
近
代
思
想
史
に
於
げ
る
自
然
の
問
題

島

芳

夫

近
代
思
想
の
後
展
に
於
て
自
然
概
念
は
極
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。
中
世
紳
撃
の
中
心
は
超
自
然
で
あ
り
、
自
然
は
罪
あ
る
汚
れ
た
存

在
と
し
て
こ
れ
に
従
属
的
で
あ
っ
た
。
然
る
に
文
事
復
興
は
こ
の
中
世
的
自
然
を
破
壊
し
、
新
し
い
自
然
の
意
味
を
後
見
し
た
。
そ
れ
は
最
早

従
属
的
自
然
で
な
く
て
濁
立
的
自
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
自
身
に
秩
序
と
法
則
を
も
っ
と
共
に
美
し
く
調
和
あ
る
自
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
自
然
科
撃
の
後
遺
と
共
に
機
械
的
自
然
へ
抽
象
化
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
然
し
決
し
て
こ
の
よ
う
な
抽
象
化
に
蓋
き
ぬ
無
限
に
生
命
あ
る
自
然
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
根
源
は
ギ

y
ジ
ヤ
的
自
然
で
あ
る
が
、

こ
の
美
し
い
官
ゴ
ユ
的
自
然
は
古
典
主
義
、

刊
ド
マ
ン
ア
ィ
ク
、

汎
紳
論

の
自
然
と
し
て
相
異
る
姿
の
下
に
深
め
ら
れ
た
。

然
る
に
他
面
、
紳
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
然
は
近
代
に
於
て
も
決
し
て
消
失
し
な
か
っ
た
。
否
基
督
教
が
近
代
ヨ

1
官ツ

バ
哲
撃
の
基
礎
を
成
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
決
し
て
簡
単
に
崩
壊
し
な
か
っ
た
。
然
る
に
人
間
は
紳
の
姿
に
似
て
創
造
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、

而
も
紳
は
創
造
者
と
し
て
の
紳
格
を
有
す
る
が
故
に
人
間
も
同
時
に
人
格
と
し
て
超
自
然
的
存
在
に
類
似
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
自
由
な

霊
的
内
的
人
間
と
し
て
の
人
格
の
存
在
は
基
督
教
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
。
然
し
自
由
な
人
格
と
し
て
の
人
聞
は
こ
の
自
由
に
よ
っ
て
罪
を
犯

近
代
思
想
史
に
於
け
る
自
然
の
問
題
(
島
)
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し
た
。
こ
こ
に
人
間
の
自
然
の
喧
罪
が
始
ま
る
。
人
間
性
の
自
己
喪
失
と
は
、
人
間
の
本
来
的
有
り
方
で
あ
る
理
性
的
意
志
の
欲
望
に
劃
す
る

支
配
力
の
喪
失
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
基
督
教
的
自
然
概
念
に
よ
っ
て
人
間
の
自
然
の
中
に
含
ま
れ
る
矛
盾
的
運
動
方
向
が
、
邸

ち
超
自
然
的
自
由
へ
の
超
越
と
自
然
的
必
然
へ
の
頒
落
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

文
事
復
興
の
自
然
概
念
も
亦
決
し
て
軍
純
で
は
な
い
。
第
一
そ
れ
は
基
督
教
的
自
然
概
念
と
本
質
的
に
針
立
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
雨
者
は
相

互
媒
介
的
に
設
達
し
た
。
第
二
に
こ
の
概
念
そ
の
も
の
が
多
く
の
後
展
傾
向
を
内
含
す
る
。
例
え
ば
、

モ
ン
ア
ヱ

1
-一
ュ
が
「
エ
セ
イ
」
で
自

然
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
時
、
そ
れ
は
メ
ト
ア
的
官
ゴ
ユ
的
自
然
で
あ
っ
た
。
然
る
に
彼
は
又
エ
ピ
ク
官
見
的
快
築
主
義
に
針

し
で
も
無
関
心
で
な
か
っ
た
。
結
局
彼
は
人
間
は
草
な
る
精
神
で
も
身
鰹
で
も
な
く
、

①
 

の
矛
盾
を
逃
れ
得
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
問
題
の
解
決
で
な
く
て
寧
ろ
問
題
の
始
ま
り
で
あ
る
。
蓋
し
彼
自
身
の
人
間
分
析
が
示

一
箇
の
人
間
で
あ
る
と
云
う
自
明
の
異
理
に
よ
り
て
こ

し
て
い
る
如
く
、
人
間
は
矛
盾
の
多
い
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
自
然
科
撃
の
後
遺
と
共
に
人
聞
が
機
械
的
自
然
の
一
部
と
し
て
考
察

さ
れ
始
め
る
と
、
人
間
性
の
内
面
的
矛
盾
が
極
め
て
著
し
く
な
っ
て
く
る
。
デ
カ

Y
ト
に
於
け
る
精
紳
と
肉
鰹
、
人
格
と
自
然
の
二
元
性
は
近

代
的
人
格
主
義
の
重
要
な
基
礎
で
あ
る
。
然
し
逆
に
自
然
主
義
乃
至
汎
紳
論
は
人
間
を
自
然
の
一
部
に
引
き
も
ど
し
た
。
こ
こ
に
近
代
的
自
然

概
念
は
二
つ
に
分
裂
す
る
。
り
も
こ
れ
ら
が
共
に
人
間
の
研
究
に
重
要
な
貢
献
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
自
然
法
論
か
ら
考
察
を
始
め
た
い
。

ホ
ッ
プ
エ
に
よ
る
と
、
自
然
は
紳
が
世
界
を
作
り
、
こ
れ
を
統
治
す
る
技
術
で
あ
る
が
、
人
間

は
自
然
を
模
倣
し
、
自
然
の
中
で
最
も
優
秀
で
合
理
的
な
作
品
で
あ
る
人
間
を
製
作
す
る
。
こ
の
人
造
人
間
は
レ
グ
イ
ア
タ
y
と
し
て
の
園
家

で
あ
る
。
こ
の

E
大
な
人
造
人
間
は
自
然
人
間
の
保
護
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
園
家
制
作
の
素
材
と
そ
の
制
作
者
と
は
共
に
人

間
で
あ
ら
人
間
が
人
間
自
身
の
自
然
を
素
材
に
し
て
園
家
を
作
る
、
こ
こ
に
我
々
は
ホ
ッ
プ
ユ
圏
家
哲
撃
の
明
白
な
、
人
間
と
自
然
を
中
心

と
す
る
世
俗
化
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ
の
政
治
の
自
然
主
義
化
は
文
義
復
興
期
の
マ
キ
ア
グ
ェ

y
に
始
ま
る
と
云
え
る
。
儒
数

の
強
力
な
支
配
下
に
あ
っ
た
中
園
や
日
本
に
於
て
は
、
こ
れ
に
反
し
政
治
哲
撃
は
早
く
か
ら
自
然
と
人
間
の
概
念
を
中
心
に
し
て
後
遺
し
て
来
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た
。
儒
教
は
そ
の
絵
り
に
も
強
い
道
撃
的
傾
向
の
た
め
に
人
間
性
の
分
析
を
行
い
得
な
か
っ
た
が
、
儒
教
は
本
質
上
人
間
的
自
然
的
思
考
様
式

③
 

を
土
台
に
し
て
い
る
。
徳
川
時
代
の
優
れ
た
儒
者
は
そ
の
時
代
的
制
約
の
中
に
人
間
性
隼
重
の
見
地
を
明
瞭
に
し
て
い
る
。

ホ
ッ
プ
エ
の
人
間
撃
は
周
知
の
如
ぐ
利
己
心
の
人
間
撃
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
パ
ト
ラ
、

ジ
ャ
ブ
ツ
ペ

9
1
、
カ
ッ
ド
ワ

1dA
等
の
批
剣
の
針

象
に
な
っ
た
が
、
然
し
そ
の
人
間
性
分
析
の
銃
さ
は
逢
か
に
彼
等
を
摩
し
て
い
る
。
人
間
性
の
本
質
は
不
断
の
、
力
に
謝
す
る
欲
望
の
追
求
で

③
 

あ
り
、
こ
こ
に
こ
そ
人
間
の
幸
福
が
あ
り
、
そ
の
停
止
は
死
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
冷
巌
な
人
間
皐
が
構
想
す
る
自
然
妖
態
は
遁
撃
者
を

し
て
反
援
せ
し
め
ね
ば
止
ま
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
し
人
間
の
自
然
は
善
悪
の
債
値
剣
断
を
離
れ
て
凝
頑
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ホ
ッ
プ
ス
の
自
然
朕

態
は

y
y
l
の
自
然
妖
態
の
如
き
感
傷
的
自
然
で
は
な
い
。

「
自
然
が
か
く
人
々
を
分
離
し
、
人
々
を
し
て
侵
略
さ
せ
、
相
互
に
亡
し
合
う
」

と
云
う
主
張
を
理
解
出
来
な
い
人
達
は
白
か
ら
の
経
験
に
訴
え
て
見
れ
ば
よ
い
。
人
は
放
行
に
出
る
時
武
装
を
し
、
夜
眠
る
時
戸
口
に
錠
を
し
、

彼
の
家
の
内
で
も
金
庫
に
錠
を
す
る
。

一
億
人
は
闘
の
法
や
放
の
仲
間
や
自
分
の
子
供
達
に
就
て
さ
え
も
ど
う
云
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
自
然
妖
態
は
人
間
の
情
欲
そ
の
も
の
に
基
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
未
開
人
の
牧
歌
妖
態
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
文
明
枇
舎
に
於

て
も
内
飢
や
戦
争
や
嫉
妬
、

不
信
、

ユ
バ
イ
の
横
行
す
る
鮭
舎
、
要
す
る
に
、
憎
悪
と
闘
争
の
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
孤
立
妖
態
で
あ

る
。
そ
れ
は
謂
わ
ば
忽
然
と
人
間
の
中
に
現
象
す
る
「
孤
濁
地
獄
」
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
彼
の
自
然
妖
態
は
こ
の
意
味
で
草
な
る
俵
構
で
な

く
、
清
教
徒
革
命
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
近
代
枇
舎
の
惑
の
根
源
、
即
ち
利
己
心
と
憎
悪
と
闘
争
に
針
す
る
銃
い
感
脇
島
の
表
現
で
あ
る
。

官
ッ
ク
や

Y

Y

1
の
自
然
妖
態
は
ホ
ッ
プ
メ
の
そ
れ
に
比
較
し
て
自
然
法
の
妥
賞
、
乃
至
卒
和
妖
態
を
容
認
し
て
い
る
矯
に
、

惑
の
根
源
と
し

て
の
自
然
と
は
逢
か
に
異
っ
た
有
り
方
を
示
し
て
い
る
。
然
し
そ
こ
に
も
依
然
と
し
て
戦
い
の
危
険
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
が
自
然
か
ら
祉

曾
へ
契
約
を
媒
介
と
し
て
移
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
従
っ
て
、
近
代
的
自
然
概
念
が
中
世
的
堕
罪
的
自
然
概
念
か
ら
の
解

放
を
目
ざ
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
し
て
事
賓
自
然
の
正
し
い
理
解
と
そ
の
理
想
化
と
が
押
し
進
め
ら
れ
て
い
る
に

V
拘
ら
ず
、
自
然
自
鰭

の
客
観
的
理
解
が
却
て
中
世
的
自
然
紳
撃
を
或
る
程
度
立
謹
す
る
結
果
に
至
る
の
は
一
つ
の
皮
肉
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
o

そ
し
て
こ
の
こ
と

近
代
思
想
史
に
於
け
る
自
然
の
問
題
(
島
)
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二
四

は
中
世
的
墜
罪
論
が
近
代
に
於
て
も
命
存
績
す
る
理
由
を
成
し
て
い
る
。

ホ
ッ
プ
メ
に
於
て
は
自
然
は
人
間
の
一
切
の
不
幸
と
惑
の
根
源
で
あ
っ
た
。
然
る
に
、
こ
の
相
争
い
A
口
う
自
然
妖
態
の
克
服
の
道
を
示
し
て

い
る
の
も
自
然
で
あ
る
。
市
も
こ
の
問
題
の
解
決
を
な
す
主
鰭
は
人
間
で
あ
り
、
更
に
遁
切
に
云
え
ば
契
約
と
云
う
作
矯
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
は
、
契
約
と
云
う
A
口
理
的
行
矯
ほ
ど
人
間
の
自
由
を
立
認
す
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
創
造
的
自
由
は
自
然
に
基
き
つ
つ
、
自
然

を
越
え
る
。
若
し
こ
の
行
儀
も
自
然
に
基
く
と
云
う
な
ら
ば
、
こ
の
超
越
す
る
自
然
は
超
越
さ
れ
る
自
然
と
根
本
的
に
次
元
を
異
に
す
る
筈
で

あ
る
。
近
代
的
思
考
以
前
の
儒
敬
に
於
て
も
同
様
の
問
題
が
存
在
し
た
。
二
宮
傘
徳
の
天
道
l
人
選
論
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
荻
生
狙
彼
は

「
排
道
」
に
於
て
翠
は
作
者
で
あ
る
と
し
、
「
先
王
人
性
に
率
い
て
こ
の
道
を
作
鋳
す
」
と
云
っ
て
い
る
。
故
に
彼
は
性
善
、
性
悪
爾
設
共
に
採

る
べ
き
黙
が
あ
る
と
す
る
。
「
荷
も
道
に
志
す
あ
ら
ん
か
、
性
善
を
聞
け
ば
即
ち
盆
主
動
め
、
性
惑
を
聞
か
ば
即
ち
カ
め
て
矯
む
。
荷
も
道
に
志

す
こ
と
無
か
ら
ん
か
、
性
惑
を
聞
か
ば
則
ち
棄
て
て
潟
さ
ず
、

性
善
を
聞
か
ば
則
ち
侍
み
て
矯
さ
ず
」
。
庶
民
は
利
に
動
く
小
人
で
あ
る
。

故

に
彼
等
は
先
王
の
道
に
従
っ
て
教
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
性
邸
善
と
は
云
え
ぬ
。
然
し
庶
民
も
そ
れ
ぞ
れ
の
性
に
従
っ
て
道
の
一
端
を
得
る

こ
と
が
出
来
る
。
聖
人
は
決
し
て
凡
人
の
な
し
得
ぬ
こ
と
を
強
い
て
天
下
の
人
を
し
て
善
に
絶
望
さ
せ
る
こ
と
は
や
ら
な
い
。
但
彼
は
か
く
性

の
不
卒
等
を
認
め
る
と
同
時
句
、

こ
の
各
自
の
個
性
に
基
く
行
偽
に
よ
っ
て
善
の
個
性
的
責
現
を
望
み
得
る
と
す
る
。
こ
の
意
味
で
彼
は
主
睦

の
作
鋳
を
媒
介
と
す
る
道
徳
の
人
性
化
、
個
性
化
を
主
張
し
た
。
こ
れ
は
宋
儒
の
高
踏
的
形
市
上
皐
的
道
徳
に
針
す
る
道
徳
の
庶
民
化
に
他
な

ら
ぬ
。
併
し
他
面
彼
は
先
王
の
樺
威
道
徳
を
以
て
宋
儒
の
A
口
理
主
義
に
針
抗
し
た
黙
で
、
依
然
と
し
て
前
近
代
的
思
考
形
式
の
中
に
あ
っ
た
と

云
え
る
。

こ
れ
に
反
し
、

ホ
ッ
プ
ユ
の
近
代
的
思
考
法
は
そ
の
自
然
の
合
理
的
形
成
の
見
方
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
後
は
自
然
妖
態
を
利
己
心
の
朕

態
と
し
て
規
定
し
た
。

こ
れ
は
有
子
の
性
悪
説
に
相
嘗
す
る
と
も
云
え
よ
う
。

然
し
仔
細
に
見
れ
ば
、

彼
の
自
然
は
自
己
の
不
幸
な
妖
態
を

脱
却
す
る
契
機
を
内
在
せ
し
め
て
い
る
。
元
来
彼
は
自
然
そ
の
も
の
を
、
郎
ち
人
間
の
欲
情
を
罪
と
は
考
え
て
い
な
い
。
道
徳
的
善
悪
は
法
が

J
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知
ら
れ
る
ま
で
、
或
は
又
法
を
作
る
人
格
に
就
て
協
定
が
結
ぼ
れ
る
ま
で
は
存
在
し
な
い
筈
で
あ
る
。
而
し
て
、
彼
に
よ
る
と
、
人
格
と
は
そ

①
 

又
は
他
の
人
の
言
葉
又
は
行
矯
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
見
倣
さ
れ
る
人
を
云
う
。
何
れ
に
し
て
も
理

の
言
葉
乃
至
行
焦
が
彼
自
身
の
も
の
、

性
を
有
す
る
存
在
で
な
け
れ
ば
人
格
と
は
な
り
得
ぬ
。
車
な
る
自
然
は
未
だ
人
格
で
は
な
い
。

①
 

枇
舎
に
属
す
る
。

正
不
正
、
善
悪
の
債
値
は
元
来
自
然
に
属
せ
ず
、

然
し
自
然
の
中
に
自
然
を
股
却
さ
ぜ
る
契
機
が
あ
る
。
そ
れ
は
卒
和
に
針
す
る
欲
求
で
あ
り
、
死
の
恐
怖
で
あ
り
、
安
楽
な
生
活
に
必
要
な

事
物
を
望
む
欲
で
あ
り
、
こ
れ
を
勤
勉
に
よ
っ
て
得
る
希
望
で
あ
る

0

・
次
に
人
聞
は
理
性
の
能
カ
を
有
す
る
。
理
性
も
亦
欲
望
と
同
様
に
人
間

の
自
然
に
属
す
る
。
然
し
自
然
の
妖
態
で
は
理
性
は
人
間
相
互
の
争
闘
の
武
器
と
な
る
。

だ
が
人
間
は
互
に
争
い
合
っ
て
い
る
限
り
、
自
然
が

奥
え
た
自
己
の
生
命
を
守
る
こ
と
に
不
安
が
あ
る
。

か
く
て
理
性
は
こ
の
争
い
を
停
止
す
る
こ
と
を
動
告
す
る
卒
和
の
旋
を
構
想
す
る
。
こ
れ

は
自
然
法
と
稀
せ
ら
れ
る
。

ホ
ッ
プ
五
で
は
自
然
権
回
m
z
o
h
Z巳
C
B
G
5
Z民
民
巳
mw
〉
と
自
然
法
と

U
巧

O町

Z
E
C
B
G
K
O
M
Z民
日
怠
ω)

と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
雨
者
の
相
違
は
自
由
と
義
務
の
相
違
に
他
な
ら
ぬ
。
樺
利
は
或
る
こ
と
を
行
い
、

⑦
 

法
は
こ
の
二
つ
の
何
れ
か
を
決
定
し
、
そ
れ
を
義
務
と
し
て
課
す
る
。

又
は
行
わ
ぬ
自
由
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
に
、
人
間
性
に
属
す
る
理
性
は
自
然
の
た
め
に
機
能
す
る
と
共
に
、
祉
舎
の
た
め
に
機
能
す
る
。
自
然
人
は
自
由
に
そ
の
自
然
権

を
行
使
す
る
と
共
に
、

理
性
法
と
し
て
の
自
然
法
に
従
っ
て
卒
和
な
吐
曾
の
建
設
を
義
務
と
し
て
白
か
ら
に
課
す
る
。
こ
こ
で
我
冷
は
ホ
ッ
プ

ユ
の
自
然
概
念
を
一
臆
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
蓋
し
そ
れ
は
頗
る
多
義
的
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
自
然
は
主
と
し
て
祉
曾
、

特
に
園
家
に
掛
照
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
巌
密
な
意
味
で
の
祉
曾
撃
的
祉
曾
概
念
と
針
立
的
で
は
な
い
。
彼
に
は
こ
の
よ
う
な
概
念
構
成
は
未

だ
担
ま
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
争
闘
と
云
う
行
矯
自
慢
が
祉
曾
関
係
を
前
提
に
す
る
と
云
え
ば
、
彼
の
自
然
妖
態
の
暖
昧
さ
は
忽
ち
明
瞭
に
さ
れ

近
代
思
想
史
に
於
け
る
自
然
の
問
題
(
島
)

二
五
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一一六

る
で
あ
ろ
う
。
又
自
然
妖
態
は
家
族
や
都
市
や
王
圏
の
存
在
と
矛
盾
し
な
い
。
蓋
し
自
然
妖
態
に
於
て
も
夫
婦
親
子
聞
の
愛
情
は
存
在
す
る
か

ら
で
あ
句
、
都
市
や
王
圏
に
於
て
は
内
鋭
は
頻
後
し
、
更
に
園
相
互
間
に
は
依
然
と
し
て
征
服
戦
争
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
ら
そ
れ
故
、
人

聞
の
欲
望
が
法
的
道
徳
的
に
統
制
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
一
枇
舎
が
あ
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
自
然
獄
態
が
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
は
こ
の

意
味
で
祉
曾
と
は
直
ち
に
掛
照
的
で
は
な
い
が
、
鮭
曾
的
法
的
に
統
制
さ
れ
た
生
活
と
は
針
照
的
で
あ
る
。
二
、
自
然
法
|
自
然
樺
と
は
区
別
さ

れ
た

l
lは
同
じ
く
自
然
と
云
う
言
葉
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
元
来
自
然
を
統
制
す
る
た
め
の
理
性
法
で
あ
る
。
唯
理
性
も
「
自
然

の
泥
」
と
し
て
欲
望
と
同
様
に
人
間
性
に
固
有
で
あ
る
が
故
に
か
か
る
名
前
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
し
自
然
法
と
理
性
と
は
同

一
で
は
な
い
。
理
性
は
自
然
の
能
力
と
し
て
自
然
的
欲
望
の
道
具
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
自
然
法
は
理
性
が
自
然
を
統
制
す
る
矯

に
工
夫
し
た
結
果
で
あ
る
。
自
然
を
統
制
す
る
矯
に
理
性
が
十
分
な
力
を
有
す
る
と
は
ホ
ッ
プ
ス
は
考
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
闘
家
の
絶
針

樺
カ
を
要
す
る
と
考
え
た
。
こ
の
主
権
の
絶
針
性
の
容
認
は
絶
艶
主
義
の
理
論
的
解
護
と
し
て
彼
の
契
約
論
の
特
徴
を
成
す
も
の
と
見
倣
さ
れ

て
い
る
が
、
然
し
彼
と
錐
も
闘
家
樺
カ
を
車
な
る
超
越
的
権
威
と
は
決
し
て
考
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
思
考
法
は
契
約
論
と
根
本
的
に
背

馳
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
人
間
の
利
己
心
を
鋭
く
洞
察
し
た
が
、
人
間
は
之
を
治
療
唱
す
る
能
カ
を
有
す
る
と
考
え
た
。
闘
家
は
中
世
の
敬
曾

〆

に
代
っ
て
「
有
限
の
紳
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。
然
し
こ
の
紳
と
し
て
の
園
家
は
人
間
の
自
然
的
情
念
と
理
性
に
基
〈
契
約
に
よ
っ
て
後
生
す
る
。

こ
こ
に
人
間
性
に
劃
す
る
信
頼
が
見
ら
れ
る
。
勿
論
ホ
ッ
プ
メ
は
無
紳
論
者
で
は
な
い
か
ら
、
人
間
の
圏
家
形
成
は
自
然
の
原
理
に
基
く
こ
と

に
よ
っ
て
同
時
に
紳
の
世
界
統
治
の
技
術
と
し
て
の
自
然
を
模
倣
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。
自
然
理
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
自
然
法
は

@
 

寅
は
紳
の
法
に
他
な
ら
ぬ
。
然
し
闘
家
の
制
作
は
直
接
に
紳
又
は
敬
舎
に
属
せ
ず
、
自
然
の
理
性
と
情
欲
に
基
い
て
い
る
。
こ
こ
に
近
代
的
園

家
論
の
特
質
た
る
宗
敬
と
政
治
の
分
離
の
一
形
態
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
理
性
へ
の
信
頼
と
更
に
そ
れ
以
上
に
園
家
権
力
に
卦
す
る
マ
キ
ア
グ

ヱ

9
ズ
ム
的
信
頼
と
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
自
然
の
理
性
的
紳
的
面
と
非
合
理
的
悪
魔
的
面
の
不
可
思
議
な
混
滑
が
見
ら
れ
る
。
三
、
自

然
に
は
治
と
閣
が
相
交
り
、
相
制
し
、
相
促
す
癖
詮
法
が
存
在
す
る
o

そ
れ
は
素
行
の
「
理
策
妙
A
口
し
、
而
し
て
生
々
無
息
底
あ
切
」
と
云
う

E
一一一子主



司
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ベ
き
自
然
の
動
態
で
あ
ろ
う
。
自
然
の
争
い
の
中
に
も
自
然
法
と
自
然
理
性
の
微
先
が
さ
し
、

叉
例
え
ば
自
然
的
愛
情
が
介
在
す
る
。
従
っ
て
、

⑫
 

こ
の
殿
か
ら
見
れ
ば
、
官
ツ
グ
が
自
然
妖
態
に
於
て
自
然
法
の
袋
嘗
性
を
容
認
す
る
の
と
原
理
的
に
は
針
立
せ
ず
、
雨
者
の
相
違
は
こ
の
妥
嘗
性

の
量
的
相
遣
に
蹄
着
す
る
。
我
々
は
自
然
癖
管
法
が
ホ
ッ
プ
ユ
の
科
準
的
経
験
的
方
法
に
よ
っ
て
無
意
識
的
に
せ
よ
ど
の
程
度
ま
で
追
窮
さ
れ

た
か
を
考
え
て
見
ょ
う
。
自
然
の
癖
誼
法
は
自
然
の
原
理
を
基
に
し
て
最
も
不
自
然
で
作
然
的
な
人
格
と
云
う
存
在
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
市
し
て
、
人
格
は
契
約
の
主
鰹
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
所
産
で
あ
る
。
人
格
は
元
来
偲
面
司
O
B
O
E
で
あ
り
、
従
っ
て
又
そ
れ
は
俳
優
で

あ
る
。
邸
ち
そ
れ
は
何
か
を
代
表
し
、
演
ず
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
自
身
を
代
表
す
る
に
せ
よ
、
或
は
他
人
を
代
表
す
る
に
せ
よ
何
か
を

⑬
 

演
ず
る
こ
と

Q
R
8
5民
Oロ
〉
と
云
う
意
味
を
有
す
る
。
同
一
の
個
人
が
二
つ
又
は
そ
れ
以
上
の
人
格
を
有
す
る
と
云
う
事
賞
は
自
然
と
人
格
の

根
本
的
相
還
を
現
わ
し
て
い
る
。
人
格
の
本
質
は
自
己
と
他
者
と
を
代
表
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
市
し
て
、
こ
の
代
表
と
は
そ
の
言
葉
と
行
鋳
が

整
合
的
で
あ
り
、
信
頼
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
責
任
あ
る
理
性
的
意
志
の
主
鰹
で
あ
る
。

か
か
る
存
在
に
し
て
始
め
て
契
約

を
結
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
蓋
し
互
に
信
頼
出
来
る
人
間
の
み
が
契
約
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
元
来
契
約
と
云
う
言
葉
は
近
代
人
の
創
作
で
は
な

ぃ
。
奮
約
、
新
約
は
代
表
的
な
契
約
の
文
書
で
あ
る
。
紳
人
の
契
約
は
紳
格
l
人
格
関
係
を
前
提
に
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
。
封
建
的
主
従

関
係
も
か
か
る
契
約
を
本
質
的
に
含
蓄
す
る
。

ホ
ッ
プ
メ
は
凡
ゆ
る
闘
家
は
契
約
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
主
張
す
る
の
で
な
く
、
力
に
よ
る
支
配

関
係
も
認
め
て
い
る
が
、
然
し
た
と
い
園
家
契
約
論
は
偲
構
で
あ
る
と
し
て
も
恰
も
自
然
獄
態
と
同
様
に
そ
れ
は
経
験
的
誼
明
を
全
然
快
い
た

虚
構
で
な
く
、
却
て
現
賓
に
存
在
す
る
最
も
人
格
的
な
関
係
の
一
つ
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
原
始
契
約
を
歴
史
的
概
念
か
ら

⑪
 

園
家
成
立
の
イ
デ

1
へ
解
稗
し
直
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
近
代
民
主
的
園
家
の
憲
法
は
こ
の
よ
う
に
イ
デ

1
の
表
現
で
あ
る
と
見
倣
さ

れ
得
る
。
勿
論
圏
家
契
約
が
唯
一
の
人
格
関
係
で
は
な
い
が
、
然
し
契
約
論
者
は
人
格
的
園
家
の
成
立
を
ま
っ
て
始
め
て
一
切
の
道
徳
的
人
格

的
関
係
が
完
成
さ
れ
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
た
だ
ホ
ッ
プ
エ
に
於
て
は
、
自
然
妖
態
の
理
性
的
統
制
は
途
に
完
成
さ
れ
得
な
か
っ
た
と
云
え

る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
然
か
ら
人
格
へ
の
自
然
縛
謹
法
的
後
展
は
半
途
に
し
て
終
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
然
と
人
格
乃
至
精
紳
と
の
矛
盾
的
関

近
代
思
想
史
に
於
け
る
自
然
の
問
題
(
島
)

二
七
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係
が
彼
の
自
然
主
義
に
よ
っ
て
不
問
に
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
自
然
法
は
そ
の
内
容
に
於
て
枇
曾
道
徳
の
名
に
値
す
る
が
、
然
し
彼
は
そ

れ
を
利
己
主
義
的
に
動
機
づ
け
て
い
る
。

一
切
の
祉
曾
道
徳
は
自
然
妖
態
の
除
去
を
目
的
と
し
、
こ
れ
は
各
自
が
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
で
あ

る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
冷
静
な
利
己
的
計
算
を
土
台
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
、
祉
曾
的
利
他
的
感
情
の
存
在
す
る
絵
地
は
奥
え
ら
れ
て
い
な
W
o

こ
こ
か
ら
彼
は
契
約
論
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
絶
針
主
義
を
結
論
す
る
と
云
う
論
理
的
矛
盾
を
犯
す
に
至
っ
た
。
人
間
性
が
本
質
的
に
利

己
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
利
己
的
計
算
に
基
い
て
契
約
が
結
ぼ
れ
て
も
依
然
と
し
て
背
信
の
危
機
は
存
在
す
る
。
こ
の
危
機
を
除
去
す
る
た

め
に
、
草
な
る
傑
件
的
、
王
様
で
な
く
て
絶
針
的
主
権
の
承
認
が
こ
れ
に
伴
は
ね
ば
な
ら
沿
と
云
う
。
然
し
若
し
人
間
に
鋭
利
な
利
己
的
洞
察
力

を
奥
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
主
権
者
も
人
間
で
あ
る
以
上
利
己
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼
に
こ
の
よ
う

な
絶
針
樺
カ
を
許
容
す
る
こ
と
の
危
機
を
自
賛
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。

ホ
ッ
プ
ス
の
結
論
は
主
権
者
の
人
間
性
を
捨
象
し
て
始
め
て
可
能
で
あ

る
。
利
己
主
義
を
原
理
と
す
る
限
り
、
主
権
者
と
人
民
間
の
利
己
的
相
互
制
約
以
外
に
契
約
保
詮
の
途
は
存
在
し
な
い
。

自
然
朕
態
は
既
述
の
如
く
、
〆
ホ
ヅ
プ
久
に
於
て
も
文
字
通
り
の
自
然
で
は
な
く
て
自
然
的
世
曾
的
結
合
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

理
性
的
世
曾
的
倫
理
的
闘
家
に
劃
す
る
非
理
性
的
自
然
的
生
活
扶
態
を
意
味
し
て
い
る
。
も
っ
と
抽
象
化
す
れ
ば
、
そ
れ
は
欲
望
と
理
性
の
掛
照

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
爾
者
の
艶
立
と
調
節
は
倫
理
撃
の
根
本
問
題
で
あ
る
が
、
近
代
で
は
そ
れ
は
形
市
上
撃
的
、
政
治
撃
的
、
心
理
皐
的
に

そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
と
親
知
に
従
っ
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
契
約
論
は
第
二
の
方
法
の
型
に
属
す
る
。
ロ
ッ
ク
で
は
自
然
扶
態
に
於
て
肢
に
自
然
法

@
 

の
妥
蛍
性
を
認
め
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
岡
家
以
外
の
祉
曾
関
係
の
存
在
を
排
し
て
は
い
な
い
。

y
y
l
も
自
然
妖
態
に
於
け
る
家
族
の
存
在

⑬
 

を
認
め
て
い
る
。
然
し
契
約
論
者
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
所
謂
自
然
妖
態
は
最
早
自
然
的
祉
舎
や
自
然
法
で
は
解
決
出
来
ぬ
危
機
を
内
含
し
て

い
る
と
云
う
黙
で
あ
る
。
こ
の
危
機
と
は
自
然
妖
態
と
云
う
一
一
言
葉
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
、
理
性
的
道
徳
的
岡
家
以
前
の
扶
態
に
伴
う
不
保
理
な



t
d
a
3
z
J
a三
令
市

J
1
3山

YJq』

枇
曾
関
係
の
後
生
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
は
ロ
ッ
ク
は
勿
論
、
か
の
「
自
然
へ
蹄
れ
」
を
提
唱
し
た

y
y
l
と
雄
も
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
自
然
妖
態
は
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
り
、
祉
曾
妖
態
に
移
ら
ね
ば
人
類
の
滅
亡
を
来
す
よ
う
な
不
僚
理
な
障
害
が
現
れ
る

よ
う
に
な
お
そ
れ
は
人
間
相
互
の
支
配
関
係
で
あ
る
o

自
然
妖
態
は
こ
の
腕
貼
か
ら
見
る
と
、
道
徳
的
自
由
を
知
ら
ぬ
無
知
本
能
の
野
獣
の

生
活
に
等
し
い
。
そ
れ
は
人
間
の
喧
-
落
に
謝
し
て
全
く
無
能
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
こ
の
自
然
妖
態
の
墜
落
は
如
何
に
し
て
起
っ
た
か
。

⑨
 

は
ホ
ッ
プ
久
と
正
反
針
に
そ
れ
は
自
然
そ
の
も
の
の
罪
で
な
く
、
吐
曾
の
後
展
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
黙
で
爾
者
の
自
然
は

全
く
掛
照
的
で
あ
る
が
、
然
し
自
然
に
よ
っ
て
こ
の
危
機
を
解
決
出
来
ぬ
と
考
え
る
黙
で
は
雨
者
は
共
通
し
て
い
る
。
市
己
な
ら
ず
、
自
然
の

ノV

ソ

理
解
に
於
て
も
雨
者
は
本
質
的
な
相
違
は
な
い
と
云
え
る
。
何
故
な
ら
ば
、

ホ
ッ
プ
ユ
も
Y

Y

1
も
人
間
の
本
性
を
共
に
自
由
卒
等
と
考
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
彼
等
は
共
に
自
然
の
中
に
近
代
人
の
思
考
の
所
査
を
投
影
し
た
。
彼
等
は
集
圏
の
機
械
的
連
帯
性
に
従
っ
て
行
動
す
る
未
開

人
の
存
在
を
考
え
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
彼
等
は
科
撃
的
説
明
よ
り
も
政
治
的
倫
理
的
債
値
探
究
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

y
y
1
は
「
人
間
不
卒
等
論
」
に
於
て
、
祉
舎
の
後
展
と
共
に
如
何
に
純
粋
な
自
然
妖
態
が
人
間
相
互
の
支
配
、
搾
取
、
不
平
等
の
関
係
に
額

落
し
て
ゆ
く
か
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
類
落
の
終
局
黙
を
も
「
自
然
妖
態
」
と
名
附
け
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
純
粋
な
自
然
妖
態
と
は

⑮
 

凡
そ
封
照
的
な
、
カ
の
み
が
支
配
す
る
扶
態
を
意
味
せ
し
め
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
ホ
ッ
プ
ユ
の
自
然
妖
態
に
相
賞
す
る
。
だ
が
、
自
然
は
如
何
に

針
照
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
自
然
科
撃
的
自
然
と
は
全
く
別
の
、
凡
そ
理
性
的
統
制
以
前
の
或
る
人
間
像
で
あ
り
、
市
も
そ
れ

は
近
代
人
の
憤
慨
す
る
自
由
卒
等
人
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
自
由
人
の
バ
ラ
ダ
イ
ユ
の
一
面
が
示
さ
れ
て
い
る
と
同
時

に
、
自
己
の
自
由
の
た
め
に
他
人
の
自
由
を
犠
牲
に
す
る
近
代
人
の
惑
が
銃
く
暴
露
さ
れ
て
い
た
。
勿
論
惑
は
こ
こ
で
は
一
般
的
に
人
間
の
慈

乃
至
枇
曾
的
人
間
の
惑
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
然
し
こ
の
人
間
の
悪
は
自
由
の
無
拘
束
な
る
使
用
、
乃
至
自
由
人
の
奴
隷
へ
の
頚
落
と
見

倣
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
自
由
卒
等
の
近
代
人
的
自
費
の
前
提
の
下
に
於
て
始
め
て
理
解
さ
れ
る
惑
の
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
ホ
ッ
プ
久

の
利
己
主
義
と
有
子
の
性
悪
設
と
を
根
本
的
に
匿
別
す
る
理
由
で
あ
る
。
例
え
ば
、
萄
子
が
「
人
の
性
は
慈
、
共
善
な
る
者
は
偽
な
り
。
今
人

近
代
思
想
史
に
於
け
る
自
然
の
問
題
(
島
)

二
九



肝開

曲嗣

五

十

周

年

恒

念

論

集

O 

の
性
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
利
を
好
む
こ
と
有
り
、

②
 

是
に
順
、
っ
、
故
に
争
奪
生
じ
て
僻
譲
亡
ぶ
」
と
云
う
時
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
ホ
ッ
プ
メ

の
自
由
卒
等
な
る
自
然
人
の
仮
設
と
は
全
然
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
孟
子
の
性
善
説
が

y
y
l
の
人
間
性
の
種
讃
と
異
る
と
同
じ
で
あ

る
。
然
し
こ
れ
は
決
し
て
儒
教
自
捜
に
内
在
す
る
人
間
性
と
道
徳
と
の
本
質
的
関
聯
を
過
少
評
債
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
江
戸
時
代
の
儒

数
は
車
に
支
配
者
階
級
の
道
徳
で
あ
っ
た
の
で
な
く
、
庶
民
階
級
の
道
徳
と
し
て
よ
り
人
間
的
に
自
然
な
内
容
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
黙
で
心
撃
者
は
町
人
の
買
利
行
偽
の
正
し
さ
を
承
認
し
た
限
り
賓
に
十
七
世
紀
の
カ

Y
ず
ア

Y

涙
に
匹
敵
す
る
劃
期
的
役
割
を
演
じ
た
。

然
し
幕
府
の
御
用
撃
者
た
る
朱
子
皐
振
の
合
理
主
義
に
針
抗
し
た
古
皐
波
や
庶
民
の
敬
育
に
献
身
し
た
儒
墜
者
の
歴
史
的
役
割
を
見
逃
し
て
は

な
ら
ぬ
。
素
行
や
仁
擦
は
孔
子
の
中
に
人
間
性
の
否
定
(
禁
欲
主
義
)
で
な
く
、
却
て
人
間
性
を
長
ぜ
し
め
る
人
間
形
成
の
道
徳
を
見
出
し
た
。

@
 

翠
人
の
遵
は
流
俗
人
情
に
遠
ざ
か
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
各
時
代
の
道
徳
は
草
な
る
規
範
の
種
系
以
上
の
も
の
、
即
ち
そ
の

時
代
の
経
験
し
た
人
間
接
e
l
-
-
そ
れ
は
階
級
的
に
異
る
に
せ
よ
i
l
l
に
基
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

近
代
ヨ

1
官
ッ
バ
の
精
紳
運
動
を
規
定
し
た
重
要
な
獲
動
は
周
知
の
如
く
文
勢
復
興
と
宗
敬
改
革
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
英
濁
悌
の
圏
φ

に

於
て
重
大
な
精
紳
的
政
治
的
社
命
目
的
諸
運
動
の
決
定
因
子
を
成
し
て
い
た
。
我
々
は
こ
れ
を
線
括
的
に
新
敬
運
動
並
び
に
奮
教
徒
内
部
の
改
革

運
動
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
近
代
基
督
教
と
プ

Y

ジ
ヨ
ア
文
化
の
二
つ
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

Y
タ

1
は
自
己
の
良
心
の
自
由
を
身
を
以
て
立
寵
し
た
最
初
の
近
代
人
で
あ
る
。

然
し
彼
の
近
代
性
は
プ

Y

ジ
ヨ
ア
的
文
勢
復
興
的
意
味

の
そ
れ
と
は
根
本
的
に
異
っ
て
い
る
。
彼
の
近
代
性
は
霊
的
人
間
の
自
由
の
確
立
と
云
う
宗
教
的
倫
理
的
意
味
に
於
て
で
あ
っ
た
。
彼
は
人
間

を
内
的
人
間
と
外
的
人
間
の
二
つ
に
分
け
る
。
こ
こ
に
精
紳
と
身
鐙
乃
至
自
由
と
自
然
の
深
い
矛
盾
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
今
後
の

道
徳
哲
撃
に
も
色
々
の
形
で
復
活
す
る
。

精
紳
の
面
に
就
て
云
え
ば
、

「
基
督
者
は
凡
て
の
も
の
の
上
に
立
つ
自
由
な
君
主
で
あ
っ
て
、③

 

「
基
督
者
は
凡
て
の
も
の
に
奉
仕
す
る
僕
で
あ
っ
て
、
何
人
に
も
従
属
す
る
。
」
こ 何

人
に
も
従
属
し
な
い
」
。
然
し
肉
鰹
の
面
に
就
て
云
え
ば
、

の
主
張
は
ま
さ
に
基
督
敬
の
本
質
に
基
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
叉
我
φ

が
今
ま
で
考
察
し
て
来
た
自
然
概
念
と
掛
照
的
な
考
え
方
を
含
ん
で
い

1
1冒
1
i
J
=重
量
主

t



る。

そ
し
て
こ
れ
は
嘗
然
で
あ
る
。

蓋
し
自
然
法
の
理
論
は
元
来
ギ
η
ノ
シ
ヤ
哲
撃
に
後
し
、

且
つ
近
代
に
於
て
は
プ
Y
ジ
ヨ
ア
祉
曾
建
設
の

理
論
と
し
て
後
展
し
来
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
性
格
に
於
て
文
事
復
興
的
精
紳
の
後
展
と
し
て
解
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

プ
Y
ジ
ヨ
ア
文

化
の
本
質
は
地
上
的
生
活
の
建
立
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
人
間
撃
は
基
督
教
と
異
っ
て
一
元
論
的
で
あ
る
。

モ

Y
-
7
1
z
ュ
は
人
聞
は
草
な
る
魂

で
も
、

叉
軍
な
る
身
鰹
で
も
な
く
、

一
個
の
精
紳
|
肉
鰻
的
人
間
で
あ
る
と
考
え
た
。
江
戸
時
代
の
儒
敬
が
悌
敬
の
超
俗
性
を
非
難
し
た
の
も

こ
の
貼
で
あ
っ
た
。
然
し
肢
述
の
如
く
、

プ
Y
ジ
ヨ
ア
的
人
間
撃
に
は
大
き
な
危
機
が
内
在
し
て
い
る
。

ホ
ッ
プ
ユ
の
絶
針
主
義
が
決
し
て
最

後
の
解
決
で
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
は
英
併
の
絶
針
主
義
の
運
命
が
よ
く
こ
れ
を
鐙
し
て
い
る
。

叉日
μ

ッ
ク
や
Y
Y
1
の
民
主
的
契
約
論
は
草

命
乃
至
自
然
妖
態
へ
の
契
約
解
消
の
可
能
性
を
承
認
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
政
治
的
民
主
々
義
的
解
決
は
相
針
的
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
勿
論
既
往
の
歴
史
的
事
賞
に
就
て
云
え
ば
、
革
命
は
プ
Y
ジ
ヨ
ア
ジ
1
解
放
の
た
め
の
止
む
を
得
ぬ
惑
と
し
て
認
め
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
又
政
治
的
解
決
を
無
視
す
る
宗
教
的
道
徳
的
救
済
策
は
濁
善
的
か
逃
避
的
か
の
何
れ
か
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
矛
盾
の
解
決
の
方

法
が
唯
一
で
な
く
て
多
様
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
近
代
史
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
が
こ
れ
を
立
詮
し
て
い
る
。
近
代
祉
曾
は
唯
一
の
普
遁
的
哲
撃
に

よ
っ
て
公
式
化
さ
れ
る
に
は
絵
り
に
も
多
様
な
構
造
を
有
し
て
い
る
。
近
代
社
曾
で
は
あ
ら
ゆ
る
立
場
は
有
限
で
あ
る
。
若
し
こ
の
祉
曾
に
絶

針
が
街
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
線
て
の
立
場
を
貫
く
「
包
掻
者
」
以
外
に
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

政
治
的
解
決
の
有
限
性
は
そ
の
人
間
認
識
の
有
限
性
に
他
な
ら
ぬ
。

ホ
ッ
プ
ユ
は
?
キ
ア
ゲ
ヱ
リ
と
共
に
人
間
性
の
邪
悪
な
も
の
、

悪
魔
的

な
も
の
、
弱
さ
を
銃
く
洞
察
し
た
。
然
し
絶
針
的
園
家
権
力
に
よ
っ
て
こ
れ
を
教
育
出
来
る
と
考
え
た
こ
と
は
そ
の
人
間
観
の
安
易
さ
を
暴
露

し
た
も
の
と
云
え
よ
う
。

然
し
他
方
Y
タ
1
自
身
の
人
間
観
に
も
問
題
が
あ
る
。
宗
教
改
革
は
文
事
復
興
の
内
在
主
義
、

ヒ
ュ
1
?
-
一
ズ
ム
に
劃
し
て
超
越
的
二
元
論

近
代
思
想
史
に
於
け
る
自
然
の
問
題
(
島
)



E 明胴

五

十

周

年

記

念

論

集

を
立
て
る
。
人
間
行
矯
の
空
し
さ
が
強
調
せ
ら
れ
、
唯
信
仰
の
み
が
人
間
の
異
の
自
由
を
可
能
に
す
る
と
設
か
れ
た
。
従
っ
て
、
宗
教
改
革
の

根
本
精
紳
は
凡
そ
反
文
勢
復
興
的
、
従
っ
て
こ
の
意
味
で
は
反
近
代
的
で
あ
り
、

復
活
に
他
な
ら
向
。
だ
が
こ
の
精
神
は
本
来
の
プ

Y
ジ
ヨ
ア
文
化
と
は
根
本
的
に
相
樹
立
す
る
と
は
云
え
、
近
代
人
の
良
心
の
自
由
に
深
省
を

ト
ゥ
レ

Y
チ
ュ
の
云
う
如
く
、
一
順
一
音
書
の
ア
ガ
ペ
の
信
仰
の

奥
え
た
貼
で
近
代
的
意
味
を
有
す
る
と
云
え
る
。
そ
れ
は
一
順
一
Z

白
書
が
超
歴
史
的
で
あ
る
如
く
に
超
歴
史
的
で
あ
る
が
、
古
い
宗
教
に
掛
す
る
と

同
様
に
新
し
い
文
化
に
劃
し
て
も
積
極
的
且
否
定
的
挑
戦
で
あ
る
と
云
う
意
味
で
近
代
的
歴
史
的
意
味
を
有
す
る
。
そ
れ
は
古
い
宗
教
内
部
で

の
新
し
い
挑
戦
者
パ
ヂ
F

Y
と
比
較
さ
れ
る
べ
き
歴
史
的
意
義
で
あ
る
。

デ
カ

Y
ト
に
於
て
哲
撃
的
表
現
を
見
出
し
た
精
紳
の
自
由
は
人
格
の
本
質
を
成
す
こ
と
云
う
を
ま
た
ぬ
。
そ
れ
は
恰
も
儒
教
の
人
心
に
針
す

る
道
心
乃
至
明
徳
に
嘗
る
も
の
で
、
草
な
る
封
建
的
権
威
へ
の
服
従
で
な
く
、
こ
の
明
徳
に
よ
る
剣
断
に
基
い
た
遁
の
髄
得
が
道
徳
的
自
律
に

他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
樺
威
に
劃
す
る
恐
怖
で
な
く
、
遣
に
針
す
る
掌
敬
を
動
機
と
し
た
。
近
世
初
頭
の
ヨ

1
台
ッ
バ
に
於
て
は

そ
れ
は
紳
の
徒
で
あ
り
、
自
然
法
で
あ
っ
た
。
精
神
が
身
躍
を
基
に
し
、
自
然
を
基
躍
と
す
る
に
し
て
も
、
精
紳
の
本
質
は
身
雌
胞
を
超
越
し
、

且
つ
身
控
を
精
神
化
す
る
機
能
に
あ
る
。

モて
7
1
ユ
ュ
が
精
神
と
身
鰹
の
相
互
関
係
と
し
て
の
人
間
の
立
場
を
強
調
し
つ
つ
、
他
面
身
樫
や

⑧
 

自
然
の
有
り
方
は
精
紳
の
有
り
方
に
依
存
す
る
こ
と
を
設
き
、
そ
こ
か
ら
メ
ト
ア
的
賢
者
の
自
由
を
主
張
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
こ
こ
に
基

督
敬
と
哲
準
的
観
念
論
と
が
相
結
び
合
い
な
が
ら
自
然
の
問
題
の
解
決
に
遭
を
開
く
の
で
あ
る
。
紳
は
自
然
の
創
造
者
で
あ
り
、

叉
人
聞
は
紳

の
像
を
基
に
し
て
創
造
さ
れ
た
と
云
う
信
仰
と
、
確
賓
な
る
存
在
は
我
の
意
識
で
あ
り
、
自
然
は
コ
ギ
ト
の
襲
様
で
あ
る
と
云
う
哲
撃
と
は
共

に
自
然
主
義
を
克
服
す
る
遣
を
準
備
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
然
し
自
然
は
早
ま
っ
た
支
配
意
欲
に
劃
し
て
は
手
痛
く
復
讐
す
る
。
自
然
は
容

日
拐
に
征
服
さ
れ
得
な
い
。

Y
タ

1
は
、
基
督
者
は
心
に
於
て
は
絶
掛
的
自
由
人
で
あ
る
が
、
肉
種
に
於
て
は
隷
属
者
で
あ
る
と
云
っ
た
。

だ
が
こ
の
主
張
は
十
分
慎
重

に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
そ
こ
に
は
二
つ
の
区
別
さ
れ
る
べ
き
、
而
も
同
一
の
異
理
の
南
面
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
べ
き
意
味
が
含

、

主 当防



ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
の
意
味
に
従
え
ば
、
精
神
と
身
鰹
は
全
く
別
個
の
存
在
で
あ
る
。
人
間
の
義
と
自
由
は
そ
の
反
針
の
悪
、
束

縛
と
共
に
霊
的
人
間
に
麗
し
、
肉
的
人
間
に
麗
し
な
い
。
我
々
は
ど
れ
程
外
面
的
に
借
衣
を
ま
と
い
、
新
騰
し
、
断
食
を
し
て
も
、

叉
反
針
に

惑
と
見
倣
さ
れ
る
行
矯
を
し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
外
的
行
鋳
自
鰹
に
よ
っ
て
霊
的
人
間
が
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
然
る
に
、
基
督
は
捻

の
否
定
で
な
く
、
逆
に
そ
の
成
就
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
こ
か
ら
第
二
の
意
味
が
引
き
出
さ
れ
る
。
我
々
は
地
上
的
存
在
と
し
て
は
肉

抽
胞
を
離
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
o

，
故
に
肉
鰹
は
信
仰
の
器
と
し
て
陶
冶
さ
れ
、
修
練
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
は
信
仰
の
み
が
な
し
得
る
の
で

あ
る
。
信
仰
は
決
し
て
無
鴬
で
な
ぐ
、
我
々
が
肉
の
人
々
と
し
て
人
に
奉
仕
し
、
人
々
を
愛
す
る
カ
を
輿
え
る
。
信
仰
を
「
生
け
る
、
勤
勉
な
、

@
 

活
動
的
な
、
力
強
い
も
の
」
と
呼
ん
だ
Y
タ

1
の
言
葉
は
異
に
意
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
震
と
肉
に
就
て
の
注
意
す
べ
き
別
の
解
種

が
生
れ
る
。
精
紳
と
は
信
仰
に
生
き
る
有
り
方
で
あ
り
、
肉
的
と
は
不
信
仰
の
有
り
方
で
あ
る
。
心
と
雄
も
不
信
仰
に
あ
る
限
り
肉
的
で
あ
り
、

の

外
的
行
矯
と
錐
も
信
仰
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
限
り
精
紳
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
遁
例
の
心
身
の
二
元
怯
は
こ
れ
と
共
に
喪
失
し
、

新
し
い
市
も
絶
針
的
二
元
住
が
現
わ
れ
る
。
基
督
者
も
反
基
督
者
も
自
然
的
人
間
と
し
て
は
金
一
的
人
間
で
あ
る
。
基
督
者
の
生
活
は
決
し
て

自
然
的
意
味
に
於
て
の
肉
樫
を
超
越
し
た
生
活
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
精
神
的
肉
腫
的
金
一
的
人
間
存
在
が
不
信
仰
と
し
て
の
肉
の
生
活
か
ら

信
者
と
し
て
の
震
の
生
活
へ
そ
の
ま
ま
轄
換
す
る
。
こ
の
生
活
は
依
然
と
し
て
身
慢
と
自
然
に
結
合
し
て
い
る
が
、
後
者
は
信
仰
の
器
と
し
て

意
味
の
轄
換
を
途
げ
る
の
で
あ
る
J

従
っ
て
、
紳
の
無
限
な
愛
は
人
聞
を
そ
の
罪
の
あ
る
心
身
的
人
間
と
し
て
そ
の
信
仰
の
故
に
の
み
義
と
す

⑧
 

市
も
救
い
の
矯
で
な
く
て
「
紳
に
よ
っ
て
喜
ば
れ
る
た
め
」
に
霊
肉
の
戦
い
を
賓
践
せ
ね
ば
な
ら

る
が
、
然
し
他
面
に
於
て
紳
の
捻
の
故
に
、

な
い
。
こ
の
戟
い
は
我
々
が
生
き
て
い
る
限
り
績
行
す
る
。

五

こ
の

Y
タ

1
の
賞
践
的
闘
争
的
信
仰
は
か
の
革
命
的
宗
波
カ

Y
ヴ
イ
ニ
ズ
ム
へ
後
展
す
る
。
こ
こ
で
我
々
の
主
題
た
る
自
然
の
問
題
を
と
り

近
代
思
想
史
に
於
け
る
自
然
の
問
題
(
島
)



五

十

周

年

肥

念

論

集

四

上
げ
よ
う
。
我
々
の
自
然
は

Y
タ

l
の
肉
鰹
と
同
様
に
心
身
的
人
間
の
前
理
性
的
前
人
格
的
存
在
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
車
に
外
的
自
然
で
な

く

人
間
の
存
在
、

そ
の
歴
史
と
祉
舎
の
中
に
深
い
根
底
を
成
す
非
合
理
的
な
も
の
を
意
味
し
た
。

こ
れ
を
如
何
に
し
て
理
性
化
し
、

人
格

化
す
る
か
、
こ
れ
が
近
世
の
基
督
敬
倫
理
並
び
に
道
徳
哲
撃
の
根
本
-
ア

1
?
で
あ
っ
た
。
我
々
は
こ
れ
を
近
代
倫
理
の
後
展
史
に
於
て
重
要
且

つ
困
難
な
問
題
で
あ
っ
た
貨
殖
並
び
に
利
子
に
於
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
金
貸
業
が
古
来
如
何
に
世
俗
的
宗
教
的
倫
理
に
よ
っ
て
罪
悪
視
さ

@
 

れ
た
は
こ
こ
で
細
設
す
る
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
典
型
的
な
非
難
は
ア

9
ユ
ト
ア
レ
ユ
に
於
て
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
金
貸
業
の
無
制

限
な
利
殖
行
矯
に
射
す
る
指
弾
に
他
な
ら
ぬ
。
こ
の
見
方
は
中
世
紳
皐
か
ら

Y
タ

1
に
至
る
ま
で
凝
ら
な
か
っ
た
。
然
る
に
カ

Y
ず
ア
ン
に
至

⑩
 

っ
て
事
情
は
一
獲
す
る
。
彼
は
利
子
が
遁
度
な
率
で
あ
る
限
り
は
こ
れ
を
公
認
す
る
。
同
様
な
道
徳
観
念
の
襲
化
は
徳
川
時
代
に
於
け
る
わ
が

心
筆
者
の
町
人
の
寅
利
の
道
徳
的
是
認
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
考
え
方
の
獲
化
は
内
ノ
ェ

1
バ
ー
に
よ
っ
て
、
新
教
倫
理
の
資
本
主
義
後

達
に
針
す
る
影
響
と
し
て
力
説
さ
れ
た
こ
と
は
絵
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
然
し
こ
の
優
れ
た
観
察
は
他
面
種
々
な
る
問
題
を
撤
し
て
い
る
こ

と
も
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
第
一
、
職
業
と
云
う
観
念
は
極
め
て
一
般
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
資
本
家
の
み
な
ら
ず
、

凡
ゆ
る
職
業
に
共
通
で
あ
る
。

従
っ
て
、
新
教
の
倫
理
の
資
本
主
義
に
針
す
る
影
響
は
資
本
家
的
職
業
倫
理
関
係
に
限
定
さ
れ
て
考
察
し
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
第
二
、

然
る
に
基
督
敬
は
本
質
上
マ
ン
モ
一
一
ズ
ム
を
敵
と
す
る
。
市
し
て
、
資
本
主
義
の
本
質
は
マ
ン
モ
-
一
ズ
ム
で
あ
る
。
従
っ
て
、
問
題
は
本
質
上
互

〆

に
針
立
的
な
生
活
原
理
が
如
何
に
調
和
出
来
る
か
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
は
新
敬
を
し
て
こ
こ
ま
で
妥
協
的
に
さ
せ
た
初
期
資
本
主
義
の

摩
カ
が
あ
る
と
考
え
る
守
へ
き
で
あ
ろ
う
。
勤
勢
主
義
や
禁
欲
主
義
が
そ
れ
だ
け
で
内
在
的
に
資
本
主
義
を
後
展
さ
せ
た
等
と
は
到
底
考
え
得
ら

れ
ぬ
。
如
何
に
初
期
の
段
階
で
あ
れ
、

マ
ブ
モ
一
一
ズ
ム
は
基
督
教
に
と
っ
て
は
危
険
な
誘
惑
で
あ
る
。
而
も
こ
の
危
険
な
野
献
を
宗
教
的
倫
理

的
に
手
な
づ
け
る
決
意
を
さ
せ
た
も
の
は
何
か
。
我
々
は
そ
こ
に
資
本
主
義
の
逆
の
影
響
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
同
時
に
こ
れ
は
決
し
て
基

督
教
の
箪
な
る
が
究
協
で
な
く
て
、
寧
ろ
危
険
な
マ

γ
モ
ニ
ズ
ム
を
如
何
に
制
御
す
る
か
の
努
カ
で
あ
っ
た
。
少
く
と
も
良
心
的
な
基
督
敬
徒
の

態
度
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
然
し
基
督
教
の
良
心
に
も
拘
ら
ず
、
市
民
祉
曾
の
経
済
的
政
治
的
援
展
は
寧
ろ
ホ
ッ
プ
ユ
の
自
然
獄
態
、
乃
至

也
市
川
戸

d
m

• 



警

y
y
l
の
墜
落
し
た
第
二
の
自
然
を
現
象
さ
せ
る
。
十
六
、
十
七
世
紀
に
於
け
る
英
備
の
絶
針
主
義
を
め
ぐ
る
宗
教
的
政
治
的
闘
争
と
内
鋭
の

頻
後
は
宗
教
的
良
心
の
健
全
を
さ
え
疑
わ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
同
時
に
こ
れ
は
既
成
宗
敬
そ
の
も
の
が
常
に
自
己
の
内
部
に
ひ
そ
む
「
自

然
」
を
自
己
批
剣
し
、
常
に
反
省
と
賓
践
を
新
た
に
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
宗
敬
の
墜
落
と
革
命
の
必
要
は
例
え
ば

Y
タ

ー
や
バ
メ
カ

Y
の
新
運
動
が
こ
れ
を
詮
し
て
い
る
。
永
遠
に
非
合
理
な
も
の
、
背
理
な
も
の
、
市
も
そ
の
中
に
紳
性
を
宿
す
自
然
が
宗
致
、
道

徳
及
び
文
化
の
後
展
、
墜
落
と
復
活
を
如
何
に
規
定
す
る
か
を
我
々
は
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。

近
代
人
は
中
世
的
紳
皐
的
人
間
島
?
と
は
み
一
く
掛
照
的
に
人
間
を
内
在
的
一
元
的
に
捉
え
た
。
人
間
を
自
然
の
一
部
と
し
て
、
或
は
自
然
人
の

仮
構
に
於
て
理
解
す
る
の
が
そ
の
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
化
に
よ
り
て
歪
曲
さ
れ
、
抑
制
さ
れ
た
人
間
性
の
異
質
な
自
然
と
生
命
へ
の
復
蹄

の
要
求
と
も
見
ら
れ
、

モ

Y
-プ
1
E
ニ
ュ
、

Y
ソ

1
、
ジ
イ
ド
の
文
化
観
、

反
合
理
主
義
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
自
然
は
善
悪
の
彼

岸
に
あ
る
純
な
る
生
命
の
根
源
と
見
ら
れ
、
善
悪
は
理
性
的
作
矯
的
債
値
で
あ
り
、
文
化
と
鮭
曾
に
属
す
る
。
善
は
自
然
の
理
性
的
形
成
で
あ

り
、
惑
は
理
性
に
よ
る
そ
の
歪
曲
で
あ
る
。
自
然
法
皐
者
は
決
し
て
箪
な
る
自
然
主
義
者
で
な
か
っ
た
。
寧
ろ
自
然
主
義
は
吐
曾
的
惑
の
自
由

放
任
に
こ
そ
認
め
ら
れ
る
。
蓋
し
そ
れ
は
祉
曾
的
惑
の
存
在
が
却
て
枇
曾
的
善
の
寅
現
に
不
可
侠
で
あ
る
と
す
る
思
想
で
あ
り
、

理
性
的
人
格

的
統
制
の
完
全
な
排
除
と
人
間
欲
望
の
車
な
る
肯
定
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
主
義
は
一
名
市
民
世
曾
的
自
由
主
義
と
稀
せ
ら

れ
る
が
、
そ
れ
は
十
八
世
紀
の
初
め
に
現
わ
れ
た
マ
ン
ド
ヴ
イ

Y
の
「
蜜
蜂
物
語
り
」
に
於
て
初
登
場
し
た
。
そ
れ
は
悪
徳
と
本
能
を
快
い
た

(。

草
な
る
徳
で
は
祉
曾
は
決
し
て
繁
築
し
な
い
と
大
腸
に
宣
言
し
た
ぜ
そ
れ
は
十
七
世
紀
の
基
督
敬
的
市
民
道
徳
の
慶
素
で
あ
り
、
叉
歴
史
は
こ

の
方
向
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
主
義
は
種
々
な
る
形
に
於
て
消
極
的
に
は
偽
善
主
義

l
特
に
基
督
敬
的
禁
欲
主
義

l
に
針
す

る
抵
抗
と
し
て
、
積
極
的
に
は
人
間
性
と
徳
の
癖
詮
法
的
媒
介
と
し
て
、

モ

Y
F
7
1
-一
ュ
よ
り
-
ブ
・
官
シ
ュ
プ

1
コ
に
至
る
悌
蘭
西
モ
-
フ
η
ノ
ス

込ト
む@に
己認

め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る

「
偽
善
は
悪
徳
が
徳
に
封
し
て
携
う
敬
意
で
あ
る
。
」
「
河
が
海
に
流
れ
込
む
よ
う
に
徳
は
利
害
の
中
に
紛
れ

近
代
思
想
具
に
於
け
る
自
然
の
問
題
(
島
)

一五
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八

も
亦
か
く
考
え
た
。
宗
敬
的
倫
理
的
鰹
験
は
こ
の
矛
盾
の
多
い
人
間
存
在
の
根
祇
を
深
く
追
窮
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
何
れ
に
存

す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
輩
に
精
紳
と
身
髄
の
矛
盾
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
我
々
の
心
と
難
も
必
ず
し
も
自
由
で
あ
る
と
は
云
え
な
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
矛
盾
の
自
費
は
精
紳
の
自
由
を
肢
に
前
提
に
し
て
い
る
。
故
に
、
人
間
の
矛
盾
は
自
由
の
原
理
と
し
て
の
精
紳
と
隷
属

の
原
理
と
し
て
の
自
然

i
人
間
の
心
身
の
爾
面
を
含
ん
で
|
|
の
聞
の
矛
盾
に
他
な
ら
ぬ
。
だ
が
精
紳
の
自
由
は
自
然
を
基
鰹
に
す
る
に
し
て

も

l
l人
間
は
天
使
で
は
な
い
|
|
同
時
に
自
然
を
越
え
、
そ
れ
を
支
配
す
る
能
カ

l
l人
間
は
動
物
で
も
な
い
ー
ー
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

精
紳
の
自
由
は
近
代
に
於
て
は
自
然
に
劃
す
る
主
樫
の
支
配
カ
と
し
て
近
代
的
合
理
的
個
人
主
義
の
不
可
侠
的
傑
件
で
あ
っ
た
。
デ
カ

Y
ト
と

ぺ

1
コ

y
は
そ
の
立
場
は
根
本
的
に
異
る
が
、
近
代
精
紳
の
自
由
の
確
立
に
貢
献
し
た
結
で
は
共
通
で
あ
る
。
デ
カ

Y
ト
は
そ
の
「
情
念
論
」

。へ

1
コ

y
は
外
的
自
然
の
知
識
に
よ
る
支
配
を
「
新
オ

Y
ガ
ノ

y
」
の
目
標
と
し
た
。

而
し
て
、
こ
の
運
動
は
自
然
理
性
を
唯
一
の
カ
と
し
て
超
自
然
的
啓
示
宗
教
を
批
剣
し
、
，
次
第
に
プ

Y
ジ
ョ
ア
的
ヒ
ュ

1
マ
-
一
ズ
ム
に
移
行
す

に
於
て
、
情
念
即
ち
内
的
自
然
の
合
理
的
支
配
を
読
き
、

る
傾
向
を
座
胎
し
て
い
る
が
、
然
し
他
方
啓
一
木
宗
敬
は
依
然
と
し
て
そ
の
権
威
を
失
わ
ず
、
哲
皐
も
宗
敬
を
合
理
的
に
崎
型
化
し
つ
つ
そ
の
前

提
を
破
壊
し
去
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
然
る
に
、
啓
示
宗
教
に
よ
る
と
、
た
と
い
理
性
は
自
然
と
共
に
紳
の
被
造
物
で
あ
る
と
し
て
も
、

〆

そ
れ
は
被
造
物
と
し
て
は
自
然
の
秩
序
に
麗
し
、
有
限
性
を
股
却
出
来
ぬ
。
周
知
の
如
く
、
バ
只
カ

Y
は
身
鰻
と
精
紳
と
慈
悲
の
三
つ
の
秩
序
を

@
 

匿
別
し
、
こ
れ
ら
は
互
に
超
越
的
で
あ
り
、
而
し
て
第
三
の
秩
序
を
以
て
超
自
然
的
秩
序
と
す
る
。
身
鰹
を
ど
れ
程
集
め
て
も
そ
の
中
か
ら
思
想

の
一
断
片
を
も
作
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
然
し
身
鰹
と
精
紳
と
は
慈
悲
に
針
し
て
は
共
に
無
限
に
隔
っ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
秩
序
の
考
え
方
に

よ
る
と
、
人
間
存
在
並
び
に
人
間
と
紳
と
の
関
係
は
互
に
無
限
の
距
離
に
よ
っ
て
分
離
し
て
い
る
か
の
如
き
印
象
を
奥
え
る
が
、
然
し
こ
れ
は

秩
序
の
草
な
る
外
面
的
並
存
を
意
味
し
な
い
。

精
神
は
純
な
る
精
紳
と
し
て
は
身
鰻
の
秩
序
を
越
え
て
い
る
。

然
し
純
な
ら
ぎ
る
思
惟
は
身

抽
胞
に
よ
っ
て
誘
後
さ
れ
る
。

こ
れ
が
情
念
で
あ
る
。

而
も
人
間
は
純
粋
な
思
惟
に
怠
屈
す
る
か
ら
行
動
と
情
念
と
が
必
要
で
あ
る
。

偉
大

な

そ@人

間
の

故

幸
一
臓
な
生
活
は
愛
に
始
ま
り
、

野
心
に
終
る
。

だ
が
情
念
は
よ
り
純
な
る
精
紳
を
も
っ
に
従
っ
て
盆
主
純
粋
に
な
り
、



精
紳
の
本
質
そ
の
も
の
は
そ
の
秩
序
と
共
に
身
鰹
の
次
元
に
超
越
的
で
あ
る
。
然
し
人
間
に
於
て
は
こ
の
こ
と
は
、
精
紳
が
純
粋
さ
を
失
い
、

逆
に
叉
身
地
腔
が
精
神
化
さ
れ
る
可
能
性
を
排
除
せ
ず
、
寧
ろ
こ
れ
こ
そ
人
間
の
本
質
的
可
能
性
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
物
心

の
存
在
の
秩
序
と
超
自
然
的
秩
序
と
の
関
係
に
於
て
一
層
重
大
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
を
更
に
自
由
と
恩
寵
の
関
係
に
置
換
出
来
な
い
で
あ
ろ

ゆ
っ
か
。
然
し
バ
メ
カ

Y
は
ア
ク
グ
ユ
-
ア
イ
ヌ
メ
と
共
に
噴
罪
後
の
自
由
意
志
を
否
認
す
る
。
然
ら
ば
、
彼
の
三
つ
の
秩
序
論
に
於
て
、
精
紳
の

身
鰹
に
劃
す
る
超
越
性
は
何
を
意
味
し
で
い
る
か
。
純
粋
な
精
紳
乃
至
純
粋
な
情
念
の
存
在
は
精
紳
の
自
由
の
存
在
を
前
提
し
な
い
で
あ
ろ
う

治、

「
考
え
る
」
こ
と
を
人
間
の
唯
一
の
品
位
と
し
、

こ
こ
に
道
徳
の
原
理
を
認
め
る
バ
メ
カ

Y
は
如
何
な
る
意
味
で
墜
罪
後
の
人
間
性
に
針

す
る
不
信
を
抱
い
て
い
た
か
。

「
自
然
は
紳
の
寓
し
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
完
全
さ
を
も
ち
、
そ
れ
が
草
な
る
寓
し
で
し
か
な
い
こ
と
を

示
す
た
め
に
侠
陥
を
有
す
る
」
と
云
う
断
想
は
彼
が
輩
な
る
自
然
の
ペ
ジ
ミ
メ
ト
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
向
。
勿
論
精
紳
秩

序
が
超
自
然
の
秩
序
に
無
限
に
隔
り
を
有
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
自
然
は
彼
に
於
て
も
決
し
て
腐
敗
の
卒
面
に
於
て
あ

る
の
で
な
く
、
善
を
「
考
え
る
」
こ
と
に
於
て
肢
に
第
三
の
秩
序
へ
自
己
を
開
示
せ
ん
と
す
る
立
鰹
性
を
有
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特

に
自
然
の
理
性
に
従
っ
て
、
紳
の
存
在
の
た
め
の
賭
け
の
合
理
性
を
立
詮
す
る
有
名
な
「
バ

Y

セ
」
の
一
節
は
信
仰
に
於
け
る
主
髄
的
決
断
の

@
 

必
要
と
理
性
の
超
理
性
へ
の
飛
躍
の
過
程
を
示
し
た
も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
彼
は
ア
ク
グ
エ
-
ア
イ
ヌ
メ
波
に
属
し
、
人
間
の
意
志
を

紳
の
絶
針
的
意
志
へ
の
従
属
的
協
カ
者
と
見
倣
す
故
に
、

恩
寵
の
助
け
な
く
し
て
慈
悲
の
秩
序
へ
の
蹄
入
は
絶
針
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

然
し
そ
れ
は
決
し
て
本
来
紳
の
像
と
し
て
創
造
さ
れ
た
人
間
の
意
志
と
理
性
の
無
償
値
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

だ
が
三
つ
の
秩
序
は
叉
逆
の
方
向
に
轄
向
す
る
。
即
ち
精
紳
が
行
動
と
情
念
を
精
紳
化
す
る
如
く
、
超
自
然
的
慈
悲
は
身
髄
と
精
紳
の
爾
秩

@
 

序
を
遁
じ
て
こ
れ
ら
の
世
界
の
中
に
自
己
を
啓
示
し
、
律
法
を
破
壊
せ
ず
逆
に
こ
れ
を
成
就
す
る
カ
を
奥
え
る
。
こ
の
場
合
自
然
は
律
法
に
よ

っ
て
否
定
さ
れ
ず
、
そ
の
病
め
る
姿
を
知
る
こ
と
を
数
え
ら
れ
る
。
然
し
バ
メ
カ

Y
に
於
て
は
自
然
或
は
人
間
は
矛
盾
に
於
て
理
解
さ
れ
る
。

そ
れ
は
悲
惨
で
あ
る
と
共
に
偉
大
で
あ
る
。
そ
の
偉
大
さ
は
人
間
の
思
惟
に
あ
る
。
自
然
は
病
め
る
存
在
で
あ
る
と
し
て
も
、

「
秩
序
」
を
失

近
代
思
想
史
に
於
け
る
自
然
の
問
題
(
島
)

九
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っ
て
い
な
い
。
身
鰻
の
秩
序
と
し
て
の
自
然
法
則
、
精
紳
の
法
則
と
し
て
の
道
徳
法
は
第
三
の
秩
序
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
な
い
。

理
性
は
有
限

で
は
あ
る
が
自
然
の
秩
序
の
認
識
を
紳
か
ら
奥
え
ら
れ
た
使
命
と
し
て
い
る
。
バ
メ
タ

Y
の
科
撃
的
精
紳
は
決
し
て
彼
の
信
仰
と
矛
盾
し
な
い
。

Y
プ
ェ

1
プ
Y
の
如
く
、
科
恩
一
e

者
バ
ユ
カ

Y
を
一
箇
の
唯
物
論
者
に
仕
立
で
な
け
れ
ば
満
足
出
来
ぬ
人
々
は
別
と
し
て
、
彼
の
三
つ
の
秩
序
の

思
想
を
土
台
と
す
る
限
り
、
科
撃
的
合
理
主
義
の
位
置
づ
け
は
些
程
困
難
と
は
恩
わ
れ
な
い
。

七

バ
メ
カ

Y
の
人
間
の
研
究
は
モ

Y

ア

1
ニ
ュ
以
来
の
悌
蘭
西
の
宅
一
フ
η
ノ
メ
ト
の
人
間
性
の
這
求
の
極
め
て
特
色
あ
る
一
結
晶
で
あ
る
と
云
え

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
一
貫
し
て
い
る
の
は
人
間
に
於
け
る
自
然
か
ら
超
自
然
へ
の
超
越
の
思
索
的
賓
践
的
徹
底
性
で
あ
る
。
こ
の
誠
貰
な
整

合
性
か
ら
他
の
モ
ラ
η
ノ
メ
ト
の
人
間
蜘
慨
を
省
み
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
骨
格
の
快
い
た
文
撃
的
遊
戯
の
感
じ
さ
え
も
輿
え
る
。

「
プ
官
ザ
ア
ソ
シ

ャ
Y
」
は
ず
Y

ト
・
プ

1
ず
に
よ
っ
て
紳
士
の
モ
ラ

Y
の
書
で
あ
る
か
の
如
き
批
評
が
下
さ
れ
、
そ
れ
が
叉
彼
の
敵
に
も
利
用
さ
れ
た
が
こ
れ

は
全
く
の
妄
設
で
あ
加
。

「
プ
官
グ
ア
ソ
シ
ャ

Y
」
は
純
基
督
敬
の
道
徳
か
ら
ジ
ュ
ズ
イ
ッ
ト
の
妥
協
的
道
徳
を
論
難
し
た
も
の
で
、
紳
士
の

世
俗
的
モ

-
7
Y
と
は
全
然
無
窃
係
で
あ
る
。

こ
れ
は
さ
て
お
き
、

バ
ユ
カ

Y
は
人
間
の
自
然
と
云
え
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
人
間
の
本
質
的
存
在
の
中
に
有
限
と
無
限
の
不
断
の
矛
盾
と

運
動
と
超
越
を
見
た
。
こ
れ
を
自
己
存
在
に
就
て
見
る
時
、
そ
こ
に
精
神
と
肉
館
、

理
性
と
情
慾
の
不
断
の
葛
藤
の
鰭
験
が
あ
る
。
こ
の
自
然

の
矛
盾
と
針
立
こ
そ
人
間
存
在
の
本
質
で
あ
る
。
終
生
肉
鰻
の
苦
痛
に
悩
ん
だ
バ
ユ
カ

Y
に
と
っ
て
は
、
こ
の
矛
盾
は
自
己
鰭
験
に
他
な
ら
な

か
っ
た
。
彼
自
身
に
於
て
理
解
さ
れ
た
自
然
的
存
在
と
し
て
の
自
己
存
在
は
死
ぬ
べ
き
存
在
で
あ
る
と
共
に
病
め
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

@
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病
気
は
人
間
の
剣
断
を
誤
ら
せ
る
一
つ
の
原
因
で
あ
る
。
然
し
人
間
の
不
保
理
は
更
に
心
の
奥
深
く
追
求
さ
れ
る
。
然
し
こ
の
肉
鰹
と
心
の
病

が
深
く
分
析
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
逆
に
バ
ユ
カ

Y
は
精
神
と
超
自
然
へ
の
超
越
の
道
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
。

叉
彼
は
鮭
曾
生
活
の
不
僚
理
に
・
・

T
t削

JA
事
情
刊
号
乃
人
寸
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針
し
で
も
決
し
て
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
「
プ
ロ
グ
ァ
ヅ
ジ
ャ

Y
」
が
よ
く
物
語
っ
て
い
る
が
、
一
位
曾
正
義
に
針
す
る
良
心
は
時
に

現
賞
へ
の
妥
協
の
た
め
に
暖
昧
に
さ
れ
て
い
る
と
は
云
え
、
そ
の
銃
さ
を
失
わ
な
か
っ
た
。
彼
は
純
粋
な
基
督
教
の
倫
理
に
基
い
て
ジ
ェ
ズ
イ

ッ
ト
の
妥
協
的
決
疑
論
を
、
激
し
く
論
難
し
、
人
間
生
命
の
隼
重
す
べ
き
こ
と
、
隣
人
愛
の
必
要
な
こ
と
、
或
は
高
利
貸
等
の
貧
欲
の
非
な
る
こ

と
を
敬
え
ら
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
は
ん
間
性
の
積
極
的
肯
定
と
い
う
黙
で
近
代
的
で
あ
る
と
云
え
よ
う
が
、
そ
れ
に
劃
す
る
バ

Z
Yの
批
剣
が

反
近
代
的
で
あ
る
と
筒
草
に
云
え
な
い
の
.
で
あ
る
。
蓋
し
バ
ユ
カ

Y
の
批
剣
は
超
自
然
的
一
順
一
Z

白
書
の
立
場
か
ら
の
そ
れ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
例
え
ば
隣
人
愛
の
カ
設
は
プ

Y
ジ
ョ
ア
ジ

1
を
過
去
へ
で
な
く
て
未
来
に
超
越
す
る
新
思
想
を
生
む
種
子
と
も
な
る
。

バ
ユ

-
F
Y
は
人
間
生
活
そ
の
も
の
は
自
然
の
秩
序
に
属
す
る
と
考
え
た
。
市
し
て
、
自
然
は
人
間
の
場
合
軍
に
先
天
的
不
獲
的
原
理
で
あ
る

@
 

の
み
な
ら
ず
、
歴
史
的
社
曾
的
に
形
成
さ
れ
る
習
慣
、
乃
至
慣
習
で
も
あ
っ
た
。
人
間
の
自
然
は
運
動
に
於
て
あ
る
。
全
然
た
る
休
止
は
死
で

@

⑬

 

あ
る
。
自
然
は
準
歩
を
通
し
て
働
く
。
自
然
は
こ
の
意
味
で
相
針
的
持
績
性
の
原
理
で
あ
る
。
正
義
は
各
閣
の
慣
習
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、
絶
封
的
正
義
乃
至
絶
艶
的
異
理
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
我
々
は
自
然
を
超
越
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
所
謂
人
類
の
倫
理
も
こ
の
観
動
か⑬

 

マ
η
ノ
タ
ジ
は
本
来
の
ユ
マ
ニ
ユ
ム
は
人
聞
が
自
己
超
越
的
に
自
己
完
成
を
求
め
る
運
動
で
あ
る
と
云
う
。

ら
見
れ
ば
自
然
の
倫
理
に
と
ど
ま
る
。

近
代
社
舎
は
プ

Y
ジ
ヨ
ア
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
追
求
者
と
し
て
食
主
人
間
性
の
解
放
を
押
し
進
め
た
。
バ
見
カ

Y
の
生
き
た
十
七
世
紀
の
悌
蘭

西
一
枇
舎
で
は
、
数
曾
乃
至
ジ
ヤ
ソ
セ

ζ

兵
ト
と
文
撃
作
者
と
の
間
に
種
々
の
葛
藤
が
生
じ
た
。

モ

y
エ

1
Y
や
一
プ
ジ

1
ヌ
は
何
れ
も
危
険
な
情

念
の
誘
惑
を
描
い
た
者
と
し
て
宗
教
家
か
ら
指
弾
さ
れ
た
。

こ
の
種
の
葛
藤
は
時
代
の
準
歩
と
共
に
一
掃
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
然
し
よ
り

大
き
な
葛
藤
は
車
な
る
数
曾
と
若
干
の
背
殺
者
と
の
聞
で
な
く
、
近
代
社
曾
自
樫
の
自
己
矛
盾
と
し
て
後
生
し
て
来
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
マ

y
タ
y
の
言
葉
を
使
え
ば
紳
中
心
的
ユ
マ
ニ
ユ
ム
と
人
間
中
心
的
ユ
?

ζ

メ
ム
の
矛
盾
に
他
な
ら
ぬ
。
如
何
な
る
祉
曾
革
命
も
人
間
の
自
己
超

越
の
根
本
目
標
を
忘
れ
て
い
る
限
り
、
人
間
の
高
慢
と
高
慢
の
争
い
と
し
て
の
人
間
惑
の
根
本
解
決
に
は
至
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

近
代
思
想
史
に
於
け
る
自
然
の
問
題
(
島
)
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