ち
を
介
し
て

「
有
る
」
を
理
解
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
精
神
は
、
本
性
的
に
知
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
故
に
、
自
ら
の
「
有
る
」
が
顕
わ
に
な
る
場
が
、

記
憶
と
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
少
し
粗
雑
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
記
憶
は
、
知
に
対
し
て
先
立
ち
、
超
越
す
る
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

し
て
、
精
神
の
有
を
指
し
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
知
は
「
有
る
」
こ
と
に
つ
い
て
の
知
で
あ
り
、
有
は
知
に
先
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
精

神
の
最
も
内
奥
に
お
い
て
も
、
記
憶
と
知
解
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
考
え
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
筆

者
の
解
釈
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
『
三
一
神
論
』
の
残
り
の
五
巻
、
第
十
五
巻
ま
で
で
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
の

は
、
根
本
的
に
は
こ
の
二
つ
の
も
の
、
自
ら
の
記
憶
と
自
ら
の
知
解
と
の
区
別
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
区
別
の
問
題
の
中
で
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
8
α
q
謬
。
と
い
う
言
葉
に
独
特
の
意
味
を
込
め
て
、
考
察
し
て
行
く
。
そ
こ
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
独
自
の
コ
ギ
ト
理
解

が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
理
解
の
遅
い
人
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
と
第
十
「
巻
で
は
、
感
覚
と
感
覚
の
記
憶
に
お
け
る
三
…
性
を
取
り
出

す
。
つ
ま
り
感
覚
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
視
覚
で
い
え
ば
、
見
ら
れ
る
も
の
と
そ
の
視
覚
像
く
凶
牲
○
と
見
る
者
と
の
三
つ
が
あ
る
と
す
る
。



こ
の
像
は
事
物
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
と
き
に
は
、
事
物
そ
の
も
の
と
区
別
さ
れ
な
い
が
、
ま
ぶ
し
い
光
な
ど
を
見
れ
ば
、
光
が
消
え
て
も

そ
の
ま
ぶ
し
い
像
が
残
る
こ
と
か
ら
、
い
つ
も
像
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
言
う
（
U
Φ
三
画
け
9
。
8
×
漏
る
誌
）
。
事
物
の
記
憶
の

場
合
は
、
記
憶
の
う
ち
に
残
さ
れ
た
も
の
が
、
想
起
さ
れ
る
時
、
記
憶
の
底
に
潜
む
像
と
、
想
起
に
よ
っ
て
現
れ
る
像
と
想
起
す
る
者
と
の

三
つ
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
殊
に
、
第
二
番
め
の
要
素
と
し
て
の
像
≦
ω
δ
に
注
目
し
な
が
ら
、
第
十
四
巻
で
、
そ
う
し
た
感

覚
像
の
場
合
で
な
く
、
ま
さ
に
自
知
、
自
覚
と
し
て
の
o
o
ゆ
q
詳
。
の
場
合
を
入
念
に
考
察
し
て
ゆ
く
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
為
す
コ
ギ
ト
の
詳
細
な
考
察
の
前
に
、
o
o
ひ
q
沖
。
と
言
う
言
葉
の
語
源
に
関
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
説
明
を
、

『
告
白
』
の
中
か
ら
紹
介
し
て
お
く
。
第
十
巻
の
有
名
な
記
憶
に
つ
い
て
の
考
察
の
中
で
、
彼
は
語
源
的
考
察
を
為
す
。
「
そ
し
て
何
と
多

く
の
こ
う
し
た
も
の
を
私
の
記
憶
は
携
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
す
で
に
見
い
だ
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
手
許
に
置
か
れ
て
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
時
、
我
々
は
こ
れ
ら
を
学
ん
だ
、
知
っ
て
い
る
（
鳥
附
鳥
一
〇
一
ω
ω
Φ
　
①
け
　
瓢
O
ω
ω
Φ
　
鳥
駒
O
一
b
P
仁
居
）
と
言
わ
れ
る
。
と
こ
ろ

で
し
ば
ら
く
こ
れ
ら
を
思
い
起
こ
す
こ
と
を
し
な
い
で
い
る
と
、
再
び
埋
も
れ
、
い
わ
ば
は
る
か
に
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
没
し
去
り
、
あ
ら

た
め
て
い
わ
ば
何
か
新
し
い
も
の
を
考
え
る
如
く
、
そ
の
同
じ
と
こ
ろ
が
ら
考
え
出
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
実
際
こ
れ
ら
の
も
の
が
置
か

れ
る
場
所
は
、
記
憶
以
外
に
な
い
。
そ
し
て
知
ら
れ
う
る
た
め
に
は
、
再
び
集
め
（
O
O
α
q
興
Φ
）
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
い
わ
ば
填
る

種
の
分
散
か
ら
寄
せ
集
め
（
o
o
霞
鋤
q
興
Φ
）
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
o
o
ひ
q
謬
錠
Φ
と
言
わ
れ
る
。
即
ち
o
o
α
Q
o
と
o
o
ぴ
q
淳
。
の
関
係
は
、

曽
α
q
o
と
”
α
q
謬
。
、
融
。
δ
と
♂
o
蜂
。
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
精
神
餌
三
白
拐
が
こ
の
言
葉
を
独
り
占
め
し
た
た
め
、
他
の
と
こ

ろ
で
な
く
、
た
だ
精
神
に
お
い
て
寄
せ
集
め
ヶ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
o
o
σ
q
興
Φ
さ
れ
る
も
の
だ
け
が
、
も
っ
ぱ
ら
o
o
伊
q
津
。
と
言
わ
れ
る
」

（
O
o
曵
Φ
ω
ω
δ
器
ω
×
し
把
H
。
。
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
p
ひ
q
o
の
強
め
で
あ
る
鋤
α
q
沖
。
、
貯
9
0
の
強
め
で
あ
る
賦
。
簿
。
の
例
の
如
く
、
集

め
る
と
い
う
意
味
で
の
o
o
σ
q
o
の
強
め
が
o
o
σ
q
陣
。
で
あ
る
と
し
、
し
か
も
精
神
に
お
い
て
、
記
憶
の
う
ち
に
散
乱
し
て
い
る
も
の
を
集
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

る
こ
と
だ
け
が
o
o
α
q
詳
。
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
こ
れ
は
ヴ
ァ
ロ
に
典
拠
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
語
源
的
考
察
を
行
っ

て
い
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

三
七
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三
入

　
さ
て
語
源
的
考
察
を
踏
ま
え
て
、
本
題
に
戻
る
こ
と
に
す
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
次
の
よ
う
に
o
o
ひ
q
凶
8
の
力
、
そ
の
重
要
性
を
指

摘
す
る
。
「
し
か
し
思
惟
の
力
（
o
o
ひ
q
冨
叶
δ
巳
ω
≦
ω
）
は
き
わ
め
て
大
い
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
も
し
精
神
が
自
ら
を
思
惟
し
て
い
る
間
で

な
け
れ
ば
、
精
神
自
身
も
自
ら
を
或
る
意
味
で
、
自
ら
の
視
野
の
う
ち
に
（
一
昌
　
O
O
コ
ω
℃
Φ
O
け
二
　
ω
二
〇
）
置
く
こ
と
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
だ
か

ら
そ
れ
に
つ
い
て
思
惟
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
何
も
の
も
精
神
の
視
野
の
う
ち
に
は
な
い
の
で
あ
り
、
思
惟
さ
れ
る
も
の
が
何
で
あ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
る
精
神
そ
の
も
の
も
、
自
ら
自
身
を
留
意
す
る
以
外
の
仕
方
で
は
、
自
ら
の
視
野
の
う
ち
に
有
り
え
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
精
神
は
自
ら
を
思
惟
し
て
い
な
い
時
、
自
ら
の
視
野
に
ど
う
し
て
な
い
の
か
、
私
に
は
理
解
し
え
な
い
。
精
神
は
自
ら
自
身
な

し
に
は
決
し
て
有
り
得
な
い
の
に
。
こ
れ
で
は
ま
る
で
、
精
神
自
身
と
精
神
の
視
野
と
が
甥
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
肉
体

の
眼
に
関
し
て
は
、
不
合
理
で
な
く
荷
わ
れ
る
。
眼
自
身
は
肉
体
に
定
め
ら
れ
た
自
ら
の
場
所
に
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
眼
差
し

（
Q
ω
O
Φ
O
け
二
ω
）
は
、
外
に
あ
る
も
の
に
向
け
ら
れ
て
の
び
て
お
り
、
星
に
さ
え
向
か
っ
て
い
く
。
ま
た
眼
は
自
ら
の
視
野
の
う
ち
に
は
な
い
。

眼
は
確
か
に
、
対
置
さ
れ
た
鏡
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
、
白
ら
を
怠
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ

う
し
た
こ
と
は
、
精
神
が
思
惟
に
よ
っ
て
自
ら
を
、
自
ら
の
視
野
に
定
め
る
と
き
に
起
こ
る
こ
と
で
は
な
い
。
…
…
こ
う
し
て
残
る
の
は
、

精
神
の
視
野
と
は
、
精
神
そ
の
も
の
の
本
性
に
属
す
る
変
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
精
神
が
自
ら
を
思
惟
す
る
と
き
、

場
所
的
間
隔
を
通
し
て
の
如
く
で
な
く
、
非
物
体
的
な
身
の
向
き
換
え
（
一
コ
O
O
「
唱
O
「
①
Q
　
O
O
コ
〈
①
『
ω
一
〇
）
に
よ
っ
て
、
精
神
へ
と
呼
び
返
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
ら
を
思
惟
し
な
い
時
は
、
確
か
に
精
神
は
自
ら
の
視
野
の
う
ち
に
な
く
、
か
の
精
神
に
つ
い
て
の
自
ら
の
眼
差
し

も
形
成
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
自
ら
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
自
ら
が
自
ら
に
と
っ
て
自
ら
の
記
憶
で
あ
る

か
の
如
く
に
で
あ
る
（
雲
門
ρ
轟
ヨ
ε
ω
働
ω
置
ω
蕉
露
Φ
筥
。
ユ
四
ω
三
）
」
（
》
¢
讐
ω
け
ぎ
＝
ρ
U
①
葺
鉱
＄
9
×
H
＜
”
◎
。
。
）
。
筆
者
は
こ
の
箇
所
が
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
o
o
σ
Q
謬
。
に
つ
い
て
語
っ
た
最
も
重
要
で
、
そ
の
核
・
1
9
に
迫
っ
た
記
述
だ
と
考
え
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
人
間
存

在
、
人
間
精
神
に
と
っ
て
の
o
o
σ
q
ぎ
の
極
め
て
重
要
な
意
義
を
認
め
る
。
o
o
臓
8
に
よ
っ
て
始
め
て
事
物
が
自
ら
の
視
野
に
入
っ
て
く
る
。

考
え
な
い
な
ら
、
何
も
の
も
視
野
に
入
ら
ず
、
現
れ
な
い
。
自
己
の
場
合
も
同
じ
で
、
o
o
蝕
8
し
な
い
な
ら
、
自
ら
が
自
ら
に
現
れ
な
い
。



し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
精
神
が
o
o
α
Q
津
。
し
な
い
場
合
も
、
精
神
は
自
ら
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
考
察
に

お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
を
困
難
に
し
て
い
る
の
は
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
、
し
ば
し
ば
見
る
と
い
う
視
覚
の
モ
デ
ル
で
表
象
す
る
こ

と
で
あ
る
。
通
常
の
物
体
認
識
は
そ
れ
で
済
む
と
し
て
も
、
精
神
の
自
知
ま
で
も
、
こ
の
視
覚
の
モ
デ
ル
を
適
用
し
て
は
、
事
態
を
十
分
適

当
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
考
え
る
。
自
知
と
は
、
鏡
で
自
分
を
見
る
よ
う
な
こ
と
と
は
異
な
る
。
さ
ら
に

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
精
神
と
精
神
の
視
野
と
は
別
で
は
な
い
と
言
う
。
こ
れ
は
重
要
な
言
明
で
あ
る
。
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
精
神
と
は
ま
さ
に
精
神
的
に
見
る
こ
と
で
あ
り
（
勿
論
比
喩
的
な
言
い
方
で
し
か
な
い
が
）
、
精
神
と
は
考
え
る
こ

と
そ
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
デ
カ
ル
ト
の
o
o
α
q
障
。
興
ひ
q
o
ω
鼠
毛
に
も
相
当
す
る
命
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
の

塊
の
よ
う
に
、
眼
の
前
に
有
る
の
で
は
な
く
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
の
み
あ
ら
わ
に
な
る
「
有
る
」
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
、
o
O
ひ
q
騨
。
と
い
う
現
在
的
自
覚
の
み
を
精
神
の
知
と
は
考
え
な
い
。
精
神
と
は
知
る
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
唯
一
内
容
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
が
考
え
た
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
現
在
的
に
意
識
し
な
い
と
し
て
も
、
自
知
は
あ
る
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
言

う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
引
用
し
た
文
の
最
後
に
印
象
深
く
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
知
は
、
自
ら
が
自
ら
に
と
っ
て
、
自
ら
の
記
憶

で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
の
知
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
第
十
巻
で
、
精
神
に
代
え
て
記
憶
を
も
ち
だ
し
た
の
も
、

精
神
を
徹
底
し
て
、
知
の
リ
ア
リ
テ
ィ
、
こ
の
場
合
は
隠
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
な
お
知
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
把
え
る
為
だ
っ
た
。
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
o
o
α
q
津
。
と
は
、
精
神
的
な
意
味
で
、
見
る
こ
と
で
あ
り
、
事
柄
が
あ
ら
わ
に
な
る
こ
と
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、

自
己
が
見
え
、
あ
ら
わ
に
な
る
と
は
、
鏡
の
中
に
見
え
、
現
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
と
注
意
し
た
。
そ
う
で
は
な
く
一
つ
の
振
り
返
り

で
あ
り
、
非
物
体
的
な
身
の
向
き
換
え
（
一
⇒
O
O
「
O
O
『
Φ
鋤
　
O
O
瓢
く
Φ
鴎
ω
囲
O
）
で
あ
る
と
合
う
。
こ
の
こ
と
が
如
何
な
る
こ
と
な
の
か
が
問
題
な
の

で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
精
神
が
自
己
を
知
る
の
は
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
も
の
が
眼
の
前
に
現
れ
、
そ
の
も
の
を
今
始
め
て

認
識
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
い
と
言
う
。
「
そ
れ
故
精
神
は
思
惟
に
よ
っ
て
自
ら
を
洞
見
す
る
（
ω
Φ
。
o
厨
且
。
ε
時
、
自
ら
を
知
解

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

三
九
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四
〇

し
（
貯
酔
Φ
録
ひ
q
沖
ω
①
）
、
再
認
識
す
る
（
誘
o
o
α
q
8
ω
葺
）
。
だ
か
ら
こ
の
知
解
と
自
己
の
認
識
（
o
o
α
q
コ
凶
賦
§
Φ
ヨ
ω
ロ
鋤
ヨ
）
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

確
か
に
非
物
体
的
事
物
が
知
解
さ
れ
、
洞
見
さ
れ
る
の
で
あ
り
（
ヨ
8
壱
。
お
鉱
葺
巴
①
o
鐙
0
2
ω
豆
。
ぎ
『
）
、
知
解
し
、
認
識
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
精
神
が
思
惟
し
つ
つ
自
ら
を
知
解
さ
れ
た
も
の
と
洞
見
す
る
時
、
自
ら
の
知
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
ら
に
と
っ
て
以
前

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
如
く
に
で
は
な
く
、
記
憶
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
た
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
如
く
に
自
ら
に
知
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
」
（
圃
ぴ
一
山
己
〉
（
圃
～
「
－
①
”
Q
Q
）
。
思
惟
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
蒔
、
以
前
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
の
如
く
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
知
っ
て

い
た
も
の
と
し
て
自
己
が
知
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
第
十
四
巻
で
の
目
標
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で

も
デ
カ
ル
ト
と
の
相
違
が
示
さ
れ
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
コ
ギ
ト
は
そ
の
明
証
な
る
現
在
に
集
中
す
る
。
そ
れ
以
外
の
過
去
も
未
来

も
疑
わ
し
い
暗
が
り
で
あ
り
、
コ
ギ
ト
の
現
在
と
は
質
的
に
断
絶
し
て
い
る
。
彼
の
瞬
間
の
連
続
的
創
造
説
は
そ
れ
を
補
強
し
て
、
各
瞬
間

が
い
わ
ば
新
た
な
創
造
で
あ
り
、
各
瞬
間
は
切
り
離
さ
れ
、
独
立
し
た
様
相
を
持
つ
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
に
し
て
瞬
間
に
お
い
て
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

の
持
続
を
無
視
し
た
か
っ
た
の
で
あ
り
、
現
在
の
明
証
性
を
時
間
の
暗
が
り
か
ら
切
り
離
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
、

有
名
な
㎎
告
白
』
の
蒔
再
論
に
お
い
て
、
時
間
を
瞬
間
に
切
り
離
す
作
業
を
す
る
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
こ
か
ら
、
現
在
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
魂
の
広
が
り
（
α
圃
の
酔
Φ
欝
酔
一
〇
鋤
コ
｛
∋
圃
）
と
し
て
の
持
続
を
獲
得
し
て
い
る
。
精
神
の
三
一
性
に
お
け
る
o
o
ひ
q
搾
。
の
考

察
で
問
題
に
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
現
在
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
る
広
が
り
、
奥
行
き
の
問
題
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
第
十
巻
の
終
わ
り
で
挙
げ
た
問
題
を
言
葉
そ
の
ま
ま
に
繰
り
返
し
な
が
ら
、
探
究
の
方
向
を
定
め
る
。
「
精
神
は
、

常
に
自
ら
を
記
憶
し
、
常
に
自
ら
自
身
を
知
解
し
、
愛
す
る
が
、
常
に
自
ら
を
思
惟
し
て
、
精
神
自
身
で
あ
る
も
の
を
そ
う
で
な
い
も
の
か

ら
識
別
す
る
こ
と
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
第
十
巻
の
終
わ
り
近
く
で
述
べ
た
。
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
知
解
（
剛
簿
①
憎

一
①
o
霞
ω
）
が
如
何
な
る
仕
方
で
思
惟
（
o
o
¢
q
凶
＄
け
一
〇
）
に
属
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
精
神
の
内
に
あ
る
も
の
の
知
（
8
叶
三
鋤
）

は
、
そ
れ
に
つ
い
て
思
惟
さ
れ
な
い
と
き
で
も
、
記
憶
に
は
属
す
る
と
尋
爾
わ
れ
る
。
も
し
事
態
が
そ
の
よ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
自
ら
を
記

憶
し
、
自
ら
を
知
解
し
、
愛
す
る
と
い
う
三
つ
を
、
精
神
は
所
持
し
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
自
ら
を
記
憶
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
後
に
自
ら



を
思
念
し
始
め
た
そ
の
時
に
、
自
ら
を
知
解
し
（
ω
Φ
凶
づ
け
①
一
一
①
×
一
け
）
、
愛
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
」
（
筐
山
‘
×
H
＜
”
伊
㊤
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が

問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
存
在
し
始
め
て
以
来
あ
る
と
す
る
自
知
は
、
現
在
活
動
的
な
o
o
伽
q
ぎ
を
し
ょ
う
が
、
し
ま
い
が
常
に
奥
底
に
あ

る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
知
と
い
う
よ
り
、
記
憶
、
潜
在
的
知
に
属
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
現
在
能
動
的
な
知
o
o
α
q
障
。
が

働
い
た
時
に
始
め
て
、
自
ら
の
知
解
が
生
じ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
困
難
な

問
題
は
、
コ
ギ
ト
に
お
い
て
始
め
て
自
知
が
生
じ
る
と
考
え
る
と
、
こ
の
自
知
は
偶
成
的
な
も
の
と
な
り
、
精
神
の
自
知
に
と
っ
て
核
心
と

な
る
も
の
、
自
知
の
根
源
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
精
神
が
自
己
を
自
覚
す
る
時
、
そ
の
自
覚

は
、
今
始
め
て
自
己
を
知
っ
た
と
い
う
の
で
な
く
、
既
に
い
つ
も
知
っ
て
い
た
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
事
を
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
は
存
在
し
始
め
て
以
来
続
く
自
知
と
い
う
の
で
あ
る
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
探
究
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
魂
の
不
滅
性
の
新
し
い

解
明
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ギ
リ
シ
ア
の
理
解
と
は
異
な
り
、
時
間
の
う
ち
に
始
ま
り
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
魂
の
、
存
在
し
始
め
て
以
来
の
不

　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

滅
性
の
問
題
で
あ
る
）
。
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
感
覚
、
記
憶
像
の
三
一
性
の
考
察
か
ら
得
た
成
果
を
自
知
に
も
適
用
し
て
い
く
。
「
こ
の

こ
と
か
ら
教
え
ら
れ
る
の
は
、
我
々
に
と
っ
て
精
神
の
内
奥
の
隠
さ
れ
た
所
に
或
る
事
物
の
知
（
8
蜂
凶
鋤
）
が
存
し
、
そ
れ
が
思
惟
さ
れ
る

（
o
o
α
q
融
雪
霞
）
時
に
、
徴
る
仕
方
で
中
央
に
進
み
出
て
き
て
、
精
神
の
視
野
の
内
に
い
わ
ば
よ
り
明
瞭
に
据
え
ら
れ
る
（
巷
2
江
ロ
ω
0
8
－

ω
蜂
色
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
精
神
そ
の
も
の
は
、
自
ら
を
記
憶
し
、
知
解
し
、
愛
し
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
す
（
ぎ
く
Φ
巳
け
）
。
他
の
も
の

を
思
惟
し
て
い
て
、
自
ら
に
つ
い
て
は
思
惟
し
て
い
な
い
と
し
て
も
で
あ
る
」
（
陣
び
一
〇
こ
）
（
H
～
♪
刈
》
Φ
）
。
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、

o
o
ぴ
q
淳
。
の
役
割
を
、
す
で
に
あ
る
自
ら
の
記
憶
、
自
知
、
自
愛
を
発
墨
す
る
こ
と
と
し
て
取
り
出
す
。
常
に
あ
る
自
ら
の
記
憶
と
自
知
と

自
愛
を
再
認
す
る
（
『
①
O
O
M
四
郎
O
ω
O
①
噌
①
）
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
o
o
α
q
詳
。
に
よ
っ
て
、
始
め
て
精
神
の
自
知
が
起
こ
る

の
で
は
な
い
。
精
神
は
よ
り
深
い
所
で
、
自
知
を
す
で
に
、
自
ら
の
記
憶
、
自
愛
と
共
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
り
内
奥
の
一
三

性
は
、
潜
在
的
な
も
の
と
し
て
記
憶
の
み
に
属
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
自
身
、
記
憶
と
知
解
の
区
別
を
も
っ
て
お
り
、
8
ひ
q
淳
。
は
、

こ
の
区
別
を
明
瞭
に
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
精
神
の
三
一
性
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
自
ら
の
考
察
を
、
次
の
よ
う
に
ま
と

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

四
一
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四
二

め
る
。
「
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
想
起
す
る
精
神
の
よ
り
内
的
な
記
憶
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
知
解
す
る
よ
り
内
的
な
知
解
、
そ
れ
に
よ

っ
て
自
ら
を
愛
す
る
よ
り
内
的
な
意
志
に
、
我
々
が
眼
を
向
け
る
な
ら
、
こ
れ
ら
三
つ
は
常
に
同
時
に
在
り
、
存
在
し
始
め
て
よ
り
、
思
惟

し
よ
う
（
8
0
q
冨
邑
と
、
し
ま
い
と
、
常
に
同
時
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
か
の
　
属
性
の
似
像
は
、
唯
記
憶
に
の
み
属
す
る
よ

う
に
見
え
よ
う
。
し
か
し
そ
こ
で
は
言
葉
（
〈
Φ
吾
β
∋
）
は
、
思
惟
（
o
o
σ
q
津
曽
瓢
○
）
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
（
と
い
う
の
も
、

い
か
な
る
民
族
の
言
語
に
も
属
さ
な
い
よ
り
内
的
な
評
語
に
よ
っ
て
に
も
せ
よ
、
我
々
が
語
る
す
べ
て
を
我
々
は
思
惟
す
る
か
ら
で
あ
る
）
、
記

憶
、
知
解
、
愛
と
い
う
か
の
三
つ
の
も
の
の
内
に
、
神
の
似
像
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
今
や
知
解
と
私
が
飼
う
の
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
我
々
が
思
惟
し
な
が
ら
知
解
す
る
も
の
（
ぎ
け
①
≡
ひ
q
葺
け
冨
β
ρ
¢
餌
ぎ
け
①
長
α
q
無
二
ω
o
o
α
q
討
議
Φ
ω
）
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
記
憶
に

現
存
し
て
い
た
が
、
思
惟
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
、
再
び
見
い
だ
さ
れ
、
我
々
の
思
惟
が
形
成
さ
れ
る
時
の
知
解
で
あ
る
」
（
剛
び
藁
噂
×
H
＜
噂
8

H
O
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
精
神
が
存
在
し
始
め
て
以
来
常
に
あ
る
、
よ
り
内
的
な
三
一
性
の
う
ち
に
神
の
似
像
を
認
め
る
。
こ
れ
は

我
々
が
o
o
σ
q
詳
。
し
ょ
う
と
し
ま
い
と
、
そ
れ
に
関
わ
り
な
く
、
常
に
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
そ
れ
を
o
o
ゆ
q
謬
。
に
よ

っ
て
あ
ら
わ
に
し
、
発
冤
す
る
の
だ
と
言
う
。
こ
の
す
で
に
あ
る
記
憶
と
知
解
の
区
別
が
o
o
ひ
q
犀
。
に
よ
っ
て
、
よ
り
鋭
く
切
り
出
さ
れ
、

明
瞭
化
さ
れ
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
真
の
意
味
で
言
葉
と
さ
れ
る
と
い
う
。
人
は
こ
の
o
o
ぴ
q
謬
。
に
お
い
て
、
自
ら
の
記
憶
と
自
ら
の
知

解
の
明
瞭
な
華
燭
に
立
つ
。
コ
ギ
ト
に
よ
っ
て
始
め
て
自
己
を
知
る
の
で
な
く
、
常
に
自
己
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
、
し
か

も
こ
の
常
な
る
自
知
は
、
そ
れ
自
身
、
記
憶
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
い
う
二
次
性
を
持
ち
、
知
に
先
立
つ
も
の
か
ら
生
じ
て
い
る
と
の
自
覚

な
の
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
に
お
い
て
自
ら
が
既
に
有
る
自
ら
の
「
有
」
が
明
瞭
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
有
」
が
人
間
に
と
っ

て
、
そ
の
有
限
性
の
ま
ま
に
透
明
に
、
明
瞭
に
見
え
て
く
る
こ
と
で
あ
る
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
記
憶
と
知
は
神
の
、
父
と
子
の

関
係
に
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
神
に
お
い
て
も
、
有
は
知
に
先
立
ち
、
し
か
も
父
と
子
が
等
し
い
よ
う
に
等
し
い
V
。

　
と
こ
ろ
で
今
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
、
内
奥
の
常
に
あ
る
第
一
の
三
一
性
と
は
別
の
、
o
o
α
q
詳
。
に
よ
る
新
た

な
第
二
の
三
一
性
の
成
立
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
考
え
て
い
た
と
す
る
説
、
三
一
性
の
二
重
化
（
鳥
価
α
〇
二
げ
一
①
ヨ
①
陶
酔
）
と
い
う
解
釈
が
有



力
で
あ
る
。
「
第
一
の
三
一
性
に
お
い
て
は
、
魂
は
実
際
弱
く
、
暗
闇
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
愛
は
、
歪
み
、
魂
を
統
一
す
る
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
分
裂
さ
せ
る
。
そ
の
記
憶
は
ま
ど
ろ
み
、
自
ら
の
由
来
も
思
い
出
さ
な
い
。
三
つ
の
能
力
は
そ
こ
に
あ
る
が
、
原
初
の

状
態
に
あ
り
、
記
憶
と
い
う
要
素
に
混
然
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
未
だ
形
相
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
要
素
で
あ
り
、
覆
わ
れ
た
似
像
で
あ
る
。

心
を
知
る
賢
者
が
愛
を
刺
激
し
、
知
性
を
照
ら
し
、
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
な
ら
ば
、
魂
が
自
己
に
対
し
て
現
前
し
て
い
る
三
一
的
な
記
憶
は
、

第
二
の
三
一
性
の
第
一
の
項
に
な
り
、
自
ら
の
思
惟
を
生
み
だ
し
、
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
項
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
真
に
共
通
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

統
一
的
な
愛
に
よ
っ
て
、
こ
の
思
惟
と
結
び
あ
わ
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
」
。
こ
う
し
た
解
釈
の
根
本
的
誤
解
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
言

う
存
在
し
始
め
て
以
来
、
常
に
存
す
る
三
一
性
を
、
近
代
的
な
潜
在
意
識
の
ご
と
く
解
し
、
そ
れ
と
は
別
に
意
識
の
三
一
性
を
考
え
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
苦
心
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
二
つ
を
別
に
し
て
、
魂
の
自
知
を
偶
成
化
す
る
こ
と
な
く
、
し
か

も
o
o
ひ
q
淳
。
の
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
8
ぴ
Q
淳
。
は
、
す
で
に
あ
る
自
知
を

見
い
だ
し
、
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
記
憶
と
の
区
別
を
内
部
か
ら
明
瞭
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
別
の

三
】
性
を
創
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

五

　
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
o
o
α
q
搾
。
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
、
真
の
意
味
で
の
言
葉
の
誕
生
で
あ
り
、
成
立
だ
と
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
記
憶
の
内
に
隠
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
も
う
一
度
想
い
起
こ
さ
れ
、

思
念
さ
れ
る
こ
と
を
、
真
の
意
味
で
の
、
語
り
、
言
葉
と
し
て
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
思
惟
o
o
ぴ
q
謬
。
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
断
書
の
誕
生
と
し
て
第
十
五
巻
で
考
察
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
コ
ギ
ト
に
関
し
て
こ
の
書
で

為
し
た
、
最
後
の
考
察
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
背
景
に
は
、
永
遠
の
父
な
る
神
か
ら
、
永
遠
の
子
が
誕
生
す
る
こ
と
を
、
子
な
る
言
葉
の
永
遠

の
誕
生
と
考
え
る
、
神
学
的
ロ
ゴ
ス
論
が
あ
る
が
、
事
柄
と
し
て
は
、
入
間
の
言
葉
、
判
断
の
成
立
の
問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

四
三
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
恐
ら
く
現
代
の
言
語
哲
学
者
が
厳
し
く
批
判
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
具
体
的
言
語

以
前
、
音
声
警
語
以
前
の
内
的
言
語
と
い
う
考
え
の
源
泉
の
一
つ
で
あ
る
（
し
か
し
例
え
ば
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
言
葉
の
意
味
を
内

面
の
表
象
と
考
え
る
の
を
批
判
し
た
の
は
、
こ
れ
を
の
み
意
味
と
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
で
あ
り
、
こ
の
考
え
が
細
蟹
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は

　
　
　
（
3
8
）

な
い
と
思
う
）
。
「
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
覚
知
さ
れ
、
（
疑
い
え
な
い
生
の
白
覚
な
ど
）
あ
る
い
は
身
体
的
感
覚
に
よ
っ
て
覚
知
さ
れ
、
或
い
は

他
人
の
証
言
に
よ
っ
て
覚
知
さ
れ
て
人
間
の
精
神
が
知
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
記
憶
の
蔵
に
納
め
ら
れ
保
持
さ
れ
る
。
そ
し
て
我
々
が
知
っ

て
い
る
も
の
を
語
る
時
、
こ
の
記
憶
の
蔵
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
、
真
の
言
葉
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
こ
の
言
葉
は
あ
ら
ゆ
る
音
声
以
前
の
、

あ
ら
ゆ
る
音
声
に
よ
る
思
考
以
前
の
雷
葉
で
あ
る
。
こ
の
時
、
　
茜
葉
は
知
ら
れ
た
事
物
に
最
も
似
て
い
る
。
こ
の
知
ら
れ
た
事
物
か
ら
、
事

物
の
墨
壷
も
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
知
の
視
像
（
＜
凶
ω
凶
O
　
ω
O
圃
Φ
P
け
凶
簿
①
）
か
ら
思
惟
の
視
像
（
〈
芭
o
o
o
ひ
q
ぎ
無
○
臥
ω
）
が
生
ま
れ
る

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
如
何
な
る
雷
語
の
雷
葉
で
も
な
い
。
真
な
る
事
物
か
ら
生
ま
れ
た
真
な
る
譲
葉
で
あ
り
、
自
分
の
も
の
を
持
た
ず
、
そ

こ
か
ら
生
ま
れ
た
か
の
知
に
全
て
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
量
山
‘
×
＜
L
卜
。
る
・
。
）
。
言
葉
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
一
般
に
、
記
憶
の
内

に
あ
る
知
が
も
う
一
度
意
識
の
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
言
う
。
こ
の
時
に
醤
断
が
生
ま
れ
る
の
で

あ
り
、
す
で
に
あ
る
知
が
、
意
識
化
さ
れ
、
明
瞭
化
さ
れ
て
、
そ
う
だ
、
ち
が
う
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
る
と
考
え
る
。
言
葉
が
そ
の
よ
う

に
す
で
に
知
っ
て
い
る
こ
と
を
o
o
ぴ
q
謬
。
に
よ
っ
て
も
う
一
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
定
義
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
垂
葉
の

定
義
は
通
常
の
言
葉
の
理
解
と
は
違
っ
て
く
る
。
我
々
は
塞
当
に
は
知
ら
な
い
こ
と
を
も
語
っ
て
い
る
。
「
我
々
の
言
葉
は
、
我
々
の
知

（
ω
O
協
Φ
嵩
け
一
P
）
か
ら
の
み
生
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
知
ら
な
い
多
く
の
こ
と
さ
え
我
々
は
語
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
う
し
た
こ
と

を
疑
い
も
せ
ず
、
む
し
ろ
真
で
あ
る
と
思
っ
て
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
も
し
真
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
我
々
が
語
る
事
物
そ

の
も
の
に
お
い
て
真
な
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
言
葉
に
お
い
て
真
な
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
言
葉
が
真
で
あ
る
の
は
、
知
ら
れ
て
い
る

事
物
か
ら
言
葉
が
生
ま
れ
る
場
合
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
我
々
の
言
葉
が
偽
で
あ
る
の
は
、
欺
く
場
合
で
は
な

く
、
欺
か
れ
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
が
疑
う
場
合
、
そ
れ
に
つ
い
て
疑
っ
て
い
る
事
物
に
つ
い
て
は
未
だ
雷
葉
は
な
い
。
そ
う
で
は



な
く
疑
い
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
言
葉
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
に
つ
い
て
疑
っ
て
い
る
も
の
が
真
な
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
、
我
々
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
我
々
が
疑
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
こ
と
を
言
う
時
、
そ
の

言
葉
は
真
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
知
っ
て
い
る
こ
と
を
雷
う
か
ら
で
あ
る
」
（
U
Φ
巳
猷
霊
8
×
＜
し
㎝
る
蒔
）
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な

言
葉
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
理
解
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
経
験
と
判
断
』
の
中
で
、
命
題
判
断
の
成
立
に
関
し
て
分
析
し
て
い

る
こ
と
と
構
造
的
に
よ
く
似
て
い
る
と
思
う
。
「
解
明
実
体
（
国
×
9
惹
瓜
。
コ
ω
ω
二
げ
ω
嘗
9
什
）
が
主
語
に
な
り
、
解
明
項
（
国
×
o
罫
鉾
④
）
が
述

語
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
う
る
の
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
だ
け
で
あ
る
、
つ
ま
り
受
容
的
能
動
性
の
内
部
に
お
い
て
、
受
動
的
に
、
す

で
に
解
明
の
過
程
で
前
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
下
る
意
味
で
隠
さ
れ
た
統
一
へ
（
N
悪
く
Φ
吾
。
嶺
駅
亭
田
島
Φ
＃
）
、
眼
差
し
が
振
り
向
く

（
N
口
醜
鶴
O
評
≦
Φ
昌
α
Φ
跡
）
と
い
う
よ
う
に
し
て
で
あ
り
、
把
握
し
つ
つ
こ
の
統
一
へ
身
を
向
け
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
態
度
を
変
え
て
過
程
を
繰

り
返
す
こ
と
（
鼠
①
α
Φ
昏
。
一
Φ
昌
）
、
受
動
的
総
合
か
ら
脱
し
て
能
動
的
総
合
を
為
す
と
い
う
よ
う
に
し
て
で
あ
る
」
（
中
頃
諺
ω
Φ
鎚
円
臥
曽
町
琶
α
q

彰
◎
d
鳥
Φ
芦
婆
心
ヨ
σ
自
α
q
お
刈
卜
⊃
M
ω
』
麟
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
雷
葉
の
誕
生
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
い
る
の
も
、
こ
の
す
で
に
隠
さ
れ
た

仕
方
で
記
憶
の
内
に
あ
る
知
に
、
精
神
の
眼
差
し
を
向
け
、
。
o
σ
Q
騨
小
口
。
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
こ
そ
真
と
い
う
判
断
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
こ
で
「
真
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
「
だ
か
ら
知
の
う
ち
に
あ
る

も
の
が
、
言
葉
の
う
ち
に
も
あ
る
時
、
そ
の
時
言
葉
は
真
で
あ
り
、
真
理
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
人
間
に
よ
っ
て
望
ま
れ
る
の
で
あ

り
、
知
の
う
ち
に
あ
る
も
の
が
言
葉
の
う
ち
に
も
あ
り
、
言
葉
の
う
ち
に
あ
る
も
の
が
知
に
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ

こ
に
『
あ
る
は
あ
る
で
あ
り
、
否
は
否
で
あ
る
国
ω
戸
①
ω
貢
乞
o
P
8
昆
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
》
弾
器
叶
貯
ロ
ρ
U
Φ
蝕
三
瞥
p
審

×
＜
」
一
b
O
）
。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
殊
に
精
神
が
自
ら
を
自
ら
の
視
野
に
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
の
、
自
知
に
つ
い
て
考
え
る
。

先
に
自
己
が
自
己
を
知
る
と
い
う
の
は
、
鏡
で
自
分
を
見
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
非
物
体
黒
身
の
向
け
換
え
で
あ
る
と
い
っ
た

の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
言
葉
の
誕
生
の
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
精
神
の
内
奥
に
常
に
あ
る
、
記
憶
、
自
知
、
自
愛
に
精
神
の
眼
差
し
を
向
け
、

言
葉
を
生
み
出
す
こ
と
、
沈
黙
の
う
ち
に
、
自
ら
が
自
ら
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
、
既
に
存
在
し
て
以
来
、
常
に
自
ら
を
記
憶
し
、
知
解
し
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

四
五
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四
六

愛
し
て
き
た
こ
と
が
あ
ら
わ
に
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
筆
者
は
デ
カ
ル
ト
が
コ
ギ
ト
の

発
見
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
生
命
の
原
理
」
と
し
て
の
魂
の
把
握
か
ら
抜
け
出
て
、
精
神
を
思
惟
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
に
限
定
し
、

コ
ギ
ト
に
お
け
る
明
証
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
精
神
と
し
て
の
人
間
の
「
有
る
」
を
定
義
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
直
し
た
こ
と
に
深
い
意
味
を

認
め
る
。
と
こ
ろ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
様
な
意
味
で
o
o
σ
q
詳
。
の
現
象
を
捉
え
つ
つ
も
、
さ
ら
に
、
こ
の
コ
ギ
ト
を

生
み
出
す
内
奥
の
自
知
を
考
え
、
コ
ギ
ト
に
お
い
て
開
か
れ
て
く
る
、
記
憶
と
し
て
の
過
去
性
、
意
志
に
お
け
る
将
来
性
（
し
か
も
個
別
的

な
過
去
、
将
来
で
な
く
、
高
な
る
根
源
的
過
去
性
、
将
来
性
）
と
い
う
、
デ
カ
ル
ト
が
無
視
し
よ
う
と
し
た
人
間
の
時
間
性
の
地
平
を
見
据

え
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
こ
と
に
驚
嘆
の
念
を
覚
え
、
ま
た
ア
ル
ノ
ー
と
同
じ
よ
う
に
喜
び
も
覚
え
つ
つ
、
こ
の
視
点
か
ら
入
間
存
在
を
捉

え
直
す
試
み
に
豊
か
な
思
想
的
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は
人
間
の
主
体
性
の
明
確
な
自
覚
で
あ
る
が
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

コ
ギ
ト
が
近
代
の
人
間
中
心
主
義
を
招
い
た
と
の
批
判
は
多
い
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
自
身
に
お
い
て
は
、
こ
の
自
覚
に
お
い
て
岡
時
に
人
間

の
非
根
源
性
、
有
限
性
も
明
確
に
知
ら
れ
る
と
の
認
識
が
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
も
、
コ
ギ
ト
の
自
覚
は
、
そ
こ
に
お
い
て

自
ら
の
問
が
発
せ
ら
れ
、
自
ら
を
問
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
引
き
受
け
る
起
点
で
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
、
全
て
の
も
の
の
出
発
点
で
あ

る
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
自
由
な
存
在
の
自
覚
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
自
己
に
還
る
こ
と
を
通
し
て
、
始
め
て
神
に
還
る
の
で

あ
る
と
さ
れ
、
人
間
の
宗
教
性
の
根
源
を
な
す
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
が
過
去
、
未
来
か

ら
切
断
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト
が
、
入
間
の
時
間
性
を
自
覚
さ
せ
る
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、

い
く
ら
注
目
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
述
べ
終
わ
っ
た
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
＝
二
神
論
』
と
し
て
は
ま
だ
足
り

な
い
。
こ
こ
で
は
知
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
探
究
の
場
を
意
志
に
お
い
て
い
た
と
最
初
に
述
べ
た
。
そ
の
こ

と
が
意
味
す
る
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
私
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
欲
し
、
意
志
し
、
愛
し
て
い
る
と
い
う
、
我
々
の
存
在

の
不
安
な
う
ご
め
き
の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の
記
憶
と
は
、
こ
う
し
た
う
ご
め
く
意
志
を
突
き
動
か
す
根
源
で
あ
り
、
自
知
と
は
こ
の



う
ご
め
き
の
不
透
明
さ
が
吹
き
払
わ
れ
、
我
々
の
根
底
に
あ
っ
て
我
々
に
も
隠
さ
れ
て
い
る
知
が
透
明
に
な
る
と
い
う
目
標
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

o
o
σ
q
詳
。
と
は
そ
の
不
完
全
な
実
現
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
だ
ぎ
β
。
σ
q
o
U
Φ
一
の
問
題
と
し
て
は
足
り
な
い
も
の
が
残
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
、
神
の
似
像
の
問
題
を
、
こ
こ
ま
で

精
神
自
体
と
し
て
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
の
三
一
な
る
精
神
が
、
神
に
関
わ
る
こ
と
に
お
い
て
真
に
神
の
遺
像
と
し
て
完
成
す
る
と
述
べ
て

い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
神
の
似
像
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
考
察
の
最
初
に
、
こ
の
精
神
の
三
一
性
の
考
察
は
、
人
間
が
神
と
共

に
あ
る
と
い
う
、
独
自
の
存
在
構
造
の
探
究
だ
と
言
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
そ
の
「
神
と
共
に
」
と
い
う
こ
と
は
、
疑
わ
れ
て

来
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
当
然
出
て
く
る
と
思
う
。
そ
れ
に
十
分
答
え
た
こ
と
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
第
十
四
巻
で
一
応
、
三
一
性
の
分
析
を
終
え
た
後
、
人
間
が
神
を
問
題
に
し
、
神
に
関
わ
り
、
神
に
帰
り
う
る
根
拠
を
問
題
に
し
、
あ

る
深
い
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
で
の
示
唆
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
書
い
た
も
の
の
中
で
も
、
最
も
深
い
宗
教
的
経
験
を
表
現
し
て

い
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
「
入
は
自
ら
の
主
な
る
神
を
想
い
起
こ
す
。
…
…
人
が
こ
れ
を
想
い
起
こ
す
の
は
、
ア
ダ
ム
に
お
い
て

神
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
も
な
く
、
こ
の
身
体
気
温
の
以
前
に
ど
こ
か
他
の
処
で
神
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
こ
れ
ら

の
何
一
つ
と
し
て
想
い
だ
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
忘
却
に
よ
っ
て
拭
い
表
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
人

は
神
を
想
起
せ
し
め
ら
れ
、
主
に
還
っ
て
行
く
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
光
か
ら
離
反
し
て
い
る
時
で
さ
え
も
、
何
等
か
の

仕
方
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
光
に
還
っ
て
行
く
よ
う
に
で
あ
る
。
ω
①
α
。
o
ヨ
ヨ
Φ
目
。
惹
け
¢
お
暮
o
o
薯
Φ
答
9
。
丁
目
巴
U
o
邑
妻
β
β
ヨ
ρ
轟
旨
p
。
畠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

＄
ヨ
ご
8
日
ρ
葛
Φ
け
賦
ヨ
。
¢
日
9
。
び
田
。
鋤
く
Φ
嵩
Φ
お
9
H
ρ
雌
。
量
ヨ
ヨ
。
山
。
＄
昌
σ
q
Φ
σ
讐
薮
」
θ
Φ
弱
含
欝
8
×
H
＜
し
ρ
陣
）
。
先
に
も
見
た
よ

う
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
明
ら
か
で
あ
る
と
こ
ろ
に
は
光
が
あ
り
、
8
ぴ
q
搾
。
の
自
知
は
或
る
明
瞭
な
明
る
み
で
あ
る
。
そ
れ

は
自
己
の
根
底
に
お
い
て
、
常
に
あ
る
明
る
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
の
さ
ら
に
根
底
に
あ
る
明
る
み
に
触
れ
、
こ

れ
に
気
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
自
ら
が
、
神
か
ら
最
も
離
反
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
と
き
に
も
、
な
お
触
れ
ら
れ
て
い
た
光
と
し
て
想
い

か
え
さ
れ
る
如
き
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
自
知
の
光
は
、
8
σ
q
詳
。
し
た
そ
の
と
き
に
始
め
て
生
じ
た
光
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

四
七
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口
入

常
に
自
ら
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
直
観
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
常
な
る
光
が
最
終
的
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
光
に
お
い
て
、

こ
れ
を
越
え
た
も
の
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
か
、
そ
の
こ
と
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
真
の
意
味
の
自
己
と
の
対
話
と
し
て
と

り
だ
し
た
o
o
ぴ
q
謬
。
の
明
る
み
に
お
い
て
、
つ
ま
り
音
声
以
前
の
、
沈
黙
の
う
ち
に
自
己
が
自
己
に
あ
ら
わ
に
な
る
o
o
ひ
q
算
。
の
明
る
み
そ
の

も
の
に
お
い
て
、
各
々
が
見
分
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

注

（
1
）
　
0
詳
じ
d
o
恩
び
び
①
．
．
O
o
α
q
圃
8
1
、
魯
Φ
N
ψ
》
二
二
q
諺
鉱
P
ぎ
”
0
8
ひ
q
議
。
。
U
①
ω
o
胃
8
ω
一
曽
℃
胃
一
ω
お
ω
刈
も
噸
。
。
㊤
ゐ
b
。
し
．
○
び
Φ
誘
冨
凶
器
ぴ
U
2
》
器
ひ
Q
聖
α
q
〈
o
ヨ

　
ω
巴
ぴ
。
。
普
①
≦
二
じ
◎
け
ω
①
ぎ
σ
皿
〉
二
ひ
q
負
け
ぎ
⊆
鵠
匹
び
①
剛
U
①
ω
o
霞
8
ω
－
§
θ
8
δ
ひ
q
尻
。
げ
①
ρ
瓢
霞
富
一
ω
9
ユ
津
δ
N
L
二
心
噸
ω
』
刈
刈
山
。
。
○
。
■

　
○
．
ぴ
Φ
言
ρ
跨
二
α
q
二
ω
酔
ぎ
剛
ω
ヨ
㊦
Φ
脅
0
£
ゆ
寡
㊦
ω
冨
三
ω
ヨ
ρ
剛
『
》
¢
α
q
仁
ω
け
区
切
ω
竃
鋤
ひ
q
勝
8
び
O
「
一
〇
Q
。
○
。
－
に
O
蒔

長
澤
信
濤
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
哲
学
の
研
究
幅
（
翻
文
社
、
一
九
六
〇
年
）
七
〇
i
｝
二
四
頁
。

　
¢
○
鵠
ω
o
P
ぎ
嘗
。
創
g
鉱
。
鵠
卸
一
、
㈲
貯
9
号
ω
鉱
蓉
》
二
α
q
戸
あ
甑
昌
’
℃
色
鯉
H
①
①
P
P
偽
○
。
山
ミ
■

　
ω
」
≦
g
ジ
U
①
ω
8
誹
Φ
ω
簿
瓢
匹
》
二
ひ
q
⊆
珍
葺
ρ
○
簿
ヨ
耳
置
ひ
q
①
乞
O
Q
。
e

（
2
）
　
山
田
弘
明
隅
デ
カ
ル
ト
門
省
察
鳳
の
研
究
幽
（
索
子
社
、
一
九
九
四
隼
）
二
四
照
一
二
五
〇
頁
参
照
。
デ
カ
ル
ト
は
、
蒋
間
の
【
瞬
一
瞬
を
切
り
離

　
し
、
そ
れ
ら
が
神
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
創
造
と
い
う
考
え
を
、
過
去
の
疇
間
の
一
点
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
神
話
的

思
考
の
枠
組
か
ら
解
放
し
て
、
現
在
そ
の
も
の
に
お
け
る
、
人
間
の
究
極
的
な
る
も
の
へ
の
「
絶
対
依
存
性
」
の
表
現
と
し
て
再
解
釈
し
て
い
る
と
誉
え

　
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
依
存
性
の
も
と
で
、
コ
ギ
ト
の
明
証
的
現
在
の
特
権
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
零
U
①
ω
＄
詳
Φ
ρ
　
ζ
㊦
象
欝
賦
。
欝
①
ω
　
（
仙
9

　
＞
愛
糞
。
ヨ
ー
8
9
。
諺
①
蔓
”
く
ε
も
』
。
。
ム
の
”
牢
営
。
首
㌶
℃
三
δ
ω
8
ぼ
鋤
ρ
》
．
縛
◆
＜
霞
℃
．
旨
∴
G
。
■
だ
と
す
る
と
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
の
人
間
中
心
主
義
と
い
う

　
…
批
判
は
早
計
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
の
基
本
的
意
図
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

　
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
が
コ
ギ
ト
の
現
在
を
、
時
間
の
相
か
ら
引
き
離
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
な
お
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に

　
は
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
連
続
的
潮
造
説
は
な
く
、
彼
は
時
間
の
創
造
と
統
括
黒
き
圃
三
Q
。
需
簿
δ
を
分
け
て
考
え
て
い
る
が
、
連
続
的
創
造
説
が
デ
カ
ル
ト

　
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
モ
テ
ィ
ー
フ
を
、
「
時
世
の
根
」
と
い
う
考
え
に
お
い
て
さ
ら
に
壮
大
な
仕
方
で
展
開
し
て
い
る
。
拙
訳
『
ア
ウ
グ

　
ス
テ
ィ
ヌ
ス
創
世
記
逐
語
注
解
聴
（
教
文
館
、
一
九
九
三
年
）
の
解
説
参
照
。



（
3
）
即
U
Φ
ω
畠
昇
Φ
ρ
U
同
ω
8
二
「
ω
α
Φ
貯
竃
仙
3
＆
P
》
．
日
く
囲
．
戸
。
。
b
。
◆

　
轡
Φ
簿
お
鋤
］
≦
霞
ω
Φ
昌
嵩
ρ
H
㎝
腎
。
〈
①
ヨ
酵
①
峯
ω
。
。
堵
》
．
β
圏
押
P
軽
Q
。
㎝
・

　
い
雲
鍾
Φ
助
O
o
剛
く
貯
ω
い
ば
瓢
。
＜
①
ヨ
鐸
o
H
①
蒔
ρ
｝
↓
■
目
押
O
．
卜
。
ミ
．

小
林
道
夫
『
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
体
系
聴
（
勤
草
書
房
、
「
九
九
五
年
）
一
六
七
一
「
六
八
頁
参
照
。

（
4
）
　
即
U
①
ω
o
曽
8
ρ
竃
Φ
臼
㎡
讐
一
〇
〇
Φ
ρ
》
．
↓
。
＜
昌
P
9

（
5
）
〉
誇
8
邑
Φ
ρ
U
Φ
飴
獣
ヨ
斜
出
綬
．

（
6
）
　
即
U
Φ
ω
o
胃
8
ρ
筈
。
匹
騨
螢
鉱
。
器
ω
H
押
》
．
↓
「
＜
一
H
も
』
刈
。
村
上
勝
三
『
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
の
成
立
駈
（
勤
草
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
「
五
九
1
｝
六

　
八
頁
参
照
。

（
7
）
　
］
≦
。
〇
二
興
。
巳
ρ
U
Φ
ω
8
詳
Φ
ω
ω
ユ
。
昌
一
、
o
a
お
匹
。
ω
毒
圃
ω
o
質
ρ
〈
o
り
【
”
諺
二
玄
Φ
5
6
切
○
。
一
ロ
や
㎝
O
点
H
o
。
●

　
｝
㍉
ρ
勺
胃
δ
昌
8
曜
℃
門
。
σ
δ
ヨ
Φ
ω
δ
α
q
5
⊆
Φ
ω
α
Φ
O
o
ひ
q
搾
。
」
『
り
①
U
一
ω
8
霞
ω
Φ
け
ω
鋤
ζ
①
夢
。
α
ρ
℃
■
α
鴨
こ
お
。
。
メ
O
O
．
貿
①
歯
㎝
ド

小
林
道
夫
、
前
掲
書
、
｝
二
三
1
「
七
四
頁
。
確
か
に
デ
カ
ル
ト
も
「
自
分
が
有
る
の
で
な
け
れ
ば
、
自
分
が
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
も
生
じ
え
な
い
と

　
い
う
こ
と
を
、
自
ら
の
も
と
で
経
験
す
る
こ
と
か
ら
学
ぶ
の
で
あ
る
」
と
第
二
答
弁
（
〉
．
↓
■
＜
H
押
P
一
献
O
）
で
述
べ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
も
思
惟
す
る

　
た
め
に
は
、
「
有
る
」
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
雷
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
o
o
ひ
q
搾
。
と
い
う
表
層
の
下
に
、
存
在
と
い
う
も
う

　
一
つ
別
の
底
の
層
が
あ
る
、
或
い
は
存
在
と
い
う
も
の
の
属
性
、
な
い
し
働
き
と
し
て
o
o
α
q
謬
。
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ

　
う
な
出
来
合
い
の
、
お
ω
o
o
ひ
q
津
下
北
に
相
応
し
く
な
い
思
惟
の
モ
デ
ル
で
考
え
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
が
デ
カ
ル
ト
の
命
題
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る

　
決
意
な
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
第
二
答
弁
の
言
葉
の
意
味
は
、
彼
が
自
ら
の
コ
ギ
ト
に
お
い
て
、
「
有
る
」
こ
と
の
絶
対
的
拘
束
性
を
経
験
し
て
い
る

　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
8
）
　
》
■
〉
ヨ
⇔
巳
P
び
魯
鐸
①
餅
U
Φ
ω
o
曽
8
ρ
ω
冒
冒
H
忠
○
。
℃
》
B
．
＜
。
℃
」
○
。
ρ

（
9
）
　
ベ
サ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
コ
ギ
ト
の
確
実
性
に
も
関
わ
ら
ず
、
神
の
誠
実
を
デ
カ
ル
ト
が
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
あ
る
か
も
し
れ
な

　
い
根
源
的
な
欺
き
と
そ
れ
に
抵
抗
す
る
個
別
の
明
証
と
の
二
つ
を
同
時
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
一
つ
ず
つ
順
に
考
え
る
こ

　
と
」
（
J
・
M
・
ベ
サ
ー
ド
「
一
つ
の
第
一
原
理
か
ら
他
の
第
　
原
理
へ
一
「
コ
ギ
ト
」
の
「
我
」
と
神
の
誠
実
と
の
間
の
デ
カ
ル
ト
ー
」
、
『
デ
カ
ル
ト

読
本
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
｝
九
九
八
年
）
所
収
、
平
松
希
俘
子
訳
、
三
三
一
一
三
五
｝
頁
）
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
コ
ギ
ト
そ
れ
自
体
は
明

証
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
霞
を
転
じ
て
も
う
一
つ
の
可
能
性
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
揺
れ
で
あ
り
、
懐
疑
の
再
燃
で
あ
り
、
こ
れ
が
デ
カ

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
コ
ギ
ト

四
九



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
号

五
〇

　
ル
ト
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
0
）
　
o
h
O
貫
b
d
O
矯
Φ
び
い
、
錠
伽
Φ
価
の
く
騨
騨
⑩
匹
讐
ω
冨
℃
げ
一
一
〇
ω
o
℃
ぽ
①
魁
Φ
幹
》
離
m
虹
。
。
鉱
石
勺
碧
δ
日
逡
9
㍗
一
ト
。
ム
①
．
な
お
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
懐
疑
主
義

　
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
拙
書
目
初
期
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
哲
学
の
形
成
騙
（
斑
文
社
、
一
九
九
五
年
）
第
一
篇
第
三
章
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
懐

疑
主
義
」
参
照
。

（
1
1
）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
す
ぐ
後
の
と
こ
ろ
で
、
自
ら
が
与
す
る
哲
学
老
母
の
真
理
観
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
と
い
う
の
も
魂
が
身

体
的
懲
覚
に
よ
っ
て
受
け
取
る
こ
れ
ら
全
て
は
臆
見
を
生
み
出
し
う
る
と
表
明
し
、
こ
れ
ら
が
知
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
哲
学
者
達
も
い
る
。
彼
等
は
、

知
が
知
性
に
よ
っ
て
把
持
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
感
覚
か
ら
程
遠
い
精
神
の
う
ち
に
生
き
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
」
（
O
o
導
毒
》
8
α
①
B
8
0
ω

　
H
囲
H
㍉
ど
b
。
①
）
。

（
1
2
）
　
こ
の
「
今
、
私
に
、
確
実
に
」
と
い
う
こ
と
が
コ
ギ
ト
と
い
う
こ
と
の
根
本
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
が
真
理
と
い
う
基
準
の
要
求
を
ど
こ
ま
で
満
た
し

　
う
る
か
が
問
題
の
焦
点
に
な
っ
て
く
る
。
ω
鴬
σ
琶
（
瓜
く
搾
簿
の
位
置
づ
け
に
関
わ
る
。

（
1
3
）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
同
時
期
（
》
．
U
■
ω
潟
）
の
隅
主
の
山
上
で
の
説
教
に
つ
い
て
㎞
の
中
で
も
、
「
全
て
明
ら
か
な
こ
と
は
光
で
あ
る
」
と
述
べ

　
て
い
る
（
U
Φ
o
。
φ
『
B
O
誤
Φ
U
O
ヨ
ヨ
＝
コ
ヨ
O
簿
ρ
鍔
雛
闇
療
①
）
。

（
1
4
）
　
9
」
≦
．
ω
9
鑓
餌
蝦
ρ
9
①
窃
く
。
げ
。
一
〇
α
q
圃
ω
魯
①
↓
励
ぎ
搾
鋒
匹
①
年
①
ロ
①
o
・
巨
．
》
二
ぴ
q
霧
θ
ぎ
鎧
ρ
］
≦
口
諺
8
「
一
8
メ
》
■
ω
9
ヨ
匹
一
臼
曙
≦
o
属
＝
路
匹
》
溢
駄
。
α
q
δ

　
ぎ
》
餌
α
q
⊆
ω
賦
霧
6
臨
三
け
簿
ω
一
㊦
ぼ
ρ
窪
目
一
農
窪
お
①
伊
○
．
血
瓢
幻
。
ざ
び
、
ぎ
け
①
圃
＝
ひ
q
2
8
締
一
餌
｛
o
一
①
部
一
二
6
甑
三
叡
ω
巴
。
昌
ω
．
》
二
ぴ
q
二
ω
賦
♪
勺
餌
鼠
ω
一
8
①
■

（
1
5
）
　
竃
。
労
ω
9
負
。
0
8
噂
↓
ユ
三
菰
①
け
信
三
鼠
9
『
Φ
ω
嘆
野
島
『
》
二
σ
q
⊆
ω
二
崖
ω
竃
譜
δ
8
び
℃
興
一
。
。
一
当
弁
O
P
総
H
よ
。
。
ω
●

（
1
6
）
　
パ
ス
カ
ル
は
こ
の
意
味
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
洞
察
を
継
承
し
て
い
る
。
じ
d
◆
℃
餌
ω
0
9
。
押
℃
①
諺
0
Φ
碧
①
（
α
Ω
．
ぴ
9
。
貯
長
期
Y

（
1
7
）
　
拙
論
「
残
さ
れ
た
二
つ
の
脱
自
国
一
地
平
的
図
式
i
一
九
二
七
年
夏
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
1
」
（
神
戸
大
学
『
近
代
㎞
発
行
会
噌
近
代
騙
八
二
号
、
｝
九

九
七
年
＝
　
月
、
一
五
三
一
一
六
八
頁
）
、
同
門
超
越
と
そ
の
行
方
と
し
て
の
世
界
」
（
神
戸
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
一
国
戯
文
化
学
研
究
軸
第
九
号
、

　
一
九
九
八
年
三
月
一
一
二
六
頁
）
、
同
「
超
越
の
開
明
ー
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
に
つ
い
て
一
」
（
神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科
『
文
化
學
年

報
舳
第
｝
八
号
、
｝
九
九
九
年
三
月
、
六
七
一
一
〇
四
頁
）
参
照
。

（
1
8
）
　
「
し
か
し
こ
こ
で
探
索
の
志
を
、
し
ば
ら
く
休
ま
せ
よ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
ら
が
す
で
に
探
究
す
る
も
の
を
見
い
だ
し
た
と
判
断
し
て
い
る
か

　
ら
で
は
な
く
、
見
る
も
の
が
探
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
場
所
が
見
い
だ
さ
れ
る
場
合
に
よ
く
な
さ
れ
る
如
く
に
で
あ
る
」
（
U
㊦
三
三
邸
8
≦
剛
H
レ
O
」
心
）
。

（
1
9
）
　
寓
し
。
湿
⇔
ρ
↓
冨
》
σ
く
ω
の
o
h
窪
Φ
堵
ヨ
」
『
℃
三
一
〇
ω
o
℃
三
8
一
国
ω
ω
四
《
ω
－
閃
3
讐
》
9
δ
蓉
（
）
H
Φ
巴
8
↓
①
魯
コ
。
同
O
ぴ
q
8
巴
ぎ
餌
P
O
冨
8
ひ
貸
。
お
謹
－



　
℃
℃
◎
ω
ω
α
1
ω
駆
O
Q
．

（
2
0
）
　
国
．
》
話
昌
響
1
6
げ
Φ
＝
州
Φ
O
貼
蝕
Φ
ζ
ぎ
鼻
く
O
ド
H
押
Z
Φ
≦
磯
霞
目
H
ゆ
謡
”
ロ
P
O
。
や
目
ρ

（
2
1
）
　
ハ
イ
デ
ガ
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第
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ア
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。
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〇
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カ
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。
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　　　　dei　texts．　Hebrew　b　e　（be　tselem）　in　the　Hebrew　Old　Testament　expresses　its

　　　own　understanding　of　imago　dei，　and　Greek　kata　（kat’　eikona）　in　the　Sep－

　　　tuagint　and　Latin　ad　（ad　imaginem）　in　the　Vulgate　are　interpretations　of

　　　Hebrew　b“．　Both　hata　and　ad　mal〈e　the　direct　identification　of　imago　dei　with

　　　human　being　almost　impossible．　For　this　reason，　most　Greek　and　Latin　fathers

　　　who　follow　the　Septuagint　and　the　Vulgate　respectively　understand　human

　　　being　as　the　being　created　according　to　imago　dei，　but　not　as　imogo　dei　itself．

2　）　The　trinomial　structure　of　the　New　Testament　thinking　in　particular　makes

　　　such　identification　utterly　impossible，　at　least　in　theory．　Christ　as　the　Son　of

　　　God　is　the　i7uago　dei．　The　human　being　as　Christian　is　to　be　transformed

　　　eschatologically　into　this　Christ－image．

3　）　So　the　adequate　definition　of　human　being　in　term　of　imago　dei　can　be　either

　　　“the　according－to－in2ago　dei－ness”　（to　kat’　eifeona；Bildgemassheit）　or　the

　　　“image　of　image”　（eifeo”n　eifeonos）．

　　Why　the　identification　of　human　being　：i7nago　dei　could　occupy　an　important

position　in　Christian　anthropology　in　spite　of　the　above－mentioned　conditions，　can

be　explained　by　the　growing　influeRce　of　He｝lenistic　anthropologies　which　have　no

idea　of　creation．

Augustins　Cogito

　　Eiichi　KATAYANAGI

Professor　of　Christian　Studies

Graduate　School　of　Letters

　　　　　Kyoto　University

Worin　liegt　der　Unterschied　zwischen　dem　cartesianischen　Cogito　und　dem

augustinischen　Cogito？

　　Descartes　findet　gerade　im　alles　destruierenden　Zweifel　die　vom　allen　Zweifel

freie　GewiBheit．　Das　ist　das　cartesianische　Cogito．　So　sagt　er，　，，cogito　ergo　sum“．
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Dieser　Satz　bedeutet　nicht　die　kausale　Verknifpfung　zwischen　Denken　und　Sein．

Der　Satz　besagt，　daB　er　erst　mit　dem　cogito　den　Zugang　zum　Verstehen　des　Sinnes

von　，，sum“　findet．　Er　bekommt　mit　dem　Entdecken　des　Cogitos　nicht　nur　den　Sinn

vom　Wort　，，Geist“，　sondern　auch　den　Sinn　von　，，sum“．

　　Das　cartesianische　Cogito，　das　von　allem　Zweifel　frei　ist，　befindet　sich　im　klaren

gegenwartigen　Augenblick，　der　von　der　dunklen　Vergangenheit　und　der　ebenso

dunklen　Zukunft　absolut　getrennt　liegt．　Der　Kontrast　zwischen　dem　klaren　zweifel－

freien　Gegenwart　und　den　zweifelhaften　dunk！en　anderen　Zeitmodi　zwingt　Descar－

tes　zum　Gedanken　der　kontinuierlichen　neuen　Weltsch6pfung　vom　Gott．　Die　Zeit

kann　sich　immer　kleiner　zersetzen　und　der　Gegenwart　kann　sich　von　der　Vergan－

genheit　immer　schtirfer　trennen．　Man　kann　nicht　selbstversttindlich　kausale　Vet－

knttpfung　zwischen　der　Vergangenheit　und　dem　Gegenwart　behaupten．　Der　Ab－

grund　dazwischen　kdnnte　dem　Menschen　den　Gedanken　vom　neuen　Weltanfang

verstatten．　Descartes　benutzt　diese　Getrenntheit　des　GegeRwartes　von　der　Vergan－

genheit　zur　Abwehr　des　klaren　Cogitos　gegen　die　dunklen　Zeitmodi．　Nur　in　dieser

Weise　begrUndet　sich　die　absolute　GewiBheit，　die　das　Cogito　dem　Gegenwart

verleiht．　Von　der　Vergangenheit　absolut　getrennt　bekommt　der　Gegenwart　des

Cogitos　die　reine　GewiBheit．　Um　den　Preis　der　Getrenntheit　der　vergangenen　Zeit

vom　Gegenwart　bekommt　Descartes　die　absolute　GewiBheit　des　Cogitos．

　　Diese　Aporie　des　Cogitos　beltistigt　auch　Augustin，　der　ebenso　sich　bestrebt，　die

Macht　des　Zweifels　zu　tiberwinden　und　der　dazu　auch　die　Kraft　des　Cogitos

entdeckt．　Auch　Augustin　sieht　im　Cogito　so　groBe　Kraft　des　Geistes，　daB　der　Geist

sich　nicht　in　eigenen　Gesichtskreis　setzt，　wenn　er　sich　nicht　denkt（se　cogitat）．

Augustin　sagt　sogar，　daB　der　Geist　und　seine　Gesichtskreis　dieselbe　sind．　1］）as　Sein

des　Geistes　ist　das　Denkende．　Augustin　schlieBt　doch　das　Sich－Wissen　nicht　in　den

Gegenwart　ein．　FUr　Augustin　sind　das　Sich－Wissen　（se　nosse）　und　das　Sich一　Denken

（se　cogitare）　nicht　identisch．　Der　Arzt，　der　jetzt　an　die　Musik　denl〈t　und　denkt　nicht

an　die　Medizin，　weiB　doch　auch　Medizin．　Augustin　behauptet，　daB　das　Sich－Wissen

von　der　Geburt　des　Menschen　an　in　der　Tiefe　des　Geistes　liegt　und　daB　das　Sich－

Wissen　das　Sich－Denken　gebart，　wenn　man　sich　denkt．　Das　Cogito　Augustins

taucht　iR　die　Kontinuittit　der　Zeit　ein．　Den　Ort，　wo　das　Sich－Wissen　sich　befindet，

nenRt　Augustin　Gedachtnis　（memoria）　．　Dieses　Gedachtnis　gebart　das　Sich－Denken

（intellectus　sui）．　Der　Geburt　des　Selbst－Wissens　ist　doch　nicht　zeitllch　kontingent．
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Der　menschliche　Geist　ist　das　Dreieinige，　das　in　der　Tiefe　des　Gedachtnisses　immer

sich　weiB　und　sich　liebt．　ln　dieser　Trinitat．　das　heiBt　in　der　Trinitat　von　Selbst一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

gedachtnis，　Selbstwissen　und　Selbstliebe　findet　Augustin　das　Ebenbild　des

dreieinigen　Gottes．　Diese　Trinitat　liegt　in　der　Tiefe　des　menschlichen　Geistes　und

wenn　man　bewuBt　Cogito　vollzieht，　hat　man　die　Einsicht　in　diese　trinitarische

Selbstheit，　die　seit　dem　Geburt　des　Menschen　ttitig　gewesen　ist．

　　Die　Trinitat　des　Geistes　ist．　wenn　der　Geist　sich　seiner　erinnert　und　sich　weiB　und
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

sich　liebt，　als　das　Ebenbild　des　dreieinigen　Gottes　noch　nicht　vollsttindig．　Wenn　er

sich　Gottes　erinnert　und　den　Gott　weiB　und　ihn　liebt，　wird　er　das　vollstandige

Ebenbild　Gottes．　Augustin　sieht　doch　die　Mdglichkeit　des　Gottesverhaltnisses　des

Menschen　darin，　daB　Gott　dem　Menschen　sein　Licht　immer　strahlt，　der　am　fernsten

dem　Gott　gegenUber　steht　und　sich　vdllig　Gottes　vergiBt．

Historical　Perspective　on　the　Laws　of　Motion

　　　　　　　　　　　　　in　Classical　Mechanics

　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuyuki　ITO

Associate　Professor　of　Philosophy　and　Kistory　of　Science

　　　　　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　NTow　we　understand　that　Newton’s　laws　of　motion　一　the　law　of　inertia．　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

equation　of　motion　‘F　＝　ma，’　and　the　law　of　‘action　＝　reaction’　一　are　the　basic

principles　of　classical　mechanics．　But　the　recent　study　of　history　of　mechanics　has

revealed　that　the　contents　of　the　laws　of　motion　which　lsaac　Newton　articulated　in

PxinciPia　are　different　with　those　which　we　recognize　as　them．　ln　this　study，　I

examine　historically　the　developments　of　the　laws　of　motion　and　the　evaluation　of

Newton’s　work　from　Newton’s　P珈σ．ipia　to　Mach’s　l万θMec1～侃漉。

　　In　Principin，　Nexv’ton　proposed　his　second　law　of　motion　in　a　less　evident　form．

When　he　sought　for　the　pursuits　of　the　body　attracted　by　a　central　force，　he　didn’t
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