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オ
ビ
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
ズ
他
性
〉
を
考
察
す
る

こ
と
を
強
い
ら
れ
た
、
二
〇
世
紀
後
半
の
現
象
学
」
の
「
軌
跡
と
可
能

性
」
を
論
究
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
の
テ
ー
マ
は
、
　
；
爵
で
い
っ
て
、

「
他
性
」
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
他
性
」
と
は
、
い
さ
さ
か
聞
き
な
れ
な
い
用
語
か
も
し
れ

な
い
。
著
者
は
、
「
他
性
」
を
「
他
春
」
な
い
し
「
他
者
性
扁
か
ら
区
別

す
る
。
よ
り
正
確
を
期
す
な
ら
、
「
他
性
」
を
、
「
他
者
性
」
を
も
包
含
し

た
、
よ
り
広
い
概
念
と
し
て
規
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
他
芸
園
」
と
い

う
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
に
せ
よ
、
「
「
他
者
性
」
と
い
う
概
念
の
分
か
り

易
さ
は
、
思
考
を
人
間
学
的
に
自
明
な
先
入
見
の
な
か
へ
導
き
入
れ
、
そ

こ
に
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
期
せ
ず
し
て
「
他
性
」
概
念
の
他
の
可

能
性
を
隠
蔽
す
る
機
能
を
果
た
」
（
…
m
I
短
、
以
下
引
用
は
特
に
断
ら
な

い
限
り
、
本
書
の
頁
数
で
あ
る
）
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に

反
し
、
「
「
他
性
」
概
念
は
、
時
間
性
の
な
か
に
お
い
て
も
、
社
会
秩
序
の

な
か
に
お
い
て
も
、
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
お
い
て
作
用

し
て
い
る
、
き
わ
だ
っ
て
現
象
学
的
な
概
念
」
（
V
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ

こ
そ
が
本
書
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
前
著
『
現
象
学
の
射
程
騙
（
一
九
九
二
年
）
に
お
い
て
、
著
者
は
、
「
現

象
学
が
現
代
の
思
想
状
況
に
お
い
て
試
さ
れ
て
い
る
蹟
き
の
石
」
と
し
て
、

「
無
意
識
」
「
言
語
」
「
他
者
」
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
が
還
元
不
可
能
な
「
他

性
」
の
問
題
と
し
て
迫
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
思
想
的
経
緯
を
具
体
的

に
跡
付
け
て
見
せ
た
。
そ
し
て
、
「
こ
う
し
た
現
代
の
思
想
状
況
に
対
し

て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
発
し
、
メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
に
結
実
し
た
現
象
学
的

方
法
が
、
い
か
に
対
応
し
う
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
事
柄
に
即
し
て
辿
り

直
し
て
み
る
こ
と
も
無
意
味
で
は
な
い
と
私
は
思
っ
た
。
…
…
こ
の
作
業

を
通
じ
て
、
現
象
学
に
と
っ
て
今
後
の
変
貌
に
わ
ず
か
ば
か
り
で
も
見
通

し
が
っ
く
な
ら
ば
、
望
外
の
恵
み
で
あ
ろ
う
」
（
以
上
、
同
書
「
ま
え
が

き
」
）
と
付
言
し
て
い
た
。
本
書
は
、
こ
こ
に
予
湖
さ
れ
た
「
現
象
学
の



変
貌
」
に
、
著
者
な
り
の
立
場
か
ら
、
「
他
性
」
を
軸
と
し
て
「
見
通
し
」

を
つ
け
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
前
著
が
「
身
体
」
「
言
語
」
「
他
者
」

な
ど
の
問
題
へ
と
、
現
象
学
的
思
考
が
拡
散
し
て
ゆ
く
模
様
を
描
き
出
し

た
と
す
る
な
ら
、
本
書
は
逆
に
、
問
題
の
拡
散
が
単
に
バ
ラ
バ
ラ
な
解
体

を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
「
他
性
」
へ
と
集
約
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
問
題
の
そ
の
集
約
の
方
向
性
に
こ
そ
現
代
思
想

に
共
通
の
課
題
が
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
明
確
に
し
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
限
り
、
前
著
と
本
書
は
、
文
字
通
り
表
裏
｝
体
の
関

係
に
あ
る
。

　
本
書
は
、
「
ま
え
が
き
」
と
「
あ
と
が
き
」
（
そ
の
あ
と
に
「
参
考
文

献
」
一
覧
と
「
索
引
」
が
つ
づ
く
）
に
挟
ま
れ
た
形
で
、
全
三
章
か
ら
な

る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
、
「
第
一
章
時
間
の
な
か
の
他
性
」
「
第
二
章
秩
序
の

な
か
の
他
性
」
「
第
三
章
現
象
学
の
な
か
の
他
性
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、

第
｝
章
に
お
い
て
は
コ
他
性
L
概
念
が
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
す
る
も
の
の

基
礎
構
造
で
あ
る
時
間
概
念
の
中
心
に
位
置
す
る
こ
と
」
が
摘
出
さ
れ
、

第
二
章
で
は
「
社
会
秩
序
の
な
か
で
「
他
性
」
が
い
か
に
作
用
す
る
か
を

考
察
す
る
と
き
は
じ
め
て
、
「
他
者
」
の
本
質
的
性
格
を
記
述
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
の
確
認
」
が
試
み

ら
れ
、
最
後
に
第
三
章
は
、
現
象
学
と
そ
の
周
辺
の
思
想
に
お
い
て
、
無

自
覚
な
が
ら
当
初
か
ら
、
「
他
性
」
の
作
用
に
対
す
る
関
心
が
伏
在
し
て

い
た
こ
と
を
、
歴
史
的
回
顧
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
現
象
学
的
思
考
の
自
己
点
検
㎏
（
以
上
、
短
）
に
資
し
た
い
と
い
う
。

　
こ
の
、
ご
く
切
り
詰
め
ら
れ
た
傭
撤
か
ら
も
養
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
本

書
の
中
核
を
な
す
の
は
第
一
章
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
無
意
識
」
や

「
他
者
」
は
「
他
性
」
の
き
わ
だ
っ
た
異
体
事
例
だ
と
し
て
も
、
前
著
の

「
ま
え
が
き
」
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
他
性
」
と
は
「
共
時

的
形
式
の
な
か
に
回
収
し
き
れ
な
い
も
の
」
と
し
て
、
な
に
よ
り
時
間
の

構
造
に
根
ざ
し
、
ま
さ
に
、
「
時
間
概
念
の
中
心
に
位
置
す
る
」
も
の
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
本
書
に
お
い
て
、
第
二
章
は
、
第
一

章
の
結
論
（
の
一
部
）
の
思
想
的
前
提
を
、
第
一
章
と
は
異
な
っ
た
角
度

か
ら
論
述
し
な
お
し
た
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
第
一

章
へ
と
遡
っ
て
議
論
が
接
続
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
「
他
性
」
が
不
可

避
的
問
題
と
し
て
析
出
さ
れ
て
く
る
歴
史
的
背
景
を
た
ど
り
な
お
し
た
第

三
章
も
、
そ
の
論
旨
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
第
一
章
へ
と
帰
還
し
て
ゆ
く
、

と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
論
に
お
い
て
も
、
第
一

章
の
議
論
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
、
そ
れ
と
直
接
的
に
関
連
す
る

限
り
に
お
い
て
、
第
二
章
の
内
容
に
も
踏
み
込
む
こ
と
に
し
た
い
。
第
三

章
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
議
論
に
言
及
す
る
余
裕
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

た
だ
、
「
他
性
」
の
聞
題
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
デ
リ

ダ
ま
で
、
一
…
人
の
哲
学
者
の
思
想
を
簡
潔
に
論
述
し
た
そ
の
内
容
は
、

一
種
の
二
〇
世
紀
思
想
家
事
典
と
し
て
、
活
用
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
だ
け
は
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。

二

　
「
第
一
章
時
間
の
な
か
の
他
性
」
に
お
い
て
、
著
者
は
ま
ず
、
大
方

予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
を
検
討
す
る
。
よ
く
知
ら

書
　
　
評

～
〇
一
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○
こ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
時
間
の
流
れ
を
、
点
的
な
「
今
」

の
並
列
的
連
続
と
し
て
は
考
え
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
今
」
は
過
去
を
「
把

持
」
し
未
来
を
「
予
持
」
す
る
と
し
て
、
あ
る
厚
み
を
伴
っ
た
も
の
と
し

て
反
省
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
、
「
把
持
」
に
落
ち
込
ん
で
行
く
「
更
し
と

「
予
持
」
を
吸
い
込
ん
で
く
る
「
今
」
と
は
コ
致
」
し
て
い
る
と
し
て
、

そ
れ
が
「
同
じ
」
「
私
」
の
体
験
的
時
借
を
構
成
す
る
と
み
な
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
二
種
類
の
「
今
」
の
「
　
致
」
の
「
明
証
」
こ
そ
、
フ
ッ
サ
ー
ル

に
よ
っ
て
、
現
象
学
的
還
元
の
結
果
、
そ
の
時
間
論
の
基
幹
を
な
す
も
の

と
し
て
取
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
問
題
は
果
た
し
て
そ
の
コ
致
」
が
正
当
に
認
め
ら
れ
う
る

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
に
あ
る
。
「
今
」
の
明
証
的
「
　
致
扁
と
は
む

し
ろ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
図
せ
ざ
る
思
い
こ
み
で
は
な
い
の
か
。
つ
ま
り
、

現
象
学
的
詑
述
の
対
象
で
あ
る
体
験
的
時
間
の
主
体
た
る
「
私
」
が
あ
く

ま
で
、
翻
己
同
一
的
な
「
私
」
と
し
て
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
自
己
同

一
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
「
A
こ
も
「
　
致
」
す
る
と
考
え
ら
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
さ
ら
に
、
現
象
学
的
記

述
を
遂
行
す
る
、
反
省
の
主
体
と
し
て
の
「
超
越
論
的
」
な
「
私
」
の
醗

己
同
一
性
が
控
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
、
記
述
対
象
の
、

記
述
か
ら
独
立
し
た
同
一
性
、
な
ら
び
に
、
記
述
「
以
前
の
」
存
在
と
し

て
の
記
述
「
主
体
」
の
同
「
性
、
と
い
う
二
種
類
の
同
｝
性
が
、
は
か
ら

ず
も
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
窺
わ
れ
る
の
は
、
自
己
同
　

性
へ
の
欲
望
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
自
己
」
の
自
己
完
結
性
へ
の
欲
望

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
翼
竜
」
に
、
そ
し
て
時
間
に
、
必

然
的
に
介
在
し
て
く
る
「
他
性
」
を
遮
断
し
よ
う
と
い
う
一
1
あ
る
意
味

で
は
、
そ
れ
自
身
必
然
的
な
－
欲
望
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
現
象
学
者
と
し
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
、
自
分
自
身
に
対

す
る
裏
切
り
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
事
象
の
現
象
学

的
記
述
こ
そ
が
、
現
象
学
者
の
目
指
す
と
こ
ろ
だ
と
し
た
ら
、
現
象
学
者

は
な
に
よ
り
も
、
記
述
そ
れ
自
身
に
、
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
記
述
の

言
語
に
定
位
し
、
そ
こ
か
ら
の
越
境
を
一
す
な
わ
ち
、
記
述
言
語
以
前

の
、
ま
た
記
述
言
語
か
ら
独
立
の
、
実
在
を
想
定
す
る
と
い
っ
た
こ
と
を

！
み
ず
か
ら
に
対
し
厳
に
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
。
記
述
言
語
に
定
位
す
る
な
ら
、
も
は
や
「
今
」
の
コ
致
」
は
断
雷

さ
れ
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
「
今
」
に
は
「
把
持
」
と
「
予
持
」

と
い
う
二
契
機
が
「
地
平
」
と
し
て
付
随
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
も
は
や
、
「
私
」
の
自
己
同
一
性
の
契
機
と
な
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
私
」
の
「
今
」
に
亀
裂
を
走
ら
せ
る
、
「
今
」
の
「
他
性
」
と

し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
デ
リ
ダ
が
、
指
示
対
象
の
言
語
か

ら
の
独
立
性
を
棚
上
げ
に
し
た
上
で
、
言
語
が
到
達
し
得
る
の
は
「
痕

跡
扁
に
留
ま
る
と
し
て
、
空
心
的
差
異
を
、
同
時
に
時
聞
的
遅
延
と
し
て

表
現
す
る
た
め
に
、
「
差
延
」
な
る
語
を
造
語
し
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な

事
態
を
言
い
当
て
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
デ
リ
ダ
の
戦

略
は
、
現
象
学
の
精
神
を
さ
ら
に
「
歩
押
し
進
め
た
も
の
と
し
て
、
評
価

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
著
者
は
、
体
験
的
時
問
流
と
い
う
、
人
聞
存
在
の

基
層
に
、
「
他
性
」
の
胚
胎
を
確
認
す
る
。
そ
こ
を
起
点
と
し
て
、
著
者



は
次
い
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
参
照
し
つ
つ
、
「
現
実
的
対
象
」
に
並
ん
で
、

し
か
し
そ
れ
と
は
「
非
対
称
的
な
」
形
で
人
間
の
「
衝
動
」
が
赴
く
対
象

と
し
て
措
定
さ
れ
る
、
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
の
「
潜
在
的
対
象
」
に

「
他
性
」
の
侵
蝕
を
つ
き
と
め
、
さ
ら
に
、
メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
に
依
拠

し
つ
つ
、
「
幻
影
肢
」
の
症
状
を
、
過
去
の
失
効
し
た
「
身
体
図
式
」
の
、

現
在
の
身
体
状
態
に
対
す
る
一
過
的
な
介
入
と
し
て
、
つ
ま
り
は
、
「
他

性
」
の
一
顕
現
と
し
て
、
解
釈
す
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
人
問
の
生
の

い
た
る
と
こ
ろ
に
「
他
性
」
が
浸
潤
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し

か
し
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
「
他
性
」
が
入
間
の
生
の
条
件
を
形
作
っ
て
も

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

「「

ｼ
性
」
そ
の
も
の
が
記
述
対
象
と
し
て
視
界
に
入
っ
て
く
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
『
他
性
L
は
、
遣
る
自
己
完
結
性
す
な
わ

ち
何
ら
か
の
シ
ス
テ
ム
に
「
亀
裂
」
が
生
ず
る
と
き
に
始
め
て
、
そ
の
存

在
が
確
認
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
」
（
二
七
）
。
そ
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て

の
「
他
性
」
の
確
認
不
可
能
性
と
い
う
こ
と
を
、
な
か
ん
ず
く
、
人
間
の

「
他
性
」
、
す
な
わ
ち
「
他
者
」
に
関
し
て
考
え
抜
い
た
の
が
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
で
あ
っ
た
。

三

　
著
者
は
、
「
自
己
と
他
者
が
同
時
的
に
「
共
発
生
」
す
る
こ
と
と
、
自

己
と
他
者
が
「
等
根
源
的
」
で
あ
る
こ
と
と
は
、
け
っ
し
て
同
義
で
は
な

い
」
（
三
八
）
と
力
説
す
る
。
た
し
か
に
、
「
自
己
の
確
立
は
他
者
「
の
面

前
で
」
し
か
起
こ
り
得
」
（
三
九
）
ず
、
そ
の
意
味
で
、
自
他
は
「
共
発

生
」
す
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
自
他
の

「
等
根
源
性
」
を
結
論
付
け
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
自
他
の
区
別
が
融
解
す

る
「
架
空
の
共
同
体
の
存
在
」
を
で
っ
ち
上
げ
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ

っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
願
望
と
事
実
の
混
同
」
（
三
九
）
に
す
ぎ
な
い
。

他
者
と
「
共
発
生
」
す
る
自
己
の
確
立
も
、
む
し
ろ
、
他
者
と
自
己
と
の

差
異
に
、
つ
ま
り
は
、
他
者
の
「
他
性
」
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
他

者
は
、
自
己
か
ら
出
発
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
自
己
の
う
ち
に

回
収
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
限
り
、
他
者
は
自
己
に
対
し
て
、

抜
き
さ
り
が
た
い
「
非
対
称
」
の
関
係
に
あ
る
。

　
ン
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
自
己
「
の
面
前
で
」
提
示
さ
れ
て
、
自
己
の
確
立
を

促
す
、
こ
う
し
た
他
者
の
「
他
性
」
を
「
顔
」
と
い
う
表
現
で
言
い
当
て

よ
う
と
し
た
。
「
「
顔
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
「
顔
」
の
主

体
に
つ
い
て
の
性
格
で
も
な
く
、
そ
の
名
前
で
も
な
い
。
お
よ
そ
何
ら
の

情
報
で
も
な
い
。
「
顔
」
の
現
前
は
、
〔
自
己
に
よ
っ
て
〕
回
収
さ
れ
る
こ

と
の
拒
否
を
表
わ
す
た
め
の
指
標
で
あ
る
」
（
四
〇
）
。
「
顔
」
は
、
そ
れ

自
体
は
現
前
し
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
無
名
の
、

主
体
の
「
痕
跡
」
で
し
か
な
い
。
「
顔
」
は
「
空
間
関
係
の
な
か
に
現
出

し
た
時
間
性
」
、
「
空
間
性
と
時
間
性
の
接
面
を
あ
ら
わ
す
隠
喩
」
（
四
〇

一
四
一
）
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
「
自
己
」
の
同
一
性
の
限
界
」
（
四
こ

で
あ
り
、
「
「
自
己
」
の
「
地
平
」
の
終
焉
の
「
彼
方
」
」
（
四
ご
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　
「
顔
」
が
措
し
示
す
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
サ
ル
ト
ル
の
い
う
、
自
他

の
「
ま
な
ざ
し
・
ま
な
ざ
さ
れ
る
」
関
係
か
ら
は
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な

書
　
　
二

一
〇
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
号

～
〇
四

ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
意
味
し
て
い
る
の
は
、
自
他
の
相
互
的
所
有
・

被
所
有
や
「
ま
な
ざ
し
・
ま
な
ざ
さ
れ
る
」
と
い
う
「
対
称
関
係
」
で
は

な
く
、
ま
さ
に
そ
の
逆
、
交
換
不
可
能
な
不
可
逆
的
「
非
対
称
性
鳳
だ
か

ら
で
あ
る
。
「
顔
」
の
こ
の
「
非
対
称
性
」
は
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て

も
、
「
自
己
」
の
め
ざ
す
宙
己
完
結
的
な
シ
ス
テ
ム
に
回
収
さ
れ
得
ず
、

し
か
し
他
方
、
ま
さ
に
そ
の
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
「
自
己
」
を
「
自
己
」

と
し
て
機
能
さ
せ
、
そ
の
「
責
任
性
」
を
生
成
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
、
他
者
の
「
他
性
」
と
は
こ
う
し
て
、
「
自
己
篇
の

言
語
に
よ
っ
て
は
、
い
か
に
し
て
も
言
語
化
不
可
能
な
も
の
、
よ
り
正
確

に
は
、
雷
語
化
不
可
能
な
も
の
と
し
て
雷
語
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
伝
統
的
な
同
　
性
の
存
在
論
に
対
す
る
批

判
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
、
倫
理
学
を
「
第
】
哲
学
偏
と
し
て
設
定
し
た

た
め
に
、
「
他
性
」
概
念
は
「
他
者
性
扁
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
、
と
著
者
は
そ
の
問
題
点
を
捲
凝
す
る
。
著
者
の
考
え
に
よ

れ
ば
、
本
稿
の
最
初
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
他
性
」
は
単
に
「
他
者
性
」

の
み
に
つ
き
る
こ
と
の
な
い
、
よ
り
豊
か
な
概
念
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う

な
ら
、
…
こ
れ
は
、
第
二
章
で
指
…
摘
さ
れ
る
論
点
な
の
だ
が
…
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
は
、
他
者
の
「
他
性
」
を
、
他
者
に
宿
る
超
越
的
な
「
聖
性
」
に

基
づ
け
、
そ
の
た
め
、
「
世
俗
の
共
同
体
に
関
す
る
、
倫
理
学
」
を
そ
の

共
同
体
に
内
在
す
る
原
理
か
ら
積
極
的
に
創
設
す
る
」
（
六
二
）
こ
と
を

困
難
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
思
想
の
も

つ
意
義
を
充
分
に
踏
ま
え
た
上
で
、
社
会
関
係
の
次
元
に
蕪
点
を
定
め
て
、

「
共
同
体
に
内
在
す
る
原
理
」
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
「
他
性
」
概
念
の

拡
張
を
図
り
つ
つ
、
「
従
来
の
存
在
論
の
「
他
性
」
を
問
う
こ
と
の
で
き

る
現
象
学
」
（
閥
三
）
を
試
み
よ
う
と
す
る
。

　
そ
の
際
、
著
者
が
一
と
く
に
、
「
第
二
章
秩
序
の
な
か
の
他
性
」
に

お
い
て
一
「
共
同
体
に
内
在
す
る
原
理
」
と
し
て
見
定
め
た
の
は
、
市

民
社
会
の
原
理
で
も
あ
る
「
交
換
の
思
想
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
少

な
く
と
も
ホ
ッ
ブ
ズ
以
来
の
、
近
代
社
会
論
の
基
本
原
理
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
こ
の
思
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ

れ
ば
、
社
会
秩
序
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
力
の
均
衡
」
（
六
五
）
状

態
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
財
の
可
逆
的
交
換
関

係
、
す
な
わ
ち
門
等
価
交
換
賑
の
関
係
が
可
能
と
な
る
。
だ
が
、
「
等
価

交
換
」
関
係
と
し
て
の
こ
の
社
会
秩
序
が
、
そ
れ
と
し
て
創
出
さ
れ
、
維

持
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
任
に
当
た
る
絶
対
的
権
力
の
存
在
が
前
提
さ

れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
支
爺
権
力
と
被
支
配
者
と
の
関
係
は

決
し
て
「
等
価
交
換
」
関
係
で
は
な
く
、
「
不
等
価
交
換
」
の
関
係
に
留

ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
限
り
、
門
等
価
交
換
」
を
垂
直
次
元
で
支
え

て
い
る
の
は
「
不
等
価
交
換
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
不
均
衡
な
状
態

は
、
社
会
体
制
と
し
て
は
致
命
的
な
問
題
点
を
抱
え
て
お
り
、
民
主
主
義

体
制
へ
と
向
け
た
ロ
ッ
ク
な
ど
の
努
力
は
、
こ
の
「
不
等
価
交
換
」
を
で

き
る
か
ぎ
り
「
等
癒
交
換
鳳
へ
と
近
づ
け
、
両
考
問
の
摩
擦
を
解
消
し
よ

う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
「
不
等
価
交
換
」
の
完
全
な
解
消
は
、
望
む
べ
く
も
な
い
。

日
常
生
活
の
あ
ち
こ
ち
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
感
謝
」
と
い
う
現
象
が
、
そ



の
こ
と
を
証
拠
立
て
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
感
謝
扁
と
は
、
そ
の
充
分
な
返

礼
が
不
可
能
な
る
が
ゆ
え
に
涌
き
出
る
心
性
で
あ
り
振
る
舞
い
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
、
物
理
的
・
物
質
的
に
は
「
等
価
交
換
」

が
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
、
心
理
的
負
債
と
い
う
形
で
そ
の
埋
め
合
わ
せ

を
つ
け
よ
う
と
い
う
「
儀
式
」
で
あ
り
、
ま
た
、
感
謝
さ
れ
る
方
は
逆
に

そ
う
し
た
形
で
、
権
力
を
蓄
積
す
る
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。
だ
と
す
る
な

ら
、
「
感
謝
」
も
ま
た
、
広
義
の
「
等
価
交
換
」
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
「
等
価
交
換
」
を
目
的
と
し
て

い
る
と
述
べ
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
等
価
で
あ
れ
不
等
価
で
あ
れ
、
以
上
み
て
き
た
「
交
換
関

係
」
の
秩
序
に
収
ま
ら
ず
、
逆
に
そ
れ
を
破
壊
し
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態

が
、
当
の
秩
序
の
た
だ
な
か
か
ら
発
生
し
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
バ
タ
イ

ユ
の
「
蕩
尽
」
な
い
し
「
消
尽
」
と
い
う
概
念
や
、
デ
リ
ダ
の
「
贈
与
」

概
念
が
、
迫
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

　
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、
「
贈
与
」
と
は
、
い
か
な
る
「
可
逆
的
」
見
返
り

も
求
め
ず
に
な
さ
れ
る
無
償
の
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
典
型
的
に
は
、
た

と
え
ば
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
、
神
に
対
す
る
最
愛
の
息
子
イ
サ
ー
ク
の
供
犠

に
見
ら
れ
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
イ
サ
ー
ク
を
、
そ
れ
と
知
ら
せ
ず
に
、
山

へ
つ
れ
て
ゆ
き
、
殺
害
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
行
為
は
、
虚
偽
と
殺
害
と

い
う
点
で
、
二
重
に
社
会
規
範
を
犯
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
こ
れ

は
、
人
間
的
な
次
元
の
「
秩
序
」
を
完
全
に
「
超
過
」
し
た
行
為
で
あ

る
」
（
四
九
）
。
「
不
可
逆
」
な
「
贈
与
」
に
お
い
て
は
、
贈
与
者
は
被
贈

与
者
に
現
前
し
な
く
な
り
、
「
贈
与
」
の
起
源
と
理
由
は
不
明
な
も
の
と

な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
「
交
換
関
係
」
の
回
路
か
ら
は
み
で
て
し

ま
う
の
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
の
な
か
に
は
、
何
ら
か
の
宗

教
的
儀
礼
と
し
て
「
贈
与
」
は
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ま

た
、
「
贈
与
」
の
「
不
可
逆
性
」
は
、
「
時
間
」
に
潜
む
「
他
性
」
と
通
賦

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
注
蟹
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
、
「
贈
与
」
に
き
わ
だ
っ
た
形
で
認
め
ら
れ
る
、

「
他
性
」
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
へ
の
「
違
反
性
」
は
発
生
せ
ざ
る
を
え
な
い

の
か
。
な
る
ほ
ど
、
「
人
問
の
文
化
は
い
つ
も
、
あ
ら
ゆ
る
「
他
性
」
に

対
し
て
固
有
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
成
さ
れ
て
き

た
」
（
五
｛
）
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
他
性
」

は
い
わ
ば
エ
イ
リ
ア
ン
と
し
て
、
人
問
社
会
の
侵
略
者
で
あ
る
に
留
ま
る

こ
と
に
な
ろ
う
し
、
可
能
的
に
は
「
他
性
」
の
完
全
な
駆
除
な
い
し
馴
致

が
目
指
さ
れ
て
よ
い
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
著
者
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
自
ら
の
秩
序
を
外
的
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る

と
同
時
に
、
そ
の
「
「
内
的
暴
力
」
を
「
贈
与
」
の
儀
礼
と
い
う
仕
方
で

制
度
化
」
（
五
二
）
も
し
て
き
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
他
性
扁
と
は
な
に

よ
り
、
人
間
に
「
内
的
」
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
論
究
を
試
み
る
た
め
に
は
、

上
に
も
挙
げ
た
、
「
現
実
的
対
象
」
と
「
潜
在
的
対
象
扁
へ
向
か
う
「
志

向
性
の
二
重
分
裂
」
（
五
二
）
と
い
う
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
着
想
が
手
が
か

り
に
な
る
だ
ろ
う
と
示
唆
し
て
、
著
者
…
は
そ
の
論
を
締
め
く
く
る
。

書
　
　
評

～
〇
五
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四

　
以
上
、
第
一
章
を
中
心
と
し
て
、
著
者
の
議
論
を
略
述
し
て
き
た
。
著

者
慮
身
、
そ
の
最
後
に
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
成
果
を
要
約
し
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
載
せ
て
お
き
た
い
。
そ
の
成
果
と
は
「
ま
ず
第
一
に
「
時
脳
性
」

の
な
か
で
亀
裂
の
形
式
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
他
性
」
は
、
身
体
が
生

き
る
た
め
に
反
転
的
に
作
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、

体
験
的
時
間
の
「
他
性
」
は
逆
に
身
体
を
自
己
防
衛
シ
ス
テ
ム
つ
ま
り
身

体
的
時
間
の
「
統
合
作
用
」
と
し
て
湧
出
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ぎ
に

「
他
者
」
の
「
他
性
」
は
、
人
間
の
交
換
不
可
能
性
を
顕
在
化
し
続
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
交
換
現
象
と
し
て
の
社
会
関
係
の
な
か
に
図
下
し
き
れ

な
い
契
機
が
人
間
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
示
し
た
と
い
う
こ
と
。
さ

ら
に
「
贈
与
」
の
「
他
性
漏
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
現
象
の
な
か
に
必
ず
宗

教
現
象
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
を
よ
く
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
と
い

う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
「
他
性
」
の
現
象
学
の
展

開
に
と
っ
て
基
礎
的
な
確
認
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
」
（
五

二
一
五
三
）
。

　
こ
の
最
後
の
文
章
か
ら
推
察
す
る
に
、
著
者
は
、
「
他
性
の
現
象
学
」

の
本
格
的
な
展
開
を
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
展
開
が
な
ぜ
必
然
的
当
為
と
な
る
の
か
を
、
本
書
は
、
凝
縮
さ
れ
た

濃
密
な
議
論
に
よ
っ
て
、
説
得
力
を
も
っ
て
提
示
し
て
い
る
。
筆
者
と
し

て
は
、
「
他
性
の
現
象
掌
」
の
展
開
に
向
け
て
、
最
後
に
一
つ
疑
問
を
提

出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
紹
介
の
任
に
代
え
た
い
と
思
う
。

　
著
者
は
、
「
他
性
」
の
事
例
と
し
て
、
時
間
の
「
摺
持
」
と
「
予
持
」
、

「
幻
影
肢
」
、
「
顔
」
、
「
消
尽
」
、
「
贈
与
」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
他
性
」
概
念
を
「
他
者
性
」
に
局
限
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
豊
か
な
可

能
性
を
発
掘
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時
間
や
幻
影
肢
に
見
ら
れ

る
「
他
性
」
と
、
「
顔
」
や
「
贈
与
」
の
「
他
性
」
と
の
間
に
は
、
あ
る

種
の
異
質
性
が
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
時
聞
、
な
か
ん
ず

く
幻
影
肢
の
場
合
は
、
そ
の
「
他
性
」
が
何
ら
か
の
形
で
主
体
に
よ
っ
て

統
合
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
判
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
に
あ
っ

て
は
も
し
統
合
を
試
み
る
な
ら
、
「
他
性
」
は
雲
散
霧
消
せ
ざ
る
を
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
「
顔
」
や
「
贈
与
」
に
つ
い
て
は
、
言
語
化
を
は
か
る

に
し
て
も
、
雷
語
化
に
よ
る
統
合
は
基
本
的
に
不
可
能
と
い
う
段
階
で
停

止
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
両
者
の
「
他
性
」
の
ち
ょ
う

ど
中
間
に
、
「
他
性
」
の
問
題
の
核
心
に
大
い
に
接
近
し
な
が
ら
も
、
結

局
は
、
「
肉
」
の
「
可
逆
性
」
の
即
位
に
と
ど
ま
っ
た
と
さ
れ
る
、
後
期

メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
の
存
在
論
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
三
三
－
三

八
）
の
は
、
な
に
か
し
ら
暗
示
的
で
あ
る
。

　
い
や
む
し
ろ
、
時
間
の
「
他
性
」
な
ど
も
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
統
合

不
可
能
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
、
著
考
は
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
他
方
、

「
贈
与
」
の
「
他
性
」
も
「
宗
教
的
儀
式
」
と
い
う
形
で
人
間
社
会
に

1
部
分
的
に
（
？
）
一
1
統
合
さ
れ
て
い
る
と
、
考
え
ら
れ
る
。
だ
と

す
る
な
ら
、
「
他
性
」
は
す
べ
か
ら
く
、
同
時
に
統
合
可
能
に
し
て
統
合

不
可
能
と
い
う
矛
盾
的
形
容
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
時
間

の
「
他
性
」
が
最
終
的
に
は
「
顔
」
や
「
贈
与
」
の
そ
れ
に
ま
で
連
続
し



て
ゆ
く
、
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
指
摘
が
、
双
方
の
「
他

性
」
の
十
全
な
「
一
致
」
ま
で
を
も
意
味
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
本
書

の
議
論
だ
け
か
ら
で
は
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も

し
、
「
他
性
」
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
、
な
い
し
そ
の
相
互
間
に
、
何
ら
か

の
「
不
一
致
」
あ
る
い
は
「
亀
裂
」
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に

は
一
体
ど
の
よ
う
な
事
情
が
潜
ん
で
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
「
他
性
」
と
、

人
間
に
よ
る
統
合
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
定
め
ら
れ

る
べ
き
な
の
か
一
こ
う
し
た
疑
問
は
む
ろ
ん
、
現
代
思
想
に
つ
き
つ
け

ら
れ
た
責
務
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
劉
扶
し
た
本
書
の
価
値
を
な
ん
ら
駈
め
る

も
の
で
は
な
い
。
著
者
の
思
索
の
今
後
の
進
展
に
一
層
の
期
待
を
寄
せ
る

ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
（
筆
者
　
す
と
う
・
の
り
ひ
で
　
大
谷
大
学
文
学
部
教
授
／
哲
学
）
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