
在

り

て

在

る

者

1
1
1
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
の

開
凶
。
仏
・

ω
唱
に
解
釈
!
|山

田

品

モ
l
ゼ
が
シ
ナ
イ
山
上
に
お
い
て
神
に
そ
の
名
を
問
う
た
と
き
、
神
は
、

(

一

)

「
わ
れ
は
『
在
り
て
在
る
者
』
な
り
」
と
答
え
た
。
神
が
ほ
か
な
ら

「
在
る
者
」
と
し
て
啓
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
聖
書
の
伝
統
を
受
け
つ
ぐ
中
世
の
哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
決
定
的
に

重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
そ
の
発
端
か
ら
「
存
在
」
を
め
ぐ
っ
て
動
い
て
き
た
。
し
か
し
こ
こ
に

ぬ
神
自
身
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
存
在
を
め
ぐ
る
問
題
と
は
、
決
し
て
一
様
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ひ
と
び
と
は
ま
ず
、
も
ろ
も
ろ
の
存
在
者
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
み

な
も
と
を
探
ね
た
。
す
な
わ
ち
存
在
の
根
原
を
問
う
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
根
原
か
ら
す
べ
て
の
も
の
が
い
か
に
し
て
出
て
く
る
か
を
保
ね
た
。
す
な
わ

ち
根
原
と
存
在
者
と
の
関
係
を
問
う
た
。
と
こ
ろ
で
存
在
の
根
原
こ
そ
は
最
も
真
実
の
意
味
で
存
在
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
或
る

ひ
と
は
、
も
ろ
も
ろ
の
存
在
者
の
な
か
で
最
も
真
実
の
意
味
で
存
在
す
る
も
の
は
何
か
と
問
い
、
ま
た
そ
の
真
実
の
存
在
は
い
か
に
し
て
認
識
さ
れ
う

る
か
と
問
う
た
。
さ
ら
に
或
る
ひ
と
は
一
歩
を
進
め
て
、

「
そ
も
そ
も
存
在
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
最
も
根
原
的
な
問
い
を
提
起
し
た
。
さ
ら
に

或
る
ひ
と
は
存
在
が
多
様
の
意
味
で
語
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
存
在
者
の
存
在
仕
方
は
決
し
て
一
様
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
ら
多
様
な
存
在
の

意
味
の
系
譜
を
探
ね
、
そ
れ
ら
の
意
味
を
一
貫
す
る
関
連
の
理
法
(
ア
ナ
ロ
ギ
ア
)
を
み
い
だ
そ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
存
在
を
め
ぐ
る
問
題
は
多

様
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
問
題
は
相
互
に
関
連
し
合
い
な
が
ら
「
存
在
と
は
何
か
」
と
い
う
一
つ
の
究
極
的
な
問
い
の
解
明
を
目
指
し
て
い
る
の



で
あ
る
。

も
と
よ
り
こ
れ
ら
の
問
題
、
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
完
全
に
解
決
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
し
。

し
か
し
問
題
の
多
面
的
な
探
究
が
、
存
在

に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
か
つ
豊
か
に
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
存
在
を
め
ぐ
る
問
題
の
探
究
と
そ
の
成
果
の
全
体
、
が
、
ギ
リ
シ
ア
存
在

論
の
内
容
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
存
在
の
理
解
と
は
、
世
界
の
理
解
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

で
あ
る
と
い
う
啓
示
は
、

と
こ
ろ
で
神
が
「
在
る
者
」

受
け
と
ら
れ
た
。

か
く
て
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
と
ギ
リ
シ
ア
存
在
論
と
の
間
の
何
ら
か
の
関
係
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て

「
在
り
て
在
る
者
」
と
し
て
の
神

イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
を
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
も
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
は
、

聖
書
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
中
世
の
哲
学
者
に
と
っ
て
は
、

の
啓
示
の
う
ち
に
最
初
の
動
機
を
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
神
が
神
自
身
に
よ
っ
て
「
在
る
者
」
と
し
て
啓
示
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
聖
書
の
伝
統
に
も
と
づ
く
新
ら
し
い
哲
学
の
形
成
に
と
っ
て
、
決
定
的
に
重
要
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。

(
一
)
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
第
三
章
一
四
節
。
へ
ブ
ル
原
文
は
、
ぺ

o
g
s
g
Z同

.0Sor・
》
。
「
エ

l
イ
エ
」
は
「
在
る
」
を
意
味
す
る
動
詞

E
U
E
r
の
第
一
人
称
単

数
形
。
そ
れ
ゆ
え
、
《
何
m

向。
2
5
S巳
吉
田
・
》
と
い
う
ラ
テ
ン
訳
は
原
文
の
直
訳
で

あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
七
十
人
訳
に
よ
れ
ば
、
へ
同
志

Shh
弘
宇
・
》
こ
こ
で
「
私
は
在
る

者
」
が
「
直
る
者
」
払
宇
と
訳
さ
れ
た
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
を
ギ
リ
シ
ア

哲
学
の
「
在
る
も
の
」
守
と
関
連
づ
け
る
端
緒
と
な
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア

の
ア
イ
ロ
ン
は
、
こ
の
筒
所
に
も
と
づ
い
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
を
ギ
リ
シ
ア
哲
学
、

特
に
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
以
後
「
在
る
者
」
な
る
神
の
ギ
リ
シ
ア
哲

学
的
存
在
論
的
解
釈
は
、
ギ
リ
シ
ア
、
ラ
テ
ン
の
教
父
を
へ
て
ス
コ
ラ
哲
学
に
い
た

る
伝
統
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
近
世
以
後
、
聖
書
原
文
の
歴
史
的
批
判
的
研
究
が
発

達
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
解
釈
は
、
聖
書
の
真
意
を
逸
脱
し
た
も
の

と
し
て
全
面
的
に
斥
け
ら
れ
る
に
到
っ
た
。
し
か
し
現
代
の
聖
書
一
解
釈
が
こ
の
箇
所

に
関
し
て
一
致
点
に
到
達
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
現
在
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
解

釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で

(
1
)
神
の
現
存

(
U
S
O
F
〈
2
r
g
e

rgo-ロ
)
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
神
が
汝
ら
と
と
も
に
在
る
(
冨

5
E
E
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

(
3
〉
神
が
「
在
ら
し
め
る
者
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。

(
4
)
異
邦
人
の
神
が
「
無
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神

こ
そ
は
真
実
に
「
存
在
す
る
」
神
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
5
〉
こ
の
不

可
解
な
一
言
表
の
う
ち
に
、
神
の
隠
れ
た
者
な
る
こ
と
(
〈

2
g招
g
r
o
S
が
一
市
さ

れ
て
い
る
、
等
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
論
文
に
お
い
て
意
凶
す
る
こ
と
は
、
近
世
以
後

の
聖
書
学
者
た
ち
に
対
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
の
解
釈
の
正
当
性
を

弁
護
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
二
人
が
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
し

て
い
る
か
、
両
者
の
関
連
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
両
者
各
自
の
解
釈
の
独
FH性
は
ど
こ

に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
な
し
う
る
限
り
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で

あ
る
。
邦
訳
聖
書
で
は
、
「
有
り
て
在
る
者
」
(
日
本
聖
書
協
会
旧
訳
)
、
「
有
る
者
」

(
同
、
新
訳
)
、
「
あ
る
者
」
(
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
聖
書
研
究
所
沢
)
、
「
在
る
者
」

〈
光
明
社
訳
)
な
ど
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
で
は
、
し
ば
し
ば
問
題
と

な
る
「
存
在
」
と
い
う
語
と
の
関
連
に
お
い
て
「
在
る
者
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
で
は
ま
ぎ
ら
わ
し
い
場
合
、
ま
た
特
に
神
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
強

調
す
る
場
合
に
は
「
在
り
て
在
る
者
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
。

(
二
)
こ
こ
に
「
聖
書
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
中
世
の
哲
学
者
」
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も

キ
リ
ス
ト
教
の
哲
学
者
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
教
お
よ
び
イ
ス
ラ

ム
教
を
も
含
め
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
の
伝
統
を
引
く
官
学
者
た
ち
の
全
部
を
意
味

す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
「
哲
学
者
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
神
学
者
」
と
区
別

さ
れ
た
意
味
で
の
「
哲
学
者
」
を
指
す
の
で
は
な
い
。
挟
義
の
神
学
者
と
哲
学
者
と

を
含
め
て
、
要
す
る
に
、
単
な
る
信
仰
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
啓
示
の
問
題
を



も
何
ら
か
の
仕
方
で
哲
学
的
に
考
え
た
人
々
す
べ
て
を
舟
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
広
い
意
味
で
の
「
中
世
哲
学
」
の
創
始
者
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ア
イ
ロ
ン
で

あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
出
・
〉
・
当
c民
g
p
E
F
F
S骨
号
5
0町
出
丸
紅
Z
C印

刷
】
『
口

8
8
r
uニ
ロ
甘
仏
巴
町
民

r
n
r
H
5
-
8
5
J
S仏
F
F
B
-
H
〈

E
S
)
の
序
文
、
お

よ
び
、
拙
論
『
中
世
哲
学
の
基
本
的
性
格
』

Q
理
想
』
四
三
五
号
、
昭
和
四
四
年
所

収
〉
参
照
。

(
一
ニ
〉
中
世
存
在
論
の
形
成
に
お
い
て
果
し
た
町
出
エ
ジ
プ
ト
記
h

コ
了
一
四
の
役
割

の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
は
ジ
ル
ソ
ン
で
あ
る
。
彼
は
い
う
「
唯
一
の
神
が
あ
る
。

す

み

お

ぜ

い

し

そ
の
神
は
内
在
る
者
》
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
は
、
全
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
の
隅
の
首
石

で
あ
る
。
こ
の
石
を
据
え
た
の
は
プ
ラ
ト
ン
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
も
な
い
。
そ

れ
こ
知
は
ま
さ
に
そ
l
ゼ
で
あ
る
よ
ロ

R
w
m
Gロ
ピ
ロ
口
町
民
毘

2
E
2
2帥

芯
可
P
E
r
g同
F
1
2
8
L
.
8札
。
【
凶
作
吉
区
古
}
印
刷

M
E
8
0耳
目
。
岳
弘
辛
口
ロ

P

2
2
ロゲ印仲間

}
8
2足。
P
R
D
w
g仲
ghMBO
同
凶
器
〉
ユ
印
件
。

F
。
wo己
認
。
同
部
門
山
岡
弘

司
釦
℃
自
ぽ

-FwgMM吋
W
L
O
}印刷
M
E
F
g同
》
}
阿
佐
自
注
広

g
r
w
N
E・
。
。
た

)MM・
臼
・
こ

の
説
に
真
向
か
ら
反
対
す
る
の
は
ク
レ

l
マ
l

同
・
同
月
日
開
で
あ
る
。
彼
は
そ
の

著

g
m
ロ
命
名

E
8
5
Z
∞ω古
田
司

E
Z
4
z
o
ロロ仏

F
5
4司
存
ロ
ロ
畑
町
印
口
町
吋

}MOBa

d
-

。
ロ
〉
向
山
口

Z
Q
g
g
序
文
に
お
い
て
ジ
ル
ソ
ン
の
上
記
の
文
を
引
用
し
、
「
モ
l

ゼ
が
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
の
首
石
を
据
え
た
の
か
ot
そ
れ
と
も
、
モ

l
ゼ
が
プ
ラ
ト
ン

哲
学
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
の
か
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
そ
の
解
明
を
こ
の
設

の
テ
l
マ
と
す
る
(
序
文

MM・
ω印
l
ω
g
。
詳
細
な
考
察
の
後
、
到
達
さ
れ
た
結
論
は

次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
な
る
ほ
ど
《
在
る
者
》
と
い
う
語
は
モ

l
ゼ
に
由
来
す
る
。

し
か
し
こ
の
語
の
解
釈
の
た
め
の
哲
学
を
与
え
た
者
は
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
よ
〈
。
ロ

冨
a
g
∞
宮
自
由
帥

N当
日
門
凶
器
巧
。

z
w
m
r同
品
目
。
沼
岡
山

a
e
z
o
N
C吋
〉

5
r
m
g内

向日
5
2
当
日
件
。
由

r
R
M
M
F
Z
m川
氏
正
ゆ
え
(
℃
・

ω
ま
)
・
ク
レ

l
マ
l
の
研
究
が
、
こ
れ

ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
ト
マ
ス
哲
学
の
新
プ
ラ
ト
ン
哲
学
的
側
面
を
解
明
し
た
功
績

は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
ト
マ
ス
の
存
在
概
念
を
全
面
的

に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
不
成
功
に
終
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
書
に
つ
い
て
は
、
エ
ル
ダ

l
ス

「

開

E
R師
、
が
、
雑
誌

M
N
2
5

吋「

0
5
5
p
吋
。
目
。

S
ハ
5
3
)
同M・
2
0
1
2吋
に
お
い
て
詳
細
な
批
判
を
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
も
以
下
に
お
い
て
、
随
所
に
批
判
を
こ
こ
ろ
み
る
で
あ
ろ
う
。

が
、
神
が
「
在
る
者
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
も
う
一
つ
の
側
面
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
存
在
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
、
た
し
か
に
い
つ
も
中
心
問
題
で
あ
っ
た

い
か
な
る
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
も
述

イ
ス
ラ
エ
ル
の
啓
示
に
お
け
る
よ
う
に
明
白
に
は
、

べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

イ
オ
ニ
ア
の
自
然
学
者
た
ち
は
、
万
有
の
根
原
を
水
や
土
や
火
や
空
気
の
よ
う
な
物
質
的
元
素
に
も
と
め
て
い
る
が
、

(四〉

し
か
し
こ
れ
ら
の
物
質
が
神
で
あ
る
と
は
い
っ
て
い
な
い
。

れ
は
不
変
不
動
一
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
。

バ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
、
真
の
存
在
者
は
感
覚
の
対
象
で
は
な
く
て
理
性
の
対
象
で
あ
り
、
そ

(
γ
n
)
 

し
か
し
イ
ス
ラ
品
ル
の
啓
示
に
お
け
る
よ
う
に
、
そ
れ
こ
そ
神
で
あ
る
と
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。

名
に
値
す
る
。

し
か
し
イ
デ
ア
が
神
で
あ
る
か
否
か
、

プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
イ
デ
ア
の
世
界
は
、
転
変
し
て
や
ま
な
い
現
象
界
に
対
し
、
常
住
不
変
の
世
界
で
あ
る
。

イ
デ
ア
こ
そ
は
真
の
意
味
で
存
在
者
の

こ
れ
は
問
題
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
神
的
な
も
の
は
、
む
し
ろ
イ
デ
ア
の
イ
デ
ア
た
る

普
の
イ
デ
ア
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
普
の
イ
デ
ア
は
す
べ
て
の
イ
デ
ア
の
根
康
と
し
て
存
在
を
も
超
越
し
、

者
の
か
な
た
に
」
み
ら
れ
た
。

「
在
る
者
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
在
る

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
、
存
在
と
神
と
の
関
係
は
さ
ら
に
問
題
的
と
な
る
。

彼
は
一
方
に
お
い
て
「
存
在
で
あ
る



四

(
七
)

か
ぎ
り
の
存
在
」
の
探
究
を
も
っ
て
存
在
論
の
課
題
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
存
在
で
あ
る
か
、
ぎ
り
の
存
在
」
を
た
だ
ち
に
神
と
同
一
視
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ

ν
ス
に
お
け
る
神
は
む
し
ろ
「
理
性
」

(ヌ

i
ス
)

で
あ
る
。
そ
れ
は
質
料
的
世
界
か
ら
分
離
し
て
独
立
に
存
在
す
る
不
動

の
実
体
で
あ
り
、
し
か
も
他
の
す
べ
て
を
動
か
す
第
一
勤
者
で
あ
り
、
純
粋
現
実
態
で
あ
り
、
思
惟
の
思
惟
で
あ
り
、
万
物
の
究
極
目
的
で
あ
り
、
永

遠
の
生
命
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
「
理
性
」
と
し
て
の
神
を
論
ず
る
「
神
学
」
と
、
存
在
の
学
と
し
て
の
「
存
在
論
」
と
の
関
係
に
つ

(
九
)

い
て
は
、
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
た
え
ざ
る
論
争
が
く
り
か
え
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
そ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
枠
内
に
お
い
て
は

い
ま
だ
に
解
決
し
が
た
い
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
存
在
と
神
と
が
た
や
す
く
同
一
視
さ
れ
え
な
い
こ
と
の
有
力
な

(

一

O
)

証
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
o

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
、
神
と
存
在
と
の
ち
が
い
は
い
っ
そ
う
明
白
と
な
る
o

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
け
る
神
、
す
な
わ
ち

一
者
は
、
も
は
や
「
在
る
者
」
で
あ
る
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
「
在
る
者
」
の
根
原
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
「
在
る
者
」
を
こ
え
て
、

「
在
る
者
の
か
な
た
に
」
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
存
在
は
い
つ
も
中
心
問
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
神
が
「
在
る
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
か
な
る
哲
学
者
に
よ
っ
て
も
言
明
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
神
は
「
在
る
者
」
を
も
こ
え

る
も
の
と
し
て
存
在
を
超
越
す
る
方
向
に
考
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
他
方
に
は
万
有
を
神
と
す
る
汎
神
論
へ
の
傾
向
も
存
在
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
う
ち
で
神
の
位
置
は
、
存
在
を
超
越
し
て
ゆ
く
方
向
と
、
万
有
の
う
ち
に
解
消
さ
れ
て
ゆ
く
方
向
と
の
聞
を
ゆ
れ
動
い
て

い
た
O

L

惜
し
て
誰
一
人
と
し
て
「
神
は
在
る
者
で
あ
る
」
と
明
言
す
る
者
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
聖
書
の
伝
統
を
引
く
哲
学
者
た
ち
は
、

神
は
「
在
る
者
」
で
あ
る
と
い
う
啓
示
の
う
ち
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
と
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
の
出
会
い
の
根
拠
を
み
い
だ
し
た
と
は
い
え
、
無
批
判
に

ギ
リ
シ
ア
存
在
論
の
あ
れ
こ
れ
を
と
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
を
哲
学
的
に
解
釈
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
却
っ
て
「
在
る
者
」
と
し
て
の

神
を
い
わ
ば
基
準
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
存
在
論
を
批
判
的
に
解
釈
し
、

「
在
る
者
」
た
る
神
を
原
点
と
す
る
新
ら
し
い
座
標
の
う
ち
に
、
ギ
リ
シ
ア
存

在
論
の
成
果
を
移
し
変
え
る
と
い
う
仕
事
が
彼
ら
に
課
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
仕
事
の
遂
行
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
、
古
代
の
そ
れ
と
は
こ
と

な
る
新
ら
し
い
存
在
論
の
体
系
が
う
ち
た
て
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
の
ギ
リ
シ
ア
存
在
論
に
よ
る
理
解
へ
の
こ
こ
ろ
み
を
彼
ら

に
許
し
た
者
と
、
ギ
リ
シ
ア
存
在
論
の
批
判
的
解
釈
を
彼
ら
に
う
な
が
し
た
者
と
、
こ
の
二
者
は
同
じ
一
つ
の
神
、

「
在
り
て
在
る
者
」
で
あ
っ
た
。



「
自
然
学
者
」
も
c
q
S
ヘ
で
は

な
く
て
「
神
学
者
」
野
丸
々
ミ
(
こ
の
こ
と
ば
の
最
も
根
原
的
意
味
に
お
い
て
)
と
み

る
イ
ェ

l
ガ

l
に
従
う
な
ら
ば
、
彼
ら
の
い
う
「
水
」
や
「
空
気
」
は
、
た
ん
な

る
物
質
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
神
的
な
生
命
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
当
・

M
m伶
例
。
♂
吋
『
ぬ
吋
r
ω
己
。
m
w
。
同
仲
r
o
何
日
q
O
B
o
r
司
E
F
a
-
q
(
H
m
X
山
吋
)
回
以
・
吋
同
・

参
照
。

〈
五
)
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
「
存
在
」
宇
は
、
そ
の
不
生
不
滅
、
氷
速
一
等
の
性
格
の
ゆ

え
に
、
後
世
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
神
」
と
同
一
視
さ
れ
た
。
し
か
し
パ
ル
メ

ニ
デ
ス
自
身
は
そ
れ
を
神
で
あ
る
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
却
っ
て
そ
れ
を
球
体
に
比

し
て
い
る
。
私
立
包
号
令
音
す
胃
p
a
町
立
3
ピ
年
ミ
(
口
問
N
∞
w
回
∞
)
・
イ
エ

l
ガ
ー

は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
お
け
る
「
存
在
者
」
が
宗
教
的
起
原
を
有
す
る
も
の
で
あ
り

な
が
ら
神
と
さ
れ
ず
に
、
純
粋
に
存
在
論
的
な
概
念
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
ギ
リ
シ
ア
自
然
神
学
の
新
ら
し
い
発
展
段
階
を
み
と
め
る
。
イ
エ

l
ガ

i
、

前
掲
詩
句
・
H
2
参
照
。

(
六
)
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
諮
問
は
す
べ
て
の
有
(
ウ
シ
ア
)
に
存
在
を
与
え
な
が
ら
、

そ
れ
自
身
は
い
か
な
る
有
で
も
な
く
、
却
っ
て
有
を
越
え
る
。
同
g
M
y
g
u
r
-
-
:

門
的
む
ル
h
足
立
札
5
~
R
h
R
叶
守
色
q
h
s
u
へ
h
m
h
町
P
S
Q
U
g
S
H
吋
否
認
一
向
P
Q
P
。
b
h

s
g
h
R
3
3
U
門
中

R
巴
w
門
誌
片
町
内
向
忠
告
5
叶
芳
S
2
町
内
、
。
q
E
K
Q
R
Q
~
p
与
志
向

宮向、hN。RS・

(
七
)
円
形
而
上
学
』
第
四
巻
の
始
め
に
、
存
在
者
で
あ
る
限
り
の
存
在
者
と
、
そ

れ
に
自
体
的
に
属
す
る
こ
と
が
ら
を
研
究
す
る
学
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
と
同
内
さ

を
q
叶
4
3
3
崎
、
-
S
R
，
叶
b
p
M
P
R
込
叶
包
叶
合
町
会
N
s
h
a
h
Q
q
w
ぬま
(Hgω

釦

N
H
l
N
N
〉
・
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
在
存
諭
」
と
し
て
の
形
而
上
学
で
あ
る
。
も
っ
と

も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
「
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
い
な
い
。

〈
八
〉
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
に
つ
い
て
の
思
想
は
『
形
而
上
学
』
第
一
一
一
一
巻
に
集
約

さ
れ
て
い
る
。
永
遠
不
動
の
実
体
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
丸
芯
『
h
d
向
~
r
Q
町

長
室
ゼ
叶
Q
h
刷
。
守
宮
ピ
円
坤
R
S
叶
S
(
呂
口
σ

九
日

l
m
〉
・
そ
れ
は
動
か
さ
れ
ず
に
動
か
す
も

の
、
現
実
態
o
h
E
包
実
g
f号
S
S
両
町
:
・
・
3
~
t
3
、
向
言
。
h
q
a
Q
宅
配
N印|訟〉・

〈
四
)

-
も
っ
と
も
、

ギ
リ
シ
ア
初
期
の
哲
学
者
た
ち
を
、

そ
れ
自
身
の
た
め
に
欲
求
さ
れ
る
最
善
の
も
の
。
込
町
Q
u
a
R
H
す
向
叶
守
:
・
段
、
同
3
S

O
S
p
g
)
・
概
念
的
に
も
数
的
に
も
一
な
る
も
の
。
P
R
丸
投
ミ
ミ
~
門
町
、
町
、
も

(
H
S
宮
ω
。
l
ω
吋
)
・
思
惟
の
思
惟
。
4
忘
A

志向的

E
守
向
島
(
5戸『

ω
品
)
・
一
般
に
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
神
に
つ
い
て
語
る
と
き
慎
重
で
あ
り
、
「
も
し
神
的
な
も
の
が
在
る

と
す
る
な
ら
ば
」
守
町
内
d
g
q
h
Q
h，
a

p
守
?
:
(
5
0
S
ミ
)
・
と
い
う
表
現
を
用

い
る
。
ま
た
、
「
神
は
理
性
で
あ
る
」
と
は
い
わ
ず
、
「
理
性
は
神
的
な
も
の
で
あ

る
」
宮
両
町
、
守
玉
、
町
宮
内
叶
守
す
g
写
s
r
-斥
号
S

(
邑
足
r
H
中
広
)
と
い
う
。

た
だ
一
一
箇
所
に
お
い
て
明
瞭
に
、
神
(
テ
オ
ス
)
は
理
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
水
速
の

生
命
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

d
F
問、

p
g
立
ピ
も
色
町
向
~
s
h
S
。
で
向
山
川
知
害
保
有
3
F

守
日
h
s
h
a
~
門
的
お

s
r令
官
叶
も
h
w
h
も
・
3
い
叶
。
玉
、
弘
、
弘
内
(
H
O
叶
N
V
N
∞
I
N
S
・

そ
れ
を
対
象
と
す
る
の
は
、
「
神
学
」
h
w
g
L
S
叫
べ
怠
と
し
て
の
形
而
上
学
で
あ
る

G
倍
。

釦

H
F
〕
戸
。
。
品
『
ω
)
。

(
九
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
問
。
F
〉
a
z
己
ぬ
が
宮
2
8
r
3
5
・
〈
己
-
H
(
s
g
〉

同
Y
N
印
H
N
8
・
お
よ
び
、
巧
-
r
a
F
K
E
a
。
E
F
P
B
a
a
g
m
巴
ロ
日
の
0
・

R
庄の
Z
0
3
5
H
肘
E
3
n
E
g
m
(
呂
町
)
同
y
N
。
?
N
ω
。
・
参
照
。

(一

O
)
オ
l
エ
ン
ス

M

・
0
4司
自
由
は
、
吋
r
o
U
S
E
5
0
同
国
民
ロ
m
ぽ

F
o
〉
同
町
田
・

宮
古
ロ
S
F
Z
E
印
刷
》
『
官
庁
印
(
H
U
印
H
)
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
一

つ
の
解
決
に
到
達
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
彼
は
、
ト
マ
ス
が

そ
の
解
決
に
到
る
た
め
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
立
場
を
こ
え
て
、
彼
独
自
の
存

在

2
8
の
車
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
オ
l
エ
ン
ス
に
つ

い
て
は
後
述
。

(
一
一
〉
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
、
真
実
に
存
在
す
る
者
は
理
性
で
あ
る
。
そ
れ
は

思
惟
に
よ
っ
て
諸
々
の
イ
デ
ア
を
自
ら
の
う
ち
に
存
在
せ
し
め
る
。
開
ロ
ロ
・
〈
w
m
y
m
・

5

P

ω

5

5

1

a

T

a

h

史
実
q
叶
意
向
ゼ
・
し
か
し
、
一
者
は
理
性
で
は
な
い
。

〈

LW
叶
・
ば
如
何
忠
実
る
印
刷
E
.
g
-
そ
れ
ゆ
え
一
者
は
イ
デ
ア
で
も
存
在
者
で
も
な
く
、

存
在
を
こ
え
る
も
の
で
あ
る
。
〈
u
p
。
・
w
h
g
h
b
h
S
忠
P
S
S
F
・
:
州
立
詩
句
S

F叶
8
・
し
か
も
そ
れ
は
存
在
の
根
原
で
あ
り
存
在
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
〈
w

p
ロ
・
志
位
持
、
E
L
3
4
寸
色
町
~
s
h
h
R，
き

3
2
3
怠
る
き
5
・

五



(
二
一
)
ク
レ
l
マ
l
は
、
ト
マ
ス
の
神
と
し
て
の
在
存
概
念
が
完
全
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ

ス
系
統
の
も
の
で
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
一
ニ
・
一
四
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
た
め
に
、
ま
ず
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
存
在
概
念
を
分
析
し
ハ
上
掲
喜
第
一
部
)
、

次
に
中
世
に
お
け
る
新
プ
ラ
ト
ン
哲
学
者
の
系
譜
(
プ
ロ
ク
ロ
ス
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ

ゥ
ス
)
を
調
べ
っ
て
三
部
)
、
最
後
に
ト
マ
ス
の
存
在
概
念
を
考
察
し
(
四
部
〉
、

上
記
の
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。
彼
が
ト
マ
ス
の
存
在
概
念
を
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
そ

れ
に
還
元
す
る
過
程
に
は
多
く
の
無
理
が
み
い
だ
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
不
問
に
附
し
、

ー...Lo
ノ、

い
ち
お
う
彼
の
結
論
を
み
と
め
る
と
し
て
も
、
次
の
重
要
な
問
題
に
対
し
、
彼
は
何

の
答
を
も
与
え
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
は
一
者
は
理
性

と
存
在
と
を
超
越
す
る
。
し
か
る
に
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
理
性
と
存
在
と
は
一
つ

の
神
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
え
る
い
か
な
る
も
の
も
な
い
。
こ
こ
に
ト
マ
ス
と
プ
ロ
テ

ィ
ノ
ス
と
の
重
大
な
相
違
が
存
す
る
が
、
こ
の
相
違
の
よ
っ
て
き
た
る
原
因
は
何
で

あ
る
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
ク
レ
l
マ
l
は
何
一
つ
答
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
在
る
者
」
と
し
て
の
神
は
、
聖
書
の
伝
統
を
継
承
す
る
中
世
の
哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
彼
ら
の
思
惟
が
そ
こ
か
ら
出
発
し
そ

こ
に
戻
る
い
わ
ば
哲
学
的
思
惟
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
ら
の
う
ち
た
て
た
存
在
論
の
体
系
が
或
る
型
に
は
ま

っ
た
た
だ
一
つ
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
は
「
在
る
」
と
い
う
こ
と
の
理
解
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

「
在
る
」
と
は
何

一
様
で
は
な
い
。

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
、
神
に
お
い
て
「
在
る
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
決
し
て
明
瞭
で
な
く
、
そ
の
答
も

し
た
が
っ
て
神
が
「
在
る
者
」
だ
と
い
う
こ
と
を
啓
示
の
真
理
と
し
て
受
け
い
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
解
釈
は
決
し
て
一
様
で
は
あ

り
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
意
味
の
解
釈
の
多
様
性
が
、
そ
れ
だ
け
の
数
の
存
在
論
の
体
系
を
中
世
に
樹
立
せ
し
め
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
在
る
者
」
の
解
釈
は
多
様
で
あ
り
え
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
聖
書
の
伝
統
を
継
承
す
る
哲
学
者
で
あ
る
か
、
ぎ

(
一
四
)

り
、
共
通
に
認
め
て
い
た
前
提
が
あ
っ
た
。
彼
ら
の
「
在
る
者
」
に
つ
い
て
の
解
釈
も
そ
の
前
提
の
も
と
に
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

(
一
)
わ
れ
わ
れ
人
聞
を
も
含
め
た
こ
の
世
界
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
。
ギ
リ
シ
ア
の
或
る
哲
学
者
は
、
こ
の
世
界

の
前
提
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。

の
流
転
性
の
ゆ
え
に
、
ま
た
感
覚
に
よ
る
そ
の
認
識
の
不
確
実
性
の
ゆ
え
に
、
世
界
の
存
在
性
を
疑
い
、
あ
る
い
は
こ
の
世
界
は
た
ん
な
る
現
象
に
す

ぎ
な
い
と
い
っ
た
。

し
か
し
聖
書
の
伝
統
を
引
く
哲
学
者
た
ち
は
、
た
と
え
こ
の
世
界
の
可
変
性
と
感
覚
に
よ
る
認
識
の
不
確
実
は
み
と
め
た
と
し
て

も
、
そ
の
ゆ
え
に
こ
の
世
界
の
存
在
ま
で
も
否
定
し
さ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
世
界
と
、
そ
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
人
聞
が
、
実

は
存
在
し
な
い
の
だ
と
か
単
な
る
現
象
に
す
、
ぎ
な
い
の
だ
な
ど
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
、
ぜ
な
ら
ば
こ
の
世
界
は
、
神
に
よ
っ
て
創
造

さ
れ
た
も
の
と
し
て
「
在
る
」
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
存
在
根
拠
を
「
在
り
て
在
る
」
と
こ
ろ
の
神
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ



れ
ゆ
え
世
界
の
被
造
性
を
み
と
め
る
か
、
ぎ
り
、
こ
の
世
界
と
、
そ
の
う
ち
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
自
身
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は

(一五〉

る
か
は
未
知
で
あ
り
、
あ
る
い
は
不
可
知
で
あ
る
に
し
て
も
)
疑
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
二
)
神
は
世
界
の
存
在
を
超
越
し
、
し
た

が
っ
て
世
界
が
在
る
と
い
わ
れ
る
の
と
同
じ
意
味
で
神
が
在
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
神
が
世
界
の
創
造
主
で
あ
る

(
た
と
え
そ
の
何
た

と
い
う
啓
示
の
真
理
か
ら
必
然
的
に
み
ち
び
き
だ
さ
れ
る
。
世
界
は
被
造
物
で
あ
る
。
被
造
的
世
界
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
は
、
た
と
え
い
か
に
す

ぐ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
神
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
神
は
世
界
の
創
造
主
と
し
て
、
す
べ
て
の
被
造
物
を
こ
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
は
、

世
界
に
存
在
す
る
い
か
な
る
も
の
と
も
同
じ
意
味
で
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
も
「
梓
在
す
る
」
と
は
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
在
る

も
の
の
よ
う
な
仕
方
で
在
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
で
は
神
は
「
存
在
し
な
い
」
と
い
う
よ
り
ほ
か
な
い
。
事
実
、
中
世
の
或

る
哲
学
者
た
ち
は
、
こ
の
意
味
で
神
を
「
存
在
せ
ぬ
者
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
命
名
は
「
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
全
く
の
虚
無
の
意

味
で
は
な
く
、
世
界
に
お
け
る
存
在
者
の
存
在
を
こ
え
て
い
る
と
い
う
意
味
に
と
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
神
の
世
界
趨
越
性
を
表
現
し
て

い
る
と
と
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
容
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
聖
書
の
伝
統
を
引
く
哲
学
者
に
と
っ
て
は
、
神
の
本
来
的
名
称
で
は
あ
り
え

(
一
七
)

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

(
三
)
神
は
「
在
る
者
」
で
あ
る
か
ら
。
世
界
は
存
在
す
る
。
神
は
世
界
の
存
在
を
こ
え
て
い
る
。
だ
か
ら
世
界
が
存
在
す
る

と
い
わ
れ
る
の
と
同
じ
意
味
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
神
は
「
在
る
者
」
で
あ
る
。

で
は
神
は
い
か
な
る
意
味
で
在
る
か
。
ま

た
神
の
存
在
と
世
界
の
存
在
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
。
た
し
か
に
神
は
世
界
が
在
る
と
い
わ
れ
る
の
と
同
じ
意
味
で
「
在
る
」
の
で
は
な
い
。

神
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
存
在
と
、
世
界
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
存
在
と
は
同
義
的
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
異
義
的
で
も
な
い
。
も
し
全
く
異
義
的

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
世
界
が
神
に
よ
っ
て
在
る
と
も
い
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
神
は
世
界
の
存
在
の
原
因
と
し
て
在
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
神
の
存
在
と
世
界
の
存
在
と
の
聞
に
は
、
原
因
の
存
在
と
結
果
の
存
在
と
の
聞
に
み
と
め
ら
れ
る
関
係
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

に
は
こ
の
関
係
を
た
よ
り
に
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
知
り
え
な
い
神
に
お
け
る
「
存
在
」
の
意
味
を
、
世
界
の
存
在
の
意
味
と
の
関
連
に
お
い
て

理
解
し
て
ゆ
く
道
が
ひ
ら
か
れ
る
。

(
一
一
一
一
)

ジ
ル
ソ
ン
は
い
う
。
神
が
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト

教
哲
学
者
が
共
通
に
受
け
容
れ
て
い
た
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
が
哲
学
者
で
あ

七



る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ

ι

は
、
彼
ら
の
自
由
で
あ
っ
た
。
円
角
川
、
吋
「
。
B
U
B
P
N
匙
-
Q
E
d
司
・
ロ
ω
-
F
・E
2
・

E
r
m
淳
一
。
ロ
門
目
。
ロ
ぽ
口
止
門
目
。
-
d
B
O
回
同
8
2巳
5
5
0
ロ
同
信
ロ
E
8
8
B
B
ロ
ロ
門
目
。

}
印
刷
】
r
r
g
H
V
E
ぬ
の
r
H
E
m
w
ロ
ロ
o
n
o
自
由
ゅ
の
『
弘
氏
ぬ
ロ
ロ
m
w
自
己
∞
F
R
O
E
L
g
℃
8
8
ロ
吋
明

。
『
芯
色
。
ロ
由
回
目
。
。
宮
山
口
仲
ロ
グ
日
間
)
r
r
o
H
v
g
G
ロ
ク
。
O
B
B
o
-
u
r
巳
。
印
O
M
】
広
明
二
}
田
口
o

mo-o兄
島
i
聞
か
ゆ
印
由
民
-
w
F
E
O
G
忠
信
巴
。
ロ
L
o
F
ロ
。
昨
日
0
ロ
門
H
W
E
B
-
こ
れ
に
よ
っ
て
、

た
と
え
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
、
ト
マ
ス
、

ス
コ
ト
ゥ
ス
、
ス
ア
レ
ツ
等
の
存
在
解
釈
の
多
様
性
、
そ
れ
に
応
じ
て
ま
た
神
存
在

理
解
の
多
様
性
に
つ
い
て
論
ず
る
可
能
性
が
聞
か
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
本
論
文
に
お

い
て
意
図
す
る
こ
と
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の
存
在
把
握
の
共
通
性

と
相
違
、
な
ら
び
に
両
者
の
連
関
と
い
う
問
題
の
解
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(
一
四
)
こ
の
点
に
関
す
る
中
世
の
哲
学
者
た
ち
の
一
致
に
つ
い
て
は
、
の
己
g
p

F
u
g
官
町
:
;
岳
山
℃
・
自
-
H
h
u
b
s
z
g
忌
8
8
F
匂
・
話
。
ω
参
照
。

(
一
五
)
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
回
心
後
、
『
ア
カ
デ
ミ
ア
派
駁
論
』
に
お
い
て
最
初

に
着
手
し
た
仕
事
は
、
す
べ
て
の
真
理
認
識
の
可
能
性
を
疑
う
懐
疑
論
に
対
し
て
、

真
理
認
識
の
最
小
限
の
可
能
性
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
絶
対

疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
真
理
と
し
て
、
自
己
の
存
在
の
確
実
性
が
あ
げ
ら
れ
て
い
耐
る
。

『
至
福
の
生
』
に
お
い
て
は
、
「
自
分
が
生
き
1
2
2
'
身
体
8
4
5
を
有
し
て
い

る
こ
と
」
は
確
実
で
あ
る
と
さ
れ
(
口
・
。
・
N
W
ロ
・
3
、
『
ソ
リ
ロ
ク
ィ
ア
』
に
お
い

て
は
、
「
自
己
が
存
在
し
、
思
惟
g
E
Z
B
す
る
こ
と
」
は
確
実
と
さ
れ
(
同
円
。
.

Y

ロ
・
3
、
円
自
由
意
志
論
』
に
お
い
て
は
、
「
自
己
が
存
在
し
、
知
解
宮
古
宮
想
見

す
る
こ
と
」
は
疑
い
え
な
い
、
た
と
え
ζ

の
点
で
欺
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

心
配
す
る
者
が
あ
る
と
し
て
も
、
存
在
し
な
け
れ
ば
欺
か
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
、

と
い
わ
れ
て
い
る

Q
円
。
・
ω
w
p
d
。
こ
の
論
法
と
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
と
の
関
係

は
、
既
に
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
た
。
両
者
の
聞
に
み
と
め
ら
れ
る
共
通

性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
相
違
点
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
デ

カ
ル
ト
に
お
い
て
は
コ
ギ
ト
が
主
で
あ
る
。
自
己
存
在
は
レ
ス
・
コ
ギ
タ
ン
ス
と
し

て
コ
ギ
ト
に
還
元
さ
れ
る
。
世
界
の
存
在
も
コ
ギ
ト
に
還
元
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し

/¥ 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
存
在
2
8
が
主
で
あ
る
。
生
も
思
惟
も
存
在

の
仕
方
と
し
て
存
在
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
の
存
在
は
身
体
を
有
す
る
具
体
的
人
間
存

在
で
あ
る
。
か
か
る
存
在
は
当
然
世
界
日
ロ
ロ
含
∞
の
う
ち
に
在
る
。
し
た
が
っ
て

自
己
の
存
在
が
確
実
で
あ
る
以
上
、
自
己
が
そ
の
う
ち
に
存
在
す
る
世
界
の
存
在
も

確
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
自
己
は
始
め
か

ら
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て

は
、
位
界
は
「
自
己
内
世
界
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
コ
ギ
ト
に
閣
す
る
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
デ
カ
ル
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
の
ロ
由
。
P
H
丘
S
L
H
M
丘
町
ロ
ル

京
宮
内
目
。
仏
命
日
・
〉
話
口
丸
山
口
(
H
S
g
M
M
・
邑
巴
・
デ
ク
レ
版
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

全
集
第
五
巻
3
2
9
に
附
せ
ら
れ
た
ラ
ブ
リ
オ
ル
E
2
2
骨

F
m
r
z
o
ロ
ゅ
の
註

M
M
-
A
S
、
同
全
集
沼
六
を
2
8
3
に
附
せ
ら
れ
た
ト
ン
ナ
l
ル
司
・
同
・
叶
r
。
ロ
ロ
防
止

の
註
司
・
日
吋
印
記
念
一
照
。

(
一
六
)
こ
の
よ
う
な
表
現
は
特
に
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ゥ
ス
の
う
ち
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ

れ
る
。
た
と
え
ば
『
神
名
論
』
第
四
章
三
節
に
、
「
神
は
す
べ
て
の
存
在
者
を
こ
え

る
。
白
ら
は
形
相
な
く
し
て
も
の
を
形
成
し
、

F

ほ
ら
は
存
在
な
く
し
て
存
在
の
充
満

で
あ
る
。
ー
一
言
~
U河
合
誌
号
お
込

p

s

r
ぇ
?
:
w
』
円
足
立
門
的
E
h
p
s
h
a
s
c
ミ
・

5
~
e
Q
U
叶
も
も
長
R
Q
~
正
門
的
g
u
a
s
-
o
u
q
h
s
z
向
、
守
主
(
司
の
ω
w
。
。
吋
〉
)
・
同
書

第
五
章
一

O
節
に
、
「
神
は
い
か
な
る
存
在
者
に
お
い
て
も
な
く
、
ま
た
い
か
な
る

存
在
者
で
も
な
い
。
」
&
2
p
s
h
叶
P
P
S
F
包
皮
口
叶
P
U
5
5
宇
宙
自
国
)
・

ク
レ

l
マ
l
、
前
掲
主
日
目
v
・
8
N
同
・
参
照
。

(
一
七
)
神
は
「
存
在
な
く
し
て
存
在
の
充
満
」
乱
L
g
u
q
h
s
・
&
ミ
S
U
日
も
。
ぷ
と

い
う
前
記
の
箇
所
(
註
一
六
参
照
)
は
、
ト
マ
ス
の
用
い
た
ラ
テ
ン
訳
で
は
、
S
8

2
2
Z
E
W
E
r
回
冨
口
同
2
0
0
M
g
a
g
》
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
を
根
拠
と
し
て
、

神
は
「
非
存
在
者
」
な
る
が
ゆ
え
に
認
識
さ
れ
え
な
い
と
す
る
異
論
に
対
し
、
ト
マ

ス
は
、
神
が
「
非
存
在
者
」
ロ
B
R
E
o
g
と
い
わ
れ
る
の
は
、
全
然
存
在
し
な
い

と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
神
が
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
す
べ

て
の
存
在
者
を
こ
え
る
か
ら
だ
と
答
え
て
い
る
。
∞
ロ
自
-
F
o
o
-
-
H
A
-
H
N
L
-
N
W
主

ω
・
ロ
0
5
ロ
。
ロ
回
目
。
L
E
Z
門
口
。
ロ
白
山
由
件
。
ロ
タ
内
H
E
m
-
ロ
己
}
。
目
。
品
。
田
町
o
u
n
z
g即
日



回
O
L
A
g仏
ゆ
回
同
宮
司
自
。

B
ロ
O
R
E
S♂
宮
内
山
口
同
口
同
ロ

B
o
m
z
g
B
g∞0
・
ま
た
『
神

名
論
註
解
』
第
四
章
二
講
で
同
箇
所
を
説
明
し
て
、
神
は
卓
越
せ
る
仕
方
で
自
存

g
Z
E
R
O
す
る
が
ゆ
え
に
「
非
存
在
者
」
と
い
わ
れ
る
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。

z

f
g
o
E
B
g
F
ロ
g

E〈
SUMM円

G
g
L
g仲
良
の
ゆ
印
印

g
z
g
z
E
u
o
u
a
c
F

百円山口

R
P
R
B口
g
席同

mgr田町
田
伸
一
円

U
2
r。
。
仏
片
山
同
区
吋
ロ
。
ロ

OMZos---(ロ
・
凶
器
)
・

す
な
わ
ち
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
神
は
新
プ
ラ
ト
ン
哲
学
的
意
味
で
「
非
存
在
者
」
と

い
わ
れ
う
る
と
し
て
も
、
神
の
本
来
的
名
称
は
「
自
存
す
る
存
在
」

f
g
B
2
8

2
官

5
0
5
で
あ
り
、
「
非
存
在
者
」
と
い
う
名
称
は
、
こ
の
本
来
的
名
称
に
関
係

づ
け
て
解
釈
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
神
の
名
と
し
て
の
妥
当
性
が
許
さ
れ

ス
v

。

ハ
一
八
)
神
の
存
査
と
世
界
の
存
在
と
の
関
係
は
、
次
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
こ
と

ば
の
う
ち
に
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
「
神
以
外
の
も
の
は
、
全
然
存
在
す
る
の

で
も
な
く
、
全
然
存
在
し
な
い
の
で
も
な
い
。
た
し
か
に
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ

れ
ら
の
も
の
は
神
に
よ
っ
て
在
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ

れ
ら
の
も
の
は
神
が
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
。
」
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己
・
中
世
存
在

論
の
共
通
的
原
理
で
あ
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・
エ
ン
テ
ィ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
神
と
世
界

と
の
存
在
連
関
の
上
に
成
立
つ
論
理
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

Q
r
o
p

阿

Kwa-

M
】

H
F・
-wnr4・
〈
・
〉
ロ
乱
。

m
F
o
v
g
g印
口
広
忠
酌
ロ
巳

FEWMM・∞
T
H
S・
参
照
。

聖
書
の
啓
示
に
由
来
す
る
上
記
一
一
一
つ
の
存
在
論
的
前
提
に
も
と
づ
い
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
三
つ
の
認
識
論
的
前
提
が
成
立
つ
。
(
一
)
わ
れ

わ
れ
は
、
自
己
と
、
自
己
が
そ
の
う
ち
に
合
ま
れ
て
い
る
こ
の
世
界
と
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
と
は
何
か
、
世
界
と

は
何
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
容
易
に
答
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
自
己
と
世
界
と
が
存
在
す
る
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、

四

「
存
在
す
る
」
と
答
え
る
こ

す
な
わ
ち
そ
の
無
常
性
、
有
限
性
、
時
間
性
等
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。
ま
た
自
己
と
世
界
と
の
何
た
る
か
を
知
り
つ
く
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
己
と
世
界
と
の
存
在
に
ま
つ
わ
る
存
在
様
態
、

(
二
)
神
は
世
界
の
存
在
を
超
越
す
る
。
し
た
が
っ
て
神
は
、
世
界
が
存
在

す
る
と
同
じ
仕
方
で
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
世
界
の
一
部
と
し
て
世
界
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
世
界
の
存
在
を
超
越
す
る

神
が
い
か
な
る
仕
方
で
存
在
す
る
か
を
、
直
接
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
世
界
が
存
在
す
る
の
と
同
じ
仕
方
で
存
在
す
る
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
知
り
う
る
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
は
世
界
の
よ
う
に
無
常
で
は
な
い
、
時
間
的
で
は
な
い
、
有
限
で
は
な
い
、
等
々
。
こ
の
か
、
ぎ
り
に

つ
て
は
実
は
何
ご
と
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。

(
一
ニ
)
神
は
「
在
る
者
」

お
い
て
、
神
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
知
り
う
る
の
は
、
た
だ
「
:
:
:
で
は
な
い
」
と
い
う
否
定
の
み
で
あ
る
。

で
あ
る
と
い
う
原
理
が
生
き
て
く
る
。
世
界
の
存
在
と
そ
の
存
在
様

こ
こ
で
、

し
か
し
な
が
ら
、
た
ん
な
る
否
定
に
よ

態
と
は
神
に
つ
い
て
否
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
神
が
全
然
「
な
い
」
か
ら
で
は
な
く
「
世
界
で
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
に
つ
い
て
否
定
さ

れ
る
の
は
「
存
在
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
「
世
界
の
存
在
」

で
あ
る
。
な
、
ぜ
世
界
の
存
在
は
神
に
つ
い
て
否
定
さ
れ
る
か
。
そ
れ
は
「
存
在
」
が
世

九



O 

界
に
お
い
て
、
神
に
お
い
て
有
し
て
い
た
完
全
性
を
失
い
不
完
全
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
世
界
の
存
在
を
神
に
つ
い
て
否
定
す
る
と

い
う
な
ら
ば
世
界
に
お
け
る
存
在

い
う
こ
と
は
、
存
在
そ
の
も
の
を
神
に
つ
い
て
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
世
界
の
存
在
の
不
完
全
性
、

の
非
存
在
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
に
つ
い
て
世
界
の
存
在
と
そ
の
存
在
様
態
と
を
否
定
し
て
、
神
は
世
界
が
存
在
す
る
よ
う
に
存

在
す
る
の
で
は
な
い
、
神
は
世
界
の
よ
う
に
無
常
で
は
な
い
、
時
間
的
で
は
な
い
等
々
と
い
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
た
ん
に
「
な
い
、
な
い
」
と
い
う

否
定
を
く
り
か
え
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
世
界
の
存
在
の
非
存
在
性
を
神
に
つ
い
て
否
定
す
る
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
、
世
界
に
お
い
て
失
わ
れ

た
存
在
の
完
全
性
を
回
復
し
、
こ
れ
を
神
に
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
「
:
:
:
で
は
な
い
」
と
い
う
否
定
的
認
識
は
、
そ
れ
が
神
に
適
用
さ
れ

る
場
合
に
か
ぎ
り
、
た
ん
な
る
否
定
で
は
な
く
、
否
定
の
否
定
と
し
て
積
極
的
意
味
を
お
び
る
。
そ
の
根
拠
は
神
が
「
在
る
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

(
一
九
)

に
帰
着
す
る
。

(
一
九
)
中
世
に
お
い
て
、
白
然
神
学
の
方
法
と
し
て
確
立
さ
れ
た
「
否
定
の
道
」

i
m
s
m註
g
と
「
完
成
の
道
」
己
印
刷
福
岡
町
2
巴

8
2と
は
、
神
と
世
界
と
の
聞
に

成
立
つ
上
記
の
存
在
的
関
係
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
認
識
論
的
関
係
と
を
前
提
し
て

い
る
。
ゆ
え
に
こ
の
二
つ
の
方
法
は
相
互
に
お
ぎ
な
い
合
う
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ

同
一
の
方
法
の
両
面
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

聖
書
の
伝
統
を
引
く
中
世
の
哲
学
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
「
在
る
者
」
の
解
釈
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
そ
こ
に
彼
ら
が
、
神
に
お
け

(二

O
)

る
「
在
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
既
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に

五〔
本
論
文
四
節
〕
、

わ
れ
わ
れ
は
神
に
お
け
る
「
在
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
直
接
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
が
そ
の

う
ち
に
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
の
存
在
様
態
を
観
察
し
、
そ
の
様
態
を
神
に
つ
い
て
否
定
す
る
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
、

い
わ
ば
間
接
的
に
神
の
存
在

の
理
解
に
近
づ
い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
世
界
の
存
在
様
態
は
一
つ
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
様
態
が
み
と
め
ら

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
各
々
の
様
態
の
否
定
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
様
態
の
も
と
に
神
の
存
在
を
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
の

存
在
は
可
変
的
、
偶
然
的
、
有
限
的
、
時
間
的
、
等
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
様
態
を
神
に
つ
い
て
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
存
在
は
、
不
変
性
、

必
然
性
、
無
限
性
、
永
遠
性
、
等
々
の
様
態
の
も
と
に
把
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
様
態
は
相
互
に
無
関
係
で
は
な
く
、
同
一
の
神
の



存
在
様
態
と
し
て
相
互
に
関
連
し
合
い
含
み
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
い
ず
れ
か
一
つ
の
様
態
に
他
の
様
態
を
還
元
し
、
あ
る
い
は
、

一
つ
の
様
態
か

ら
他
の
様
態
を
み
ち
び
き
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
有
限
性
と
い
う
様
態
に
、
時
間
性
、
偶
然
性
、
可
変
性
等
を
還
元
し
、
ま
た
そ
こ
か

ら
こ
れ
ら
の
様
態
を
み
ち
び
き
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
世
界
の
存
在
様
態
と
の
関
連
に
お
い
て
把
え
ら
れ
る
神
の
存
在
様
態
も
、

或
る
一
つ
の
も
の
に
還
元
さ
れ
ま
た
そ
こ
か
ら
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
事
実
、
中
世
の
哲
学
者
た
ち
の
う
ち
の
或
る
者
は
神
の
存

在
の
無
限
性
に
着
目
し
、
或
る
者
は
完
全
性
、
あ
る
い
は
原
因
性
に
者
目
し
、
そ
れ
ら
或
る
一
つ
の
様
態
か
ら
飽
の
も
ろ
も
ろ
の
様
態
を
み
ち
び
き
出

す
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
彼
ら
が
い
か
な
る
存
在
様
態
に
若
目
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
そ
れ
と
の
関
連
の
も
と
に
神
の
存
在
を
把
え
よ
う

と
す
る
世
界
の
存
在
の
様
態
の
う
ち
、

い
か
な
る
も
の
に
着
目
し
た
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
彼
が
こ
の
世
界
の
中
に
存
在
し
て

え
た
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

「
在
り
て
在
る
者
」

い
る
人
間
の
い
か
な
る
存
在
様
態
に
着
目
し
た
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
究
極
的
に
は
、
自
分
自
身
の
存
在
を
い
か
な
る
様
態
に
お
い
て
把

の
解
釈
は
、
解
釈
者
の
世
界
観
と
人
間
観
と
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

(二

O
)
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
在
る
者
」
と
い
う
神
の
名
か
ら
、
ア
ム
ブ
ロ
シ
ゥ

ス
は
神
の
、
氷
遠
性
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
不
変
性
を
、
ナ
テ
ィ
ア
ン
ツ
の
グ
レ

ゴ
リ
ウ
ス
は
、
無
限
性
を
引
き
出
し
て
い
る

(F.2官
守
:
匂

-aw
ロ・

8
0

こ
れ

ら
の
規
定
は
さ
ま
ざ
ま
の
変
蓉
を
へ
て
ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
に
継
浪
さ
れ
て
い
る
が
、

「
在
る
者
」
の
プ
ラ
ト
ン
哲
学
的
解
釈
と
い
う
点
で
共
通
し
、
ア
レ
グ
サ
ン
ド
リ

ア
の
ア
イ
ロ
ン
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
ト
マ
ス
の
「
存
在
の
純
料
現
実
態
」

R
E印

刷
》

R
5
2話
口
告
と
い
う
解
釈
は
、
教
父
た
ち
の
プ
ラ
ト
ン
哲
学
的
解
釈
の
伝
統
と
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
の
概
念
の
綜
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
。

.品"
J、

聖
書
の
伝
統
を
引
く
中
世
の
哲
学
者
た
ち
の
な
か
で
、

「
在
る
者
」
と
し
て
の
神
を
も
と
に
し
て
、
最
も
包
括
的
な
存
在
論
の
体
系
を
う
ち
た

(
一
二
)
こ
の
点
で
最
も
典
型
的
な
の
は
ト
マ
ス
と
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
と
で
あ

る
。
前
者
は
「
成
る
者
」
を
ま
ず
「
第
一
原
因
」

g
ロ
認
可
民
自
白
と
し
て
抱
え
る
。

こ
こ
か
ら
神
の
単
純
性
、
純
粋
現
実
性
、
完
全
性
、
無
限
性
、
永
遠
性
、
普
性
等
が

次
々
に
引
き
出
さ
れ
て
ゆ
く
。
円
神
学
大
全
』
第
一
部
一
一
一
間
以
下
参
照
。
後
者
は

「
在
る
者
」
を
ま
ず
「
第
一
有
」

g印
刷

E
g
g
g
と
し
て
把
え
る
。
第
一
有
は
原
因

さ
れ
ぬ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
原
因
さ
れ
ぬ
も
の
は
必
然
的
に
存
在
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
作
動
因
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
無
限
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
等
。
の
ロ
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:
J
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。



(
一
一
二
)

て
た
の
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
彼
は
「
在
る
者
」

は

「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
ぽ
2
5
2
8
℃

2
8
2
r
3
5
5
と、

の
意
味
を
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
最
も
重
要
な
の

「
純
粋
現
実
態
」

ω
2
5
℃

R
g
と
い
う
こ
つ
の
規
定
で
あ
る
。
前
者
は

プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
お
け
る
神
の
把
握
に
つ
な
が
り
、
後
者
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
に
お
け
る
神
の
把
握
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
ト
マ
ス
が
継
承
し
て

い
る
の
は
先
人
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
た
神
の
概
念
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
れ
の
把
え
方
で
あ
り
、
把
え
ら
れ
た
内
実
は
先
人
に
お
け
る
と
は
ち
が
っ

た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
と
い
う
神
の
規
定
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
「
自
存
す
る
イ
デ
ア
」

「
純
粋
現
実
態
」
と
い
う
神
の
規
定
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
忠

の
考
え
方

を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
内
実
は
イ
デ
ア
と
は
こ
と
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

想
を
継
一
戒
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
て
い
る
内
実
は
、

こ
の
両
者
の
思
惟
が
そ
こ
に
お
い
て
動
い
て
い
た
場
所
か
ら
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
神
の
規
定
を
、

く
場
所
へ
と
移
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、

こ
の
二
人
の
先
人
の
思
想
が
、

人
の
思
想
の
問
で
和
解
し
が
た
く
対
立
し
て
い
た
も
の
が
和
解
さ
れ
融
合
さ
れ
る
。 ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
と
同
じ
で
な
い
。

ト
マ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
と

ト
マ
ス
自
身
の
思
惟
が
そ
こ
に
お
い
て
動

ト
マ
ス
自
身
の
思
惟
の
場
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
こ

こ
の
和
解
を
可
能
な
ら
し
め
た
も
の
、
そ
れ
は
「
在
る
者
」
と
し

ン
に
由
来
す
る
か
。

い
か
な
る
点
で
こ
と
な
る
か
〔
本
章
〕
。

(
一
)
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
と
い
う
規
定
が
、

い
か
な
る
意
味
で
ア
リ

て
の
神
の
ト
マ
ス
独
自
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
以
下
に
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
か
な
る
意
味
で
プ
ラ
ト

/'ー、、

一、、../

「
純
粋
現
実
態
」
と
い
う
規
定
が
、

対
立
し
て
い
た
こ
つ
の
考
え
方
の
和
解
を
可
能
な
ら
し
め
た
、

ト
マ
ス
自
身
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
い
か
な
る
点
で
こ
と
な
る
か
〔
本
論
文
三
章
〕
。

四

ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
か
。

本
早
〕
、

順
次
に
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(
二
二
)
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
の
規
定
は
、
す
べ
て
神
の
存
在
論
証
の
う
ち
に
根
原
を

も
つ
。
『
神
学
大
全
』
第
一
部
二
間
三
項
に
お
い
て
、
神
の
存
在
は
五
つ
の
追
を
通

し
て
論
証
さ
れ
る
。

(
1
)
世
界
の
う
ち
に
動
い
て
い
る
も
の
が
在
る
と
い
う
こ
と

か
ら
出
発
し
て
、
第
一
動
者

M
M
H
Z
E
B
m
B
O
S
E
の
存
在
へ
。

(
2
)
結
果
と
原

因
と
の
関
係
が
在
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
第
一
作
用
因

2
5
ω
M
M江
田
山

/ー¥

一
¥、../

こ
の
二
人
の
思
想
に
お
い
て
和
解
し
が
た
く

「
在
る
者
」

の
解
釈
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

め
回
目
。

-g∞
の
存
在
へ
。

(
3
)
可
能
的
な
も
の
と
必
然
的
な
も
の
と
の
関
係
が
在
る

と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
自
ら
に
よ
っ
て
必
然
的
な
る
者

H
M
2
8

ロ
2
2
8
5
M
g
の
存
在
へ
。

(
4
)
完
全
性
の
段
階
が
在
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発

し
て
、
完
全
性
の
極
致
た
る
最
大
の
有
自
民

5
0
8∞
の
存
在
へ
。

(
5
)
世
界
に

秩
序
が
在
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
世
界
を
秩
序
づ
け
て
い
る
何
ら
か
の
知



性
認
識
者

mgロ
E
E
E口
m
o
g
の
存
在
へ
。
以
上
五
つ
の
規
定
か
ら
、
「
第
一
有
」

M
M
江
田
口

B
g問
、
「
純
料
現
実
態
」

R
Z印
刷
岩

-Hg
等
の
規
定
が
み
ち
び
き
出
さ
れ

(
a
-
p
m・
3
、
さ
ら
に
神
に
お
い
て
は
存
在
が
本
質
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
戸
・

ω"

ω・

5
0
「
自
ら
の
存
在
」

E
C
B
g認
定
・

ω
v
m・
5
、
「
自
ら
の
本
質
に
よ
る
存
在

そ
の
も
の
」
苛
2
5
2
8
官
同
問
E
B
2
8
5
g
g
(手
∞
w

何回・

3
、
「
自
存
す
る
存

在
そ
の
も
の
」
否
定
日

g
詩
句
白
話
回

C
r
u
z
g
五
・
品

w
m
-
W
)
等
の
規
定
は
、

本
質
即
存
在
と
い
う
こ
と
か
ら
必
然
的
に
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ト
勺

ス
哲
学
の
根
本
を
な
す
本
質
即
存
在
の
真
理
は
、
位
界
と
そ
の
原
因
と
の
関
係
の
考

療
を
通
し
て
、
い
わ
ば
下
か
ら
帰
納
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
神
に
つ
い
て
の
多

様
な
規
定
を
本
質
即
存
在
な
る
神
の
概
念
へ
と
集
約
し
て
ゆ
く
ト
マ
ス
の
思
惟
を
、

い
わ
ば
上
か
ら
照
ら
し
み
ち
び
く
も
の
は
「
わ
れ
は
在
る
者
な
り
」
と
い
う
聖
書
の

こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
の
う
ち
に
ト
マ
ス
は
、
神
に
と
っ
て
は
「
在
る
」

g
印
ぬ
こ
と
が
「
あ
る
」

g
自
己
宮
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
存
在
が
本

質
で
あ
る
と
い
う
真
理
を
読
み
と
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
神
学
大
全
』

第
一
部
ご
ニ
間
一
一
項
。
円
対
異
教
徒
大
全
』
第
一
巻
二
二
章
参
照
ω

七
ま
ず
一

t

自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
に
つ
い
て
。

で
あ
る
。

ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
神
は
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」

q
g
B
2
8
℃

2
8
2
g笠
8ω

こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
規
定
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
規
定
を
構
成
し
て
い
る
二
つ
の
概
念
、

す
な
わ
ち
、

「
自
存
す
る
」

g
Z
5
0
8
と
「
存
在
そ
の
も
の
」
ぽ
8
5
2∞
ぬ
と
い
う
こ
と
の
、
特
に
ト
マ
ス
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
な

(
二
四
〉

「
自
存
す
る
」
と
は
、
独
立
に
存
在
す
る
司

2
8
2
5
2ぬ
こ
と
で
あ
る
。

存
在
す
る
も
の
が
か
な
ら
ず
し
も
す
べ
て
独
立
に

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
こ
の
大
き
さ
」

「
こ
の
形
」
と

こ
の
人
間
と
か
こ
の
物
体
の
有
す
る
「
こ
の
色
」

存
在
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
色
や
大
き
き
ゃ
形
は
、

し
て
、
た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
色
、
そ
の
大
き
さ
、
そ
の
形
が
、
そ
れ
自
身
独
立
に
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
何
ら
か
の

偶
有
は
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
何
物
か
に
内
在
す

「
に
お
い
て
」
存
在
す
る
。
か
か
る
仕
方
で
存
在
す
る
の
は
偶
有

R
巳

p
g
で
あ
る
。

(
一
一
五
)

る

5
2
8
と
い
う
仕
方
で
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
独
立
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。

も
の

こ
れ
に
対
し
、

独
立
に
存
在
す
る
の
は
実
体
で
あ
る
。
実
体
と

は
独
立
に
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

「
こ
の
人
間
」

「
こ
の
物
体
」
な
ど
は
、
他
者
か
ら
区
別
さ
れ
て
独
立
に
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
自
存
す
る
。

そ
う
で
は
な

で
は
実
体
は
す
べ
て
自
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
実
体

g
g
g良
町
と
自
存
者
自
宮
町
内

g
P
E
r
g
z邑
冒
と
は
同
義
語
で
あ
ろ
う
か
。

い
。
た
と
え
ば
「
人
間
」
は
実
体
で
あ
る
。
し
か
し
「
人
聞
い
は
か
な
ら
ず
し
も
自
存
す
る
と
は
か
、
ぎ
ら
な
い
。
普
遍
的
に
考
え
ら
れ
た
「
人
間
」
は

「
こ
の
物
体
」

自
存
し
な
い
。
し
か
し
実
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
実
体
か
な
ら
ず
し
も
自
存
す
る
と
は
か
、
ぎ
ら
な
い
。
自
存
す
る
の
は
「
こ
の
人
間
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
こ
れ
」
と
し
て
実
在
す
る
世
界
の
う
ち
に
指
示
す
る
こ
と
の
で
き
る
個
物
で
あ
る
。
自
存
す
る
の
は
、
実
体
一
般
で
は
な
く
て
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わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
、
自
存
す
る
と
は
独
立
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
個
的
実
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
た
〔
七
節
〕
。

こ
れ

ら
の
場
合
の

「
存
在
す
る
」
と
は
エ
ク
シ
ス
テ
レ
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
自
存
す
る
」
と
は
、
偶
有
の

「
:
:
:
に
お
い
て
存
在
す
る
」

S
E
2
0
Z
・.

と
い
う
内
在
的
な
存
在
の
仕
方
に
対
し
、
独
立
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
か
ス
ブ
シ
ス
テ
レ
と
か
い
う
動
詞
は
存
在
の

(
二
九
)

仕
方
自
。
仏
5
2
8ロ
訟
を
示
す
の
で
あ
る
。

た
ん
に
「
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
存
在
を
示
す
の
で
は
な
い
。
し
か

し
「
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
存
在
と
無
関
係
で
も
な
い
。
否
、
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
関
係
は
、
存
在
す
る
も
の
(
エ
ン
ス
)
は
、

(一一一
O
)

存
在
(
エ
ッ
セ
)
に
よ
っ
て
、
存
荘
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
、
と
い
う
定
式
に
よ
っ
て
示
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
エ
ッ
セ
と
は
、
ぞ
れ
を

こ
れ
に
対
し
エ
ッ
セ
と
は
、

受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
の
が
エ
ク
シ
ス
テ
レ
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
エ
ッ
セ
と
エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は

(一一一一)

プ
ラ
ト
ン
の
分
有
の
思
想
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
「
形
相
」
(
エ
イ
ド
ス
)
と
は
、
そ
れ
を
分
有

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
の
が
「
こ
れ
こ
れ
の
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
「
美
」
の
形
相
の
分
有
に
よ
っ
て
も
の
は
「
美
し
い

(一一一一一)

の
形
相
の
分
有
に
よ
っ
て
「
大
き
な
も
の
」
と
い
わ
れ
る
。
ト
マ
ス
に
お
け
る
エ
ッ
セ
は
こ
の
形
相
に
あ
た
る
。
す
な
わ

(一一一一一一)

エ
ッ
セ
す
る
。
こ
の

「大」

ちも
も、の
の、」

はと

わ
れ

エ
ッ
セ
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

い
い
か
え
れ
ば
、

エ
ッ
セ
の
分
有
に
よ
り
、

「
エ
ッ
セ
す
る
」
こ
と
を
「
エ
ク
シ

ス
テ
レ
」
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
エ
ッ
セ
も
エ
ク
シ
ス
テ
レ
も
ど
ち
ら
も
日
本
一
語
に
訳
せ
ば
「
存
在
」

で
あ
る
。
た
だ
エ
ッ
セ
は
い
わ
ば
形
相
と
し
て
の

「
存
在
」

で
あ
り
、

エ
ク
シ
ス
テ
レ
は
、
そ
の
形
相
に
よ
っ
て
も
の
が
「
存
在
す
る
」
と
い
う
意
味
で
の

「
存
在
」

で
あ
る
。
こ
の
か
、
ぎ
り
に
お
い
て

分
有
す
べ
き
何
物
か
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
何
物
か
は
、

エ
ッ
セ
と
し
て
の
存
在
は
プ
ラ
ト
ン
の
形
相
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
が
お
こ
る
。
イ
デ
ア
が
分
有
さ
れ
る
た
め
に
は
、

イ
デ
ア
を
受
け
容
れ
る
も
の
針
。
b
S
4

で
あ
る
。
で
は
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
存
在
を

本
質
(
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
)

そ
れ
ゆ
え
ト
マ
ス
の
存
在
論
に
お
い
て
は
、

受
け
容
れ
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
本
質

2
8忠
信
で
あ
る
。

が
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
受
け
て
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
の
で
あ
る
。
本
質
は
存
在
に
対
し
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
も
の
の
位
置
に
あ
る
。

ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
在
る
の
か
。

で
は
、

存
在
を
受
け
容
れ
る
以
前
の
本
質
は
、

ス
)
と
し
て
ど
こ
か
に
在
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
質
は
存
在
を
受
け
て
は
じ
め
て
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
の
で
あ
っ
て
、

存
在
を
受
け
る
以
前
の
本
質
は
、

何
ら
か
の
存
在
者
(
エ
ンし

一五



4

」、
一
一
ノ

た
が
っ
て
、
存
在
を
受
け
る
以
前
に
本
質
が
ど
こ
か
に
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
存
在
と
区
別
さ
れ
た
本
質
を
、

自
体
何
ら
か
の
仕
方
で
在
る
も
の
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
在
る
も
の
と
し
て
の
本
質
は
、
既
に
存
在
を
受
け
て
存
在
し
て
い
る
も
の
(
エ
ン
ス
)
な

の
で
あ
る
。

そ
れ

て
い
る
も
の

(
エ
ン
ス
)

で
は
、
存
在
に
対
し
て
区
別
さ
れ
、
存
在
の
分
有
に
よ
っ
て
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
本
質
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
現
実
に
存
在
し

(
三
五
)

の
何
で
あ
る
か
を
規
定
す
る
何
性
直
己
注

Eω
で
あ
る
。
世
界
に
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
何
か
ハ
」
い
も
存
在
す
る
。
人

こ
れ
ら
の
も
の
が
存
在
す
る

間
で
あ
る
か
、
木
で
あ
る
か
、
等
々
。

る
が
、

そ
の
分
有
さ
れ
る
存
在
は
無
限
定
な
存
在
で
は
な
く
て
、

(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
の
は
存
在
(
エ
ッ
セ
)

か
な
ら
ず
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
限
定
さ
れ
て
い
る
。

「
で
あ
る
」

を
分
有
す
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ

こ
の

そ
れ
自
体
何
ら
か
の
も
の
と
し
て
在
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
受
け

と
い
う
性
格
を
規
定
す
る
の
が
本
質
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
質
は
存
在
に
対
し
、

と
ら
れ
る
存
在
の
規
定
性
と
し
て
あ
る
。
世
界
に
存
在
し
て
い
る
い
か
な
る
も
の
も
、

無
限
の
存
在
を
有
せ
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
に
ふ
さ
わ
し
い
限

シ
ス
テ
レ
)

せ
し
め
て
い
る
存
在
(
エ
ッ
セ
)

定
さ
れ
た
存
在
を
有
し
、
有
限
な
住
方
で
存
在
す
る
。
か
く
て
世
界
に
存
在
す
る
い
か
な
る
存
在
者

と
は
、
分
有
さ
れ
る
も
の
と
分
有
す

と
、
そ
れ
の
何
た
る
か
を
規
定
す
る
本
質
(
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
)

(
一
二
七
)

る
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
二
八

)
o
g
o
と

g
∞
g
江
戸
と
の
区
別
は
ト
マ
ス
哲
学
の
根
本
で
あ
る
が
、
ト
マ
ス

以
後
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て
、
こ
の

g
誌

は

R
5
0
2
と
同
一
視
さ
れ
、
上
記

の
区
別
は

a
z
g
E一
と

g
∞
8
5
と
の
区
別
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
し
か
し
ト
マ
ス
に
お
い
て

2
8
と

2
5
2
0
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
混
同
は
ト
マ
ス
哲
学
の
誤
解
の
根
原
と
な
る
。
わ
れ

わ
れ
は
前
掲
論
文
『
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る

gmo
と

R
E
2
0
に
つ
い
て
』
(
哲
学

研
究
四
三
五
よ
り
四
四

O
、
四
四
二
よ
り
四
四
三
号
所
載
)
に
お
い
て
、
特
に
ト
マ

ス
に
お
け
る

R
U
Z
B
の
意
味
を
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
綿
密
に
調
べ
、

2
8
と

の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
た
。
し
か
し
訳
語
と
し
て
は
ど
ち
ら
も

「
存
在
」
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
或
る
人
々
は

2
2
Z
B
を
「
現
存
」
「
実

在
」
「
実
存
」
な
ど
と
訳
す
が
、
こ
れ
は
却
っ
て
ト
マ
ス
の
真
意
を
ゆ
が
め
る
こ
と

(
エ
ン
ス
)

に
お
い
て
も
、

そ
れ
を
存
在
(
エ
ク

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
両
者
の
区
別
と
関
係
と
を

十
分
に
わ
き
ま
え
た
上
で
、
ど
ち
ら
に
も
「
存
在
」
の
訳
語
を
あ
て
、
特
に
区
別
を

要
す
る
場
合
に
は
「
エ
ッ
セ
」
「
エ
ク
シ
ス
テ
レ
」
と
い
う
原
語
を
丸
括
孤
に
入
れ

て
附
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
区
別
を
一
示
す
こ
と
に
す
る
。

ハ
二
九
)
H
F
E・仏
-
N
ω
w
Q
-
r
釦
-H
。・∞ロ
Z
5
2
0
2
Z自
門
出
。
ぽ
仏
2
2
2
5
Z
B

目。
L
H
H
B
2
8ロ円山ケ
}
U
S
E
R
-ロ
n
E
巳
5
巳
L
g件
。
ロ
∞
唱
。
同
印
ク
ロ
。
ロ

E
m凶口。
w回一の己

仰のの日仏巾ロ∞・

ハ三

O
)
次
の
い
く
つ
か
の
表
現
は
、
こ
の
同
じ
こ
と
を
示
し
て
い
る
(
1
)
も
の
は

エ
ッ
セ
に
よ
っ
て

S
c。
)
エ
ク
シ
ス
テ
レ
す
る
。
ロ
何
回
)
C仲

-

A
・
J
F

白
・
印
・
ニ
Z
B

E
。円山口
B
2
8ロ門出門出
zo---B印
O
M
U
Z
E・
(
2
)
も
の
は
エ
ッ
セ
に
お
い
て
(
山
口

ρ
5〉
エ
ク
シ
ス
テ
レ
す
る
。
ロ
ぬ
ぐ
R
F
A
-
N
N
W
釦・

5
。・

H
O
B
Z
白
5

2
印
O
R
-
-



間同伶ロ帥伶ログ

(
3
)
 
エ
ッ
セ
を
分
有
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
エ
ク
シ
ス
テ
レ
す
る
。

F
E
4・
ロ
。

B
-
n・
口

w
F
F
ロ
・
山
部
品
・
島

2
耳
目

:
-
a
z
g
E
W
Z
A
Z
S
Z日

間
福
岡
弘
巳
官
民
自
問
。
.
エ
ッ
セ
と
エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
の
関
係
は
、
エ
ッ
セ
と
ス
ブ
シ
ス
テ

レ
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
ス
ブ
シ
ス
テ
レ
は
匂

2
8
2
2
Z
B
と
い

う
、
エ
ク
シ
ス
テ
レ
の
一
つ
の
仕
方
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
、

(
4
)

エ
ッ
セ
に

よ
っ
て
ス
プ
シ
ス
テ
レ
す
る
。
ロ

o
S
F
。・

hFHrN∞・

2
自
由

C
C
B
・
:
自
伸
広

告
。

g
宮
町
長

E
B
E
B
E
E
S
-
(
5
)
エ
ッ
セ
に
お
い
や
ス
ブ
シ
ス
テ
レ
す
る
。

ロ伶

g
F
0・
F
ロ・

8
・
:
・
巴
民

2
8
宮
内
出

5

8印
℃

2
8
2
Z
Z
F
と
も
い

わ
れ
る
。
エ
ッ
セ
と
エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
掲
論
文
『
聖
ト
マ
ス

に
お
け
る

g
mぬ
と

a
a
2
0
・
:
』
四
四
三
号
同
y
め
に
ー
。
ロ
参
照
。

〈
一
二
一
)
ト
マ
ス
に
お
け
る
分
有
同
訴
え
庄
司
山
氏
。
の
思
想
の
重
要
性
に
着
服
し
た
の
は

フ
ァ
ブ
ロ
ロ
。

go--。
F
r
g
で
あ
る
。
彼
の

U
g
N
Z
S
自
民
弘
回
目

g
門日仲間混同・

件
。
巳
官
民
。
ロ
ぬ
閉
め
の
。
足
。

ω・
叶
。

B
B
S。
円
k
p
宮
山
口
。
(
巴
ω
∞
〉
は
、
在
来
殆
ん
ど
省

み
ら
れ
な
か
っ
た
ト
マ
ス
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
側
面
に
光
を
あ
て
、
そ
の
も
と
に
ト

マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
意
味
を
照
ら
し
出
し
た
点
で
、
ト
マ
ス
研
究
史
上
劃
期
的
意
味
を

有
す
る
。
つ
い
で
ガ
イ
ガ
!
?
回
・
の
忠

m
R
の
戸
印
刷

MR氏
。
ぽ
巳
芯
ロ
門

F
E
F

同M
E
8
8
z
o
r
g百
件
、
担
。

B
B
(
s
b
)
は
、
伝
統
的
ト
マ
ス
解
釈
の
線
に
沿
っ

て
ト
マ
ス
に
お
け
る
分
有
の
意
味
を
分
析
し
た
も
の
で
、
フ
ア
ブ
ロ
の
解
釈
に
対
す

る
批
判
を
合
ん
で
い
る
。
一
九
五

O
年
、
フ
ァ
ブ
ロ
は
ガ
イ
ガ
!
の
批
判
に
こ
た
え

て
問
書
第
二
版
を
出
し
た
、
一
九
五
三
年
、
ガ
イ
ガ

l
は
さ
ら
に
そ
れ
に
こ
た
え
て

彼
の
書
の
第
二
版
を
出
し
た
。
一
九
六
一
年
、
フ
ァ
ブ
ロ
は
分
有
と
原
因
性
と
に
つ

い
て
大
著

MMm立
佐
官
位
。
ロ

2
8
5益
拡
詰
『
ロ
旨
・
叶
『
。
自
器
内

KF宮
5.
を
出
し

た
。
ク
レ

l
マ
l
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
フ
ァ
ブ
ロ
説
を
批
判
し
た
守

-hHS
ご
。

フ
ァ
ブ
ロ
は
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
思
想
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
影
響
に
注
目
し

な
が
ら
も
、
な
お
そ
の
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
的
性
格
に
お
い
て
ト
マ
ス
の
独
自

性
を
み
と
め
る
の
で
あ
る
が
、
ク
レ

l
マ
ー
は
そ
れ
を
み
と
め
ず
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ

セ
の
思
想
を
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
の
伝
統
の
う
ち
に
解
消
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

彼
は
、
ト
マ
ス
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
影
響
に
始
め
て
注
目
し
た
人
と
し
て
の

フ
ァ
プ
ロ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
同
書
匂
-
h
c
l
h
H
参
照
。

(コ一一一

)
M
M
R
B・
5
。。
l
E
U
-
b
o
R
s
・
-
-
丸
田
員
向

g
d
民

3RHwmF
誌

か

込

笠

宮

B
a
t
h
r、R
Q
込
町
川
河

S
E
X
-
S
&叶
守
守
HSu
。~S
弘
、
ミ
♀
叶

-
3
1で
B
S
M
Q
E
E
Q

hESWhh向日、恥もさの忠

B
x
t
u
芯
と
-S回
総

hQ~
九日向
h
R
S
U
S崎
町
h-Q円
九
日

h
t
s
h件

目、々

zaa向
山
形
相
と
時
間
的
存
在
者
と
の
関
係
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
様
々
の
角

度
か
ら
様
々
の
仕
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
も
の
は
形
相
を
分
有
す
る

0

1
h
H
P
R
S
P
E
E
S
E
E
S
-
(
2
)
形
相
を
受
け
と
る

o

g
ミ
R
・
(
3
)

形
相
に
よ
っ
て
形
づ
け
ら
れ
る
。
川

hS号
、
史
・

(
4
)
形
相
の
模
像
で
あ
る
。

宣
言
Q
-
(
5
)
も
の
の
う
ち
に
形
相
誌
や
や
か

o
i
s
-
-
P
3
5・

〈
6
)
形
相
は
も
の
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る

o
g
E
E、Q
W
B
g
H
4・

(
一
一
一
一
ニ
〉
エ
ッ
セ
の
分
有
は
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
主
に
次
の
動
詞
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
る
。

(
1
)
受
け
と
る

(
H
R
fぬ見
)
c
u
o
g
F
。・

mw
ロ
・
出
・

2
8
8
2回

目。ロ

g
仲
与

g
z
z
F
月門

H
H
2
8
Z
B
V
立

民

g
z
B
E
E留
め
同
時
山

RCM自
民

gMWぬ
a
z
z自

S
E
E
m
R
i同L
E
a
p
-
-・

(2〉
持
つ

(Erao)。
ロ
伶

S
F
。・

F
ロ・

8
・
・
:
宮
内
山
口

F
5
2
2
8
2仲
同

2
4
Z
B
E
酌巳
Z
B
W
M
M
g宮
2

r忠

告
。

ι
2
m
r
t
z
g∞
m
r
p官
民
日

(
3
)

分
有
す
る
(
官
同
氏
。
町
》
民
め

)
C
H・
a・品
wNW

包

ω・
ロ
。
ロ
。

MMOH件鬼門出口
C門
回
目
ロ
門
日
告
。
円
山
官
同
氏
の
い
官
同
官
同
門

W
G
E
f
z自

由
ゅ
の
ロ
ロ
円
古
田
。

B
Z自
由
。
合
目

2
8ロ円
F

(
一
ニ
四
)

。加国内
uw

イ
デ
ア
を
受
け
容
れ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
は
叶
テ
ィ

マ
イ
オ
ス
』
に
あ
ら
わ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
ま
ず
イ
デ
ア
と
現
象
の
世
界
と
を

K
別

す
る
。
し
か
し
現
象
の
世
界
が
成
立
っ
た
め
に
は
、
イ
デ
ア
を
受
け
容
れ
る
も
の
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
す
べ
て
の
生
成
を
受
け
容
れ
る
、
い
わ
ば
乳
付
の

よ
う
な
も
の
」
誌
q
諒
官
に
q
向
島
町
&
O
H
す
丸
を
え
も

4
5ぞ
(
邑
ろ
で
あ
る
。
そ
れ

は
直
接
的
に
は
「
生
成
」
を
受
け
容
れ
る
の
で
あ
っ
て
イ
デ
ア
を
受
け
容
れ
る
の
で

は
な
い
が
、
生
成
の
世
界
が
イ
デ
ア
の
模
像
で
あ
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
イ
デ
ア
を
も

受
け
容
れ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
も
の
は

M山知
hHghS(motu

同町

勘
九
段
、
S
(
m
E
)
w
寸

b
p
H会
向
ぜ
を
〈

mcL)
等
と
も
呼
ば
れ
る
。
拙
論
『
無
か
ら
の
創

造
』
(
哲
学
研
究
五
一
五
号
、
昭
和
四
五
年
〉

MM・
臼
∞
l
ω
H
F
匂・

ω民
参
照
。

七



(
三
五
)
ロ
0
0ロ仲
O
w
n
-
Y
ロ・

ω・開同
A
口
紅
口
Z
L
句
作
吋
向
山
口
。
仏
目
的
。
。
ロ
団
長
c
x
c円
吉

官
。
宮
山
。

m
O
5
5
5
}
4
2
F
g仲
r
s
A
g
L
m
F
m
E
m
g
Z吋
同
百
円
借
皆
同
町
一
。
口
。
田

宮内出
g
E
O
B
A
C
E
g丹
門
戸
百
円
凶
0
2円
台
。
仏
ロ
。
B
8
2
2
5
U
O
印

M
V
E
r
s司
r-∞

E
5
5
8
D訂正
L
E
E
S己
主
ロ
コ

E
r
s
g
同
官
。
ι
1
M
即日。曲。目vrgh円
Z
5
5
2

5
5
5忠
告
&
官
広

2
2
2
F
E
g仲
r
s
旬
。
円
台
。
仏
巳
HA巳
L
E
σ
2
2
8

向山口町
L
・

〈
三
六
)
本
質
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
そ
れ
に
お
い
て
、
存
在
者
(
エ
ン
ス
)

が
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
巾

S
F
n
-
Y
ロ・

ω
・
命
説
。
口
氏
山

岳
巳
Z
円由。。ロロ円山口
B
G
g
L
旬。円

g
B
2
E
2
8∞
r
r
2
2
8・

っ
て
」
は
本
質
の
存
在
規
定
性
を
一
示
す
。

」
の
「
に
よ

J¥ 

(
一
一
一
七
)
世
界
に
存
在
す
る
も
は
す
べ
て
、
神
か
ら
存
在
を
受
け
て
存
在
す
る
被
造
物

で
あ
る
。
そ
れ
は
知
性
的
単
純
実
体
と
質
料
的
複
合
実
体
と
に
大
別
さ
れ
る
が
、
い

ず
れ
に
お
い
て
も
そ
の
存
在
は
「
受
け
と
ら
れ
た
存
在
」

g詰
5
8宮
ロ
ヨ
と
し
て
、

そ
の
本
質
と
区
別
さ
れ
る
。
単
純
実
体
の
場
合
。
ロ
o
S
F
。・

P
ロ
・
臼

-zs巳
苫
円

。印
mwmロ丘町岡山口，閉口
σ国
片
山
口
巴
は
の
見
出
江
田
町
民
ぬ
口
。
。
丹
ロ
ロ
ロ
ゲ
ロ
タ
山
口
円
四
回
目
r
d
由。∞仲間口口門目。∞∞
o

o
g
B
g
m
o
E
3
8
2
5
w
A
E
B
J
1
2
2自
己
紅
白
一
仲
間
一
5
5
ω
昨
日
一
戸
・
ロ
ロ
門
凶
作

2
8

8
2
B
gロ
g
同
m
r
g
z
z
p
s
L
誌の
8
Z
E
w
-
-
-
複
合
実
体
の
ぬ
ん
日
。
ロ
ω
g
F

。
.
F
D・
8
・
E
4
2
X
R
g目
見
宮
古
田
口
Z
E
E
-
2
8
5
H
V
O閉
山
氏
由
民
自
己
2
2
2

向。ロ
g

Lロ
A
Z
F
5
2
2
8
2丹同ゆめゆ℃
E
B
E
F丘ロ
gw
同V

円
。
宮
日

r
s
A
g
L

O同凶『

ω口。。臼田
o
r
m
r
oロ昨日

九

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
と
ト
マ
ス
と
の
共
通
点
と
相
違
点
が
一
部
分
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
。
共
通
す
る
の
は
分
有
と
い
う
思

て
も
こ
れ
に
似
た
分
有
の
思
想
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
存
在
」

想
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
個
々
の
も
の
が
イ
デ
ア
の
分
有
に
よ
っ
て
そ
の
イ
デ
ア
と
同
じ
名
で
呼
ば
れ
る
も
の
と
な
る
。

の
分
有
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
物
は
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
と
し
て
存
在
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
に
お
い

ト
マ
ス
に
お
け
る
「
存
在
」

(
エ
ッ
セ
)

は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

で
は
プ
ラ
ト
ン
と
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
分
有
の
意
味
は
全
く
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
と
ト
マ
ス
の
存
在
と
は
異
な
る
。

こ
の
占
小
に
。
プ
ラ
ト
ン

と
ト
マ
ス
と
の
重
大
な
相
違
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
で
あ
る
」

こ
と
を
規
定
す

プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
イ
デ
ア
は
、
も
の
が
こ
れ
こ
れ
の
も
の

正
義
の
イ
デ
ア
は
そ
れ
を
分
有
す
る
も
の
を
し
て

る
原
理
で
あ
っ
た
。
美
の
イ
デ
ア
は
そ
れ
を
分
有
す
る
も
の
を
し
て

「
正
し
き
も
の
」
た
ら
し
め
た
。

こ
れ
に
対
し
ト
マ
ス
に
お
け
る

「
存
在
」

「
美
な
る
も
の
」
た
ら
し
め
、

そ
れ
の
分
有
に
よ
っ
て
も
の
が
こ
れ
こ
れ
の
も
の

に
な
る
原
理
で
は
な
い
。

そ
の
も
の
を
存
在

そ
う
で
は
な
く
て
む
し
ろ
、

は

「
で
あ
る
L

ょ
う

(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)

せ
し
め
る
原
理
な
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、

も
の
は
「
イ
デ
ア
」

こ
れ
こ
れ
の
も
の

「
で
あ
る
」
も
の
と
し
て
他
か
ら
区
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、せ

し
め
ら
れ
る
の
で
あ

の
分
有
に
よ
っ
て
始
め
て
、
現
実
に
存
在
す
る
世
界
の
中
に
現
実
に
存
在

の
分
有
に
よ
っ
て
始
め
て
、

は
、
も
の
は
存
在

(
エ
ッ
セ
)

ト
マ
ス
に
お
い
て

(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)

る

「
で
あ
る
」

と
い
う
本
質
的
限
定
を
与
え
る
も
の
は
、
存
在
で
は
な
く
て
む
し
ろ
「
本
質
」

，戸『¥

ニL

ト
マ
ス
に
お
い
て
、
も
の
に
こ
れ
こ
れ
の
も
の



ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
)

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
も
の
に
「
で
あ
る
」
と
い
う
性
格
を
与
え
る
原
理
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
本
質
の
方
が
プ
ラ
ト
ン
の

(
三
九
〉

イ
デ
ア
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
も
の
は
イ
デ
ア
の
分
有
に
よ
っ
て
始
め
て
そ
の
も
の
と
し
て
の
本
質
的
規
定
を
得
た
。
も

ち
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
そ
の
う
ち
に
流
動
し
な
い
も
の
を
現
じ
て
い
る
。

の
の
本
質
的
規
定
の
根
拠
を
も
と
め
る
こ
と
こ
そ
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
の
関
心
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
実
の
世
界
は
絶
え
ざ
る
流
動
の
う

こ
の
よ
う
な

世
界
が
い
か
に
し
て
成
立
ち
う
る
か
。

こ
の
よ
う
な
世
界
の
成
立
根
拠
を
問
う
こ
と
が
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
お
そ
ら
く
イ
デ
ア
論
の
考
え
ら
れ
た
草

こ
の
世
界
の
中
に
は
流
れ
な
が
ら
流
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
現
実
の
世
界
は
絶
え
、
ざ
る
神
の
創
造
の
も
と
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
存
在
す
る
と
い

要
な
動
機
で
あ
っ
た
ろ
う
。

う
こ
と
は
神
か
ら
存
在
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
創
造
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ト
マ
ス
に
と
っ
て
は
、
も
の
が
い
か
に
し
て
現

実
の
世
界
に
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
も
の
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
関
心
の
中
心
で
あ
っ
た
。
分
有
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
を
プ
ラ
ト
ン

(悶

O
)

か
ら
継
承
し
な
が
ら
も
、
分
有
に
よ
っ
て
成
立
す
る
世
界
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
三
八
)
思
円
B
・
5
H
m
・
丸
宅
金
。
&
3
3内
、

P
R
S
F
E
R
Q
h
B
F
、
必
、
匙
一
。
巧
忠

恐々
と
Q
L
A
b
s内
忠
町
民
営
R
S
U義
u
t
E
a
h
R，
hQ注
文
官
話
、
R
U
註
(
一
一
一
一
一
)

参
照
。

〈
一
一
一
九
)
そ
れ
ゆ
え
ト
マ
ス
は
い
う
。
本
質
は
ま
た
「
形
相
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
形
相

が
も
の
の
規
定
さ
れ
た
か
た
ち
を
意
味
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
と

o
u
o
g仲O
w
n
-

r
ロ・

ω
-
U
E
C
M
H
O
同
町
田
町
。
岡
田
♂
曲
。

g
E口
百
円
山
口
え
宮
川
町
。
岡
田
自
問
ぽ
巳
骨
注
目

。。同氏件出品。ロロ
U
H
聞のロ山口曲門出
Z
O
H
o
r
-
-
-

(四

O
)
プ
ラ
ト
ン
お
よ
び
新
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
お
け
る
分
有
の
思
想
と
ト
マ
ス
の
そ

れ
と
の
根
本
的
相
違
点
を
議
視
す
る
の
は
ジ
ル
ソ
ン
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
前
者

の
分
有
が
形
相
な
い
し
本
質
の
分
有
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
そ
れ
は
「
存
在
の

現
実
態
」

T
2百
円
。
仕
切
仲
日
と
し
て
の
存
在
の
分
有
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
「
存
在
」

自
認
を
「
形
相
的
な
も
の
」
同
日
目
白
日
ぬ
と
い
っ
て
い
る
筒
所
は
あ
る
が
(
戸
、
心
・
∞
wm-

ry
「
形
相
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
箇
所
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ト
マ
ス
に
お

い
て
、
形
相
な
い
し
本
質
の
次
元
と
、
存
在
の
次
元
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
。
の
山
田
C
P
F
W
A
M円
B
E
r
g
s
B
(出
品
∞
)
同
y
H
2
1
5
N
W

ロ
(
同
)
・
。
こ
れ
に
対
し
、
ト
マ
ス
を
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
よ

う
と
す
る
ク
レ
!
マ
!
は
、
い
わ
ゆ
る
「
形
相
的
な
も
の
」
と
は
、
「
市
柑
の
形
相
」

同。ロ
H
岡

山

内

Z
B
Rロ
自
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
新
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
お
け
る
「
存
在

の
形
相
」
任
命
ロ

2
1
E
o
a
R
Z
明
記
日
仏

g
f
g
B
g認
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い

う
(
ク
レ

l
マ
l
、
前
掲
書
司
・
怠
)
。
こ
の
解
釈
か
ら
は
次
の
こ
と
が
同
結
す
る
。

(
1
)
帯
在
と
本
質
と
の
区
別
が
あ
い
ま
い
と
な
る
。
存
在
(
エ
ッ
セ
)
が
形
相
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
本
一
日
(
エ
ッ
セ
テ
ィ
ア
)
も
形
相
で
あ
る
か
ら
〔
北
(
一
一
一
九
)
参

照
〕
、
し
た
が
っ
て
存
在
と
本
質
と
の
区
別
は
な
く
な
る
。
事
実
ク
レ

l
マ
!
は
、

存
在
と
本
質
と
の
実
在
的
区
別
と
い
う
伝
統
的
解
釈
を
否
定
し
て
い
る
(
前
掲
M
Y

ち
ゃ
出
。
。

(
2
)
創
造
と
流
出
と
の
区
別
が
な
く
な
る
。
も
し
存
在
と
本
質
と
が

同
じ
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
が
存
在
を
与
え
る
こ
と
が
創
造
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
神
の
本
質
と
世
界
の
本
質
と
の
間
に
本
質
的
類
似
性
が
存
す
る
こ
と
で
あ
る

と
解
釈
さ
れ
、
創
造
に
お
け
る
「
無
か
ら
」
日

azr
と
い
う
意
味
が
な
く
な
り
、

九



神
と
世
界
と
は
連
続
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
流
出
と
創
造
と
の
区
別
は
な
く
な
る
。
事

実
ク
レ
l
マ
l
は
、
創
造
と
流
出

R
B巳。

2
0
g
g山
氏
。
と
を
こ
と
さ
ら
に
区
別

す
る
伝
統
的
解
釈
に
反
対
す
る

e
-
b
H
b
N
)。
(

3

)

創
造
に
お
け
る
意
志
的
要

素
が
消
え
る
。
神
が
存
在
を
与
え
る
こ
と
が
創
造
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は

「
在
ら
し
め
る
」
神
の
意
志
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
創
造
の

O 

「
自
存
す
る
」

g宮
町
Z
B
と
い
う
こ
と
と
、

次
に
神
が
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
芯
2
5
2
8
H
V
2
8
2
g
z
g
ω

で
あ
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
を
考
察
し
よ
う
。

「
何
た
る
か
」
を
規
定
す
る
が
、
本
質
そ
の
も
の
は
そ
れ
自
体

以
上
に
お
い
て
、

二
O

意
味
を
み
と
め
な
い
ク
レ
i
マ
l
に
お
い
て
は
、
創
造
に
お
け
る
神
の
意
志
の
強
調

は
無
意
味
と
な
る
守

-
h
c。
上
記
の
結
論
は
あ
き
ら
か
に
ト
マ
ス
の
意
に
反
す

る
し
、
ま
た
そ
れ
を
立
証
す
る
た
め
に
ク
レ
l
マ
l
の
引
用
す
る
ト
マ
ス
の
テ
キ
ス

ト
の
解
釈
は
強
引
で
あ
る
。
結
局
ト
マ
ス
を
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
伝
統
の
う
ち
に
解
消

し
よ
う
と
す
る
彼
の
企
て
は
失
敗
に
終
っ
て
い
る
。

「
存
在
」

2
8
と
い
う
こ
と
と
の
ト
マ
ス
に
お
け
る
意
味
を
み
た
か
ら
、

ト
マ
ス
に
よ

と
し
て
単
独
に
は
こ
の
世
界
に
存
在
し
な
い
。
た
と
え
ば
「
人
間
」

れ
ば
、
す
べ
て
の
被
造
物
に
お
い
て
存
在
と
本
質
と
が
区
別
さ
れ
る
。
本
質
は
も
の
の

「
人
間
性
」
『
ロ
Bω
口
町
訟
は
、
か
か
る
抽
象
的
な
か
た
ち
に
お

の
本
質
と
し
て
の

い
て
は
こ
の
世
界
に
存
在
し
な
い
。
本
質
は
「
存
在
」

(
エ
ッ
セ
)
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
始
め
て
「
そ
の
本
質
の
も
の
」
と
し
て
具
体
的
に
こ
の
世

界
に
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
。
た
と
え
ば
人
間
の
本
質
と
し
て
の
人
間
性
は
、
存
在
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
「
人
間
で
あ
る
も
の
」

と
し
て
具
体
的
に
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
。
人
間
は
実
体
で
あ
る
か
ら
、
人
間
と
し
て
存
在
す
る
も
の
は
、
実
体
的
に
、
す
な
わ
ち
独
立
的
に

(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
、

存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
自
存
(
ス
プ
シ
ス
テ
レ
)
す
る
。
こ
の
よ
う
に
実
体
的
本
質
は
本
質
だ
け
で
は
存
在
せ
ず
、
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
受
け
て
存
在

ス
ブ
シ
ス
テ
レ
)
す
る
。
そ
の
存
在
は
神
か
ら
受
け
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の

被
造
物
は
、
神
か
ら
存
在
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
始
め
て
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
被
造
物
に
お
い
て
、
存
在
と
本
質
と

(
四
一
)

ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
存
在
と
本
質
と
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
被
造
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
同
義
で
あ
る
。
こ
れ
に

は
区
別
さ
れ
る
。

対
し
神
は
、

他
の
何
者
か
か
ら
存
在
を
受
け
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。

神
は
神
自
身
に
よ
っ
て
存
在
す
る
。

神
に
お
い
て
は
「
受
け
と
ら
れ
た
存

在
」
と
「
受
け
る
本
質
」
と
の
区
別
は
な
い
。
存
在
そ
の
も
の
が
神
の
本
質
で
あ
る
。
神
が
神
自
身
に
よ
っ
て
「
在
る
者
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
こ
と

(
四
二
)

は
、
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
に
お
い
て
は
被
造
物
に
お
け
る
よ
う
に
、
本
質
が
存
在
を
受
け
て
「
そ
の

本
質
の
も
の
」
と
し
て
自
存
す
る
の
で
は
な
く
、
神
の
存
在
(
エ
ッ
セ
)

そ
の
も
の
が
自
存
す
る
。
す
な
わ
ち
神
は
、

「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」



f
s
B
2
8
M
V
R
8
2
r巴
2
8切
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
神
を
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」

方
と
の
共
通
性
が
み
と
め
ら
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
も
ろ
も
ろ
の
存
在
者
は
イ
デ
ア
の
分
有
に
よ
っ
て
在
る
が
、

(
四
一
二
)

体
と
し
て
存
在
す
る
、
す
な
わ
ち
、
自
存
す
る
と
考
え
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
イ
デ
ア
の
自
存
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
か
な
ら
ず
し
も
明
瞭
で
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
の
解
釈
を
容
れ
る
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

と
す
る
考
え
方
に
は
、
プ
ラ
ト

γ
の
イ
デ
ア
の
考
え

イ
デ
ア
そ
の
も
の
は
独
立
に
そ
れ
白

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
を
、
文
字
通
り
の
意
味
に
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
世
界
の
個
々
の

イ
デ
ア
論
を

も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
イ
デ
ア
も
自
存
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
よ
う
に
解
し
た
。

(
閥
四
)

批
判
し
、
否
定
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
解
し
た
上
で
、

こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
イ
デ
ア
論
批
判
が
正
当
か
否
か
は
別
問
題
と
し
て
、

ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
イ
デ
ア
論

体
と
し
て
独
立
に
存
在
す
る
、
す
な
わ
ち
自
存

解
釈
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
的
諸
事
物
の
形
相
が
個
々
の
事
物
か
ら
は
な
れ
て
、

〈
四
五
)

(
ス
プ
シ
ス
テ
レ
)
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
。

(
四
一
)
も
の
に
つ
い
て
、
「
荘
る
か
」
丸
昨
叶
内
ぞ
と
い
う
問
い
と
、
「
何
で
あ
る
か
」

え
な
叶
ぞ
と
い
う
問
い
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
る

が
、
彼
に
お
い
て
は
そ
れ
は
論
理
学
の
問
題
で
あ
っ
た

Q
分
析
論
後
書
』
∞
忠
良

I
N
g。
存
在
と
本
質
と
の
区
別
が
形
而
上
学
の
問
題
と
な
る
の
は
、
諸
々
の
存
夜
者

が
神
を
第
一
原
因
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
在
ら
し
め
ら
れ
る
被
造
物
と
し
て
、
創

造
の
秩
序
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
中
世
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
さ

い
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
よ
う
に
、
本
質
の
方
を
主
に
し
て
、
創
造
と
は
本
質
に
存
在
が

附
加
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
ト
マ
ス
の
よ
う
に
、
存

在
の
方
を
主
に
し
て
、
創
造
と
は
存
在
が
本
質
に
よ
る
限
定
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る

と
考
え
る
に
し
て
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
か
ら
存
在
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

存
在
す
る
被
造
有

m
g
a
g
Z
B
は
、
存
在
と
本
質
と
か
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ト
マ
ス
以
後
、
こ
の
区
別
の
実
在
性
が
疑
わ
れ
、
概
念
的
区

別
に
す
、
ぎ
な
い
と
さ
れ
、
や
が
て
こ
の
区
別
の
論
義
そ
の
も
の
が
無
意
味
と
さ
れ
て

ゆ
く
過
程
は
、
存
在
者
を
創
造
秩
序
に
お
い
て
み
る
と
い
う
世
界
観
そ
の
も
の
が
解

体
し
て
ゆ
く
過
程
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
存
在
と
本
質
と
の
区
別
の
歴
史
に
つ
い

て
は
、
岡
弘
知
ロ
向
山
s

の。帥帥命日
F
P
F
m
島
注
目
ロ
a
zロ
弘
巳
r
o
E
B
-
-
2
8ロの
O
E
-
-合
同
ぬ

そ
れ
自

(
F
O
E
U
m
g需
見

2
8
E
2
3
内
凶
作
目
・
吋
r
c
s
g
円四メ向山口

F
開
Z
L
m
H
H
)
(
S
h
H
g

MM・
5
吋l
N
。
印
・
お
よ
び
、
ロ
0

町古川
5
8
v
開同
5
2
ω
位

同

仏

ωロ
凹
]
印
刷
ME-aoMV}回目巾

Lm

g
・、吋
E
g
g
-
∞
E
・
(
H
E
g
M
M・
∞
。
ー
ロ
「
参
照
。

(
四
二
)
ト
マ
ス
は
『
対
異
教
徒
大
全
』
第
一
巻
二
二
章
に
お
い
て
、
神
に
お
い
て
は

存
在
と
本
質
と
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
後
に
、
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
第
三

章
一
四
節
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
国
hw尽
き
古
田

g
rロ
B
o
s

s
a
B
R
B
認
。
w
m
g

州

W
U
O
B
Z
o
m
a
a。
2
5
ゐ
E
g
g
a
g命
日
目
同
町
凶
口
。
自
宮
3

開

una-ω
訟の
g
白
川
田
島
忠
岡
山
口
帥

ω品
目
ゆ

E
Z
H
m自
己
w
c
g
L
g
B
g
a
g
ご
ち
広

告

g
虫
色
乙
口
。
自
Z
g
H伶
由
旬
。
ロ
払
昨
日
開
肉
。
間
口
B
a
a
g
g
-
ω
庁内山町
n
g
E
r

z
g巴
H

O巳

B
仲
田
宮
町
田
伶
包

4
8
w
gぉ
E
g
m
mロ
ロ
自

MMg胃
2
B
g
B
g

g
明。

a巳

g
件
:
:
ロ
ロ
円
山
命
日
出
Z
E
Z
H
a
c
&
f
g
B
円山吉山口口自

2
8
2同
m
S

2
8記
3

4

0
ご
窓
口
日
ハ
ロ
・

NHH〉・

(
四
一
一
一
)
プ
ラ
ト
ン
は
イ
デ
ア
の
存
在
を
認
識
と
の
関
連
に
お
い
て
説
明
す
る
。
す
な

わ
ち
、
知
性
認
識
と
感
覚
認
識
と
が
異
る
類
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
可
知
的
形
相

た
る
イ
デ
ア
は
可
惑
的
世
界
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
筈
で
あ
る
。

d
B・
臼
【
同
・
丸

な

e
S拘
史
家
す
と
も
す
な

S
客

1
3
3
R
A
g
s

向
山

5

ミ
s
a



S
U叶
Q
W
L
S宮市
s
a
u
t
-
M
Y
h
F
向a
H
V
S。
弘
、
向
ミ
志
さ
ピ
ゆ
え
に
プ
ラ
ト
ン
に
お
け

る
イ
デ
ア
の
自
存
h

忌
・
&
込
丸
ゼ
R
と
は
、
質
料
的
可
惑
的
な
も
の
か
ら
離
れ
て

独
立
に
存
在
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
い
か
な
る
存
在
仕
方
で
あ
る
か
は

プ
ラ
ト
ン
解
釈
の
問
題
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
四
四
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
形
而
上
学
』
第
一
巻
九
章
、
第
三
巻
六
章
、
第
七
巻

一
四
、
一
五
章
に
お
い
て
イ
デ
ア
論
を
批
判
し
て
い
る
。
特
に
第
一
巻
に
お
い
て

詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
世
に
存
在
す
る
事
物
の
原
因
と
し

て
、
事
物
と
同
じ
名
で
し
か
も
事
物
の
実
体
か
ら
離
れ
て
存
在
す
る
言
、

r
s
gゼ

舎
も
豆
、
弘
ゼ
誌
な
叶
hH吋

Q
B
a印。
uq芯内

(
g
o
r
吋

l
d
多
く
の
イ
デ
ア
を
措
定
し
た
。

し
か
し
そ
れ
は
可
惑
的
事
物
の
原
因
の
説
明
と
し
て
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
之

さ
日
号
、
h
w
k

悼
む
両
日
h
a
向g
d
g町
内
号
史
史
時
叶
R
F
h同
町
内
弘
司
芯
ピ
ル
山
叶
。
町
内
交
官
。
瓦
Ea---u

〈

S
E
C
1
5
)・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
的
世
界
に
存
在
す
る
質
料
的
佃
的
尖
体

の
自
存
性
を
卒
直
に
認
め
る
立
場
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
個
的
実
体
の
臼

存
に
よ
っ
て
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
臼
存
を
解
釈
し
、
そ
の
不
合
理
性
を
非
難
す
る

の
で
あ
る
。
彼
の
イ
デ
ア
論
批
判
の
根
底
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
そ
れ
と
は
全
く
こ
と

な
る
彼
自
身
の
〈
自
存
〉
の
理
解
が
存
し
て
い
る
。

(
四
五
)
ト
マ
ス
は
『
形
而
上
学
註
解
』
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
イ
デ
ア
論

を
批
判
し
た
箇
所
〔
註
(
四
四
)
参
照
〕
を
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
註
解
し
て
い
る

(
同
登
山
第
一
巻
一
四
、
一
五
講
。
第
三
糸
二
四
講
。
第
七
巻
一
四
、
一
五
講
)
。
そ

の
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
彼
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
同
じ
立
場
か
ら
イ
デ
ア
論
に
反
対

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
彼
は
イ
デ
ア
論
を
全
面
的
に
斥
け
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
或
る
変
容
を
へ
て
彼
白
身
の
体
系
の
う
ち
に
包
摂
し
て
い
る
。
と
り
わ
け

次
の
三
点
に
お
い
て
。

(
1
)
質
料
的
事
物
の
形
相
が
事
物
か
ら
離
れ
て
独
立
に
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
の
本
質
に
よ
っ
て
有
で
あ
り

善
で
あ
る
ご
と
き
第
一
の
有
が
存
在
す
る
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
同
・

ρ
・。・

ω-A悼の・

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

存
在
と
本
質
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、

開同

A
E自
4
2
E
2
。
沼
山
口
宮
町
B
氏。ロ
m
z
r
i門HOmHZ円

O
H
M
g
Z
B
m
L
r
o
p
oロ。
ι

窓
口
o
g仲
間
司
法
-
2
8
2
B
E
E
S
-山
口
自
由
告
白
g
Z∞
匂

2

8

2
ず曲目即席巳
g
w
E

〉
江
田
吉
伸
巴
g
E
C
Z
1
E昨
日
間
M
g
g
f
E
B
g
r。
。
与
問
。
}
巳
0
4
0
2
5
2
F
A
g。
L

mロ
a
c
E
何
回
仲
買
即
日
ロ
B
U
A
g
L
官
同
団
5
5
2
8
5
5
B
g士山口明
2
r
oロロ
BW
内山口。仏

門出。
5
5
U
S
E
w
-
-
・
ζ

こ
に
「
善
の
イ
デ
ア
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
し
そ
れ
は
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
善
の
「
イ
デ
ア
」
で
は
な
く
て
、
善
そ
の
も
の

な
る
「
神
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
質
料
的
事
物
の
形
相
が
独
立
に
存
在
す
る
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
う
説
ば
認
め
が
た
い
が
、
本
質
的
に
単
純
な
形
相
が
質
料
的
世
界
か
ら
独
立
に
存

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

在
す
る
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る

Q
有
と
本
質
』
第
四
章
。
『
神
学
大
全
』
第
一

部
五
。
問
一
項
)
。
た
だ
し
そ
れ
は
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
永
遠
不
動
の
可
知
的
対

象

S
守
守
と
し
て
の
イ
デ
ア
で
は
な
く
て
生
け
る
知
性
宮
Z
E
m
m
E
E
と
し
て
の

「
天
使
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
質
料
的
事
物
の
形
相
が
自
存
す
る

z
r
E
2
0

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
説
は
認
め
が
た
い
が
、
質
料
的
非
質
料
的
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
被
造
物
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

形
相
が
、
神
の
精
神
の
う
ち
に
創
造
の
根
拠
と
し
て
先
在
す
る
官
2
0
M
U
Z
B
E

、
、
、
、
、
、
、
、
、

目。ロ仲
O
L
Z
5
m
と
い
う
こ
と
は
真
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
こ
の
よ
う
な
形
相
を
特
に

「
イ
デ
ア
」
と
呼
ぶ
。

H

・
s・
5
w
m
-
r・
0
5白
石
E
H同
日
ロ
ロ
L
g
ロ
。
ロ
巾
2
2
2

F
2
5
w
間
色
。
丘
町
ω
2
5
m
w
ロg
℃

R
E
Zロ
2
Z
B
m
m
g
F
:
・ロゅの何回凹
0
2円心
g
L

古

自
g
百
円
同
宮
山
口
凶
回
目
仲
間
O吋
日
夕
広
田
町
民
正
U
E
E
O
B
2
2回
目
出
口
仏
ロ
由
。
印
仲
町
ω
2
5・

目

E
r
s
S
E
E
-円
自
己
。
記
8
0・
か
く
て
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
イ
デ
ア
諭
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
解
釈
の
も
と
に
は
否
定
さ
れ
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
的
創
造
論

の
中
で
は
生
が
さ
れ
る
(
『
神
学
大
全
』
第
一
部
一
五
問
。
門
真
理
論
』
第
三
問
。
)

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
イ
デ
ア
論
を
ト
マ
ス
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
お
よ
び

偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ゥ
ス
か
ら
受
け
と
っ
て
い
る
。
そ
の
思
想
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の

ア
イ
ロ
ン
に
迄
さ
か
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
。

活
し
て
い
る
。
既
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に

〔
九
節
〕
、

存
在
と
本
質
と
の
関
係
は
、

イ
デ
ア
の
自
存
と
い
う
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
が
、

イ
デ
ア
と
そ
れ
を
分
有
す
る
も
の
と
の
関
係
に
似
て
い
た
。
も
の

ト
マ
ス
に
お
い
て
復



は
イ
デ
ア
の
分
有
に
よ
っ
て
そ
の
も
の
と
し
て
在
る
。
も
の
に
そ
の
も
の
と
し
て
の
存
在
性
を
与
え
る
イ
デ
ア
は
、
そ
の
も
の
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
意
味

で
存
在
す
る
、
す
な
わ
ち
自
存
す
る
。
こ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
の
説
で
あ
っ
た
。
ト
マ
ス
は
イ
デ
ア
の
自
存
を
認
め
な
い
〔
前
節
〕
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

彼
自
身
の
存
在
論
の
体
系
の
中
で
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
に
相
当
す
る
「
存
在
」

(
エ
ッ
セ
)

に
関
し
て
は
、
そ
の
自
存
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
す
べ
て
存
在
す
る
も
の

(
エ
ン
ス
)
は
、
存
在
(
エ
ッ
セ
)

の
分
有
に
よ
っ
て
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
存
在
の
分
有
に

よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
、

す
な
わ
ち
す
べ
て
の
被
造
有
。
5
2
8
E
B
に
あ
っ
て
は
、

そ
れ
の
存
在
(
早
ツ
セ
)
そ
の
も
の
が
自
存
す
る
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
存
在
が
ま
さ
に
そ
の
本
質
で
あ
る
神
に
お
い
て
は
、
そ
の
存
在
は
分
有
さ
れ
た
存
在

g協
同
w
m
E
n
f
m
E
B
で
は
な
く
て
、
存
在
そ
の
も

の

f
g
B
2
8
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
自
存
す
る
と
い
う
。
か
く
て
ト
マ
ス
は
、
分
有
さ
れ
て
あ
る
イ
デ
ア
は
自
存
し
な
い
が
イ
デ
ア
そ
れ
自
体

は
自
存
す
る
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
説
を
、
イ
デ
ア
に
関
し
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
と
も
に
否
定
し
な
が
ら
、
存
夜
(
エ
ッ
セ
)

に
関
し
て
は
積
極
的
に

肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
自
存
説
、
が
そ
れ
と
し
て
い
っ
た
ん
否
定
さ
れ
な
が
ら
、

ト
マ
ス
独
自
の
仕
方

で
継
承
さ
れ
彼
自
身
の
体
系
の
う
ち
に
復
活
し
て
い
る
の
を
み
と
め
る
。
で
は
彼
は
い
か
に
し
て
、
イ
デ
ア
に
つ
い
て
一
合
定
し
た
そ
の
自
存
性
を
、
存

在
(
エ
ッ
セ
)
に
つ
い
て
は
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ト
マ
ス
が
す
べ
て
の
こ
と
を
彼
独
自
の
存
在
の
世
界
に
お
い
て
考
え

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
の
自
存
を
主
張
す
る
と
き
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
イ
デ
ア
が
そ
こ
に
お
い
て
自
存
す
る
場
は
、
可
知
的
世

す
る
、

界
で
あ
っ
た
。
イ
デ
ア
こ
そ
は
彼
に
と
っ
て
真
実
に
可
知
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
世
界
に
イ
デ
ア
が
最
も
す
ぐ
れ
た
存
在
の
仕
方
で
存
在

(
四
七
)

つ
ま
り
自
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ト
マ
ス
に
と
っ
て
真
実
に
存
在
す
る
世
界
と
は
、
わ
れ

わ
れ
が
現
実
に
そ
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
こ
の
「
存
症
す
る
世
界
」
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)

し
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
個
物

で
あ
る
。

「
人
間
自
体
」
と
か
「
白
自
体
」
と
か
い
う
よ
う
な
普
遍
的
な
も
の
は
、
こ
の
世
界
に
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、

ト
マ
ス
が
イ
デ

ア
の
自
存
性
を
否
定
す
る
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
す
べ
て
の
個
物
に
存
在
を
与
え
て
い
る
存
在
そ
の
も
の
な
る
神
は
、
被
造
物
が
も
っ
て
い
る

「
分
有
さ
れ
た
存
在
」

g
お
刷
出
足
。
仲
間
出
Z
B
に
対
し
て
は
、
分
有
さ
れ
な
い
「
存
在
そ
の
も
の
」
ぽ
2
5
2
2
と
し
て
い
わ
ば
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア

の
地
位
に
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
イ
ヂ
ア
の
よ
う
に
普
通
的
な
思
惟
対
象

S
守
守
と
し
て
可
知
的
世
界
に
在
る
の
で
は
な
く
て
、

現
実
世
界
に
存



在
す
る
個
々
の
存
在
者
(
エ
ク
シ
ス
テ
ン
ス
)

二
四

の
存
在
原
因
と
し
て
そ
れ
自
体
、
個
的
存
在
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
現
実
世
界
に
存
在
す
る

ト
マ
ス
が
存
在
そ
の
も
の
な
る
神
に

い
か
な
る
存
在
者
に
も
ま
さ
っ
て
存
在
し
、
最
も
個
的
独
立
的
な
仕
方
で
存
在
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
四
八
)

最
高
の
自
存
性
を
帰
す
る
の
は
こ
の
ゆ
え
で
あ
る
。

こ
れ
を
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
の
世
界
か
ら
彼
自
身
の

「
存
在
の
世
界
」

こ
の
よ
う
に
ト
マ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
分
有
お
よ
び
イ
デ
ア
の
自
存
と
い
う
思
想
を
継
承
し
、

イ
デ
ア
で
は
な
く
て

に
移
し
て
い
る
。

ト
マ
ス
に
お
い
て
分
有
さ
れ
る
の
は
、

で
あ
り
、
自
存
す
る
の
も
イ
デ
ア
で
は
な
く
て
存
在
(
エ
ッ
セ
)

存
在
(
エ
ッ
セ
)

も
か
か
わ
ら
ず
、

「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」

ザ

2
5
2
8

同

V
2
8
2宮
町

Z
E
と
い
う
神
の
規
定
は
プ
ラ
ト
ン
に
由
来
し
、
そ
の
系
統
を
引
く

も
の
で
あ
る
。

(
四
六
〉
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
は
、
ト
マ
ス
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
本
質
的
に
そ
れ
で
あ

る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
人
間
の
イ
デ
ア
と
は
、
本
質
的
に
人
間
で
あ
る
も
の
、

白
の
イ
デ
ア
と
は
本
質
的
に
白
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
も
の
は
こ
れ
ら
の
イ
デ

ア
の
分
有
に
よ
っ
て
人
間
と
呼
ば
れ
白
き
も
の
と
呼
ば
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て

は
こ
の
よ
う
な
イ
デ
ア
が
自
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
質
的
に
そ
れ
で
あ
る
も
の
が

自
存
す
る
。
ト
マ
ス
は
イ
デ
ア
の
自
存
を
み
と
め
な
い
。
自
存
す
る
の
は
現
実
の
世

界
に
存
在
し
て
い
る
個
物
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
神
か
ら
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を

受
け
て
自
存
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
存

在

2
8
5
8
M
M
E
B
は
自
存
し
な
い
。
し
か
る
に
神
に
お
い
て
は
そ
の
本
質
が
存
在

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
は
そ
の
本
質
に
よ
っ
て
存
在
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に

神
の
存
在
は
自
存
す
る

G
・
A-ωw
ロ
-
h
r
u
A
-
h
p
ω
N
G
・
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、

「
本
質
的
に
そ
れ
で
あ
る
も
の
は
自
存
す
る
」
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
命
題
が
、
イ
デ

ア
に
つ
い
て
は
否
定
さ
れ
な
が
ら
存
在
に
つ
い
て
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
を
み
と
め

る
。
す
な
わ
ち
こ
の
命
題
は
、
こ
れ
を
イ
デ
ア
の
領
域
か
ら
存
在
の
領
域
に
移
し
て

「
本
質
的
に
存
在
で
あ
る
も
の
は
自
存
す
る
」
と
い
い
か
え
ら
れ
る
と
き
、
い
っ
た

ん
否
定
さ
れ
た
真
理
性
を
快
復
す
る
の
で
あ
る
。

(
四
七
)
プ
ラ
ト
ン
が
自
存
と
い
う
存
在
仕
方
を
イ
デ
ア
に
帰
す
る
の
は
、
彼
が
存
在

で
あ
る
。

こ
こ
に
プ
ラ
ト
ン
と
ト
マ
ス
と
の
ち
が
い
が
あ
る
。

を
認
識
と
の
関
係
に
お
い
て
把
え
る
か
ら
で
あ
る
〔
註
(
四
一
三
参
照
〕
。
不
確
実
な

認
識
の
対
象
よ
り
も
確
実
な
認
識
の
対
象
の
方
が
存
在
度
が
高
い
。
し
か
る
に
感
覚

認
識
よ
り
も
知
性
認
識
の
方
が
確
実
で
あ
る
。
ゆ
え
に
感
覚
認
識
の
対
象
民
主
宵
守

よ
り
も
知
性
認
識
の
対
象

E
苛
守
の
方
が
存
在
度
が
高
い
。
イ
デ
ア
は
最
も
す
ぐ

れ
た
意
味
で
知
性
認
識
の
対
象
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
最
も
す
ぐ
れ
た
仕
方
で
存

在
す
る
。
す
な
わ
ち
白
存
言
、
色
乱
向
P
R
す
る
。
こ
の
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
に
お

い
て
は
、
存
在
の
度
合
は
可
知
性
の
度
合
に
依
存
し
て
い
る
。
ト
マ
ス
に
お
い
て
も
、

存
在
の
度
合
と
可
知
性
の
度
合
と
の
内
に
は
対
応
関
係
が
あ
る
。
最
も
す
ぐ
れ
た
仕

方
で
自
存
す
る
神
は
、
最
高
度
に
可
知
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
可
知
性
と
存
在

と
の
関
係
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
と
は
逆
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
も
の
は
現
実
的
に
存
在
す
る
か
、
ぎ
に
お
い
て
可
知
的
で
あ
り
、

g
z
B
G
g企
5

閉山の

g
mロ。
m
巳

E
o
g
y
由ゅの

g
E
B
内山口

&
2件。ロ回
R
E
Q・
ρ
・

5
%の
)
・
可

知
性
の
度
合
は
現
実
性
を
媒
介
と
し
て
存
在
の
度
合
に
依
存
す
る
。
可
知
性
を
軸
と

す
る
プ
ラ
ト
ン
の
座
標
系
は
、
現
実
存
在
を
軸
と
す
る
座
標
系
に
変
換
せ
し
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
点
を
別
と
し
て
は
、
ト
マ
ス
の
考
え
方
は
プ
ラ
ト
ン
の
そ
れ
と
意
外

の
親
近
性
を
有
す
る
。

(
四
八
〉

H

・
s
-
E
u
ω
-
N
w
m仏

F
M
V
2
8
Z
Z
5
2
0
g
z
-
5
0
8ロ
4
8
x

ロ
g-



プ
ラ
ト
ン
は
存
在
性
の
度
合
を
可
知
性
に
依
存
せ
し
め
る
〔
詰
〈
四
七
)
参
照
〕
。
と

こ
ろ
で
可
知
的
な
も
の
は
普
遍
的
性
格
を
有
す
る
。
イ
デ
ア
、
エ
イ
ド
ス
な
る
名
称

は
、
個
に
対
す
る
普
遍
的
種
な
い
し
類
の
概
念
を
合
意
す
る
も
の
で
あ
る

a
E
W
Z・

。
品
川
、
吋
r
g
a
-
E∞
⑦
。
ぞ
れ
ゆ
え
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
自
存
す
る
の
は
普
遍

的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
現
実
の
世
界
に
存
在
し
て

い
る
個
々
の
実
体
が
自
存
す
る
。
自
存
す
る
の
は
個
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に

最
高
度
に
自
存
す
る
神
は
、
最
高
度
に
個
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
る
に
神
は
存
在
ぬ
由
。
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
存
在
そ
の
も

の
は
最
も
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ト
マ
ス
は
神
に
岡
有
的
に
帰
せ
ら

れ
る
「
存
在
」
が
、
す
べ
て
の
存
在
者
に
普
遍
的
共
通
的
に
帰
せ
ら
れ
る
「
普
遍
存

在
」

2
印
伶
ロ
包
括
円
g
r
「
共
通
存
在
」

2
8
8日
目
5
0
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
を
さ

け
る
た
め
に
、
神
の
「
存
在
」
は
い
か
な
る
附
加
を
も
受
け
つ
け
な
い
存
在
そ
の
も

次
に
「
純
粋
現
実
態
」

RZω

そ
の
純
粋
性
の
ゆ
え
に
他
の
す
べ
て
の
存
在
者
か
ら
区
別
さ
れ
た
個
性

を
有
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
ロ
o
g
g・の
-mw
ロ・

8
・
2
2
。
ち
は
め
グ
田
山
岳
の
百
M
g

音
色

U
E回

g仲

2
8
Zロ
Z
P
E
E
R
8
5日
8
2
5
宮
巳
缶
百
g
h巳
ロ
g
自

門出

5
2
a
g曲
。
口
宮
内
山

2
8
ロロ
Z
R
E
F
o
g
a
g
s
-見
出
神
話
師
向
。
同
自
同
日
山
内
R

B
同・

国

8
0ロ即日

g
m町内山口。円四

U
o
g
r
5
5
8ロ円四日巴。口一回

g
H
C仲
ロ
ロ
日
目
白
色
庄
怠
仏
山
氏
。

問
。
岡
山
ち
g
x
n
g門町

M
M
O
H
f
g
B
M
M
C江
g
Z
B
g仲
B
路
島
丸
山
口
n
Z
B
与
。
自
己

080・
す
な
わ
ち
神
に
最
高
度
の
自
存
性
が
帰
せ
ら
れ
る
の
は
、
最
高
度
に
個
で
あ

る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の
本
質
が
ま
さ
に
そ
の
存
在
そ
の
も
の
に
外
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
ト
マ
ス
を
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
伝
統
の
う
ち
に
解
消
し
よ
う
と
す
る
ク

レ
l
マ
!
は
、
神
の
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
「
共
通
存
在
」

0
8
0
8
g
B
gぬ
と
同
視

し
て
い
る
が
〈
ク
レ

l
マ
l
、
前
掲
書
喝
・

ω。
。
ご
こ
れ
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
た

と
え
そ
う
と
ら
れ
う
る
筒
所
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
例
外
的
で
あ
る
。

の
で
あ
り
、

〔
第
二
章
六
節
参
照
〕
。

M
V

ロ吋ロ
ω

と
い
う
神
の
規
定
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う

ト
マ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
と
の
関
係
は
久
し
い
問
看
過
さ
れ
て
き
て
、
最
近
よ

ト
マ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
と
の
関
係
よ
り
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

(
四
九
)

う
や
く
住
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
さ
い
人
は
、

の
関
係
は
、

ト
マ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と

ト
Fミ「

ス
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ュ
ズ
ム
の
影
響
が
思
い
の
ほ
か
に
大
き
い
こ
と
に
驚
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
、

れ
て
き
た
。

ト
マ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
関
係
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
久
し
い
問
ト
マ
ス
は
、
中
世
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
と
考
え
ら

(五

O
)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ト
マ
ス
と
の
相
違
に
人
々
が
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
人
は
、

ス
と
ト
マ
ス
と
が
思
い
の
ほ
か
に
相
違
し
て
い
る
こ
と
に
驚
く
の
で
あ
る
。

端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
「
純
粋
現
実
態
」

ア
リ
ス
ト
テ
レ

で
は
こ
の
両
者
の
共
通
性
と
相
違
と
は
い
か
な
る
点
に
あ
る
か
。

そ
れ
を

と
か
ら
成
る
。
本
質
は
存
在
者

が
こ
れ
こ
れ
の
も
の

「
で
あ
る
」

と
し
て
の
神
の
把
え
方
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に

は
、
も
の
が
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の

(
エ
ン
ス
)

〔
第
二
章
八
節
〕
、

す
べ
て
の
被
造
物
は
存
在
と
本
質

こ
と
を
規
定
し
、
存
在
(
エ
ッ
セ
)

二
五



も
の
と
し
て
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
も
の
で
あ
る
。

世
界
に
存
在
す
る
の
は
存
在
(
エ
ッ
セ
)

ト
マ
ス
に
と
っ
て
現
実
的
世
界
と
は
、
個
物
が
存
在
す
る
世
界
で
あ
る
。
も
の
が
現
実
の

一一六

存
在
す
る
も
の

(
エ
ン
ス
)

に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
存
在
(
エ
ッ
セ
)

に
よ
っ
て
で
あ
り
、
本
質
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
存
在
せ
ず
、
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
受
け
て
始
め
て
現
実
に

(
五
ご

は
本
質
に
対
し
、
現
実
が
可
能
に
対
す
る
関
係
に
あ
る
。
ま
た
す
べ
て
の
被

造
物
は
自
分
自
身
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
存
在
(
エ
ッ
セ
)

的
で
は
な
く
て
可
能
態
を
混
じ
て
い
る
。
神
か
ら
存
在
(
エ
ッ
セ
)

を
受
け
て
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
純
粋
に
現
実

を
受
け
て
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)

ま
た
そ
れ
を
受
け
て
い
る
か
ぎ
り
に
お

し

い
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
被
造
物
の
特
質
で
あ
る
か
ら
、
被
造
物
は
す
べ
て
被
造
物
で
あ
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
、
純
粋
に
現
実
的
な

(

五

二

)

(

五

三

)

も
の
で
は
な
く
て
可
能
態
を
ま
じ
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
神
は
、
い
か
な
る
可
能
態
性
を
も
合
ま
な
い
純
粋
現
実
態
で
あ
る
。

と
本
質
と
の
関
係
を
現
実
[
可
能
の
関
係
に
お
い
て
把
え
る
こ
と
、

こ
の
よ
う
に
、
存
在

こ
の
点
に
お
い
て
ト
マ
ス
は
、

こ
こ
に
は
あ
き
ら
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と
の
共
通
性
が
み
と
め
ら
れ
る
。

(
五
四
)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
本
的
な
考
え
方
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
四
九
)
ト
マ
ス
は

u

プ
ラ
ト
ン
を
直
接
原
文
で
読
ん
で
は
い
な
い
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン

の
思
想
は
多
く
の
人
々
の
解
釈
を
へ
た
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
諸
形
態
と
し
て
、
ト
マ
ス

に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
教
父
た
ち
、
特
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
う
ち
に
導
入
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
が
、
ト
マ
ス
を

も
含
め
た
中
世
の
哲
学
者
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
る
。
最
近
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ゥ
ス
の
著
作

n
O
4
5
g
g
W
3
2
B
と
『
原

因
論
』
ロ
o
g
c田
町
田
を
通
し
て
ト
マ
ス
に
つ
た
え
ら
れ
た
新
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の

ト
マ
ス
哲
学
形
成
に
及
ぼ
し
た
影
響
が
注
目
さ
れ
、

F
S
H
E
w
h
a白
山
同
凶
「
問
。
の
Y

回
E
R
d『
釦
]
件
。
♂
∞
長
円
。
羽
田

S
F
等
の
研
究
、
が
あ
い
つ
い
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。
前

掲
の
ク
レ

i
マ
l
の
著
作
も
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
ふ
ま
え
た
成
果
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
研
究
が
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
ト
マ
ス
の
或
る
側
面
を
解
明
し
た
功
績
は
高

く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
系
譜
と
の
関
係
だ
け
で
ト
マ
ス
に
お
け

る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ト
マ
ス
に
お
け
る
プ
ラ
ト

ニ
ズ
ム
が
正
当
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ト
マ
ス
に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
プ

ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
諸
形
態
が
ト
マ
ス
哲
学
の
形
成
に
果
し
た
役
割
が
全
体
的
綜
合
的
に

把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(五
O
〉
中
世
の
ト
ミ
ス
ト
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
ト
マ
ス
の
司
註
解
』
に
よ
っ
て

理
解
し
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
こ
の
両
者
は
哲
学
的
に
一
心
同
体
で
あ
っ
た
。
か
く
て

彼
ら
に
よ
っ
て
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ト
マ
ス
哲
学
」
司

zrgH】

ru
〉
巴

mg宮
口

8
・

同，

E
B百円
g
な
る
哲
学
の
理
念
が
形
成
さ
れ
た
。
近
世
の
フ
マ
ニ
ス
ト
の
運
動
に

よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
新
ら
し
い
古
典
哲
学
研
究
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
一

切
の
ス
コ
ラ
哲
学
的
解
釈
を
は
ぎ
と
り
、
原
典
に
即
し
て
解
明
す
る
道
を
ひ
ら
い
た
。

言
語
学
と
文
献
批
判
学
と
が
彼
ら
の
武
器
と
な
っ
た
。
十
九
世
紀
の
、
特
に
ド
イ
ツ

の
学
者
(
ボ

l
ニ
ツ
ツ
、
ベ
ッ
カ

l
、
ヴ
ァ
イ
ツ
、
シ
ユ
グ
エ

l
グ
ラ

l
、
ト
レ
ン

デ
レ
ン
ベ
ル
ク
等
)
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
輝
や
か
し
い
業
績
は
そ
の
成
果
で
あ
る
。

ツ
エ
ラ

i
の
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
』
の
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」
の
部
分
開
・
N
巳

r♂
口
町

司
Z
F
m。唱
E
o
r円
。
HTwoZロ
ロ
・
ロ
h
H

〉口町出・
(
H
S
H
)

は
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
土

台
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
面
、
同
じ
く
原
典
に
も
と
づ
く
新
ら
し
い
研



究
の
道
を
歩
み
な
が
ら
、
そ
の
解
釈
の
う
ち
に
中
世
の
伝
統
的
解
釈
、
特
に
ト
マ
ス

の
そ
れ
を
生
か
そ
う
と
し
た
人
々
か
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
者
は
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
傾
向
は
対
立
し
た
。
ツ
エ
ラ

i
は
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
』
の
中
で
プ

レ
タ
l
ノ
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の
要
旨
は
、
彼
が
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
は
決
し

て
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
思
組
〈
た
と
え
ば
神
の
創
造
)
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

う
ち
に
読
み
こ
ん
で
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
(
同
詩
句
・
印
日
l
w
∞0
・1

八
ど
ち
ら
の

解
釈
が
独
創
的
で
あ
る
か
〉
と
い
う
見
地
か
ら
で
は
な
く
、
〈
ど
ち
ら
の
解
釈
が
テ

キ
ス
ト
に
却
し
て
い
る
か
〉
と
い
う
見
地
か
ら
判
断
す
る
か
、
ぎ
り
、
ツ
エ
ラ
l
の
批

判
は
正
し
い
と
い
わ
、
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
言
語
学
的
文
献
学
的
方
法
に
も
と
づ

く
研
究
に
は
限
界
が
あ
る
。
こ
の
限
界
を
打
開
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
に
新
局

面
を
ひ
ら
い
た
の
は
イ
エ
l
ガ
ー
で
あ
る
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
、
ギ
リ
シ
ア

哲
学
全
体
の
中
で
、
特
に
プ
ラ
ト
ン
と
の
関
係
に
お
い
て
、
発
展
の
相
の
も
と
に
と

ら
え
る
。
者
・

r
a
R
K
E
E
R
F
の
日
ロ
品
目
指
ロ
ロ
肉
忠
男
同
の
め
問
。
立
与
古
宮
山
口
角

開
口
同
省
庁
出
g
m
Q
S
ω
Y
N
K
F口
出
・
(
冨
印
印
)
・
イ
エ

l
ガ
l
の
独
創
性
は
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
を
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
と
ら
え
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
そ

の
も
の
を
、
そ
れ
が
苦
か
れ
た
状
況
の
中
で
と
ら
え
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し

彼
の
研
究
の
意
義
は
単
に
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
状
況
の
中
で
と
ら
え
る
の
み
な
ら
ず
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
解
釈
そ
の
も
の
を
、
そ
れ
が
な
さ
れ
た
状
況
の
中
で
と
ら
え
る
と
い
う
追

を
ひ
ら
い
た
。
十
九
世
紀
の
学
者
は
、
中
世
の
解
釈
か
ら
こ
と
さ
ら
に
限
を
そ
む
け

た
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
必
要
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
今
や
、
〈
そ
の
解
釈
は
正
し
い
か
〉
で
は
な
く
て
、

〈
そ
の
よ
う
な
解
'
釈
は
な
ぜ
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
〉
、
す
な
わ
ち
、

そ
の
よ
う
な
解
釈
の
行
わ
れ
た
状
、
泌
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
高
か
れ
た
状
況
と
、
そ
れ
の
註
解
が
告
か
れ
た
状
況
と
が
比
較

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
が
よ
り

い
っ
そ
う
客
観
的
に
眺
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
状
況
の
も
と
に
書
か
れ

た
テ
キ
ス
ト
が
、
よ
り
正
し
く
理
解
さ
れ
る
と
い
う
、
道
が
ひ
ら
か
れ
た
。
か
く
て
ト

マ
ス
の
叶
註
解
』
は
、
中
世
の
ト
ミ
ス
ト
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
意
味
と
も
、
十
九

世
紀
の
プ
レ
ン
タ

i
ノ
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
意
味
と
も
こ
と
な
る
新
ら
し
い
意
味

を
現
代
に
お
い
て
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
形
而
上
学
の
構
造
官
、
特
に
「
存
在
」
の
概
念
を
中
心
に
し
て
徹
底
的
に
解
明
し

た
の
は
オ
l
エ
ン
ス
で
あ
る
o

M
・
0
4司自
-P
吋

r
o
u
s符
E
o
丸
田
忠
ロ
m

Z
岳。

〉
弘
∞
吉
伸
岳
山
口
認

2
8
S巴
g
(巴
印
叶
)
・

(
五
一
〉
阿
∞
ω
5・仏・

hHW
内M
-
Y
ω
-
H
-
m
b・
何
mzvDMMO内向。師同

ω
2
5
2明。耳目印。.

。
。
ロ
帥
・
問
。
呉
・
ロ
-
n
-
m
p
ロ
・
ロ
∞
叩
・

8
F印
口
g
印。叩岬

2
8耳目白
5
2
3
p
o自
民
m

g
z
g
m
E
M
M
m江
区
宮
丘
町
司
Z
B
2
8・
。
。
自
宮
3
2
1
m
x
R
E
F
s
a
u
o
Sロ日明

日
g
g
M
L
Zロ
B

g
詰
閉
山
内
川
口
帥
旬
。
z
ロ
仲
町
民
間
。
Z
日
-
H・
s・
ωwω-A0・
。
ち
は
2

AC
え
q
g日

o
m
z
g自
MM帥
円
。
苫
吋
乱
自
明
g
E
B
A
5
0
2同
知
ロ
広
島
町
宮
P

回目。己

m
n
g明
弘
司
。
克
己
目
白
日
・

(
五
一
一
)
そ
れ
ゆ
え
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
質
料
的
な
も
の
の
み
な
ら
ず
純
料
形
相
た

る
知
性
的
存
在
者
も
、
神
か
ら
存
在
を
受
け
て
存
在
す
る
被
造
物
で
あ
る
か
、
ぎ
り
に

お
い
て
、
可
縮
性
を
合
ん
で
い
る
。

u
o
g
z
-
n
-
h
p
ロ
-
M
∞・

0
B
B
m
g
z
s
a
g円

四

月。
f
x
m
]
Z口
広
島
内
凶
口
。
u
g神
山
口
句
。
窓
口
同
町
括
的
習
の
宮
山
口
E
f
z
r
8
A
g仏

吋2
8
Z
5
2仲
古

g
v
g帥向。
Z
胡
乱

g
-
開
同
列
。
。
回
目
立
a
s
g門
同
町
宮
山
内
削
口
氏
缶
詰
問

40}
向
。
吋
目
印
昔
話
め
丸
山
口
Z
E唱
兄
y
m
X
E
M
M
O
Z己
E
5
4
2
2
g
z
g
&
ω

U
8
3氏
1
f
忠
口
F
L
2
8
5
2
1ロ
B

g
仲
旬
。
吋
目
。
含
自
仰
の
昨
日
・
同
昨
日
宮

古
J10民
苫
吋
官
官
ロ
片
山
内
M
a
m
a
g
宮
山
口
件
。
ロ
ぽ
g
丘
町
リ
ロ
。
ロ

Z
B
O口
問
。
コ
ロ
凶
作
門

自
己
耳
目
タ
口
町
田
山

ω
2尽
き
の
0

・
こ
れ
は
知
性
的
存
在
者
の
う
ち
に
も
一
径
の
資
料

自
民
2
Z
8
E
Z己
目
聞
を
認
め
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
派
の
学
者
た
ち
か
ら
ト
マ
ス
を
区

別
す
る
の
み
な
ら
ず

Q
-
A・
8
w
m・
8
、
形
相
を
現
実
態
と
考
え
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
か
ら
も
区
別
す
る
重
要
な
点
で
あ
る
。

(
五
一
ニ
)
阿
-A-ωw
悶

-
N
。
・
ロ
0
5
2仲
間
》
号
g
R
Z
m
u
ロ
S
E
Z
S
住
吉
正
品
。

旬。件。ロ仲町内凶間仲何回帥
0
・

(
五
四
〉
神
が
純
料
現
実
態

2
2回
目
百
円

g
で
あ
る
こ
と
は
、
運
動
因
に
よ
る
神
の

存
在
論
証
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
「
第
一
勤
者
」
司
氏
自
民
回
目
。
2
5
と
い
う
神
の
概

二
七



念
か
ら
必
然
的
に
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
。
『
神
学
大
全
』
第
一
部
二
間
三
項
に
い
う
。

す
べ
て
動
い
て
い
る
も
の
は
何
者
か
に
よ
っ
て
動
い
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い

て
可
能
態
に
あ
る
。
動
か
す
者
は
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
現
実
態
に
あ
る
。
:
:
:
動

か
さ
れ
て
動
く
者
と
動
か
す
者
の
系
列
を
無
限
に
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
ら

は
他
の
何
者
に
よ
っ
て
も
動
か
さ
れ
ず
に
他
の
す
べ
て
を
勤
す
第
一
動
者
に
到
る
こ

と
は
必
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
と
呼
ば
れ
る

Q
-
A
-
N
v
m
・
ω
の
)
。
こ
の
第
一
動
者
は

た
だ
動
か
す
だ
け
で
い
か
な
る
意
味
で
も
「
動
か
さ
れ
う
る
性
質
」
を
含
ま
な
い
か

ら
純
粋
現
実
態
で
あ
る
。
こ
の
論
証
は
『
対
異
教
徒
大
全
』
第
一
巻
二
三
早
に
お
い

て
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ト
マ
ス
自
身
が
そ
こ
で
明
言
し
て
い
る
よ

二
八

う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
。
。
ロ
ゲ
m

右
足
-

H

・
0

・

5w
ロ-

g・
MM同
町

g
g古
田
匂

Oロ
O
B
5
5同町。ロ
g
a
g
-
r
g
k
r
E聞き件。
}
g
M
M吋
C
B
b
H
包

}Mgrmロ門
E
B
U
2
B
o
m回
0

・
。
口
一

r
S
M】
g
r
m
B
E
Zロ
L
X
O
M
M
M
R
Z
自
己
5
・:

す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』
第
七
埠
二
章

(
N
合
『
ω
品
l
N
色白
ω
N
)
、

お
よ
び
第
八
巻
五
章

(Ngω
品

i
N
g
r
g
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
同
所
に
つ

い
て
の
ト
マ
ス
の
『
諒
解
』
第
七
巻
一
、
二
講
、
第
八
巻
九
講
参
照
。
ゆ
え
に
神
を

純
粋
現
実
態
と
し
て
把
握
す
る
点
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
は
完
全
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
考
え
方
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
は
ま
た
、
重
大
な
相
違
の
存
す
る
こ
と
を
も
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

ト
マ
ス
は
存
在
と
本
質
と
の
関
係
を
、
現
実

可
能
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
。
現
実
l

可
能
の
考
え
方
そ
の
も
の
は
、
あ
き
ら
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
ア
リ

(
五
五
)

ト
マ
ス
に
お
け
る
よ
う
に
存
在
と
本
質
で
は
な
か
っ
た
。

ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
現
実
可
能
の
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
形
相
と
質
料
で
あ
っ
て
、

れ
は
純
粋
に
可
能
態
的
な
る
も
の
で
あ
り
、

実
体
的
形
相
を
受
け
と
る
も
の
、
す
な
わ
ち
実
体
的
形
相
に
対
し
可
能
態
に
あ
り
、
そ
れ
の
基
体
と
な
る
も
の
は
第
一
質
料
さ
$
3
3
4
で
あ
る
。
そ

い
か
な
る
形
相
を
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
物
に
も
な
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

(
五
六
)

そ
れ
自
体
と
し
て
は
現
実
的
に
は
何
物
で
も
な
い
。
し
か
し
第
一
質
料
は
単
な
る
観
念
で
は
な
い
。
生
成
消
滅
す
る
世
界
が
現
実
に
存
在
す
る
以
上
、

知、、
0

4
J吋

lhw

そ
の
生
成
消
滅
を
に
な
う
第
一
質
料
は
、
そ
れ
自
体
純
粋
に
可
能
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
第
一
質
料
は
や
は
り
何
ら
か
の
意
味
で
存
在
す
る
も
の

し
か
も
生
成
消
滅
す
る
世
界
の
も
と
に
な
け
れ
ば
な
ら

(
五
七
)

(
ウ
シ
ア
)
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ト
マ
ス
に
お
い
て
、

存
在
は
本
質
に
対
し
現
実
が
可
能
態
に
対
す
る
関
係
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、

う
か
。

で
は
存
在
は
形
相
で
あ
り
本
質
は
質
料
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

(
五
八
)

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
本
質
が

た
し
か
に
ト
マ
ス
は
或
る
箇
所
に
お
い
て
は
、
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
「
形
相
的
な
も
の
」
沙
口

S
F

本
質
は
存
在
に
対
し
あ
た
か
も
資
料
の
よ

質
料
で
あ
る
と
か
「
質
料
的
な
も
の
」

B
民

R
Eめ
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
は
、

決
し
て
い
っ
て
い
な
い
。

う
な
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
い
か
な
る
も
の
も
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
受
け
て
始
め
て
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
の
で
あ
り
、



存
在
を
受
け
る
以
前
は
完
全
に
無
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
質
は
存
在
を
離
れ
て
は
決
し
て
あ
り
え
ず
、
存
在
す
る
も
の
の
本
質
と
し
て
い
つ
も

帯
在
と
と
も
に
在
る
。

で
は
存
在
に
対
し
て
本
質
が
可
能
態
に
あ
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
そ
れ
は
本
質
が
存
在
を
受
け
と
る
何
ら
か
の
基
一
体
と
し

て
在
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
存
在
を
「
何
か
の
」
存
在
、
た
と
え
ば
「
人
間
の
」
存
在
と
し
て
限
定
す
る
限
定
性
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
五
九
)

存
在
は
本
質
に
お
い
て
「
何
か
」
の
存
在
と
し
て
限
定
さ
れ
る
と
と
も
に
有
限
化
さ
れ
る
。
本
質
が
存
在
に
対
し
て
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
、
そ

れ
ゆ
え
、
存
在
を
有
限
化
す
る
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
質
が
存
在
に
対
し
可
能
態
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
意
味
は
、

質
料
が
形
相
に
対
し
可
能
態
に
あ
る
と
い
う
の
と
は
こ
と
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ト
マ
ス
は
、
質
料
が
形
相
に
対
し
て
可
能
態
に
あ
る
こ
と
、
第

一
質
料
が
純
粋
可
能
態
で
あ
る
こ
と
、
第
一
質
料
が
実
体
的
形
相
を
受
け
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
つ
実
体
の
「
生
成
」
と
、
実
体
が
附
帯
的
形
相
を
受

け
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
つ
「
変
化
」
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
存
在
論
の
基
本
命
題
を

(六

O
)

受
け
容
れ
て
い
る
。
し
か
し
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
質
料
的
世
界
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
と
っ
て
第
一
の
関
心
事
は
質
料

的
世
界
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
質
料
的
世
界
を
そ
の
部
分
と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
「
存
在
す
る
世
界
」
の
存
在
構
造
と
そ
の
成
立
ち
で

あ
る
。
存
在
l

本
質
の
論
理
は
こ
の
「
存
在
す
る
世
界
」
全
体
に
妥
当
す
る
。
そ
し
て
存
在
i

本
質
の
間
に
成
立
つ
現
実
l

可
能
の
関
係
こ
そ
は
、

ト

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
自
然
界
の
う
ち
に
み
い
だ
し
た
形
相
|
質
料
の
聞
に
成
立
つ
現

実
l

可
能
関
係
は
、
質
料
的
世
界
と
い
う
或
る
限
定
さ
れ
た
存
在
領
域
に
あ
ら
わ
れ
た
現
実
l

可
能
関
係
の
特
殊
的
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
て
、

マ
ス
に
と
っ
て
は
最
も
根
原
的
な
現
実
l

可
能
関
係
で
あ
っ
て
、

現
実
l

可
能
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
こ
の
考
え
方
が
適
用
さ
れ
る
世
界
は
、
こ
と
な
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

(
五
五
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
現
実
l
可
能
の
関
係
を
、
運
動
1

能
力
、
実
体
1

質

料
と
い
う
こ
つ
の
場
合
に
み
と
め
て
い
る
。
足
立
・
ロ

h

・
F
呂
品
∞
r
。l
m
w
・
hh吋向叶史九日仲

営
再
会
。
。
怠

3
払

BE---a
喜
志
、
身

R
V
3
:
3
u宮、
Sab.
身

宮
町
内
、
Q
H
4
5、
内
叶
-QR
刊
誌
哩
・

(
五
六
)
質
料
は
生
成
消
滅
を
受
け
容
れ
る
其
体
で
あ
る
。
口
。

m
g・
2

8口
-

H

・品
w

ω
M
E
N
-
ω
・
同

q

g
総
口
身
、
A
L
r
q
s
h
h
p
h
尽
き

1
2
芯
宣
言
及

B
T
S
E
t
sあ
E
~

廷
。
も
咋

PRap---
し
か
し
そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
物
で
も
な
い
。
宮
2
・
〈
口
-

F
H
S
F
N中
NH・
年

e
匂
お
電
町
言
、
h
H
b
叶
す
忌
日
叶
~
ミ
叶
向

3
号
、
す
向
島
記
。

、
も
e
h
b
J同
誌
向
。
~
司
会
さ
叶

R
a
p
-
そ
れ
自
体
と
し
て
は
認
識
さ
れ
な
い
。
宮
2
・

〈
口
・

S
W
5部
門
刊
∞
ー
。
・

4

匂
宮
崎
町
中

EZHg内
号
、
。
可
い
叶
?
・

二
九



(
五
七
)
賃
料
が
何
ら
か
の
実
在
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
生
成

変
化
の
も
と
に
は
、
そ
の
基
体
と
な
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

冨
2
・
〈
呂
-
H
W
H
E
N
ω
ω
ω
ω
品
・
九
円
叶
内
匂
守
叶
~
ゼ
。
u
q
h
Q
R
Q
~
4
口

K
L訟
を

-e誌
門
誌
の

可午、叶mH町内丸町叶旬、円向旬、品川町QH旬、向吋-QKU。iNQ川内向q叶町叶内叶hvU持。、門的川市内向。モ寸QRHh向叶-QEPMQ川崎ゆ

〈
五
八
)
H
-
A
-
F
ロ
-
r
・
開
g
o
m
E
0
5
2
門
口
Z
L
A
g
o
品
。
印
昨
日
ω
也
印
古
昨
日
H
H
M
C
B

2
5
r
o
y
E
A
g
L
同
v
g
p
ロ
門
出
口
由
。
自
ロ
5
5
山
口
g
T
2
5
印
山
内
向
。
吋
自
己
0
8
4
2
Z

。
日
ロ
2
5
ρ
5
0
E
B
聞
広
三
・
n
c
E
-
m
o
E
・
円
。
・
N
ω
w
ロ
-
N
E
・
Z
F
出
。
田
仲

間
。
同
自
己
-
5
2
仲
印
町
民
間
)
}
E
E
m
円
山
口
同
日
2
2
・
こ
の
場
合
の
「
形
相
的
」
r
s
z
r
の

意
味
に
関
す
る
ジ
ル
ソ
ン
と
ク
レ

l
マ
l
の
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て
は
.
註
(
四

O
)

に
述
、
べ
ら
れ
た
。

(
五
九
)

ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
本
質
は
ト
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
エ
ン
・
エ

イ
ナ
イ
で
あ
る
」
ユ
可
。
旨
芯
ぞ
円
足
立
え
t
y
h
p
Q
同
(
宮
2
・
阿
・
ω
w
m
w
∞E
N
吋
)
と
い

う
こ
と
ば
を
解
釈
し
て
、
本
質
が
「
何
性
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
も
の
は
そ
の
本
質

に
よ
っ
て
「
何
か
」
と
し
て
の
「
存
在
」
0
2
0
G
口
正
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
o

u
o
g
F
。
・
ゲ
ロ
・
ω
・
ロ
。
B
8
2
8
5
E
O
白
匂
E
r
g
-
阿
佐
宮
口
。
5
8
G
戸
M
広
島
'

E
立
即
日
E
E
C
同
U
E
r
2
0
2
s
g
円
四
H
V
庄
一
。
由
。
匂
r
g
同
H
2
5
E
2
ロ
。
B
E
巳
向
山
口
。
仏

内
山
口
志
向
m
5
2
∞
O
W
E
O
回
同
「
。
。
旬
。
同
ρ
H
H
O
L
出
口
宮
山
門
H
r
与
止
め
印
由
。
門
吉
正
・
い
か
な
る

も
の
も
そ
れ
ぞ
れ
の
有
す
る
存
在
2
8
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

存
在
は
無
限
定
で
は
な
く
、
「
何
か
」
の
存
在
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
人
間
」
の
存
在

と
し
て
、
そ
の
「
何
か
」
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
限
定
性
が
本
質
で
あ

り
、
本
質
は
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
「
何
性
」
円
吉
正
門
出
吉
田
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

被
造
物
に
お
い
て
は
存
在
と
本
質
と
は
、
「
限
定
さ
れ
る
も
の
」

l
「
限
定
す
る
も

の
」
、
「
受
と
ら
れ
る
も
の
」
|
「
受
と
る
も
の
」
、
「
現
実
」
l

「
可
能
」
の
関
係
に

お
い
て
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
存
在
即
本
質
な
る
神
に
あ
っ
て
は
、
存
在
が
本

質
に
よ
る
限
定
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
そ
の
存
在
は
無
限
で
あ
る
。
同
-
A
・
戸

ω
・
同
の
・
(
リ
ロ
E
-
m
E
H
H
g
諸
島
己
ロ
ロ
自
ロ
。
ロ
閉
山
帥
2
8
5
0
0司
Z
B
E
t
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戸
H
3
8
L

f
m
o
m
-
仲
田
口
ロ
自
2
8
2
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田
町
田
件
。
ロ
タ
・
:
目
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山
内
g
Z
B
g
件
直
戸
S
L
U
g
m
m
X
宮
山
山
口
一
言
明
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:
n
c
E
-
m
め
己
・
円
。
・
品
ω
w
ロ
・

8
0・
0
5
巳
由
民
苫
∞
巳
古
己
古
E
0
5
5
Z
E
M
-
-

ロ
何
回
氏
。
ロ
ぬ
ロ
凶
吋
ぬ
の
日
間
v
x
o
u
円
。
。
-
ロ
A
ロ
。
。
由
昨
日
。
ロ
山
向
。
c
。
仏
巾
明
円
山
口
ω
}
件
。
吋
。
w
m
w
回
目
い
ル
ロ
。
。

旬
。
同
目
。
門
山
口
皆
目
立
1
8
昨
日
印
・
:
・
ロ
g
∞
ω
ロ
R
B
g
門
知
2
5
ロ
ロ
口
。
目
。
門
目
。
宮
巳
3

0
M
E
m
g
H
A
巳
P
R
の
め
凶
仲
問
。
ロ
ロ
何
回
吉
自
己
2
F
:
・
ロ
ぬ
の
め
由
自
由
ロ
ロ
自
E
E
2
2

巳
目
。
巳
向
。
ロ
ロ
8
4
0
}
S
E
E
p
g
E
f
m
O
聞
い
仲
間
ロ
ロ
B
g
B
:
:
問
。
一
Z
A
E
E
H

百
X
5
f
印
ロ
B
g
由
。
E
F
M
F
E
E
-
ト
マ
ス
に
と
っ
て
神
の
無
限
と
は
存
在
(
エ
ッ
セ
)

の
無
限
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
神
に
お
い
て
は
、
存
在
を
限
定
す
る
本
質
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
被
造
物
の
場
合
に
は
、
本
質
は
そ
の
存
在
を
限
定
し
有
限
化
ず
る
役
割
を

演
じ
て
い
る
。
本
質
の
こ
の
存
在
限
定
的
性
格
は
、
「
本
質
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

そ
れ
に
お
い
て
、
存
在
者
が
存
在
を
も
っ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
ロ
ω
g
z
-
n
-
r

p
ω
・
g
由
g
江
戸
門
出
。
昨
日
目
。
E
E
H
M
【
山
口
。
仏
間
百
円
g
E
2
5
2
8
∞
z
r
oけ

28・

と
い
う
こ
と
ば
の
う
ち
に
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

(六

O
)
質
料
と
形
相
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
臼
然
学
』
第
一
、
二
巻
。

『
形
而
上
学
』
第
八
巻
。
両
者
の
可
能
現
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
円
形
而
上
学
』

第
九
巻
。
運
動
と
生
成
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
吋
白
然
学
』
第
五
透
。
実
体
の
生

成
と
附
帯
性
の
変
化
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
『
生
成
消
滅
諭
』
第
一
巻
。
ト
マ
ス

は
こ
れ
ら
の
書
の
『
註
仰
己
に
お
い
て
忠
実
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
味
を
解
釈
し
、

そ
の
基
本
的
命
題
を
受
け
容
れ
て
い
る
。

(
六
一
)
ト
マ
ス
は
、
形
相
が
質
料
に
対
し
、
現
実
|
可
能
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
継
承
し
て
い
る
。
ロ
O
O
E
O
-
。
・
N
W
ロ
・
。
・
H
V
2
F
H
目
白
B

B
U
H
r
ρ
5
0
0
2
R
Z
印
自
己
R
E
o
u
自
己
日
宮
内
田
岳
民
同
何
B
R
E
E
r
8

m
-
E
巳
門
戸
し
か
し
ト
マ
ス
に
と
っ
て
究
極
的
な
現
実
性
は
形
相
で
な
く
て
存
在
で
あ

る
。
存
在
は
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て
そ
の
現
実
性
で
あ
り
、
形
相
の
現
実
性
で
も

あ
る
o
H
-
G
-
P
ω
-
Y
主∞
-
f
田
口
B
2
2
2
円
向
。
z
m
凶
宮
山
由
。
B
E
C
5
5
2
B
U
2

2
E
g
f
S
E
E
P
円
目
白
同
ロ
自
・
そ
れ
は
現
実
態
に
と
っ
て
、
そ
の
現
実
性
で
あ
る
。

口
。
ち
同
-
A
-
N
∞-NW
包

p
r
o
o
ρ
ロ
。
円
山
岳
8
2
m
o
g
昨
日
z
m
L
x
g
。
自
己
ロ
日

R
Z
ロ
E
w
-
-
-
こ
の
よ
う
に
存
在
が
究
極
的
な
現
実
性
と
さ
れ
る
の
は
、

も
の
も
存
在
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
現
実
性
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

い
か
な
る

H
・
s
・
仏
u
m
-



H
W

包

ω・
H
A
F口
r
m
r
o陣
営
宮
内
L
X
m
z
s
w
口
町
田
町
山
口
門
何
回
目

-
Z
B
g
T
か
く
て
ト
マ
ス

に
お
い
て
は
、
形
相
|
質
料
と
い
う
現
実
性
の
次
元
と
、
存
在
l
本
質
と
い
う
現
実

性
の
次
元
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
次
元
の
区
別
は
、
ト
マ
ス
哲
学

を
理
解
す
る
た
め
に
最
も
重
裂
な
こ
と
と
し
て
、
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
。

円
。
叶
宮
田
仲
間
自
民
司
・

8law
臼
中
日
斗
・
可
営

2
2
p
g
g
F同

Y
H
O
H
I
S
M
-

参

照
、
し
か
し
こ
の
二
つ
の
次
元
の
関
係
を
も
っ
と
詳
細
に
探
究
す
る
仕
事
は
わ
れ
わ

れ
に
残
さ
れ
て
い
る
。

四

存
在
は
本
質
に
対
し
現
実
態
と
し
て
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
有
す
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
現
実
的
に
存
在
(
エ
ク
シ
ス

テ
レ
)
す
る
。

と
こ
ろ
で
神
に
お
い
て
は
、
存
在
と
本
質
と
の
区
別
は
な
く
、
存
在
が
す
な
わ
ち
本
質
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
神
に
お
い
て
は
、
そ
の

存
在
の
現
実
性
を
制
約
す
べ
き
い
か
な
る
可
能
態
性
も
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
は
純
粋
に
現
実
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
を
純
粋
現

実
態
と
し
て
把
え
る
点
に
お
い
て
、

ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
継
承
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
仔
細
に
考
察
す
る
と
、
両
者
に
お
い
て

神
が
純
粋
現
実
態
と
い
わ
れ
る
意
味
は
同
じ
で
は
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
神
が
純
粋
現
実
態
と
さ
れ
た
の
は
、
世
界
の
第
一
原
因
で
あ
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
世
界
と
は
質
料
的
世
界
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ば
た
え
ず
動
い
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
動
く
と
は
可
能
態
か
ら
現
実
態
に
移
る
こ
と
で
あ
る
。
何
物
も
自
分
自
身
に
よ
っ
て
自
分
を
可
能
態
か
ら
現
実
態
に
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
ゆ
え
に
そ
こ
に
は
、
そ
の
も
の
を
可
能
態
か
ら
現
実
態
に
引
き
出
す
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
動
か
す
原
因
で
あ
る
。
他
者
を
可
能

態
か
ら
現
実
態
に
引
き
出
す
も
の
は
、
そ
れ
自
体
現
実
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
動
か
す
も
の
は
動
か
さ
れ
る
も
の
に
対
し
、
よ

り
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
「
動
か
す
も
の
」
自
体
、
他
者
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
動
か
す
も
の
は
よ

り
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
動
か
す
も
の
と
動
か
さ
れ
る
も
の
の
系
列
に
よ
っ
て
、
よ
り
現
実
的
な
も
の
と
よ
り
可
能
的
な
も
の
と
の
系
列
が

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
系
列
を
無
限
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
系
列
の
終
極
に
、
他
を
動
か
し
な
が
ら
自
分
自
身
は
何
も
の
に
よ

つ
で
も
動
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
不
動
の
勤
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
も
の
は
、
可
能
態
に
あ
る
か
、
ぎ
り
に
お

い
て
動
か
さ
れ
、
現
実
態
に
あ
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
他
を
動
か
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
動
か
さ
れ
ず
に
動
か
す
第
一
動
者
は
、

い
か
な
る
可
能
態
性
を
も
合

む
こ
と
な
く
、
純
粋
に
現
実
的
で
あ
る
〔
註
(
五
四
)
参
照
〕
。
こ
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、

界
の
第
一
勤
者
と
し
て
、
動
い
て
い
る
世
界
と
の
関
連
に
お
い
て
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
動
い
て
い
る

「
純
粋
現
実
態
」
と
し
て
の
神
は
、
世



態
性
を
も
自
分
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
な
い
神
は
、

世
界
と
は
質
料
的
世
界
で
あ
る
。
も
の
は
質
料
的
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
可
能
態
性
を
有
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
純
粋
現
実
態
で
あ
っ
て
い
か
な
る
可
能

料
的
で
あ
っ
て
存
在
す
る
者
、
そ
れ
は
「
理
性
」

(ヌ

l
ス
)

い
か
な
る
質
料
を
も
含
ま
ず
、
質
料
的
世
界
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
質

で
あ
る
。
ゆ
え
に
純
粋
現
実
態
な
る
神
は
理
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
性
の
は
た

(六一一一)

で
あ
る
。
ゆ
え
に
純
粋
現
実
態
な
る
神
は
、
自
己
自
身
を
た
え
ず
思
惟
し
て
い
る
理
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
性
な

ら
き
は
思
惟
(
ノ
エ
イ
ン
)

る
神
が
い
か
に
し
て
世
界
を
動
か
す
か
。
こ
れ
に
は
様
々
の
解
釈
が
成
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
「
純
粋

の
な
の
で
あ
る
。

現
実
態
」
な
る
神
は
、
一
資
料
的
世
界
に
属
さ
ず
に
し
か
も
そ
の
世
界
を
動
か
し
て
い
る
「
理
性
」
と
し
て
、
質
料
的
世
界
を
越
え
て
み
い
だ
さ
れ
る
も

(
六
二
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
中
に
は
「
純
料
現
実
態
」

R
Z
m
M
E
E
m
に
あ

た
る
用
語
は
な
い
。
し
か
し
『
形
而
上
学
』
第
一
二
巻
六
章
に
、
第
一
動
者
の
実
体

は
可
能
態
で
は
な
く
て
現
実
態
で
あ
る
。
ま
た
質
料
を
含
ま
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い

る
o

p
九日常向叶
R
日
応
、
立
凡
W
E
A
B
h
p
h
h
v町向
P
Q
D
九日向川知、
Q
向P
R
おもい何回

Y
寸ミ
Qじ♀ぞ

か
日
向
。
0
1
h
H
e
f
B
a
-
町
h
g
p
E
叶

Q
U
S内
匂
阿
川
急
時
。
。
ミ
島
丸
町
民

F
E
宮崎町

(
H
2
N
r
S
N
H〉
・
そ
の
実
体
が
現
実
態
で
あ
る
ご
と
き
も
の
は
、
当
然
「
純
料
現
実

態
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
六
三
)
『
自
然
学
』
に
お
い
て
は
、
第
一
勤
者
は
不
可
分
で
部
分
も
大
き
さ
も
も
た

な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

HMrw白・〈
HHH
・
5
w
g
J
N
r
N印
iN。
・
門
事
氏
、
q
p
h
qコ
ミ
~

門的、句、
r
h
Q
~
&両
日
恥
ゼ
止
言
及
吋
向
、
8
・
し
か
し
そ
れ
が
「
理
性
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
積
極
的
に
語
ら
れ
て
い
な
い
。
『
形
而
上
学
』
第
一
二
巻
七
章
に
お
い
て
は
明
白

に
、
こ
の
実
体
が
「
理
性
」
で
あ
り
「
神
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
最
高

の
理
性
で
あ
る
か
ら
た
え
ざ
る
思
惟
の
現
実
態
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
思
惟
の
対
象
は

思
惟
す
る
理
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
理
性
は
、
思
惟
す
る
日
己
を
思

惟
す
る
思
惟
、
す
な
わ
ち
「
思
惟
の
思
惟
」
で
あ
る
。
門
岡
山
止
で
郎
、
Q
5
6
3
P
丸
司
、
雪
之

乱
丹
、
号
h
q
g
F
R
Q
~
r
s
4
v弘宮内内

S
守

nS
忘
宮
町
内

(
H
S
A
r
g
l
ω
印
)
・

五

ト
マ
ス
も
ま
た
同
じ
仕
方
で
、
世
界
の
動
き
の
第
一
原
因
と
し
て
神
を
み
い
だ
し
て
い
る
〔
註
(
五
四
)
参
照
〕
。

ト
マ
ス
に
と
っ
て
神
が
万
物
の
第
一
原
因

し
か
し
ト
マ
ス
に
と
っ
て
、

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
音
山
味
で

「
動
い
て
い
る
世
界
」

神
が
世
界
を
動
か
す
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
質
料
的
世
界
に
存
在
す
る
物
を
動
か
す
こ
と
に
か
ぎ
ら
な
い
。

む
し
ろ
こ
の

の
動
因
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、

「
存
在
す
る
世

「
存
在
原
因
」

g
C
8
2
8ロ
岳

で
あ
る
こ

界
」
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
す
べ
て
の
存
在
者
を
し
て
「
在
ら
し
め
て
い
る
原
因
」
と
い
う
意
味
で
の

{
六
四
)

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
は
、
単
に
動
か
さ
れ
て
動
い
て
い
る
も
の
の
原
因
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
お
よ
そ
存
在
せ
し
め
ら
れ
て
存
在
す
る
す
べ
て

(
六
五
)

の
も
の
の
原
因
で
あ
る
。
単
に
質
料
的
世
界
の
存
在
原
因
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
非
質
料
的
世
界
の
存
在
原
因
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
質
料
的
と
非
質



料
的
た
る
と
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
存
在
せ
し
め
ら
れ
て
存
在
す
る
も
の
、

つ
ま
り
全
被
造
的
世
界
の
存
在
原
因
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
が
純
粋
現
実

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
よ
う
に
、
動
か
さ
れ
ず
し
て
動
か
す
が
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
在
ら
し
め
ら
れ
ず
し

態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

て
在
ら
し
め
る
が
ゆ
え
に
い
わ
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
と
は
こ
と
な
る
世
界
と
の
関
連

か
く
て
神
が
純
粋
現
実
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
、
純
粋
現
実
態
と
し
て
の
神
は
、
質
料
的

に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
「
存
在
す
る
世
界
」
と
の
関
連
に
お
い
て
い
わ
れ
る
。

世
界
の
原
因
で
あ
っ
て
し
か
も
こ
の
世
界
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
「
非
質
料
的
な
る
も
の
」

ト

マ
ス
に
お
け
る
神
は
こ
れ
に
反
し
、
単
な
る
非
質
料
性
を
も
っ
て
そ
の
本
質
規
定
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
神
は
、
単
に
質
料
的
世
界

つ
ま
り
純
粋
形
相
と
し
て
の

「
理
性
」

で
あ
っ
た
。

の
原
因
と
し
て
こ
の
世
界
を
超
越
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
非
質
料
的
理
性
的
存
在
者
の
存
在
原
因
と
し
て
こ
れ
ら
の
も
の
を
も
超
越
す
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
神
は
た
し
か
に
非
質
料
的
な
も
の
で
あ
り
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
逆
に

「
存
在
の
世
界
」
の
第
一
原
因
た
る
神
に
は
、

実
態
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
意
味
は
、

の
純
料
現
実
態
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
理
性
」
が
す
な
わ
ち
神
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
こ
と
ば
の
最
も
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
け
る
「
存
在
」

2
8
が
帰
せ
ら
れ
る
。
か
く
て
神
が
純
料
現

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
の
よ
う
に
「
純
料
形
相
」
と
し
て
の
純
料
現
実
態
で
は
な
く
て
、
「
存
在
」

(
六
四
〉
『
能
力
論
』
第
三
間
五
項
に
お
い
て
は
、
神
が
万
物
の
存
在
原
因
で
あ
る
こ

と
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
お
よ
び
そ
の
後
継
者
た
ち
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
別
の
仕
方
で
論
証
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ロ

0
3仲

-
a・
ω
w
ω
-
F・
M
M
円誕伶・

弘

2
2
4
R。
同

M
E
5
8
r
r
E
E
ω
B
W
k
F
H宮。件。
H
2
2
8
2自
問
。
ρ
ロ
Rgw

噌

2
4
8
0
g
a
a
g
g志
向
知
念

8
0田
宮
E
g
o
s
-
4
0円
mm町
田
川
見
広

g
f
a

柄
。
町
宮
曲
偏
向
ロ
ロ
伸
長

a
g
B
5
2
0
a知
町
田

g
g
m
B
B
E
F
m
aロ
問
。
S
ロ
E
m
r

ぽ

8ω
官

&
5
R
:・
こ
れ
に
よ
れ
ば
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
既
に
創

造
と
い
う
意
味
で
の
存
在
原
因
の
認
識
に
到
達
し
て
い
た
と
ト
マ
ス
は
考
え
て
い
た

よ
う
に
も
受
取
れ
る
。
し
か
る
に
『
神
学
大
金
』
第
一
部
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ト
マ
ス
自
身
の
「
存
在
」
の
理
解
の
相
違
が
明
確
に
自
覚
さ
れ

て
い
る
。
ト
マ
ス
は
い
う
。
古
代
の
自
然
学
者
た
ち
は
世
界
の
偶
有
的
変
化
の
相
に

注
目
し
、
そ
れ
の
原
因
を
探
究
し
た
。
彼
ら
の
探
究
し
た
の
は
、
も
の
が
「
そ
の
よ

う
に
あ
る
」
宮
ぽ

gmぬ
こ
と
の
原
悶
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

と
は
吏
に
深
く
、
事
物
の
生
成
の
原
因
を
探
究
し
た
。
彼
ら
が
イ
デ
ア
と
か
実
体
的

形
相
と
か
呼
ん
だ
も
の
は
、
も
の
が
ま
さ
に
「
こ
の
も
の
と
し
て
あ
る
」

5
2ぬ

こ
と
の
原
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
は
、
第
一
質
料
の
存
在
原
因
に
ま
で
は
思
い

及
ば
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
或
る
人
々
(
そ
の
う
ち
に
ト
マ
ス
自
身
か
合
ま
れ
る
)

は
更
に
深
く
、
質
料
と
形
相
、
お
よ
び
諸
附
帯
性
を
全
部
含
む
全
き
意
味
で
の
「
有
」

s
z
s
g閣
の
存
在
原
闘
を
考
え
る
に
到
っ
た
。
同
-

A
・
な
w

色
。
・
国
自
笠
宮
円

内
出

c
a
g件。
mgω
百
円
ロ
田
宮
内
刷
ロ

g
g
s
g
p仲

g
E
W
。
官
民
2

2帥

m
gロ
g
B

H
R
C
F
gロ
曲
。
官
自
閉

R
g
R吉
田
音
色

E
E
S
F
官
叫
問
。
ロ
ロ
岱
明
白

R
E
S
E
-
g
w

ロ
R

帥

2
5円山口
B
官
。

L
E
E
E
R
宮
門
向
。
同
自

a
z
g
g
E
E
g
w
帥

a
o
t
m自

一一一一一一



ω
2
5
向
山
口
B
。
日
忠
臣
民
向
山
口
&
官
民
Z
E
&
g
曲
。
即
日
}
。
g
B
a
g
s
c
s
a
c
o
目
。
品
。
.

ト
マ
ス
が
「
存
在
原
因
」
と
い
う
場
合
の
「
存
在
」
は
そ
れ
ゆ
え
、
「
全
き
有
」
の

も
っ
て
い
る
存
在
の
全
体
、
「
全
き
存
在
」
Z
Z
B
2
8
で
あ
る
。
か
か
る
存
在
に

対
立
す
る
も
の
は
何
も
な
く
、
令
一
き
無
(
ニ
ヒ
ル
)
で
あ
る
。
か
か
る
存
在
と
無
と

の
対
立
は
、
変
化
や
生
成
の
次
元
に
お
い
て
は
未
だ
あ
ら
わ
れ
ず
、
創
造
の
次
元
に

お
い
丈
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
拙
論
『
無
か
ら
の
創
造
』
第
八

章
ハ
哲
学
研
究
五
一
六
号
、
昭
和
四
五
年
)
予
お
同
参
照
。

(
六
五
)
知
性
実
体
は
非
質
料
的
で
あ
っ
て
質
料
的
世
界
に
属
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
質

料
的
事
物
に
闘
有
な
生
成
変
化
は
し
な
い
が
、
神
の
よ
う
に
存
在
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
形
相
と
存
在
と
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
神
か
ら
存
在
を
受
け
て
存
在
す

る
。
ゆ
え
に
神
は
、
非
質
料
的
な
知
性
実
体
の
存
在
原
因
で
も
あ
る
。
ロ
0
8
古
・
の
-

P
ロ-
M
吋
・
開
円
。
巳
向
。
自
ロ
巾
A
記
。
円
円
。
印
仲
間
百
円
m
L
E
L
H
O
L
E
E
H
H
矢
田
正
【
山
口
。
ι
g
門

司
ぬ
叫
問
。
w
曲
目
。
巳
印
円
山
g
g
州
出
国
間
}
巳
B
m
B
W
。
旬
。
同
件
。
円
G
口
。
仏
印
日
件
岱
町
内
山
口
山
門
g
w
A
C
8
3
件

。
m
C
2
2
2
ロ
門
出
。
自
ロ
ル
ゲ
5
5
r
g
w
O
C
A
ロ
C
門
日
f
g
g
同
2
2
E
口
同
ロ
ロ
ご
:
-
H
J
H
R
凶
仲

四

四

ぬ
円
相
判
。
a
g
。
仏
百
Z
E
拘
何
回
巴
創
作
曲
仲
町
。
円
自
白
。
件
。
∞
曲
。
山
a
a
a
。
仏
g
招
叩
岡
山
凶
V
2
m
H
V
民
話
。

自
官
官
。
仏
ぬ
回
同
g
g
S
E
a
B
山
見
h
V
2
2
件
。
ω
ロ
g
刷
V
H
F
H
S
w
a
g
o
u
o
c
朗
自
同
・

〈
六
六
〉
オ
l
エ
ン
ス
は
、
前
掲
書
〔
註
(
五

O
〉
参
照
〕
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の

「
現
実
態
」
を
比
較
す
る
見
地
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
の
性
格
を
規
定
し

て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
同
ロ
岱
匂
E
r
g
-
M
W
当
庄
の
『
山
由
。
。
ロ
門
出
件
目
。
忠
弘
r
w

岳
町
甘
口
円
四
日
出
g
g
}
乱
。
。
窓
口
。
。
町
田
巴
ロ
m
v
F
o
m
g
g
s
。
同
ω
ロ
U

『
昨
日
ω
門
目
。
ロ
円
。
町

民
放
件
O
H
M
S
2
E
0
4』
E
r
r
-
出
口
同
岳
町
内
凶
h
w
h
w
n
F
O
ロ
の
W
T
U
B
B
g
晶
》
刷
出
巴
円
。
ロ
件
。
ロ
q
d『
F
O
P

K
F
H
E
O
R
出
g
F
g
m
判
官
仲
間
H
O
官
民
色
町
B
B
ω
在
日
}
岡
山
m
Z
H
F
n
t
1
0
4
4
広
三
・

巧
E
H
n
g
v
o
}
g
o
d
司
口
問
足
。
。
ロ
g
S
M
v
g
a
r
叫
岳
何
回
g
m
F
巴
宮
町
内
。
岡
田
W
2
2

F
o
a
m
r
g
門
四
日
師
同
8
向
山
知
m
m
E
・
:
・
4
岳
民
ぽ
ロ
O
仲
沙
門
P
R
B
L
R
E
o
z
p
円
H
p

r
m
∞
ロ
。
宮
席
5
2
向
。
同
帥
Z
M
J
1
即
日
白
河
沼
弘
吉
g
M】
r
u
『
・
:
・
〉
ロ
R
y
-
-
r
o
F
E
L

R
5
0
5
P
4
5
w
r
F
印
昨
日
L
R
F
r
r
z
p
同
日
宮
田
口
。
1
R
O
E
F
O
同
V
H
U
g
q

M
M
r
口
。
m
C
H
v
r
w
。
同
町
戸
山
口
判
。
仲
『
何
回
河
田
i
o
ロ
の
ぬ
(
喝
・
ω
句
。
)
・

五竜

一
六

ト
マ
ス
に
お
け
る
神
の
諸
規
定
の
う
ち
、

最
も
重
要
な
も
の
は
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」

q
g
B
2
8
宮
門
お

g
r
g
z
g
と

し
か
し
ト
マ
ス
は
こ
の
両
者
か
ら
神

前
者
は
プ
ラ
ト
ン
的
、
後
者
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
規
定
で
あ
る
。

粋
現
実
態
」

ωsg
官民

g
と
で
あ
る
。

「
把
え
方
」

そ
の
考
え
方

で
あ
り
、

の
思
想
そ
の
も
の
を
継
承
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

彼
が
継
承
し
た
の
は
基
本
的
な
「
考
え
方
」
な
い
し
対
象
の

の
次
元
で
あ
る
。
プ
ラ
ト

そ
れ
は
ト
マ
ス
的
な
存
在
(
エ
ッ
セ
)

ン
の
イ
デ
ア
は
可
知
的
世
界
に
在
る
も
の
で
あ
っ
た
。

に
従
い
な
が
ら
も
神
は
、
先
人
と
は
こ
と
な
る
次
元
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

と
し
て
の
神
に
な

「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」

っ
て
い
る

〔
本
論
文
第
二
章
〕
。

そ
れ
は
ト
マ
ス
的
存
在
の
世
界
に
移
さ
れ
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
純
粋
現
実
態
は
、
質
料
的
自
然
的
世
界
の
第
一
原
因
と
し
て
み
い
だ
さ
れ
る
純
料
形
相
な
い
し

「
存
在
」

「
理
性
」

と
し
て
の
神
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
「
在
ら
し
め
ら
れ
て
在
る
」
被
造
的
存
在
の
世
界
の
存
在
原
因
と
し
て
の



の
純
粋
現
実
態
に
な
っ
て
い
る
〔
第
一
一
一
章
〕
。

こ
の
よ
う
に
。
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
基
本
的
な
考
え
方
が
ト
マ
ス
的
存
在
の
世
界
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
と
「
純
粋
現
実
態
」
と
い
う
神
の
二
つ
の
規
定
が
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
プ
ラ

ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
こ
の
基
本
的
な
考
え
方
が
ト
マ
ス

σ存
在
の
世
界
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
人
の
先
人
に
お
い
て
和
解

し
が
た
く
対
立
し
て
い
た
思
想
が
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
和
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
プ
ラ
ト
ン
の
「
自
存
す
る
イ
デ
ア
」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
純
粋

現
実
態
」
と
は
、
和
解
し
が
た
い
概
念
で
あ
っ
た
が
、

ト
マ
ス
に
お
け
る
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
と
「
純
粋
現
実
態
」
と
は
、
融
合
し
て
一
つ

の
「
神
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
か
に
し
て
そ
う
な
り
え
た
か
を
次
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、

プ
ラ
ト
ン
の

「
自
存
す
る
イ
デ
ア
」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
純
粋
現
実
態
」
と
は
、

い
か
な
る
意
味
で
対
立
し
て
い
た
か
、
ま
た
そ
の
対
立
の
原
因
は
何
で
あ
っ

た
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
は
、
可
知
的
世
界
に
永
遠
不
変
の
仕
方
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
デ
ア
を
分
有

す
る
個
物
は
可
感
的
世
界
に
在
る
が
、
こ
の
世
界
は
た
え
ず
転
変
し
て
い
る
か
ら
、
真
実
の
意
味
で
存
在
し
て
い
る
と
い
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
し

て
も
、

転
変
す
る
世
界
の
な
か
で
、

あ
る
い
は
「
こ
れ
」
と
い
わ
れ
、

あ
る
い
は
「
そ
れ
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
以
上
、

そ
こ
に
は
何
か
存
在

す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
転
変
す
る
世
界
の
な
か
に
も
何
か
転
変
し
な
い
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
完
全
な
意
味
で

「
と
ど
ま
る
も
の
い
で
は
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
何
ら
か
の
恒
常
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
恒
常
性
の
根
拠
が
イ
デ
ア
で
あ

る
。
転
変
す
る
世
界
の
う
ち
に
何
ら
か
の
仕
方
で
存
在
す
る
も
の
は
、
イ
デ
ア
を
分
有
す
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
有
限
な
恒
常
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
プ
ラ
ト
ン
の
世
界
観
に
お
い
て
は
、
転
変
す
る
可
感
的
世
界
と
恒
存
す
る
可
知
的
世
界
と
が
、
明
瞭
に
区
別
さ
れ
る
。

(
六
七
〉

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
こ
つ
の
世
界
は
、
絶
対
的
に
分
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
断
絶
す
る

一
方
に
は
他
方
、
が
分
有

二
つ
の
世
界
が
い
か
に
し
て
関
係
し
、

一
方
が
他
方
を
分
有
し
反
映
す
る
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
デ
ア
の
世
界
を
可
感
的
世
界
に
分

有
さ
せ
、
反
映
さ
せ
る
者
は
何
で
あ
る
か
。
イ
デ
ア
の
世
界
そ
の
も
の
は
、
可
感
的
世
界
を
超
越
す
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
自
己
を
可
感
的
世
界
に
分
有

さ
せ
る
原
因
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
断
絶
す
る
こ
の
二
つ
の
世
界
を
何
ら
か
の
仕
方
で
媒
介
し
、

一
方
を
他

方
に
分
有
せ
し
め
る
第
三
者
の
存
在
が
要
請
さ
れ
て
く
る
。
永
遠
の
世
界
を
眺
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
手
本
に
し
て
こ
の
世
界
を
造
る
と
い
う
デ
ミ
ウ
ル

五



ゴ
ス
は
、
こ
の
第
三
の
存
在
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(
六
七
)
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
二
世
界
の
断
絶
の
問
題
は
、
存
在
す
る
の
は
イ
デ
ア
だ

け
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
徹
底
す
れ
ば
解
消
す
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
可
感
的
世
界

は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
二
世
界
の
対
立
も
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
世

界
は
真
実
の
世
界
の
「
影
」
で
あ
る
と
い
う
『
ポ
リ
テ
イ
ア
』
第
七
巻
の
た
と
え

3
5
ε
は
、
か
か
る
解
釈
を
支
持
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
解
釈
に
対

し
て
は
反
論
が
提
起
さ
れ
る
。
も
し
も
可
感
的
世
界
が
全
然
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
に
つ
い
て
何
か
を
考
え
た
り
語
っ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
筈
で
は
な
い
か

と
。
だ
か
ら
可
感
的
世
界
も
何
ら
か
の
存
在
性
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
実
『
テ
ィ
マ
ィ
オ
ス
』
に
お
い
て
は
、
存
在
と
場
所
と
生
成
と
が
、
一
二
つ
三
様
の

仕
方
で
存
在
す
か
守
口
ミ
~
芯
言
ピ
ミ
~
1
5
3
向
P
Q
C

弓町、
Q

弓
町
立
:
・

9
N
L
)

と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
存
在
」
と
は
イ
デ
ア
の
世
界
、
「
生
成
」
と
は
可
感

一
七

ー-L.
ノ、

的
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
実
の
意
味
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
恥
5
3
b

qu忠

g
a
p
(
N∞
釦
)
に
し
て
も
、
や
は
り
存
在
向
P
R
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
存

在
は
イ
デ
ア
の
存
在
と
は
こ
と
な
る
。
ゆ
え
に
イ
デ
ア
の
世
界
と
可
感
的
世
界
と
は

や
は
り
断
絶
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
世
界
の

区
別
の
原
理
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
が
「
場
所
」
で
あ
る
。
前
掲
論
文
『
無
か
ら

の
創
造
』
第
三
章
(
哲
学
研
究
五
一
五
号
)
M
M
-
H
?
口
参
照
。

(
六
八
〉
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
は
永
遠
の
存
在
を
眺
め
な
が
ら
世
界
を
造
っ
た
。
、
ロ
ヨ
・
出

印

-
R
Iぞ
g
h
Q』

-
r
h
q
s
h
p
弘
な
さ
8
h
a
g
Rき
も
吋
b

司
郎
官
、

F
助
言
。
ぞ
ら
内

叫
官
庁
乱
門
志
向
。
ゼ
州
司
令
詰
ゼ
・
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
は
世
界
の
諸
原
因
の
う
ち
で
最
も
す
ぐ

れ
た
原
因
で
あ
る
。
弘
、
』
仲
ぞ
豆
、

h
A
F
q叶。吟叶⑤一ゼ日、向可。忘叶
S
F

払
匂
弘
、
h
3
3
づらピ

Q
町
叶
ヘ

SH、
(
Nゆ
白
)
・

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
は
、

こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ン
の
存
在
論
の
批
判
の
上
に
成
立
つ
。

(
六
九
)

は
神
話
で
あ
り
、
真
面
目
な
哲
学
的
議
論
に
値
し
な
い
。
問
題
は
な
、
ぜ
プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
よ
う
な
神
話
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
に
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス

そ
の
原
因
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
の
世
界
を
可
感
的
世
界
か
ら
分
離
し
、
そ
れ
自
体
独
立
別
筒
の
世
界
と
し
た
点
に
あ
る
。
イ
デ
ア
の
自
存
と
い
う

考
え
方
は
不
合
理
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
た
と
え
ば
「
人
間
自
体
」
と
か
「
白
自
体
」
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
可
感
的
世
界

か
ら
離
れ
て
独
立
に
存
在
す
る
と
い
う
思
想
を
徹
底
的
に
論
駁
す
る
〔
註
(
四
四
)
参
照
〕
。
彼
は
生
成
消
滅
す
る
世
界
の
構
造
を
、

イ
デ
ア
の
分
有
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
形
相
と
質
料
と
の
現
実
1

可
能
関
係
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
も
の
が
自
然
界
に
生
成
す
る
と
は
、
可
能
態
に
あ
る

質
料
が
そ
の
も
の
の
形
相
を
受
け
て
現
実
的
に
そ
の
も
の
に
成
る
こ
と
で
あ
り
、
消
滅
す
る
と
は
そ
の
形
相
を
失
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
も
の
が

可
能
態
か
ら
現
実
態
に
成
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
成
ら
し
め
る
原
因
が
は
た
ら
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
者
を
現
実
態
に
成
ら
し
め
る
原
因
た

る
も
の
は
、
そ
れ
自
体
既
に
現
実
態
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
も
し
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
現
実
態
に
成
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
の

だ
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
そ
の
も
の
を
現
実
態
に
成
ら
し
め
る
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
も
の
は
よ
り
大
な
る
現
実
態
的
性
格
を
帯
び
る
符
で
あ



る
。
か
く
て
、
も
の
を
可
能
態
か
ら
現
実
態
に
成
ら
し
め
る
原
因
の
系
列
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
系
列
を
追
っ
て
無
限
に
進
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ

実
態
が
措
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

〔
本
論
文
一
四
節
参
照
〕
。

る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
系
列
の
究
極
に
、
他
者
に
よ
っ
て
現
実
態
に
成
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
現
実
態
に
あ
る
も
の
、
純
粋
現

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
純
粋
現
実

こ
の
論
一
証
か
ら
も
あ
き
ら
か
の
よ
う
に
、

態
と
し
て
の
神
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
よ
う
に
可
感
的
世
界
を
超
越
す
る
存
在
で
は
な
く
、
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
の
よ
う
に
可
感
的
世
界
と
可
知
的
世

界
と
を
媒
介
す
る
第
三
の
者
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
自
己
自
身
が
純
粋
に
現
実
的
で
あ
る
た
め
に
、
他
の
一
切
の
も
の
を
動
か
す
原
因
で
あ
る
。
純
粋

(七

O
)

現
実
態
と
し
て
の
神
も
、
そ
の
非
質
料
性
の
ゆ
え
に
可
感
的
質
料
的
世
界
を
或
る
意
味
で
は
超
越
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の

よ
う
に
可
感
的
世
界
と
断
絶
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、

可
感
的
世
界
を
越
え
な
が
ら
こ
れ
を
包
み
、

(
七
一
)

「
超
越
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
包
越
」
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
イ
デ
ア
の
世
界
は
可
感
的
世
界
か
ら
隔
絶
す
る
が
ゆ
え
に
、
両
者
の
間
に

包
み
な
が
ら
こ
れ
を
動
か
し
て
い
る
。

そ
れ
は

は
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
が
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
純
粋
現
実
態
と
し
て
の
神
と
可
感
的
世
界
と
の
聞
に
は
、

ト
り
動
か
す
」
と
い
う
性
格
を
も
っ
た
第
二
次
的
諸
原
困

ggmo

デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
の
介
入
す
る
余
地
は
な
く
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
。
た
と
え
何
ら
か
の
媒
介
者
が
介
入
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
「
動
か
さ
れ
な
が

か
く
て
プ
ラ
ト
ン
の
「
自
存
す
る
イ
デ
ア
」
と
ア
リ
ス

ω
Rロロ内山
ω
ゅ
の
み
で
あ
る
。

ト
テ
レ
ス
の
「
純
粋
現
実
態
」
と
が
、
和
解
し
が
た
い
概
念
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

(
六
九
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
ず
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
は
「
た
わ
ご

と
」
で
あ
る
。
認
め
け
H

・
P
S
E
N
?
N
ω
・
志
位
な
な
ぞ
号
、
急
向
ヘ
ミ
Q
叶Q
R

い込

向

p
b
R
S
~
E
h
N
g
a
b叶
守
込
ヒ
h
H
h
g
g
R吃

hq叶~
h
t
E
Q守
主
内
容
s

g
a
a
h円悼のピ叶ヘ吋
h古
川

-
q
d
a
h
3、ぬハ向日
B
E
v、
河
川
X
Y
円
叶
島
町
み
宮
内
向
封
。
BhhHSど
こ
の
よ

う
な
プ
ラ
ト
ン
批
判
が
な
さ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
的
立
場
に
つ
い
て
、

前
掲
論
文
「
無
か
ら
の
創
造
』
第
四
章
(
哲
学
研
究
五
一
五
号
)
匂
・

ωNH
参
照
。

(七

O
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
の
世
界
超
越
性
は
、
そ
れ
が
可
感
的
質
料
的
世
界
か

ら
「
か
掛
ト
作
わ
恥
か
」
h
向

HSB瓦
S
と
い
う
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
世
界
が

時
間
的
可
変
的
で
あ
る
の
に
そ
れ
は
水
遠
下
動
で
あ
り
、
世
界
が
大
き
さ
と
部
分
を

も
つ
の
に
そ
れ
は
大
き
さ
も
部
分
も
も
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
神
は
本
質
的
に
世
界
か

ら
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
世
界
を
趨
越
す
る
。

Z
2・
u
口
同
・
戸
思
吋
ωmω

|吋
-
hロ
ー
で
包
ヒ
川

q叶
Q
包
qhQ
叶町内円山町九明向。崎町内丸門的
hhS叶
3
h
n民
間

Hemkqls
叶内
UH、

民
主
苛

?
?
t
L
h
叶守肋町、

4
1
5・
S
2
2
た

E
h
a
毒
-hg
ゑ
e

f
s
h
L臥

H
i
s
sて
止
で
丸
紅
官
主
唱
す
も
芯
崎
町
史
住
民
官
庁

h
q
S
・:

(
七
一
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
の
世
界
包
越
性
は
、
そ
れ
が
可
感
的
質
料
的
世
界
の

総
体
と
し
て
の
天
球
の
「
周
辺
に
あ
る
」

g
h
t
S
丸町
R
と
い
う
語
に
よ
っ
て
示

さ
れ
て
い
る
。
同
vrw回
・
〈
口
同
・

5
w
u
w
s
v
。ー。・

he今
s

g
哨
恥
で

hhhq占E
叫
守
色
立
命

丸
v-Q同

-Qm叶
一
史
五
、
民
品
、
宮
内
、
・
門
誌
』
停
止
N
h
q
s
g和

川

igh
誌
ざ
内
い
寸
Q
a
叶。
b
h
Q色
5
8・

3
S♀
ω.43ω
巴
町
営
q
h
h
s
q町
内
・
耐
え
ぬ
も
Q
a
h
S
F
-
彼
は
こ
の
結
論
に
、
長

い
困
難
な
推
論
を
へ
て
到
達
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
動
か
す
も
の
と
動
か
さ
れ
る

七



/¥、

も
の
と
は
接
触
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

Q
自
然
学
』
第
七
巻
二
章
)
と
す
る

か
ぎ
り
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
結
論
で
あ
っ
た
。

J¥ 

し
か
る
に
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
系
統
を
引
く
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
と
い
う
神
の
概
念
と
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
哲
学
の
系
統
を
引
く
「
純
粋
現
実
態
」
と
い
う
神
の
概
念
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
よ
う
に
対
立
せ
ず
、
む
し
ろ
融
合
し
て

一
つ
の
神
の
概
念
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
で
あ
る
か
。
ま
た
そ
の
融
合
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
次
に
考
察
し
よ
う
。
ま
ず
、

「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」

f
g
B
命
説
。
℃

2
8
2
Z
2
5
5
は、

「
分
有
さ
れ
た
存
在
」

2
8
M恒
三
氏
宮
E
B
に
対
し
て
い
わ
れ
る
。
被
造
物

は
す
べ
て
、
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
。
ゆ
え
に
被
造
物
に
お
け
る
存
在
は
、
分
有
さ
れ
た
存
在

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
被
造
物
に
お
け
る
存
在
は
、

そ
れ
と
し
て
自
存
し
な
い
。

自
存
す
る
の
は
そ
の
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
分
有
し
て
い
る
者

g
お

官
民
笠
宮
口
ω

と
し
て
の
「
存
在
者
」
(
エ
ン
ス
)

で
あ
っ
て
、

「
分
有
さ
れ
た
存
在
」
ぬ
留
め
官
邑
巳
M
E
C
B
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
神
の
存
在
は

分
有
さ
れ
た
存
在
で
は
な
い
。
神
は
他
者
か
ら
存
在
を
受
け
て
、
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
存
者
す
る
の
で
は
な
い
。
神
は
ま
さ
に
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る

か
ら
、
存
在
に
よ
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
自
存
す
る
。
こ
れ
が
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」

と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
っ
た
〔
一

O
節
参
照
〕
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
は
、
ま
さ
し
く
「
純
粋
現
実
態
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
な
、
ぜ
な
ら
ば
、
存
在
は
本
質
に
対
し
現
実
|
可
能
の
関
係
に
あ
る
か
ら
、
存
在
と
本
質
と
が
区
別
さ
れ
、
両
者
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
る
被
造
物
に

あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
受
け
て
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
ぎ
り
何
ら
か
の
可
能
態
性
を
含
ん
で
い
る
が
、
存
在

と
本
質
と
が
区
別
さ
れ
ず
存
在
が
す
な
わ
ち
本
質
で
あ
る
神
は
、

い
か
な
る
可
能
態
性
を
も
含
ま
ず
、
し
た
が
っ
て
純
粋
現
実
態
と
な
る
か
ら
で
あ
る

〔
一
五
節
〕
。

か
く
て
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
と
「
純
粋
現
実
態
」
は
、

か
ら
の
規
定
と
し
て
融
合
す
る
。

で
は
こ
の
融
合
の
さ
ら
に
深
い
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
つ
の
規
定
が
、

ト
マ
ス
に
あ
っ
て
は
対
立
せ
ず
、
む
し
ろ
同
一
の
神
の
異
な
る
側
面

い
ず
れ
も
ト
マ
ス
的
な

存
在
(
エ
ッ
セ
)

の
次
元
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
存
す
る
。
イ
デ
ア
が
そ
こ
に
お
い
て
自
存
す
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
考
え
ら

れ
た
世
界
は
可
知
的
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
可
感
的
世
界
と
隔
絶
し
て
い
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
た
純
粋
現
実
態
と
し
て
の
神
は
、
質
料
的
自

然
界
を
動
か
し
て
い
る
第
一
動
者
と
し
て
、
こ
の
世
界
を
越
え
な
が
ら
そ
れ
を
包
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
世
界
の
よ
う
に
、



可
感
的
世
界
を
隔
絶
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
自
存
す
る
イ
デ
ア
の
思
想
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
純
粋
現
実
態
の
思
想
と
が
相
容
れ
な

か
っ
た
の
は
、
イ
デ
ア
が
そ
こ
に
在
る
と
考
え
ら
れ
た
世
界
と
、
純
粋
現
実
態
が
そ
こ
に
在
る
と
考
え
ら
れ
た
世
界
と
が
こ
と
な
る
世
界
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
ト
マ
ス
に
お
い
て
、

「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
な
る
神
が
そ
こ
に
在
る
と
考
え
ら
れ
る
世
界
と
、

「
純
粋
現
実
態
」
な
る

神
が
そ
こ
に
在
る
と
考
え
ら
れ
る
世
界
と
は
、

い
ず
れ
も
同
じ
「
存
在
す
る
世
界
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
な
る
神
も
、

「
純
粋
現
実
態
」
な
る
神
も
、

い
ず
れ
も
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)

し
て
い
る
「
存
在
す
る
世
界
」
の
存
在
の
第
一
原
因

MEHg

gロお
8
8口
止
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

前
の
規
定
は
そ
の
同
一
の
も
の
を
、
自
存
と
い
う
存
在
仕
方
の
側
面
か

ら
把
え
、
後
の
規
定
は
現
実
l

可
能
と
い
う
見
地
か
ら
把
え
て
い
る
。
把
え
ら
れ
る
側
面
は
こ
と
な
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
把
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は

同
一
の
も
の
で
あ
る
。

同
じ
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
二
つ
の
規
定
は
両
立
す
る
。

九

で
は
そ
の
同
じ
も
の
が
、
こ
の
二
つ
の
異
な
る
規
定
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
う
る
そ
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ト
マ
ス

哲
学
を
支
え
て
い
る
次
の
こ
つ
の
根
本
命
題
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

実
態
で
あ
る
。

(
一
)
神
は
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。

(
一
一
)
存
在
が
す
な
わ
ち
現

〈
一
)
の
命
題
か
ら
し
て
、
神
は
そ
の
本
質
に
よ
っ
て
存
在
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と

が
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
。

(
二
)
の
命
題
か
ら
し
て
、
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
神
は
現
実
態
そ
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
純
粋
現
実
態
」
で
あ

る
こ
と
が
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
二
つ
の
命
題
は
、
そ
こ
か
ら
ト
マ
ス
に
お
け
る
二
つ
の
重
要
な
規
定
が
引
き
出
さ
れ
る
根
本
命
題
で

あ
る
。
で
は
さ
ら
に
、
こ
の
ご
う
の
根
本
命
題
そ
の
も
の
は
、
ど
こ
か
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
結
局
、

ト
マ
ス
自
身

の
神
の
根
本
的
把
揖
に
根
ざ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
本
的
把
握
そ
の
も
の
は
ど
こ
か
ら
え
ら
れ
た
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ト
マ
ス

自
身
の
主
体
的
な
神
体
験
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
何
も
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
そ
の
主
体
的
神
体
験
が
ト
マ
ス
に

あ
っ
て
は
、
か
の
『
出
品
ジ
プ
ト
記
』
の
「
在
り
て
在
る
者
」
と
い
う
神
自
身
に
よ
る
神
の
性
格
の
啓
示
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、

い
わ
ば
保
証
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、

ト
マ
ス
自
身
の
引
用
か
ら
し
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
神
は
、

「
汝
は
何
者
で
あ
る
か
」
と
い
う
そ

l
ゼ
の
問
い
に
対
し
て
、

一ニ九



「
私
は
こ
れ
こ
れ
の
も
の
で
あ
る
」

と
答
え
ず
に
、
端
的
に

「
在
る
者
」神

に
と
っ
て
は
「
在
る
」

g
∞
ぬ
こ
と
が
そ
の
本
質

gωORE-

「
在
る
」

「
あ
る
」

こ
の
神
の
答
の
う
ち
に
ト
マ
ス
は
、

理
を
iVC 
み
とこ
ると
のな
での
あ主で
る二あ
O る。

四
O 

と
答
え
た
。

ま
さ
し
く
神
の
そ
れ
で

「
在
る
」

こ
と
が
神
に
と
っ
て
は
、

で
あ
る
と
い
う
真

「
在
る
」

と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
そ
れ
は
そ
う
簡
単
に
答
え
ら
れ
な
い
。

(
七
一
ニ
)

と
し
て
受
け
と
っ
て
い
る
箇
所
の
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
ト
マ
ス
が
神
の

で
は
神
の

こ
と
を
、

神
の
現
存

同
》

M1moω
め
ロ
宮
内
凶

「
在
る
者
」

と
い
う
神
の
答
に

身
の
現
存
を
示
し
た
も
う
た
こ
と
で
あ
る
。

ト
マ
ス
が

「
在
る
」

す
な
わ
ち
、
神
の
本
質
の
内
面
は
ま
だ
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
さ
に
彼
が
神
の
現
存
に
ふ
れ
た
こ
と

こ
と
を
現
実
態
と
し
て
把
握
す
る
端
緒
は
、

お
い
て
は
、
。
神
が
何
で
あ
る
か
、

し
か
し
あ
き
ら
か
で
あ
る
の
は
、
神
が
こ
こ
で
神
白

「
在
り
て
在
る
者
」
な
る
神
と
は
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
現
存
し
た
も
う
者
、
現
存
す
る
こ
と
が
そ
れ
の
本
質
で
あ
る
者

に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
あ
る
。

か
く
て
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
神
は
、
す
べ
て
の
現
実
存
在
に
現
存
す
る
現
実
存
在
の
根
原
と
し
て
、
現
実
存
在
そ
の
も
の
な
る
者
、
す
な
わ
ち

そ
れ
に
よ
っ
て
在
ら
し
め
ら
れ

純
粋
現
実
態
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。
神
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
は
、

こ
の
現
実
存
在
そ
の
も
の
な
る
神
を
根
原
と
し
、

(
七
四
)

て
い
る
存
在
者
と
し
て
、
現
実
存
在
そ
の
も
の
な
る
神
と
の
現
存
的
関
係
の
う
ち
に
把
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
七
二
)
『
神
学
大
全
』
第
一
部
二
二
問
一
一
項
に
お
い
て
ト
マ
ス
は
、
モ
l
ゼ
に
啓

示
さ
れ
た
「
在
る
者
」

O
巳

g
門
と
い
う
名
が
、
神
の
名
と
し
て
最
も
適
切
で
あ
る

所
以
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
名
が

何
ら
か
の
形
相
を
で
は
な
く
存
在
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

r。。ロ
o自
g
O
E
o
z
E℃
F
F
E江。ロ
0
2仲
BmHun-目
。
喝
さ
官
E
日
ロ
。
B
B
U
E
-

-ι

江田
o
o
E骨
Bu
官
。
宮
白
血
巳
印
有
巳

m
g件目。ロ
0
5・

z。ロ

g
即日閉山由州ロ片品目。丘

町。ロ
g
g
m
-
z
g
F
8
L
f
g
B
2
2・
普
通
、
あ
る
も
の
に
つ
い
て
そ
の
何
た
る

か
が
説
明
さ
れ
る
場
合
、
「
そ
れ
は
:
・
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
:
・
」
は

そ
の
も
の
の
形
相
を
示
し
て
い
る
。
ト
マ
ス
は
こ
の
「
・
:
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、

そ
の
も
の
の
存
在
が
「
:
・
」
と
い
う
形
相
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
考

え
る
[
註
(
五
九
)
参
照
]
。
し
か
る
に
神
に
つ
い
て
、
何
で
あ
る
か
と
問
わ
れ
て

「
在
る
者
で
あ
る
」
と
答
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
「
在
る
」
と
区
別
さ
れ
た
い
か
な

る
形
相
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
普
通
の
述
語
づ
け
の
観
念
に
従
え
ば
述
語
に

な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
神
の
場
合
に
か
ぎ
っ
て
、
最
も
適
切
な
述
語
と
な

る
。
な
ぜ
な
ら
神
に
お
い
て
は
存
在
即
形
相
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
限
定
す
べ
き
、

存
在
と
区
別
さ
れ
た
限
定
原
理
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
別
の
筒
所
で
は
、

「
在
る
者
」
と
い
う
名
は
、
神
の
存
在
を
限
定
せ
、
ず
に
示
す
が
ゆ
え
に
、
神
の
名
と

し
て
最
も
適
切
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ロ
O

旬。仲
-

A
・吋
w
m
F・
2
-
u
g
u仲良

rsw
ロ。
B
g
O巳

g
r
自
民
即
日
。
ロ
8
8
B
M百円
F

S
口
紅
ロ
。
ロ

L
2
2
B
E
E

t
s
g
s
r
Z
E
B
U
0
3
白
色
田
町
E
F己
2
8
E
L
2
2
B宮
m
F

(
七
三
)
『
神
学
大
全
』
第
一
部
一
一
一
一
間
一
一
項
に
お
い
て
、
「
在
る
者
」
が
神
の
名

と
し
て
最
適
で
あ
る
第
三
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
名
が
神
の
現
在
的
存
在

g
Z
E

胃
ω
g
o口
氏
を
示
す
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
η

吋
R
t
O
4
0
H
P
R
巴
5
8
5釘・

民
間

g
t。ロ
0・回目的巳
h
w
E
S
F
5
2
8
宮
司
自
2
8巴
u
E
r
s
B
m白
山
田
∞
官
。
胃
ぽ

r
u
g
門出。
-
E
R
g
-
5
2
8
ロ
。
ロ
ロ
。
三
仲
買
8
8巳
苫
自

40江口
Z
E
B
U
三
門
出
巳
同

krzmc白
色
ロ
ロ
閉
山
口
〈
門
目
。
吋
江
戸
神
の
現
在
的
存
在
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
意
味



に
解
さ
れ
る
。

(
1
)
神
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
達
去
も
未
来
も
な
く
い
つ
も
現
在

で
あ
る
と
い
う
意
味
。
こ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
解
釈
で
あ
り
、
ト
マ
ス
は
こ

こ
で
は
そ
の
解
釈
に
従
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

(
2
)
神
が
万
物
に
現
在
的
に

現
存
す
る
官
話
回

O
E
E
X
R
m
L
S
Z
と
い
う
意
味
。
ト
マ
ス
自
身
の
怠
凶
は
む
し

ろ
こ
の
方
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
ベ
ル
ナ
ル
ド
ウ
ス
へ
の
答
』
同

g
℃
。
ロ
回
目
。
包

国
号
ロ
防
止
ロ
自
に
お
い
て
ト
マ
ス
は
司
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
の
「
在
る
者
」
を
引
用
し

て
い
る
。
「
神
に
お
い
て
は
過
去
も
未
来
も
な
い
。
す
べ
て
の
過
去
と
未
来
と
は
神

に
現
在
的
に
現
存
す
る
」
ロ

R
ぽ

g
ぽ
4
8
2ロ
昨
日
間
】

B
2
2
-
Z
B
2
p
z
z
s
一

宮

品

切

g
g
g同
紅
白
吉
岡
。
日
巴

m
P
E
S
E
官
話
件
。
岳
山
色
包
自
己
山
田
目
。
巳
苛
閉
め

富
。
宮
町
内
問
自
己
。

m
g
L
F
M
x
a凶&・

ω
u
E〕
日
一
何

m
o
z
g
宮
山
間
口
日
(
ロ
・
宏
∞
)
・

ト
マ
ス
に
お
け
る
「
現
在
的
現
存
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
叶
神
学
大
全
』
第
一
部

八
問
一
一
頃
参
照
。

(
七
四
)
現
代
の
聖
書
学
者
は
、
「
在
る
者
」
の
存
在
論
的
解
釈
を
斥
け
て
、
こ
こ
に

イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
対
す
る
神
の
現
存
の
意
志
表
示
を
認
め
る
。
ア
イ
ヒ
ロ
ッ
ト
は

い
う
。
「
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
白
己
原
因
性
、
絶
対
的
存
在
、
白
己
規

定
と
い
っ
た
よ
う
な
形
而
上
学
的
存
在
で
は
な
い
。
モ
l
ぜ
に
対
す
る
神
の
意
志
表

明

者

自

g路
島
町
包
括
こ
そ
は
問
題
な
の
で
あ
る
。
」

A
S
E
P
仏
日
目
。

r
Zロ・》

と
は
、
「
私
は
現
実
に
、
本
当
に
こ
こ
に
い
る
。
こ
れ
ま
で
い
つ
も
そ
う
し
た
よ
う

に
、
お
前
た
ち
を
助
け
、
お
前
た
ち
の
た
め
に
働
く
準
備
を
し
て
こ
こ
に
い
る
」

r
r
Zロ
羽
町

E
w
r
cロ
仏
当

m
r
H
Z
Z
m
r
w
r冒

Z
B
X
N
C
F
}向
。
ロ
自
己

Nロ

41件
。

p
i
t
o
r
a
d
-
S

〕

$
2
4
5円
・
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
・
問
。

r
g
p

吋

r
g
r
mぽ円山
g
k
r
r
g
叶

g
E
S
S
F
F
∞
〉
ロ
出
(
話
。
吋
)
℃

-HH∞
・
フ
ォ
ン
・
ラ

ー
ド
も
、
こ
の
筒
所
を
哲
学
的
に
解
釈
す
る
の
は
、
全
く
非
旧
約
型
詩
的
で
あ
る

ロ
担
当
似
月

4α
口
百
回
口
弘
文

g
g
B
g
z
r
r・
と
い
う
。
こ
こ
で
神
が
「
在
る
者
」
と

五

ニ
O

こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、

「
在
り
て
在
る
者
」

ト
マ
ス
に
よ
る

い
わ
れ
る
場
合
の
「
在
る
」
と
は
、
絶
対
的
孤
立
的
な
神
の
存
在
で
は
な
く
て
、
人

間
に
対
し
て
か
か
わ
り
を
も
ち
、
こ
れ
に
は
た
ら
き
か
け
る
存
在
を
意
味
し
、
神
が

「
在
る
」
と
は
、
「
私
は
か
恥
わ
か
か
わ
か

U
こ
こ
に
い
る
」

r
r
d
Z
H
t
E門

担
酬
の
『
円
凶
器
包
ロ
・
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
の
-
J
S
D
河
包

w吋

r
g
F関山
OLO回
〉

raM

I
門

g
g
B
S
F
H・
印
〉
ロ
出

(
H
g
3
u
-
H定
・
聖
書
本
文
の
意
味
は
恐
ら
く
そ
の
通

り
で
あ
ろ
う
。
ト
マ
ス
が
「
悲
る
者
」
と
い
う
神
の
名
の
う
ち
に
、
神
に
お
け
る
存

在
と
本
質
と
の
同
一
性
と
い
う
根
本
命
題
を
読
み
と
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
哲
学
に

属
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
旧
約
望
書
そ
の
も
の
に
属
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
彼
の
哲
学
的
思
案
に
生
命
を
与
え
て
い
る
神
存
在
の
観
念
内
容
は
、
意
外
に

聖
書
的
で
あ
る
。
ト
マ
ス
の
哲
学
的
思
案
の
根
底
に
は
、
彼
自
身
の
主
体
的
な
神
体

験
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
モ
ー
ゼ
に
と
っ
て
シ
ナ
イ
山
上
の
啓
示
は
、
単
な
る

神
の
名
の
伝
達
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
そ
の
「
在
る
者
」
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
主

体
的
体
験
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
も
「
在
る
者
」
は
単
な
る
哲
学
的

思
案
の
対
象
で
は
な
く
て
、
主
体
的
体
験
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ

の
体
験
を
「
主
体
的
に
受
け
と
め
る
」
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
対
象
化
し
、
普
遍
化

し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
存
在
論
の
体
糸
を
築
き
上
げ
る
こ
と
、
そ
こ
に
ト
マ
ス
の

使
命
が
あ
っ
た
。
そ
の
使
命
を
果
す
こ
と
こ
そ
は
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
、
「
在
る
者
」

の
主
体
的
体
験
を
真
の
意
味
で
「
主
体
的
に
受
け
と
め
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を

も
と
に
し
て
「
主
体
的
に
は
た
ら
く
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
次
に
、
同
じ

「
在
る
者
」
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
、
ト
マ
ス
と
は
異
る
解
釈
を
考
察

す
る
が
、
そ
こ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
解
釈
の
根
底
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
白
身

の
「
在
る
者
」
の
主
体
的
体
験
の
存
す
る
こ
と
を
み
と
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
体
験

に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の
「
共
通
性
」
を
示
す
こ
と
、
そ
れ
が

こ
の
論
文
の
目
的
で
あ
る
。

の
解
釈
を
み
て
き
た
が
、

こ
こ
で
当
然
問
題
と
な
る
の
は
、

ト
マ
ス
と
並
び

四



四

中
世
哲
学
の
柱
を
な
す
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、

『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』

の
同
じ
箇
所
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
多
く
の
点
で
ト
マ
ス
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
が
、

「
在
る
者
」
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
両
者
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が

み
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
み
と
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
関
係
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
両
者
の
解
釈
は
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
特
色
を

有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
浮
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
在
る
者
」
と
し
て
の
神
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と

ト
マ
ス
の
解
釈
の
比
較
と
い
う
仕
事
は
、
既
に
先
人
に
よ
っ
て
こ
こ
ろ
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
ジ
ル
ソ
ン
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

(
七
五
)

の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
ジ
ル
ソ
ン
は
、

「
在
る
者
」

の
解
釈
に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
の
相
違
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
両
者
の
解
釈
は
根
本
的
に
呉
る
の
で
あ
っ
て
共
通
性
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
の
相
違
は
、

存
在
(
エ
ッ
セ
)

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の

(
七
六
)

の
把
え
方
の
相
違
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
両
者
の
哲
学
の
性
格
の
根
本
的
相
違
を
規
定
す
る
と
い
う
。
ア
ン
ダ
ー

ソ
ン
の
研
究
は
、
こ
の
ジ
ル
ソ
ン
説
に
対
す
る
根
本
的
批
判
の
上
に
成
立
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
ジ
ル
ソ
ン
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と

の
共
通
性
と
内
的
連
関
を
全
く
見
落
し
て
い
る
。

「
在
る
者
」
の
解
釈
に
お
い
て
両
者
は
対
立
す
る
ど
こ
ろ
か
実
質
的
に
は
同
一
の
基
盤
に
立
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、

ト
マ
ス
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
た
「
在
る
者
」
の
思
想
を
、

ス
コ
ラ
哲
学
的
概
念
と
用
語
と
を
も
っ
て
表
現
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
以
下
に
お
い
て
、
ま
ず
ジ
ル
ソ
ン
説
を
考
察
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
次
に
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
ジ
ル
ソ
ン
批

判
と
彼
自
身
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
解
釈
を
考
察
し
よ
う
〔
本
論
文
第
八
章
以
下
〕
。

(
七
七
)

テ
ィ
ヌ
ス
解
釈
に
不
満
を
い
だ
い
て
い
た
。
最
近
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
研
究
を
一
読
す
る
に
お
よ
び
、
日
頃
自
分
の
感
じ
て
い
た
こ
と
が
そ
こ
に
明
瞭
に
、

私
自
身
は
、
既
に
久
し
い
以
前
か
ら
、
ジ
ル
ソ
ン
の
ア
ウ
グ
ス

か
っ
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
み
て
、
非
常
な
愉
快
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
も
し
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
研
究
を
読
ま
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
或
る
程

度
の
自
信
を
も
っ
て
こ
の
論
文
を
発
表
す
る
気
に
な
れ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
所
説
に
は
全
面
的
に
賛
成
で
あ
る
が
、

し
か
し
私
自
身
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の
「
在
る
者
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
そ
の
書
の
う
ち
に
述
べ
て
い
る
以
外
の
こ
と

を
考
え
て
い
る
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
は
「
在
る
者
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
二
重
の
観
点
か
ら
比
較
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
う
。

一
つ
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
ト
マ
ス
へ
と
発
展
し
完
成
し
て
ゆ
く
側
面
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
在
る
者
」
の
解



釈
の
う
ち
に
は
、
彼
自
身
そ
れ
を
十
分
に
了
解
し
な
が
ら
し
か
し
そ
の
表
現
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
な
い
も
の
が
残
っ
て
い
た
。

ト
てず

ス
のの
解解
釈釈
は、は

アこ
ウの

「
在
る
者
」

グ
ス
日
ア
イ
ヌ
ス
の
そ
れ
の
完
成
で
あ
り
、

こ
の
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、

ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
が
い
わ
ん
と
し
て
い
い
え
な
か
っ
た
も
の
を
明
瞭
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ト
マ
ス
の

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
対
す
る
そ
の
完
成
者
と
し
て
の
ト
マ
ス
の
優

位
を
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
他
国
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

た
の
で
は
な
く
、

「
在
る
者
」

の
解
釈
は
、
全
面
的
に
ト
マ
ス
の
う
ち
に
吸
収
さ
れ
つ
く
し

ト
マ
ス
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ジ
ル
ソ
ン
も
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
も
言
及
し
て
い
な
い
が
、
私

こ
の
論
文
の
最
後
に
述
べ
る
こ

と
に
す
る
。
以
下
、

「
在
る
者
」

に
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
解
釈
を
特
色
づ
け
る
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

(
一
)
ジ
ル
ソ
ン
説
と
そ

ア
ウ
グ
ス
日
ア
イ
ヌ
ス
の

の
解
釈
に
つ
い
て
の
考
察
を
、
次
の
順
序
で
す
す
め
て
ゆ
こ
う
。

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
説
と
そ
こ
に
残
さ
れ
た
問
題
〔
八
l

一
O
章
〕
。

の
批
判
〔
五
l

七
章
〕
。
/調、、

一一、、../

の
解
釈
の
比
較
〔
一

一
章
以
下
〕
。

(
七
五
)
ジ
ル
ソ
ン
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
・
ト
マ
ス
に
関
す
る
見
解
は
、
一
九
四
一
、

二
年
頃
を
転
機
と
し
て
大
き
く
変
る
。
彼
は
そ
の
研
究
を
デ
カ
ル
ト
に
及
ぼ
し
た
ス

コ
ラ
哲
学
の
影
響
の
実
証
的
研
究
を
も
っ
て
始
め
た
の
そ
れ
と
と
も
に
中
陀
判
学
の

研
究
を
お
し
す
す
め
、

H
h
任
。
日
日
間
自
ow
山口件円。合。氏。ロ

g
a
a
p
s
o
r
m同・

1

吋
r。
g
g
円
K
F
A
ロ山口

(
S
H
S
W
F
H凶匂}岡山
MCmOMM}比
o
mロ
目
。
可
g
m
w
m伶
(
忌
M
M
)

円
印

刷

v
r
ロ。問。同
Mr
ぽ
仏
ぬ
印
仲
・
出
。
ロ
ω
4
0
ロ門出口同
(
]
S
N
K
H
)
)
W

同ロ可。仏ロの昨日。ロル

}
d
C
M
仏ぬ仏ぬ∞仲・

〉
ロ
関
口
丸
山
口
〈
H
S
9・一
C
F
b
o
r
m
F
o
g判明昨日告。円四
m
g・
国
母

S
え
(
凶
器
品
〉
等
を

相
い
つ
い
で
発
表
し
、
こ
の
間
、
一
九
一
一
一
二
年
に
は
名
著
吋
中
世
哲
学
の
精
神
h

円
佐
官
町
仏
o
r
z
r
g℃
Z
O
B匙
芯
g
r
を
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
著
作
を
過
し
て

彼
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
・
ト
マ
ス
に
つ
い
て
の
見
解
を
う
か
が
う
に
、
両
者
の
存

在
論
的
立
場
を
明
瞭
に
対
立
さ
せ
る
様
子
は
な
い
。
一
九
二
六
年
に
彼
は
、
「
型
ト

マ
ス
は
な
ぜ
型
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
批
判
し
た
か
』

MM。
c
Z口
氏
え
・
吋
，
r。日
g
印

。吋
X
S忌
師
同
・
〉
ロ
m
g江
口
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
が
(
K
F
R
E
4
2

仏
t∞円。即日

仏。の
a
S
F
2
E拡
E
5
円
山
口
目
。
ヨ
ロ
仙
mo
〈
C
M
M・
m
l
ロ
ヴ
、
こ
こ
で
取
扱
わ
れ

/戸町、、

一一'-'" 

「
在
る
者
」

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
の

て
い
る
の
は
認
識
論
に
関
す
る
こ
と
で
、
存
在
論
の
次
元
に
お
け
る
断
絶
に
ま
で
は

言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
両
者
の
存
在
論
上
の
共
通
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
特
に
、

F
w
g
H
E
?
:
第
一
一
一
章
円
常
B

a
窓
口
か
の
g
a
F
M
M・
g
w
g件。
N

参
照
。
し
か
る
に
一
九
四
一
年
発
表
さ
れ
た
『
神
と
哲
学
』
の
え

S
L
E
M口。
g
z
w

に
お
い
て
は
、
両
者
の
存
在
論
上
の
相
連
が
指
摘
さ
れ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
存

在
概
念
は
ト
マ
ス
の
そ
れ
の
よ
う
に

2
5
8皆
目
で
は
な
く
て

2
8
5主
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
(
同
議
℃
・
白
)
。
さ
ら
に
翌
年
出
版
さ
れ
た
吋
ル
・
ト
ミ
ス
ム
』
第
四

版
に
お
い
て
は
、
旧
者
は
大
巾
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
旧
著
に
お
い
て
は
、
ト
マ
ス

の
存
在
の
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
ル
な
性
格
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
言
及
さ
れ
ず
、
そ

こ
に
叙
述
さ
れ
た
ト
マ
ス
哲
学
は
む
し
ろ
余
り
に
も
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
ル
な
色
彩
の

も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
第
四
版
で
は
特
に
あ
ら
た
な
章
開
巴
a
8
8
2同
g
z
b

を
設
け
て
、
ト
マ
ス
存
在
論
の
性
格
を
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
ル
、
ア
ウ
グ
ス
ス
テ

ィ
ヌ
ス
の
そ
れ
を
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
ル
と
規
定
し
、
両
者
の
存
在
論
的
立
場
を
鋭
く

対
比
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
彼
は
あ
い
つ
い
で
旧
著
の
改
訂
版
を
出
す
が
、
そ
れ

四



ら
に
お
い
て
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
|
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
の
対
立
凶

式
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
一
九
四
八
年
『
有
と
本
質
』
円
宮

B
E
r
a
s
B
は、

ト
マ
ス
の
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
を
最
高
の
哲
学
的
立
場
と
す
る
見
地
か
ら
、

古
今
の
哲
学
説
を
批
判
し
た
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
博
識
に
驚
く
と
と
も
に
、

そ
の
哲
学
的
思
案
の
単
純
さ
に
失
望
す
る
。
そ
れ
以
後
ジ
ル
ソ
ン
は
な
お
多
数
の
著

作
を
発
表
し
て
い
る
が
、
基
本
的
図
式
は
変
ら
な
い
。
彼
は
文
献
を
広
く
読
み
、
手

ぎ
わ
よ
く
ま
と
め
る
が
、
テ
キ
ス
ト
を
深
く
読
ん
で
は
い
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け

る
。
む
し
ろ
前
期
の
著
作
の
方
が
充
実
し
て
い
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

r
B
g
司・

〉
ロ
含
話
。
ロ
は
、
ト
ロ
ン
ト
で
学
ん
で
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
ジ
ル
ソ
ン
の
指
導
も

受
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
『
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
存
在
』
印
?
〉
ロ
m
C
3
5
8仏

国
忠
口
問

(
5
8
)
に
お
い
て
、
ジ
ル
ソ
ン
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
解
釈
を
鋭
く
批
判

し
て
い
る
。

(
七
六
)
ジ
ル
ソ
ン
は
い
う
。
両
者
の
存
在
論
的
立
場
の
相
違
は
、

そ
の
「
在
る
者
」

ジ
ル
ソ
ン
は
「
在
る
者
」

四
四

の
解
釈
に
お
い
て
明
白
に
み
と
め
ら
れ
る
と
。
円
、
。
円
宮
田
町
B
0・
印
注

(
5
h
)
℃-

H
N
品
・
宮
包
聞
で
}
阿
佐
E
F
5
8
5
句
作
同
自
立
門
目
。

-
5
g
R
S同
旬
。
日
山
吉
田
F
E
Z
宮
〈
2
3

8
8
B
U
ω
E
E
コロ昨日間】
H
b
g
t
oロ

g
印
。
ロ
片
山
内
同
}
ぽ
需
品
ロ
件
。
M
n
Z
L
O
T
一閃凶。【

r
p

]
山
門
阿
ロ
ぬ
}
}
⑦
間
同
百
円
〉
ロ
関
口
田
氏
ロ

mwm
協
同
出
口
m
L
g
凶
作
ロ
仲
良
品
芯
w
2
0
0

コ
ロ
広
告
円
。
片
山
昨
日
。
ロ

R
5
0
2
E
F
Lロ
自
ゆ
目
。
件
。
M

円
宮
内
山
口
が
牛
舎
巴
。
担
】
か
め
由
巳
三
吋
r
o
B
S
円
〉
ρ
旦ロ・

こ
こ
で
両
者
の
立
場
は
、
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ト
と
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス

ト
と
し
て
対
比
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ル
ソ
ン
の
い
わ
ゆ
る
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ

ス
ム
、
エ
ク
シ
ス
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
の
意
味
は
、
以
下
の
考
察
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
は
い
わ
ゆ
る
「
実
存

主
義
」
と
は
さ
し
あ
た
り
何
の
関
係
も
な
い
。

(
七
七
〉
拙
論
『
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る

g
括
と

R
U
Z
B
に
つ
い
て
』
追
記
(
一
一
〉

(
哲
学
研
究
四
四
三
号
、
昭
和
三
一
年
)
℃
・

8
@ふ
さ
参
照
。

に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
の
解
釈
の
相
違
と
、

数
多
く
の
著
作
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
。

そ
の
相
違
が
有
す
る
重
要
な
意
味
に
つ
い
て
、

(
七
八
)

そ
の
う
ち
ジ
ル
ソ
ン
説
を
知
る
の
に
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
の
は
、
『
ル
・
ト
ミ
ス
ム
』
円
。
任
。
5
ぽ
目
。
と
、

(
七
九
)

『
中
世
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
史
』
同
町

g
q
え
の
『
笠
宮
口
沼
己
。

gHvr可
Z
F
o
宮
正
門
出
。
〉

m
g
と
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、

英
文
で
書
か
れ
た

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の

「
在
る
者
」

う
ち
に
両
者
の
相
違
点
が
要
約
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
『
哲
学
史
』

の
解
釈
に
つ
い
て
詳
細
な
比
較
的
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
簡
潔
な
叙
述
の

次

ム
ιコヨ

に
お
け
る
所
論
の
考
察
に
す
す
む
こ
と
に
し
よ
う
。

『
哲
学
史
』ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
哲
学
的
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
深
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
彼
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
受
容
の
仕
方

お
よ
び
ト
マ
ス
の
そ
れ
と
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

か
し
同
時
に
ま
た
彼
は
聖
書
に
よ
っ
て
神
を
「
在
る
者
」

に
よ
っ
て
ジ
ル
ソ
ン
の
見
解
の
要
点
を
と
ら
え
、

『
ル
・
ト
ミ
ス

に
お
い
て
ジ
ル
ソ
ン
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
哲
学
の
特
色
を
。
フ
ロ
テ
ィ
ノ
スし

に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
最
高
の
も
の
を
「
在
る
者
」

で
あ
る
と
信
ず
る
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
。

こ
れ

と
し
た
上
で
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
を
受
け
容
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
彼
の
存
在
論
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
そ
れ
と
異
る
性
格
の
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
相
違
は
次
の
点
に
在
る
。

(
二
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
「
存
在
」



の
上
に
ご
者
」
を
置
く
。
彼
に
と
っ
て
「
一
者
」

こ
そ
は
「
存
在
」
を
も
越
え
る
究
極
の
も
の
で
あ
る
。し

か
し
彼
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の

「
一
者
」
を
否

「
存
在
」
を
越
え
る
究
極
の
も
の
は
あ
り
え
な
い
。

の
と
信
ず
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
、

こ
れ
に
対
し
、

「
在
る
者
」
を
最
高
の
も

は

叶
在
る
者
」
が
す
な
わ
ち
ご
者
」

/"、、、

一一¥叩/

「
一
者
」
が
「
存
在
」
を
越
え
る
と
い
う
説
を
み
と
め
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て

(八

O〉

と
な
る
。

に
帰
せ
ら
れ
て
い
た
自
己
同
一
性
と
、
氷
遠
性
と
は
ア

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
「
一
者
」

定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
「
在
る
者
」
な
る
神
に
帰
せ
ら
れ
る
。
彼
に
と
っ
て
自
己
同
一
性
な
い
し
不
変
性
と
永
遠
性
と
は
「
在
る
者
」
な
る
神

(
八
一
)

の
本
質
的
特
徴
と
な
る
。

こ
こ
か
ら
ま
た
、

(
一
一
一
)
存
在
論
の
問
題
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
で
は
異
っ
て
く
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ

こ
れ
に
対
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
永
遠
な
る
神
と
時
間
的

一
な
る
者
と
多
な
る
世
界
と
の
関
係
が
問
題
で
あ
っ
た
。

(
八
一
一
)

世
界
と
の
関
係
が
問
題
の
中
心
と
な
る
。

ス
に
お
い
て
は
、

ト
マ
ス
は
「
在
る
者
」
を
「
存
在
の
純
粋
現
実
態
」

え
る
。
し
た
が
っ
て
ト
マ
ス
に
お
け
る
根
本
問
題
は
、
純
粋
現
実
存
在
と
分
有
さ
れ
た
現
実
存
在
と
の
関
係
に
な
る
。
要
す
る
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に

と
し
て
把

ト
マ
ス
は
こ
の
二
者
い
ず
れ
と
も
異
な
る
。

お
い
て
は
一
と
多
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
永
遠
と
時
間
、

ト
マ
ス
に
お
い
て
は
純
粋
現
実
存
在
と
分
有
さ
れ
た
現
実
存
在
と
の
関
係
が
、

存
在
論
の
根
本
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の
相
違
は
、
前
者
が
「
在
る
者
」

こ
と
を
不
変
性
と
し
て
把
え
る
に
対
し
、
後
者
が
そ
れ
を
現
実
態
と
し
て
把
え
る
こ
と
の
う
ち
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

(
七
八
)
円
ぬ

F
O
B
U
B
P
-
E
B
L
c
n色。ロ
2
∞
匂
印
応
目
。
円
山
内
凶
器
山
口
同
寸
「
。
B
B

門

T
K
F
A
E
P

広
仏

(
S
H
S
W
以内山

(HCNSWω
主

(
E
N
d
-
第
三
版
ま
で
は
頁
数
は
漸
次
増
加
し
て

い
る
が
内
容
の
実
質
的
変
化
は
な
い
。
し
か
る
に
第
四
版
(
お
お
)
に
お
い
て
は
根

本
的
改
訂
が
ほ
ど
こ
さ
れ
門
註
(
七
五
)
参
昭
一
]
、
副
題
も
『
可

&
R
t
s
v
g・

MMZ目。
8
℃
『
ぽ
仏
ぬ
間
同
町
民
吋
r。
B
S
仏
メ
A
Eロ
と
改
め
ら
れ
頁
数
も
増
大
し
て
い
る
。

以
下
の
引
用
に
お
い
て
は
第
五
版

(
5
h
)
を
用
い
る
c

内
容
的
に
は
第
四
版
と
殆

ん
ど
変
ら
な
い
。

(
七
九
〉
「
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
」
の
概
念
は
ジ
ル
ソ
ン
に
お
い
て
独
自
の
意
味
を
も

つ
。
そ
れ
は
一
九
三

0
年
代
の
い
わ
ゆ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
論
争
」
の
試
錬
を
へ

て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
円
。
品
同
町
内
凶
作
宮
司
広
F
8
M
L
5

に
お
け
る
「
在
る
」

(
エ
ッ
セ
)

と
い

h

つ

日
位
拡
a
g
F
N
E
C
E
S
第
一
、
二
章
に
詳
し
い
。
戦
後
ジ
ル
ソ
ン
は
「
キ
リ
ス

ト
教
哲
学
」
の
名
の
も
と
に
、
生
、
佳
の
研
究
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
意
図
を
示
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
五
年
町
中
世
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
史
町
一
九
五
七
年

『
聖
ト
マ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
』
吋

z
n
r片山
2
2ロ
司

E
r
g
-
M
M可
え
印
巳
己

叶

r。日
g
〉

azzs、
一
九
五
九
年
円
聖
ア
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
』

吋，

z
n
Z
5
3ロ
担
比
一

ao宮
司
C
町
田
・
〉
話
口
同
氏
ロ
ゆ
を
出
し
て
い
る
。
以
下
の
引

用
は
一
九
五
五
年
版
を
用
い
る
。

(八

O
〉
前
掲
書
匂
・

8
・〉
R
O丘
町
ロ
ぬ
吉
岡
v
t
t
g
p
任
命
印
r
S
F件。

q
r
a
匂同町
H
H
1
1
0

調
印
回
忌
。
。
ロ
m
w
w

者

z
n
r
rぬ
句
。
∞
吉
弘
ー
己
5
4
0
2
ω
ロ『ぬいロ畑町・

z
o
d
F
ぽ

F
O
B
E円目

。内向

(ur民
間
神
宮

P
F
2
0
2
ロ♀
rF
ロぬ

mrO40
の。
LW
阻ロ仏包ロ
2
4司
ぬ

r
ロ。者向吋
C
B
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St. Augustine. 

(<1 1) i~!il捌ill p. 71. In a d∞tFIne where God is， before anything else， 

eternity and immutability， the main metaphysical problem is the 

relation…of time to eternity. In Plotinus， the main metaphysical 

problem had been the relation of the manifold to the one;… 
(ぐ11]) 糧事抑 p.71. in Thomas Aquinas， it was going to be 

relation of participated acts of being to the supreme act of Esse; ... 

g[1く

Scripture that God is He who is， we also know that the absolutely 

五rstprinciple is being. Naturally， Augustine admits that God is the 

but he does not subordinate being 

the 

he one， 

identifies the one with Being. 

(ぐ 1) i~!il宣明m p. 71. Augustine applies to God the Plotinian notion 

of being， conceived as entity itself， always identical with itself， that 

is， both eternal and unchangeable. Eternity and immutability will 

always remain the two main attributes of God in the doctrine of 

rather， the one: to 
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(2) ~\産。

(< 1() In loann. tract. 38， n. 10. Quid sit ipsum esse， dicat cordi， 

intus dicat， intus loquatur; homo interior audiat， mens capiat vere 

esse; est enim semper eodem modo四 se.…resenim quaelibet， prorsus 

qualicumque excellentia， si mutabilis est， non vere est; non enim est 

ibi verum esse， ubi est et non esse (PL 35， 1680). Le thomisme， p. 

126 note (2)執竪。

(ぐ平) Le thomisme， p. 74-75. Ie t:o dνplatonicien se definit par 

opposition au t:o 7l戸Of1ε凶 ν，l'etre et le contraire du devenir.…Telle 

出 tprecisement la notion de I'etre dont， grace a Platon， saint Ausustin 

s'est trouve devenir l'heritier. Chez lui， comme chez Platon， l'opposition 

existentieIIe radicale de I'etre au neant s'e在acedevant Ia distinction 

(<酉) De civ. Dei VIII. c. 11. quod， cum ad sanctum Moysen ita 

verba Dei per angelum perferantur， ut quaerenti quod sit nomen 

eius， qui eum pergere praecipiebat ad populum Hebraeum ex Aegyp-

to liberandum， respond回 tur:Ego sum qui sum， et dices filiis Israel : 

Qui est， misit me ad vos， tamquam in eius comparatione， qui vere 

est quia incommutalilis est， ea quae mutabilia facta sunt non sunt， 

vehementer h∞ Plato tenuit et diligentissime commendavit (PL 41， 

236). Gilson， Le thomisme， p. 124， note (1) ~蛮。

(ぐ出) De doctr. christ. 1， c. 32， n. 35. IlIe enim summe ac primitus 

出 t，qui omnino incommutabilis邸 tet qui plenissime dicere potuit: 

Ego sum; et: Dices eis: Qui est， misit me ad vos. Ut cetera， quae 

sunt， et， nisi ab illo esse non possint et in tantum bona sint， in 

quantum acceperunt， ut sint (PL 34， 32). Le thomisme， p. 124， note entre ce qui <<est vraiment>> et ce qui <<n'est pas vraiment>>. 
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四
ハ、

シ
ア
に
当
る
ラ
テ
ン
語
は
エ
ツ
セ
ン
テ
ィ

7
2
2
E庄
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
、

「
在
る
者
」
な
る
神
に
は
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う

名
称
が
最
も
適
合
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
箇
所
と
し
て
ジ
ル
ソ
ン
は
『
三
位
一
体
論
』
第
七
巻
五
章
一
の
節
を
引
用
す
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う

名
の
示
す
よ
う
に
不
変
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
た
だ
神
の
み
が
真
実
の
意
味
で
「
在
る
」

か
つ
本
来
の
意
味
で
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
は
「
在
る
者
」
と
い
う

(
八
八
)

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
「
在
る
」

(
エ
ッ
セ
)

/戸、¥

二こ

に
い
わ
れ
て
い
る
。
神
は
真
実
に
、

ツ
セ
)

か
ら
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
が
、
神
に
は
第
一
義
的
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、

，--ヘ、

一
'-.../ 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
存
在
論
は
「
本
質
」

(
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
)
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

「
存
在
」

(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
を
基
調
と
す
る
ト
マ
ス
の
存
在
論
に
鋭
く
対
立
す
る
こ
と
に

な
る
。
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
神
の
存
在
を
本
質
(
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
)

と
し
て
把
え
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
は
、

ア
ン
セ
ル
ム
ス
、
聖
ヴ
ィ

ク
ト
ル
の
リ
シ
ャ

l
ル、

ス
ム
)

ヘ
イ
ル
ズ
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
を
へ
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
に
到
る
中
世
哲
学
に
お
け
る
本
質
主
義
(
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ

(
八
九
)

の
伝
統
の
源
泉
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
的
伝
統
の
特
色
は
、
神
の
存
在
を
永
遠
不
変
の
本
質
と
し
て
内
面
的
に
把
え
る
点
に
あ
る
。

こ
の
伝
統
に
属
す
る
哲
学
者
た
ち
は
、
神
の
存
在
を
も
外
的
自
然
の
う
ち
に
で
は
な
く
む
し
ろ
自
己
の
内
面
に
も
と
め
、
推
論
で
は
な
く
む
し
ろ
精
神

の
内
な
る
光
に
よ
っ
て
直
観
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
ト
マ
ス
は
、

把
え
る
。
こ
の
世
界
は
存
在
の
純
粋
現
実
態
た
る
神
を
そ
の
存
在
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
神
の
存
在
は
自
己
の
内
面
に
で
は
な
く
、
実
在
す
る
外

「
在
る
者
」

の

「
在
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
存
在
の
純
粋
現
実
態
」
と
し
て

的
世
界
と
の
存
在
連
関
の
う
ち
に
も
と
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
神
の
存
在
論
証
も
、
在
ら
し
め
ら
れ
て
在
る
存
在
者
か
ら
在
ら
し
め
て
在
る
存
在
そ

の
も
の
へ
と
、
存
在
の
因
果
的
連
関
を
辿
っ
て
第
一
原
因
に
い
た
る
と
い
う
推
論
の
道
を
と
る
。
か
く
て
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
神
の
存
在
論

(九
O
)

証
は
、
主
観
的
な
直
観
と
か
照
明
と
か
い
う
方
法
で
は
な
く
、
客
観
的
学
問
的
証
明
と
し
て
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

に
始
ま
る
本
質
論
的
存
在
論
に
対
し
、

(
九
ご

革
命
的
な
で
き
ご
と
で
あ
る
。
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

エ
ク
シ
ス
テ
レ
と
い
う
意
味
で
の
存
在
に
も
と
づ
く
存
在
論
を
樹
立
し
た
こ
と
は
、
存
在
論
の
歴
史
に
お
け
る

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
に
お
け
る
こ
の

「
存
在
」

(
エ
ッ
セ
)
把
握
の
根
本
的
相
違
を

理
解
す
る
こ
と
な
し
に
は
、

ト
マ
ス
哲
学
の
真
価
を
十
分
に
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

(
八
八
)

ロ
ぬ
ま
ロ
・
〈
口
w

。・

P

ロ・

5
・
C
ロ
L
O
B出
回
以

g
g
B
g仲
ロ
2
B
m
r
g
z
o

z
g
E
5
2
B
5
8江
口
門
口
。

B
5
0
5
X巳
Z
B
E
E
-
o
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官

H
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s
z
c
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devoree par l'Esse. 

11m 程掛U~ 二 Y..+ミ~~ミ長笠，. r相心Y・同時栴JQ f>-.. ~ '~."，< ，トヤ KKと」吋ト9験器誌やユ YQ"，¥え?¥入 Ql藍程品)r{ {，! Q tJ ~ t{d 

3ミ，. }.JQ 穏U0 ユ Y~lffi安心身ゅよnê制緩~.-J Y r{斗小o ~-iヰさま~Q g[屯êU1hi AJ定.-0~ I'{d 0 (1) ト令、 Klトヤ KK~語B制mQ r側I'{d

梅」指示包!トヤ ¥ K Qr 1構JAJ@: 1属.-JY二時〔特無料111糧JO(11)トむ王、 K'トヤ KK土lAJ¥'い「件起J (時ト平)笠持者対

主百三宝長手当心身二 (1111渥JO(11 1)定Q~0 平さま H 示ギ入 1トヤト千)~1{ð0 (思)ト ~'~K'トヤ KKQ{r;þ禅;程竺#餌( ~ト平入 1ト

ヤド)品i時思AJ;.，-. I'{d --4l Q tJ ~ ¥' Y"枠組(~ ~\::. K'ト込)品}時穏AJ令、ゅよI'K Qi牛w縄入j笠暖#~U Ii!まおI{ð (11111謡JO -1hi恥

( 1 )ゐ心部~.-J Y会主 J JI' 
0 露三 r{...D~{，!吋小三(#無料11糧y OI'¥ 0. ，トヤ \KU兵二 Y~" 1 栴 AJ降傾 AJ:!三副宗杓~よ)0 牛記

笠!構会心ヨヨI{diミ，. 1榊笠{宇掃射}.Jば1'{d--4lQ tJ ~ ¥' ~O 1.縛笠持禅Q~医長tJ~l{ð~会斗J ~{ITI.m吹き三降雨みJ}.J 吋I'{ð~会会吋 U" {宇禅;.，-.I{d

心当ユ兵長吋必会¥'{，!O 1 栴 Jミ心ヨヨI{ð--4l Q 笠「闘記」千)~..Ç;\" r厚手記J (κ-K) AJ r持制J (長入) AJ笠"I'¥0. ，トヤ \KU~ 二

菌兵



て
は
、

二
に
し
て
一
、

(
九
二
)

一
に
し
て
二
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
。

し
か
し
真
の
意
味
で

か
く
て

「
同
一
な
る
者
」

と
い
う
名
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に

五
O

「
同
一
な
る
者
」

は
一
者
で
あ
り
、
存
在
は
理
性
と
の
同
一
性
の

ゆ
え
に
或
る
意
味
で

「
同
一
な
る
者
」

で
あ
る
が
、
完
全
な
意
味
で
そ
う
い
わ
れ
え
な
い
。

(
九
一
二
)

た
だ
一
者
に
の
み
帰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
し
て
の
神
こ
そ
は
根
原
的
で

お
い
て
は
、

「
在
る
者
」

あ
っ
て
、

そ
れ
を
こ
え
る
い
か
な
る
根
原
も
あ
り
え
な
い
。

し
た
が
っ
て

し
か
る
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、

と
な
る
。
事
実
ア
ウ
グ

「
在
る
者
」
が

(
九
四
)

の
名
で
呼
ん
で
い
る
。
同
一
な
る
者
は
「
い
つ
も
同
じ
よ
う
に
在
り
」
招
百
四
百
円

い
つ
も
た
だ
、
あ
る
、
あ
る
者
で
あ
る
。
そ
れ
が
神

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
し
ば
し
ば
神
を
「
同
一
な
る
者
」
広
G
Z
B

永
遠
不
変
で
あ
る
。
あ
っ
た
と
か
あ
る
で
あ
ろ
う
と
か
い
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

(
九
五
)

と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

目。門目。

g
B、

の

「
在
り
て
在
る
者
」

こ
の
よ
う
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が

ーっ

た
し
か
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
が
み
と
め
ら
れ
る
。

「
一
者
」

で
あ
り
「
同
一
な
る
者
」

gpse 

「
在
る
者
」
を
不
変
性
の
側
面
か
ら
把
え
る
と
こ
ろ
に
は
、

者」

と
同
一
視
し
て
い
る
と
い
う
ジ
ル
ソ
ン
説
は
承
認
さ
れ
う
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
聖
書
の

〈
九
一
一
)
理
性
と
存
在
と
が
二
に
し
て
一
な
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

一
者
か
ら
出
た
も
の
は
、
一
者
を
眺
め
る
た
め
に
立
ち
ど
ま
る
。
立
ち
ど
ま
る

q
誌
q
a

こ
と
に
よ
っ
て
存
在
守
と
な
る
。
眺
め
る

R
Q
こ
と
に
よ
っ
て
理
性

sr

と
な
る
。
、
だ
か
ら
存
在
と
理
性
と
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
一
者
に
対
し
て
第
二
の

「
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
」
宮
内

hqg史
的
と
い
わ
れ
る
。
開
ロ
ロ
・
〈

-
N
L・開ハ

h

胃~日旬、
V
H
3も
や
内

川
町
民

5
2
A
R『内
崎

Q
U叶

a
a
p
h判。喝、宮町
F
同
町
九
犯
さ

r
S
1
u
a
段門
H
aで
S
F・時尚一向~。
P

T
3
1聞
包

&
L
Y
Q
g
w
弘
、
急
句
会
志
向
叶
R
R
R
P・

(
九
一
二
)
す
べ
て
の
存
在
者
の
な
か
で
最
も
単
純
な
「
理
性
」
に
お
い
て
す
ら
、
思
惟

す
る
「
ヌ

l
ス
」
ピ
忌
と
思
惟
さ
れ
る
「
ノ
エ
ト
ン
」

E
苛
守
と
の
複
合
が
み
と
め

ら
れ
る
。
「
ヌ

l
ス
」
と
「
ノ
エ
ト
ン
」
と
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
根
原
‘
岡
崎
&

払

g
g
h
Q
~
芯
包
ゼ
忌
叶
も

r
S叶
守
こ
そ
は
、
完
全
に
自
己
同
一
的
な
も
の
で
あ
る

(
開
ロ
ロ
・
口
同
一
・
∞
唱
。
)
。

(
九
四
)
a
L
f田
口
自
》
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
直
接
に
は
円
詩
編
』
第
四
篇
九
節

の
同
ロ
宮
B
E
E
f
g
B
L
R
B
U
B
2
5
A
E
g
g
s
-
か
ら
と
り
、
こ
れ
を
『
詩

「
在
る
者
」
を
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の

篇
』
第
一

O
一
篇
二
八
節
の
叶
ロ

g
g
B
E
O
B
f
g
F
2
8
Z
E
ロ。ロ

円四色。

FOE-
と
結
び
つ
け
て
神
の
名
と
し
て
い
る
。
開

E
R
吉
岡
M
回-
H

品。
u

ロ
・
ロ
-

E
苦
言
自
民
問
。

E
o
m伯仲
w
ρ
g
a
m
E
向日付

E
B
g丹
江
口
宮
口

S
Vぽ

g
w
E
g
c
g
-

rロ
ロ
苫
円

U
Z
E
H
B自
庄
内
w
B
f
8
2
w
O
H
mロ
ロ
ル
仲
巳
ロ
。
ロ
仏
弘
氏
。
己

(
M
M
F
ω
J
F

H
8
3・
こ
の
名
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
主
な
箇
所
は
、
『
告
白
』
第
九
巻
四
章
一
一

節
、
一

O
章
二
四
節
。
『
三
位
一
体
論
出
第
三
巻
二
章
八
節
。
『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
道
徳
』
第
一
巻
一
四
章
二
四
節
。
豆
汗
篇
講
解
』
第
二
二
講
一
ニ
、
五
、
六
節
。

一
四
六
講
一
一
節
。
こ
の
語
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
、
デ

ク
レ
版
ア
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
全
集
第
一
四
巻

F
g
n
s
r
a
s
p
吋
。
自
O

N

(

お
お
)

に
附
せ
ら
れ
た
ソ
リ
ニ
ヤ
ッ
ク
の
註
唱
・

8
0
!
日
巴
参
照
υ

(
九
五
)
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
丘
島
宮
ロ
自
》
と
は
「
永
遠
な
る
も
の
」
で
あ

り
、
そ
れ
は
そ

l
ゼ
に
啓
示
さ
れ
た
「
在
る
者
」
に
ほ
か
な
な
ら
な
い
。
開

ER-

E
司∞
-
M
N
H
W

ロ
・
伊

O
巳仏

g同

E
f
g
B可

0
5円山田命日間》
2

8
庁
自
自
己
。
何
回
仲

U

G
H
M
O
仏
ロ
。
ロ
目
。
仏
。
巳
宮
内
Y
E
目
。
ι。
己
宮
内
山
0
2・
0
E
C円

H
g昨
日
m。
E
f
z
s
w



口一

aw
向山口。円四

g
乙

oa仏

g同

ρg内
問
自
己

O
C
O門
同

8
z
g
c
s
gヶ
:
・
何
件
A
C
広

g円

s
c
a
g仲
WEa--町
内
山
口
町
内
宮
内
自
営
自
ぽ
岳
民
留
品
路
P
向
山
即
位
仲
即
]
}
即
日
開
相
刷
。

g
B
a
a
g自
(
思
し

ω
J
F
E
N
N
)

ニ
五

次
に
(
二
)

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
「
存
在
」

(
エ
ッ
セ
)

は
「
不
変
性
」
で
あ
る
と
い
う
ジ
ル
ソ
ン
説
を
検
討
し
よ
う
。
こ
の
説

を
う
ら
づ
け
る
た
め
ジ
ル
ソ
ン
は
一
一
一
つ
の
筒
所
を
あ
げ
た
が
〔
本
論
文
二
二
節
参
照
〕
、

同
じ
こ
と
を
述
べ
た
箇
所
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
の

う
ち
に
多
数
み
い
だ
さ
れ
る
。

「
在
り
て
在
る
者
」
に
言
及
さ
れ
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
に
、
神
が
「
在
る
」
と
は
、
不
変
的
恒
常
的
に
在
る
こ

と
、
永
遠
に
在
る
こ
と
、
か
つ
で
あ
っ
た
が
い
ま
は
な
い
と
か
、
い
ま
は
あ
る
が
い
っ
か
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
か
い
う
こ
と
な
く
、
い
つ
も
荘
る
こ

(
九
六
〉

と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
存
在
す
る
の
は
た
だ
神
の
み
で
あ
っ
て
、
神
以
外
の
も
の
は
す
べ
て
何
ら
か
の
意
味
で

(
九
七
)

の
可
変
性
を
含
ん
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
真
実
に
在
る
者
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
多
く
の
筒
所
か
ら
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
在
る
者
」
を
そ
の
永
遠
性
、
不
変
性
の
側
面
か
ら
把
え
て
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
ジ
ル
ソ

ン
の
所
説
は
正
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
こ
つ
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、

「
不
変
性
」
と
い
う
語
の
も
と
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

は
何
を
理
解
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

一
つ
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
「
存
在
」
と
「
不
変
性
」
と
は
全
く
同
じ
概
念
で
あ
っ
た

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

る
も
の
に
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。

ま

ず

第

一

の

問

題

に

つ

い

て

考

え

て

み

よ

う

。

「

不

変

」

宮

M

自
民
mH仲間
ω

一
つ
は
、
存
在
的
に
不
変
な
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
い
か
な
る
変
化
も
な
し
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
不
変
性
」
と
は
何
合
意
味
す
る
か
。

と
い
わ
れ

白「

不

変
」
を
こ
の
意
味
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
世
の
中
に
不
変
な
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
す
べ
て
は
流
動
し
変
化
し
て
い
る
。
存
在
的
に
不
変
な
る

「
不
変
な
る
も
の
」
と
し
て
存
在
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

も
の
は
、
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
世
の
中
の
す
べ
て
の
可
変
的
な
る
も
の
に
対
し
、

一
つ
は
、
概
念
的
に
不
変
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
数
学
の
定
理
や
論
理
学
の
法
則
の
よ
う
に
、

F
L
R

、0

4

向
し

い
つ
誰
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ

ょ
う
と
も
い
つ
も
か
く
か
く
で
「
あ
り
」
、

時
や
所
や
考
え
る
人
間
の
誰
で
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、

い
つ
も
か
く
「
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
不
変

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
不
変
な
る
も
の
」
は
、
か
な
ら
ず
し
も
可
変
的
存
在
者
に
対
立
し
な
い
。
流
動
変
仕
す
る
世
界
の
中
に
そ
の
流
動
変
化
を
支

配
す
る
法
則
が
あ
り
、
世
界
は
変
化
し
な
が
ら
も
そ
の
法
則
は
不
変
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
不
変
な
る
も
の
」

五



五

、
、
、

は
“
存
在
す
る
と
は
い
え
な
い
。
も
し
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

「
不
変
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
も
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
「
存

在
」
の
意
味
は
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
場
合
「
存
在
す
る
」
と
は
、
何
か
が
実
在
の
世
界
に
「
存
在
す
る
」

(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
こ
と
で

は
な
く
て
、
思
惟
さ
れ
る
た
び
ご
と
に
真
と
し
て
「
理
解
さ
れ
る
」

E
R自
任
と
い
う
こ
と
で
あ
る
「
O

と
こ
ろ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
在
り
て
在

る
者
」
は
不
変
な
る
者
一
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
彼
は
そ
れ
が
い
か
な
る
音

絡
よ
り
み
て
、
答
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
流
動
変
化
す
る
世
界
に
内
在
し
、
そ
の
変
化
を
支
配
す
る
法
則
、
た
と
え
ば
へ
ラ
ク
レ

イ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
「
在
る
者
」
が
不
変
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
流
動
変
化
す
る
世
界

を
超
越
し
、

不
変
不
動
に
と
ど
ま
り
た
も
う
者
と
し
て
「
在
る
者
」
を

「
不
変
な
る
者
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
い

h

フ

「
不
変
な
る
者
」
と
は
、
概
念
的
で
は
な
く
存
在
的
に
不
変
な
る
者
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
そ
れ
は
、
流
動
変
化
す
る
世
界
と
は
全
然
無
関
係
に
永
遠

の
世
界
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
時
間
的
可
変
的
世
界
と
密
接
な
存
在
関
係
に
お
い
て
在
る
。
な
ぜ
な
ら
す
べ
て
の
存
在
者
は
、
こ
の
「
不
変
な

(
九
八
)

る
者
」
か
ら
存
在
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
在
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
在
る
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ル
ソ
ン
は
「
不
変
性
」
の
有
し
て
い
る

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
「
存
在
」

性
」
と
同
義
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
の
説
は
承
認
し
が
た
い
。
た
し
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
存
在
」
の
不
変
性
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
二
義
性
を
十
分
に
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、

(
エ
ッ
セ
)

は
「
不
変

「
在
り
て

在
る
者
」
は
と
り
わ
け
「
不
変
な
る
者
」
と
い
う
側
面
か
ら
把
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
存
在
」
と
「
不
変
性
」
と
は
決
し
て
同
義
で
は
な
い
。
も

し
も
ジ
ル
ソ
ン
の
い
う
よ
う
に
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
「
存
在
」
は
「
不
変
性
」
と
同
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

し
た
が
っ
て
、
神
の
本
質
が

単
に
「
不
変
性
」
に
つ
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
不
変
性
な
る
神
が
、
ど
う
し
て
世
界
を
無
か
ら
創
造
し
た
り
、
こ
れ
に
生
命
を
与
え
た
り
、
人
間
を
愛

罰
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
不
変
性
」
の
み
を
本
質
と
す
る
神
が
、

(
九
九
)

神
」
と
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
哲
学
者
と
し
て
は
神
を
不
変
性
に
お
い
て
把
え
、

し
た
り
、

ど
切
っ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
は
神
を
「
生
け
る

「
生
け
る

神
」
と
し
て
信
じ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
説
明
も
妥
当
し
な
い
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
は
、

「
哲
学
者
と
し
て
の
自
己
」
と
「
キ
リ
ス
ト
者
と
し

て
の
自
己
」
と
を
区
別
し
、
哲
学
者
と
し
て
は
神
を
こ
の
よ
う
に
考
え
、

キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
は
そ
れ
と
は
別
様
に
考
え
る
と
い
っ
た
よ
う
な
二
重
真



学
」
な
る
概
念
は
自
己
矛
盾
に
お
ち
い
る
で
あ
ろ
う
。

理
的
態
度
は
全
然
み
と
め
ら
れ
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ジ
ル
ソ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
哲

「
在
る
者
」

は
不
変
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
か
、
ぎ
り

に
お
い
て
ジ
ル
ソ
ン
説
は
正
し
い
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
た
し
か
に

は
「
不
変
性
」

し
か
し
、
ゆ
え
に
ア
ウ
グ
ス
司
ア
イ
ヌ
ス
に
お
け
る
「
存
在
」

し
く
な
い
。
神
の
存
在
は
不
変
で
あ
る
。

(
エ
ッ
セ
)

で
あ
る
と
い
う
説
は
正

こ
れ
ら
す
べ

し
か
し
不
変
で
あ
る
、
ば
か
り
で
な
く
、
善
で
あ
り
、
義
で
あ
り
、
生
命
で
あ
り
、
愛
で
あ
る
。

て
の
神
の
性
格
は
「
帯
在
」
そ
の
も
の
な
る
神
か
ら
湧
出
す
る
。

こ
れ
ら
の
も
の
は
何
も
出
て
こ
な
い
。
ジ
ル

ソ
ン
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

(

一

O
O〉

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
存
在
」
を
「
不
変
性
」

し
か
し
単
な
る
「
不
変
性
」
か
ら
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
の
有
す
る
豊
か
さ
を
貧
困
化

と
お
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

(
九
六
)
開
E
R
E
F
-
P
ロ
・
ロ
-
u
c
E
E師
向
田
氏
仲
包
認
。
判
明
O
R
F判。
Z
B
門主

E
B
γ
:
r
u
t
包
括
B
E
Z
B
問。ロ

R
w
t
S
E
L
v
a
g
a
ロ。ロ円山口日田町同町山口同

P
F
s
g
a
仲
間
ロ
ロ
Oロ
岳
山
由
。
門
目
白
骨
宮
ロ
宮
田
正
内
山
口
&
g
p
立

ぽ

g

g
仲

如何宮町民同何回
mw(MMFωPHNN〉
・
開
ロ
防
同
町
w
E
M》印・∞
F

ロ・

ω・:・即
HMapロ
mMM帥

U
E

g
r
a
S
5
2目
。
自
民
目
。
向
日
。
古
g
B
Bロ
z
z
r
B
U
ロ
rz即ロ。ロ

g
仲日一町司ロ尽山
xF丹♂w伶卑仲開円江仙仲ご引

凹
伶

a仏
ロ
色
)
.
叶
B
2・
Z
M。
r・
3
・ロ
-
m・
O
S
B
4
2
0
a
B
E
E
S
山
町
即
日
目
z
z
r
r

a
u
o同
向
島
民
加
ロ
Oロ
5
0
f
E同
P
X
2
R
F
目

a
Z
D
Z
B
g
f
f
s
o
E
B

2
5の
X
R
g
p
内
出
口
町
田
口
雷
同
日
ロ
。
ロ
旬
。
仲
g
ご
め
仲
広
8
ロ
ロ
宮
ロ
Z
目
。
。
ロ
諸
問
。
g
仲

門出
2
5
日
開
ぬ
。
田
口
一
日

ρ
巳
印
ロ
ヨ
・
・
:
ハ
司
Fω
印ゆ一{∞∞∞)・

(
九
七
)
U
o
a
p
H・。・
Y

ロ
-
N・
0
ロ
8
5
8
M
M
g官
庁

r
u
g
告
S
E
R
-
a
c
m
m

片岡阿ロロロ知的
Haw釦仲ロ岡山
WHAW匂
OECロ
PRW
同
mwHO
旬。ロ芯

mn弘司門口同印門出」ユロ釦
w
閉山内山口仲即日日ロ内
H

a
g仏門出
n
Z
B
g
p
包
露
。
判
明
。
ロ
日
開
m

刷。

g
s
a
E
g
g
-
:
・
の
ロ
自
作
E
5
2∞
o

t
s
g
B
&
O
門出
g
宮町

2
8
4
5
$
8
5
5
w
ロ
仲
間
同
有
名
門
佐
官
。
岳
B
目
。
号

40口
忠
宮
古
口
mmr
ロ
Oロ
正

E
Z
g
門出のめ円。帥・:・のロ
B
2
8
F
B
m
g。
仏
。
内
官
。
E
B

Z
H
B
a
s
F
2
8
門出
g
Z同
旦
岳
w
ロ。ロ門出
8
5
p
g
}
E
z
r
o
p
a即日
ρ
巳
ω
4
0
3

吉
岡
田
a
z
z
g
ぽ
g
B自信仲間窓口同
g
g
y
a
g日
ロ
ロ
F
-
M
O
R
a
z
r
o同ぬ

g
g
g
g

告
古
口
紅
g

gロ
g
a
g吉岡山町

g
H
(目、

b
w
∞
NH〉・

(
九
八
)
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
不
変
な
る
も
の
」
は
、
可
変
的
世
界
を
超
越
す
る

イ
デ
ア
で
は
な
く
、
可
変
的
世
界
か
ら
抽
象
さ
れ
た
観
念
で
も
な
い
。
そ
れ
は
可
変

的
世
界
の
存
在
原
因
と
し
て
、
こ
の
世
界
に
根
原
的
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
、
こ

の
こ
と
は
、
例
え
ば
次
の
箇
所
に
よ
っ
て
証
拠
立
て
ら
れ
る
。
〈
1
〉
『
三
位
一
体

論
』
第
一
巻
一
章
二
節
に
、
「
真
の
不
変
性
を
有
す
る
の
は
た
だ
創
造
主
の
み
で
あ

る」

S
S
F
B自
己
Z
E
S
ぽ
8
自
由
ロ
E
E
E
g
g
y
s
g
B
ロ
ロ
口
問
旬
。
席
忠

E
Z目

。括
m
E
B
官
。
口
紅
白

g
E∞
2
2伸
。
号
ゆ
え
・
〔
註
(
九
七
)
参
照
〕
こ
れ
に
よ
れ
ば

「
不
変
な
る
者
」
は
創
造
主
と
し
て
可
変
的
世
界
に
か
か
わ
る
。
(
2
〉
『
神
国
論
』

第
一
二
巻
二
章
に
は
、
「
不
変
な
る
者
」
は
諸
事
物
を
無
か
ら
創
造
し
、
こ
れ
に
存

在
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
。

P
E
g
-
S
F
g
g
B
B
m
g自
耳
目
白
阻
止
w
r
s
g仲

間
ロ
自
由
伶

S
W
2
革命。

5
Bロ
z
r
r
a
r
B
v
g
w
向
山
口
斜
朗
自
民
Z
F
R
g
i
p
g器

内凶
&
x
Q
F
b
w
ω
問
。
〉
・
す
な
わ
ち
「
不
変
な
る
者
」
は
、
万
物
に
存
在
を
与
え
る
、

万
物
の
存
在
原
因
な
の
で
あ
る
。

(
九
九
〉
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
生
け
る
神
』
は
、

Z
日
'
日
』
第
一
巻
四
章
四
節
に
、

次
の
よ
う
に
生
々
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
v

る
。
「
主
よ
、
あ
な
た
は
至
高
、
至
一
善
、
い

と
も
力
あ
り
、
い
と

t全
能
な
る
方
、
き
わ
め
て
あ
わ
れ
み
深
く
ま
し
ま
し
な
が
ら

き
わ
め
て
義
し
く
、
深
く
隠
れ
て
ま
し
ま
し
な
が
ら
最
も
あ
ら
わ
に
、
い
と
も
美
し

く
ま
し
ま
し
な
が
ら
き
わ
め
て
強
く
、
憧
常
に
ま
し
ま
し
な
が
ら
把
え
が
た
く
、
不

五



変
に
ま
し
ま
し
な
が
ら
万
物
を
変
え
、
け
っ
し
て
古
く
も
新
し
く
も
ま
し
ま
さ
ず
に

万
物
を
あ
ら
た
に
し
、
た
か
ぶ
る
者
を
知
ら
ぬ
ま
に
古
く
し
た
も
う
。
た
え
ず
働
き

な
が
ら
い
つ
も
休
み
、
集
め
な
が
ら
足
ら
ぬ
こ
と
な
く
、
は
こ
び
、
み
た
し
、
ま
も

り
、
造
り
、
は
ぐ
く
み
、
仕
上
げ
、
さ
が
し
求
め
つ
つ
、
し
か
も
何
一
つ
欠
け
た
ま

わ
な
い
」
(
拙
訳
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
告
白
』
第
二
版
、
昭
和
四
五
年
、
同
】
・
A
W
N
)

。

『
詩
篇
講
解
』
に
も
、
神
は
「
変
え
な
が
ら
変
え
ら
れ
ず
、
造
り
な
が
ら
造
ら
れ
ず
、

動
か
し
な
が
ら
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
自
信
宮
口
Z
B
U
ロ。ロ

B
C
Z
E
B
u
r
i
g
R
B
W
ロ。ロ

r
o
z
s
u
E
B
0
2ロ件。
BW
路
島
田

8
8耳
目
(
H
O
Y

∞
-NW
ロ
-
E
W
M
M
F
ω
〆
5
E
)・

と
い
わ
れ
て
い
る
。
ジ
ル
ソ
ン
は
、
ト
マ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア

七

五
四

リ
ス
ム
」
に
、
強
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
を
対
比
さ

せ
る
た
め
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
の
「
不
変
」

-B自己
Z
E
F
と
い
う
側
面

の
み
を
強
調
し
て
「
万
物
を
変
え
る
」
自
民

g
g
。
自
民
釦
と
い
う
側
面
を
無
視
し
、

「
生
け
る
神
」
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。

(一

O
O
)
ジ
ル
ソ
ン
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
で
あ
る
と

い
う
が
、
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
で
あ
る
の
は
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
た

か
、
ぎ
り
に
お
け
る
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
」
で
あ
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
そ
の

も
の
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
は
お
そ
ら
く
、
彼
の
ポ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
研
究
に
つ
い

て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一一六

次
に
、

/戸旬、、

一一
、.../

、
、
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
神
の
エ
ッ
セ
は
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
、

〔
本
論
文

二
四
節
〕
。

と
い
う
ジ
ル
ソ
ン
説
を
検
討
し
よ
う

吋
三
位
一
体
論
』
第
七
巻
五
章
一

O
節
を
引
用
し
て
い
る
が

ジ
ル
ソ
ン
は
こ
の
主
張
を
う
ら
づ
け
る
た
め
に

/¥ 

参
照
〕
、

〔
本
論
文
二
三
節
、
註

/¥ 

が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
1
)
 
『
三
位
一
体
論
』
第
五
巻
二
章
三
節
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
多
く
の
著
作
の
う
ち
に
み
い
だ
さ
れ
る
。
代
表
的
な
箇
所
と
し
て
次
の
二
つ

神
は

「
ス
ブ
ス
タ
ン
テ
ィ
ア
」

ωcrnω
ロ立山

同
様
の
こ
と
を
述
べ
た
箇
所
は
、

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

と
呼
ば
れ
る
よ
り
も
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」

2
2
5
2
1
と
呼
ば
れ
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

う
こ
と
か
ら
い
わ
れ
る
が
、
神
は
不
変
で
あ
る
か
ら
最
も
す
ぐ
れ
た
仕
方
で

な
る
名
称
は
最
も
神
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、

「
ス
ブ
ス
タ
ン
テ
ィ
ア
」

予
想
し
、
両
者
の
複
合
を
予
想
す
る
。

(

一

O
ご

く
な
い
。

な
ぜ
な
ら
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
は
「
エ
ツ
セ
」

2
8
と
L 、

「
在
る
」

者
で
あ
り
、

「
エ
ツ
セ
ン
テ
ィ
ア
」

(
エ
ッ
セ
)

し
た
が
っ
て

し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
変
化
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
絶
対
不
変
の
神
の
存
在
を
示
す
に
は
ふ
さ
わ
し

と
い
う
名
称
は
「
ア
ク
シ
デ
ン
テ
ィ
ア
」

R
巳
庶
民
ぽ

を

(
2
)
 
『
神
国
論
』
第
一
二
巻
二
章
。

最
高
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア

ω
ロロロロ
mw
め
ω
ω
O
D
C
m
w

で
あ
る
。

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
神
は
不
変
で
あ
り
、
最
高
度
に
在
る
者
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

そ
れ
ゆ

神
は
す
べ
て
の
も
の
を
無
か
ら
創
造
し
、

こ
れ
に
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
与
え
た
。
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五
六

ニ
七

「
ウ
シ
ア
」
。
u
q
F

は、

「
あ
る
」
や
突
の
女
性
分
調
。

ug
に
由
来
す
る
名
詞
で
あ
る
。

一
般
に
「
あ
る
も
の
」

「
所
有
」

「
財
産
」
な

ど
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
哲
学
的
に
は
、
諸
々
の
「
あ
る
も
の
」
の
中
で

2
具
実
に
、
最
も
す
ぐ
れ
た
意
味
で
あ
る
も
の
」
が
ウ
シ
ア
と
呼
ば

れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
ウ
シ
ア
」
の
解
釈
は
一
般
に
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、

い
か
な
る
観
点
か
ら
把
え
る
か
に
よ
っ
て
異
っ
て
く
る
。
さ
し
あ
た

り
そ
の
解
釈
は
二
つ
の
方
向
に
す
す
ん
だ
。

一
つ
は
、

「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、

「
在
る
」
す
な
わ
ち
「
存
在
す
る
」
こ
と
と
解
す
る
方
向
で
あ
る
。

「
ウ
シ
ア
」
と
は
「
真
実
に
存
在
す
る
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
「
実
体
」
が
ウ
シ
ア
と
呼
ば

れ
る
。
実
体
は
偶
有
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
或
る
も
の
に
お
い
て
、
そ
の
も
の
の
偶
有
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
る
。
し
か
し
実
体
は
変
ら
な
い
。
ゆ
え
に

こ
の
観
点
か
ら
把
え
ら
れ
る
と
き
、

も
の
の
実
体
は
、
そ
の
も
の
に
お
け
る
真
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
ウ
シ
ア
と
呼
ば
れ
る
。

一
つ
は
、
定
義
を
ウ
シ
ア
と
す
る
方
向
で
あ
る
。
も
の

に
お
い
て
、
真
に
そ
の
も
の
で
「
あ
る
」
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

「
何
で
あ
る
か
」
と
問
わ
れ
て
そ
の
問
い
に
対
し
答
え
ら
れ
る
内
容
、
つ
ま
り
そ
の
も

の
の
定
義
な
い
し
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
も
の
の
「
何
で
あ
る
か
」
を
定
義
す
る
ロ
ゴ
ス
が
、
そ
の
も
の
の
ウ
シ
ア
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
意
味
で
の
ウ
シ
ア
は
知
性
認
識
の
対
象
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
或
る
も
の
に
つ
い
て
「
何
で
あ
る
か
」
と
問
う
の
は
知
性
で
あ
り
、
そ
の
問
い
に
対
す

る
答
の
内
容
を
な
す
も
の
は
、
そ
の
も
の
の
可
知
的
側
面
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
偶
有
に
対
す
る
実
体
と
し
て
の
ウ
シ

ア
は
、
そ
の
も
の
の
存
在
に
即
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
さ
ま
ざ
ま
の
偶
有
を
に
な
い
な
が
ら
独
立
に
存
在
し
て
い
る
も
の
が
実
体
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
さ
ま
ざ
ま
の
偶
有
を
に
な
い
な
が
ら
実
在
す
る
世
界
の
中
で
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
て
独
立
に
存
在
し
て
い
る
も
の
は

「
個
物
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
意
味
で
ウ
シ
ア
を
考
え
る
と
き
、
最
も
こ
の
名
に
値
す
る
も
の
は
個
物
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

そ
の
ウ
シ
ア
に
関
す
る
論
に
お
い
て
、

『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
彼
は
、
或
る
場
合
は
個
物
を
ウ
シ

ウ
シ
ア
の
こ
の
こ
つ
の
意
味
を
区
別
し
て
い
る
。

(

一

O
四
)

ア
と
い
い
、
或
る
場
合
は
も
の
の
定
義
を
ウ
シ
ア
と
い
う
。
ま
た
『
カ
テ
ゴ
リ
ア
』
に
お
い
て
は
、
個
物
を
第
一
実
体
と
呼
ん
で
こ
れ
を
普
遍
的
可
知

(

一

O
五
)

的
性
格
を
有
す
る
第
二
実
体
と
区
別
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
ウ
シ
ア
な
る
ギ
リ
シ
ア
語
が
ラ
テ
ン
語
の
世
界
に
移
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
二
つ
の
全
然

系
統
を
異
に
す
る
ラ
テ
ン
語
に
訳
さ
れ
た
。

一
つ
は
上
記
の
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
一
一
一
口
語
的
に
は
ウ
シ
ア
の
忠
実
な
訳
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
ウ
シ
ア
が
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
エ
イ
ナ
イ
」

(
あ
る
)

に
由
来
す
る
よ
う
に
、

エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
は
ラ
テ
ン
語
一
の
「
エ
ッ
セ
」

(
あ
る
)

に
由
来



(

一

O
六〉

す
る
か
ら
で
あ
る
。

一
つ
は
「
ス
プ
ス
タ
ン
テ
ィ
ア
」

で
あ
る
。

こ
れ
は
言
語
的
に
は
ウ
シ
ア
と
何
の
関
係
も
な
い
。

ス
ブ
ス
タ
ン
テ
ィ
ア
な

そ
れ
は
、

ωロ
ず

「
も
と
に
」

「
立
つ
も
の
」
ω
g
z
V
ω
S
E
V
ω
S
E
賞
の
意
味
で
あ
っ
て
、
言
語
的
に
は
む
し
ろ
ギ
リ
シ
ア
語
の
U

月号

aq内
的
に
対
応
す
る
。

え
き
百
帯
雨
宮
内

rmH
と
の
関
連
に
お
い
て
、

る
語
が
ウ
シ
ア
の
訳
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
全
く
意
味
上
の
類
似
性
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ウ
シ
ア
が
附
帯
的
偶
有
的
な
も
の

「
も
と
に
在
る
も
の
」

と
考
え
ら
れ
た
か
、
ぎ
り
に
お

附
帯
的
偶
有
的
な
も
の
を
に
な
い
な
が
ら
い
わ
ば
そ
の

い
て
、

ウ
シ
ア
の
訳
語
と
し
て
ス
プ
ス
タ
ン
テ
ィ
ア
が
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
ス
ブ
ス
タ
ン
テ
ィ
ア
と
は
、

(

一

O
七〉

の
訳
語
と
し
て
ラ
テ
ン
語
の
世
界
で
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
三
位
一
体
論
に
お
け
る
重
要
な
用
語
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

ウ
シ
ア

ら
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
語
の
意
味
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

の
意
味
は
か
な
ら
ず
し
も
一
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
著
作
家
に
よ
っ
て
そ
の
把
え
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
家
に
お
い
て
、

ま
た
そ
れ
が
使
用
さ
れ
て
い
る
前

同
一
著
作
家
に
お
い
で
す
ら
か
な

後
の
脈
絡
に
つ
い
て
、
慎
重
な
配
慮
が
は
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(一

O
四
)
司
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
個
物
が
ウ
シ
ア
と
さ
れ
る
場
合
。
沼
早
・
口
円

P
H
g
r
ゅ
・
4
u
w
色
凸
k
a
a
v
丸
山
〈
口
・
ω
w
H
S
F
N吋
l
N
∞
・
5
~
豆
、
叶
b
H
S
R司
令

h
t
a
a
v
a
常
令
官
Q
宮
町
内
忘
h
b
q
S
4
&
q
h
Q
・
定
義
が
ウ
シ
ア
と
さ
れ
る
場

合
。
認
め
帥
・
円
ω
u
混
ぜ

N吋
l
N
∞
・
ユ
ピ
。
b
q
t
で
h
Q
h
，
忠
良

ty
向
守
史
-
一
〈
口
・
p
s
ω

H
m
H
∞
・
同
色
乱
立
守
丸
一
員
同
松
可
R
R
同
町

H

、
R
4
h
h
A
q
叶
。
。
。
宮
守
・
山
〈
口
・
5
W
5
ω
印
r

N
。
・
弘
な
吋
8
5
~
叫
q
v
t
-
F
)昆件
N
W
F
r
p
N
a
o
g
g
M
M
・

2
品
位
。
参
照
。

(一

O
五
〉
h
a
-
P
N
m
口
1
5
・
。
b
q
p
ω
h
h
q
S
叫
号
、
百
円
r
Q
3
2
h
R
月
、
ふ
叶
島

h
色
、
b
h
q
・
叶
Q
h
a
、
。
瓦
S
W
山
由
、
サ
向
円
令
。
w
町
震
災
1
5
で
叶
忌
内
』
恥
可
向
詩
句
、
守
向
p
u
g
h
R
・

1
5
w
叶
ミ
h
q
叶
h
F
。
~
。
で
弘
史
的
印
v
も
古
河
。
内
崎
弘
叶
~
叫
吋
3
8
・
P
U
叶
向
古
川
九
日
和
。
u
qヘ

e

k
Bピ
叶
R
W
加
で
あ
向
g
s
e
R
な
ら
叶
5
0
b
q
h
R
X
合
5
r
令
官
c
q
-
Q
W
a
u
a
a

h
円
札
a
a
吃
向
~
p
p
g
守
一
5
1
5
.

(一

O
六
)
「
ウ
シ
ア
」
の
ラ
テ
ン
訳
と
し
て
m
g
o
E
肢
と
い
う
語
を
造
っ
た
の
は
、

ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ウ
ト
ウ
ス
(
前
一
八
四
年
残
)
で
あ
り
、

セ
ネ
カ
に
よ
れ
ば
キ
ケ
ロ
〈
前
四
三
年
残
)
で
あ
る
。
前
掲
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
全
集
第
一
五
巻
F
m
叶
同
町
民
忠
(
H
)
に
附
せ
ら
れ
た
註
(
℃
-
a
s
、
お
よ
び
、

の
即
日
印
。
P
F
W
昨
日
立
句
作
8
8
8
Q定
g
M
M
・
口
1
5
参
照
。

(一

O
七
〉
ギ
リ
シ
ア
教
父
は
神
の
三
位
一
体
を
、
「
一
つ
の
ウ
シ
ア
、
一
一
一
つ
の
ヒ
ュ

ポ
ス
タ
シ
ス
」
X
Q
S
F
召
両
町
二
月
号
誌
q
魚
崎
な
る
定
式
で
表
し
た
。
ラ
テ
ン
語

に
直
訳
す
る
と
「
一
つ
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
一
一
一
つ
の
ス
ブ
ス
タ
ン
テ
ィ
ア
」
ロ
5

2
措
E
E
L
諸
問
自
官
官
民
針
。
と
な
る
。
し
か
る
に
上
述
の
ご
と
く
(
本
節
)
、
エ
ッ

セ
ン
テ
ィ
ア
と
ス
ブ
ス
タ
ン
テ
ィ
ア
と
は
い
ず
れ
も
ウ
シ
ア
の
訳
と
し
て
用
い
ら
れ

る
か
ら
、
こ
の
直
訳
の
意
味
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
」

の
訳
と
し
て
「
ス
ブ
ス
タ
ン
テ
ィ
ア
」
の
か
わ
り
に
「
ベ
ル
ソ
ナ
」
を
用
い
て
、

「
一
つ
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
一
二
つ
の
ベ
ル
ソ
ナ
」
5
ω
g∞g仲

F
仲
月
間
宮
2
0
5
0

が
西
方
教
会
の
定
式
と
な
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
を
説
明
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

は
い
う
。
u
o
E
P
〈
・
。
・
P
ロ
・
5
・
ロ
山
g
E
G
口
氏
。
自
己
口
口
町
含
s
q
h
ご
印
a

s
R
2
0
良
品

dE}ロ
ロ
神
宮
信
号
留
め
吉
伸
O
H
g
U
B
Z
r
u
占
。
田
富
田
町
田
二
宮
口
仲
間
L
O
H
E
g
o

ロφ
白神岡ふ必ロルゲmwゅの側同仰向。。神岡!"の仲町四ロ同作目。
a
c山。w円四日のゆ同ゅの。ロ由民ぬ〈OHFHM同日、町、av、

五
七



5
5
w
叶官~崎町。
q叶A
q
p
sロ
。
仏
o
a
宮
山
口

mw
ロロ
ω
自
2
8
ロ
片
山
山
田

w同町内印印ロ
g
gロ・

民
自
・
∞
伶
門
田
宮
g
g
a
S
F
宮
g
訟
の
。
5
5
Z
L
。
E
目
。
「
昨
日
E
F
E
r
S
E
R
E
-

m
ω
昨
日
2
自
任
。
即
日
5
2∞o
z
u
s
u
a
g
L
E官
民
m
x
c
H
2
5
門
回
目
。
即
日
5
2
Z
Z
ロ
a

号
自
己
。
ロ
自
母
国
g
門
出
B
B
C
E
B
2
8
ロ
巴
白
日
可
2
2
Z
E
E
-
m
m
u
白
色
ロ
E
B

五
八

2印
O
R
U
B
S
}
g
g
E
5
E
B
W
可
2
2
件
。
自
胃
g
o
g印
(

司

F
b
w

山

w
H吋
1
C
H
g
・

三
位
一
体
論
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
用
語
の
問
題
に
つ
い
て
、
前
掲
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
全
集
第
一
五
巻
、
序
文
句
・

ω
N
1
8
参
照
。

ニ
八

こ
の
語
の
使
用
に
つ
い
て
そ
の
意
味
を
比
較
的
明
瞭
に
把
握
で
き
る
の
は
ト
マ
ス
の
場
合
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ト
マ
ス
も
あ
ら
ゆ
る
場
合
に

(

一

O
八
)

エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
を
全
く
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
エ
ッ
セ
と
の
関
係
に
お
い
て
用
い
る
と
き
、
そ
の
意
味
は
明
瞭
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
彼
は
、

エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
を
エ
ッ
セ
に
対
し
て
、

エ
ン
ス
の
可
能
態
的
構
成
要
素
と
考
え
る
。

エ
ッ
セ
と
エ
ツ
セ

ン
テ
ィ
ア
と
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
る
。

エ
ン
ス

(
存
在
者
)
は

ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
は
エ
ン
ス
の

「
何
で
あ
る
か
」
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

エ
ッ
セ
と
は
、
そ
れ
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
エ
ン
ス
が
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
も
の
で
あ
り
、

エ
ン
ス
は
そ
の
エ
ツ
セ
ン
テ
ィ
ア
に
お
い
て
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、

.コニ 二乙

ッ
セ
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ン
ス
の
有
す
る
エ
ッ
セ
を
、
他
の
エ
ン
ス
の
有
す
る
エ
ッ
セ
か
ら
区
別
し
て
、

こ
れ
こ
れ
の
も
の
の
エ
ツ

セ
と
し
て
限
定
す
る
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
〔
本
論
文
二
二
節
参
照
〕
。

ト
マ
ス
は
エ
ッ
セ
を
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
に
対

ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
。

し
て
、
可
能
態
に
対
す
る
現
実
態
の
地
位
に
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
は
エ
ッ
セ
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
的
に
存
在
(
エ

エ
ッ
セ
を
分
有
し
て
現
実
的
に
存
在
し
て
い
る
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
が
エ
ン
ス
で
あ
る
〔
本
論
文
一
二
節
参
照
〕
。

こ
の
よ
h

つ
に

か
」
を
規
定
す
る
「
本
質
」

エ
ッ
セ
と
と
も
に
エ
ン
ス
の
構
成
要
素
と
し
て
エ
ツ
セ
に
対
し
区
別
さ
れ
る
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
は
、

(

一

O
九
)

で
あ
り
、
別
名
「
何
性
」
円
山
口
町
庄
町

g
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

他
面
、

も
う
一
つ
の
意
味
で
の
ウ
シ
ア
、
す
な
わ
ち
、

個
物
な
い
し
個
的
実
体

E
Z
S
Eぽ
宮
内
出
己
仏

g
E
は、

ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
あ
き
ら
か
に
も
の
の

何

て
は

ω
ロM
V

唱
。
皆
吉
田

ωロ
ゲ
ωぽ↓
[m山
口
広
州
凶

と
呼
ば
れ
る
。

ト
マ
ス
は
こ
れ
を
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
と
い
う
名
で
呼
ば
な
い
。
そ
れ
は
ト
マ
ス
に
お
い

と
は
、

何
ら
か
の
本
性
を
有
す
る
個
体
の
意
味
で
あ
り
、

本
d性

「
ス
ポ
ジ
ト
ゥ
ム
」

〈
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と
の
関
係
に
お
い
て
個
物
を
規
定
す
る
名
称
で
あ
る
の
に
対
し
、

な
い
し

同

Mm仲-
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同
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れ
て
独
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存
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す
る

目
。
円
四
回
話
。
阿
佐
件
。
ロ
門
出

ス
ゃ
フ
シ
ス
-
ア
レ

の
特
有
性
の
側
面
か
ら
規
定
し
た
名
で
あ
る
。

。一阿佐↓百円。、

す
な
わ
ち
、

唱。吋

m
o

「
ス
ブ
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
」
と
は
、

個
物
が
特
に
他
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も
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か
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別
さ

z
Z
5
2
0
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

つ
ま
り
個
物
を
そ
の
存
在
仕
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す
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い
か
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

の
意
味
で
あ
る
か
。

「
真
実
に

存
在
す
る
も
の
」

の
意
味
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
も
の
の
何
た
る
か
を
規
定
す
る
「
何
性
」
な
い
し
「
本
質
」

こ
の
間
い
に
答

え
る
た
め
に
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、

「
エ
ッ
セ
す
る
が
ゆ
え
に
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
い
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
筒
所
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は

て、

「
エ
ッ
セ
」
が
い
か
な
る
意
味
で
い
わ
れ
て
い
る
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
っ

『
三
位
一
体
論
』
第
七
巻

不
十
分
で
あ
る
。
そ
の

「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
神
の
エ
ッ
セ
は
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
」

こ
と
を
例
証
す
る
た
め
に
あ
げ
ら
れ
た

五
章
一

O
節
を
再
検
討
し
、
そ
の
こ
と
が
い
か
な
る
脈
絡
の
中
で
い
わ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
よ
う

〔
本
論
文
二
一
一
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節
参
照
〕
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同
所
に
お
い
て
、

に
実
体

(
ス
ブ
ス
タ
ン
テ
ィ
ア
)

で
あ
る
。

「
神
の
エ
ッ
セ
が
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
前
に
、
次
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
物
体
は
自
存

(
ス
ブ
シ
ス
テ
レ
)
す
る
が
ゆ
え

こ
れ
に
対
し
色
や
そ
の
他
の
形
相
は
実
体
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
実
体
に
お
い
て
在
る
」

g
お

S
E
r
-

五
九
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も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
色
や
そ
の
他
の
形
相
が
在
る
こ
と
を
や
め
て
も
包

2
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仏
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ME---
物
体
が
物
体
で
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ

の
よ
う
に
本
来
の
意
味
で
実
体
と
い
わ
れ
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
相
を
と
っ
た
り
失
っ
た
り
す
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
単
純
で
な
い
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
も
し
神
が
、
物
体
の
自
存
す
る
と
い
わ
れ
る
と
同
じ
意
味
で
自
存
す
る
と
す
れ
ば
、
神
の
実
体
は
神
の
諸
性
質
、
た
と
え
ば
善
性
と
か
全
能

性
と
か
い
う
諸
性
質
の

「
も
と
に
在
り
」

g
r
o
g
o、
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昔
弔
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全
能
性
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そ
の
も
の
で
は
な
い
と
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う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
不
可

能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
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に
つ
い
て
ス
ブ
ス
タ
ン
テ
ィ
ア

と
い
う
名
を
用
い
る
の
は
本
来
的
用
法
で
は
な
い
。
神
に
は
エ
ッ
セ
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ン
テ
ィ
ア
な
る
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が
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さ
わ
し
い
。
な
、
ぜ
な
ら
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不
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あ
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で
あ
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な
脈
絡
の
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「
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の
エ
ッ
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は
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セ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
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と
い
う
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述
べ
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れ
て
い
る
の
で
あ
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こ
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わ
れ
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で
き
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。
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ら
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あ
る
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わ
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に
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あ
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あ
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あ
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あ
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わ
れ
る
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な
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。
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あ
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あ
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あ
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m
g席
目
白
-

E
Z
5庶
民

m
c
Z
E
E
-
m
喝
さ
官
庁
円
四
庄
司

o
a
F
Z
O丸
山
口

g
ω
E
C即応

g
g
a
g
B

Z

Z
京

2
8
w
尽
き
ロ
命
的
仲
間
5
1
2
2
F
r
s
m
x
g加
。
宮
a

E

g
件
宮
正
ρ口氏

内L
x
a内
山
仏
命
日
。
色
白
c
B
L
W
X
C同
聞
い
の
ロ
昨
日
ωmpcmwOBロ
仲
間
包
括
ロ
タ
ぎ
ロ
g
w
E

帥仙台
E
E
E曲目
a
z
o
u
g
gロ
E
gロ
m
g
o
岳
巳
昨
日
・
害

E
o
a
g古
田

島
2
5
ロ仲間ロ
g
u
g仲
立
∞
ロ
ゲ
閉
伊
丹
巴
巾
g
r
a
g巳

2
8
ω
5
5
5
ω
r
o己
宮
田
口
g

z
r
m
gロ
巴
防
法
話
回
旬
。
巴
5
2
8
5
F
R
a
s
f
8
ロ2
:
x
v
o
a
z師
団

g
w
g円四

山
口
出
。
田
町
宮
自
a
g
B
吉
田
口
E
R
E
-
C
D
L
O
日
自
民
g
z
s
o回
同
口
g
s
m
rロ∞
-
S

E
E
Z
E
S
5
4
8
ω
同
町
民

g

Eロ伶

5
5同Z
R
Z
E
F
m
m
Z同
作
g
g
t
p
aロ
え

4
0
8
8
M
M
g官
ぽ
訟
の
百
回

F
S
E
問。ユ
m
g
o
g
Z
B
ロ
g
B
島
氏
。
℃
忠
信
町
民

g
目
。
口
弘
知
目
白
F
お
w
E
N〉
・
本
論
文
証
(
八
八
)
参
照
。

(
一
一
一
一
一
)
ジ
ル
ソ
ン
が
こ
の
筒
所
に
も
と
づ
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
在
る
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
こ
と
を
、
抽
象
的
な
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
こ
と
ば
で
宮
門

B
Z
S
M
O

ωぽ
神
話
ぽ
旬
。
自
8
8
翻
訳
し
た
(
戸
伶
同
宮
田
山
mSAw-MM-HN吋
)
と
い
う
こ
と
の
誤
り

は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
は
、

決
し
て
ト
マ
ス
に
お
け
る
よ
う
な
抽
象
的
概
念
で
は
な
か
っ
た
ω

一
一
件
(
八
八
)
参
照
。

そ
の

「
エ
ッ
セ

γ
テ
ィ
ア
」
が
「
何
性
」
と
い
う
怠

味
で
の
本
質
で
は
な
く
て
、

「
真
に
存
在
す
る
も
の
」

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
神
の
エ
ッ
セ
は
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
」
と
い
う
と
き
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、

「
本
質
」
と
訳
さ
れ
る

O 

べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
存
在
す
る
も
の
」

「
存
在
者
」

と
い
う
意
味
で
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
、

と
訳
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
に
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
な
る
名
が
適
合

す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
別
の
箇
所
、
す
な
わ
ち
『
神
国
論
』
第
一
二
巻
二
章
の
論
述
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

カミ

〔
本
論
文
二
六
節
参
照
〕
、

い
ま
こ
の
見
地
か
ら
同
じ
箇
所
を
再
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
い
っ
て
い
る
。
神
は

ゆ
え
に
不
変
.
で
あ
る
。
他
の
諸
事

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
既
に
み
た

「
最
高

物
は
、

神
は
こ
れ
を

「
無
か
ら
造
り
」
日
民
主

F
a
s
t
?、

の
品
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
富
田
百
m
g話
口
同
町
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
高
度
に
在
る

E
B
B
o
g
T
も
の
で
あ
る
。

最
高
度
に
在
る
の
で

こ
れ
に
「
存
在
を
与
え
た
」

g
お
ハ
凶
色
町
・
。

は
な
い
。

神
は
或
る
も
の
に
は
よ
り
多
く
の
存
在
を
、

そ
れ
ら
の
も
の
は
、

或
る
も
の
に
は
よ
り
少
な
い
存
在
を
与
え
た
。

か
く
て
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
の
世
界

g
g
g
o

多
く
或
る
も
の
に
は
よ
り
少
い
存
在
を
与
え
た
。

こ
れ
ら
の
思
想
と
表
現
と
は
、

〔
本
論
文
註
(
一

O
二
)
参
照
〕
。
!
神
が
世
界
を
無
か
ら
造
っ
た
、

或
る
も
の
に
は
よ
り

(
一
一
四
〉

ス
の
創
造
論
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

g
g
Eぽ
2
5
を
段
階
的
に
秩
序
づ
け
た

「
最
高
の
エ
ッ
セ
ン
テ
イ
ア
」

で
あ
る
と
は
、
最
高
の

「
何
性
」

で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
絶
対
に
あ
り
え
な
い
。

「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」

と
は
、
あ
き
ら
か
に
「
最
高
度
に
存
在
す
る
者
」

の
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一

存
在
を
与
え
た
、

そ
の
ま
ま
ト
マ

こ
こ
に
神
が

こ
こ
で

2
5
B
m
g諸
民
E

つ
住
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
こ
で

と

ーー1-ノ、



---'--
ノ、

い
う
名
が
、
た
だ
神
の
み
に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
被
造
物
に
も
帰
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
被
造
物
も
、

「
存
在
」

(
エ
ッ
セ
)

は
よ
り
少
い
度
合
に
お
い
て
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」

を
有
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
、
神
か
ら
よ
り
多
く
或
い
は
よ
り
少
く
「
存
在
」
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
い
或
い

で
あ
る
。

の
名
に
値
す
る
も
の
と
な
る
。
し
か
し
「
最
高
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
神
の
み

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
偶
有
よ
り
も

で
は
こ
の
場
合
、
何
を
基
準
と
し
て
存
在
の
大
小
の
度
合
は
き
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
体
の
方
、
が
よ
り
多
く
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
偶
有
は
実
体
に
お
い
て
存
在
す
る
め
阿
佐
Z
H
O
E
-
-
-
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
実
体
は
独
立
に
存
在
す

る

す
な
わ
ち
自
存
す
る
皇
宮
山

2
2め
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
偶
有
よ
り
実
体
の
方
が
よ
り
大
き
な
存
在
を
有
す
る
の
は
、
前
者
が
自
存
し
な
い
の

に
後
者
が
自
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
実
体
の
中
で
も
、
自
存
性
の
大
き
い
も
の
ほ
ど
存
在
性
が
大
き
い
。
し
か
し
被
造
的
実
体
は
、

た
と
え
い
か

存
在
(
エ
ッ
セ
)

に
大
き
な
自
存
性
を
有
す
る
に
し
て
も
、
被
造
物
で
あ
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
そ
の
自
存
性
に
は
限
度
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
被
造
物
は
す
べ
て
、
神
か
ら

し
た
が
っ
て
、
絶
対
的
意
味
で

を
受
け
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
自
存
す
る
も
の
ゆ
え
、
そ
の
自
存
性
は
神
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、

の
自
存
者
で
あ
る
と
は
い
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
神
の
み
が
、
他
か
ら
存
在
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
分
自
身

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、

の
存
在
に
よ
っ
て
自
存
す
る
か
ら
、
絶
対
的
意
味
で
自
存
す
る
。
神
が
「
最
高
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」

ト
マ
ス
の
い
わ
ゆ
る

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
い
う
「
最
高
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
と
は
、

で
あ
る
と
は
、

ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
怠
味
す
る
。

こ
と
ば
こ
そ
ち
が
え
、

「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」

f
g
B
g
ω
O
M
V
R
お

g
g笠
0
5
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
〔
本
論
文
第
二
章
参
照
〕
。

(
一
一
四
)
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
い
う
。
「
神
は
事
物
を
無
か
ら
創
造
し
た
」

B
rロ
mw

宮
B
R
E
E
F
R
O
S
F。
ト
マ
ス
は
い
う
。
「
創
造
す
る
と
は
、
何
か
を
無
か
ら

造
る
こ
と
で
あ
る
よ

R
8
5
2件
。
凶

a
z
r
t
Z巳門
H
F
8
5
Q・
A-KHpm-NW

包
凶
)
・
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
い
う
。
「
神
は
事
物
に
存
在
を
与
え
た
」

H
o
r
s
-
-
・

2
8
含
仏
戸
。
ト
マ
ス
は
い
う
。
「
創
造
す
る
と
は
、
存
在
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
」

2
8
5
2
Z
5
2同

P
5
2
8
Q
ω
g
?
L・
ω
F
0・
F
ω
-
r・
)
。
ア
ウ
グ
ス
テ

イ
ヌ
ス
は
い
う
。
「
神
は
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
の
世
界
を
段
階
的
に
秩
序
づ
け
た
」

Z
巳
R
8
0
2
8
E円ロ
B
m
g島
宮
問
。
E
5
2
F。
ト
マ
ス
は
い
う
。
「
存
夜
者
の

す
べ
て
の
段
階
を
産
出
す
る
こ
と
が
神
の
摂
理
に
属
す
る
」
包

b
i
g
B
官
2
E
g
-

E
B
胃
E

S件
。
自
ロ
g
m
g
L
5
8
5自
問
g
Lロ
B
B
Q
-
G
-
N
N
w
m・
品
。
)
・
。
こ

こ
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の
、
単
に
思
想
上
の
み
な
ら
ず
、
用
語
上

の
連
関
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ

ア
」
の
段
階
と
い
う
も
の
を
、
ト
マ
ス
は
「
エ
ン
ス
」
の
段
階
唱
包
5
3
5
H
B
と

い
い
か
え
て
い
る
。
ま
さ
し
く
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
は
、
ト

マ
ス
の
エ
ン
ス
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
ジ
ル
ソ
ン
は
こ
の
こ
と
を
見
落
し
て
い
る
。



次
に
、

(
四
)
ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
の
存
在
論
は
本
質
(
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
)
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)

を
基
調
と
す
る
ト
マ
ス
の
存
在
論
と
は
根
本
的
に
異
る
、

と
い
う
ジ
ル
ソ
ン
説
を
検
討
し
よ
う
〔
本
論
文
二
四
節
参
照
〕
。

ジ
ル
ソ
ン
は
、

ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
が
神
の
エ
ッ
セ
を
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
う
箇
所
を
も
と
に
し
て
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
存
在
論
的
立
場
を
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ

ス
ム
と
規
定
し
、

存
在
の
現
実
態

rao
円

2
5
2
を
基
調
と
す
る
ト
マ
ス
の
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
に
対
比
さ
せ
、

こ
の
二
つ
の
立
場
は

根
本
的
に
異
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
エ
ッ
セ
の
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
的
性
格
に
者
限
し
、
こ
れ
を
も
と
に
し
て
存
在
論
の
体
系
を
樹
立

し
た
ト
マ
ス
の
仕
事
は
革
命
的
な
こ
と
で
あ
る
と
し
、

ト
マ
ス
に
こ
の

「
至
高
の
真
理
」

r誌の
ω
ロ
E
F
Sぽ

S
1仲
訟
を
教
え
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
哲

学
者
で
は
な
く
て
そ
i
ゼ
で
あ
る
と
い
う
〔
本
論
文
二
一
一
一
節
参
照
〕
。

あ
た
か
も
ト
マ
ス
に
到
る
千
一
一
一
百
年
間
、

キ
リ
ス
ト
教
の
哲
学
者
た
ち
は
、
聖

書
の
真
理
を
さ
と
ら
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
口
ぶ
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
判
断
は
す
べ
て
、
ジ
ル
ソ
ン
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る

「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
の
意
味
を
深
く
理
解
せ
ず
に
、
た
だ
こ
の
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
と
い
う
名
目
の
み
に
と
ら
わ
れ
て
こ
れ
を
ト
マ
ス
に
お
け
る

「
何
性
」
と
し
て
の
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
と
同
一
視
し
た
こ
と
に
も
と
づ
く
の
で
あ
っ
て
、

(
一
一
五
)

る
か
、
ぎ
り
、
ジ
ル
ソ
ン
の
判
断
は
き
わ
め
て
浅
薄
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ル
ソ
ン
は
、

こ
と
ト
マ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
比
較
に
関
す

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
、
聖

ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
リ
シ
ャ
l
ル
を
へ
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
い
た
る
中
世
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
の
伝
統
の
源
を
な
す
と
い
う
〔
本
論
二
一
一
一
節
註

(
八
九
)
参
照
〕
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
正
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス

F

ア
イ
ヌ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ニ
ス
ム
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
ト
マ
ス
と
ト
ミ
ス
ム
と
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

ト
マ
ス
は
ト
ミ
ス
ム
の
源
で
あ
る
が
、

し
か
し
ト
ミ
ス

ム
の
伝
統
が
か
な
ら
ず
し
も
正
し
く
、

ト
マ
ス
の
「
エ
ッ
セ
」
の
意
味
を
理
解
し
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。

ト
ミ
ス
ム
に
お
け
る
権
威
と
し
て
久
し

(
一
一
六
〉

ジ
ル
ソ
ン
の
い
わ
ゆ
る
旦
ツ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
の
典
型
で
あ
る
。
の
み
な
ら

い
間
仰
が
れ
て
き
た
十
六
世
紀
の
カ
エ
タ
i
ヌ
ス
の
ト
マ
ス
解
釈
は
、

ず
ジ
ル
ソ
ン
の
ト
マ
ス
に
関
す
る
研
究
そ
の
も
の
が
、
初
期
の
版
に
お
い
て
は
全
く
エ
ッ
セ
ン
チ
ィ
ア
リ
ス
ム
的
で
あ
っ
て
、

ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
独

自
性
に
は
い
さ
さ
か
も
ふ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
〔
本
論
文
二

O
節
註
(
七
五
)
参
照
〕
。

し
か
し
そ
れ
は
ト
マ
ス
自
身
の
責
任
で
は
な
く
て
ト
ミ
ス

ム
の
責
任
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
中
世
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ニ
ス
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

ア
ウ
グ
ス

-'--ノ、



六
四

テ
ィ
ニ
ス
ム
は
た
し
か
に
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
の
或
る
部
分
を
っ
た
え
て
い
る
と
は
い
え
よ
う
。
し
か
し
全
部
を
っ
た
え
て
い
る
と
は
い
え

h
l
h

、0

4
r旬
、
L
V

た
と
え
中
世
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
源
を
発
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
ゆ
え
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
全
思

想
を
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
の
枠
内
に
お
し
こ
め
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

の
み
な
ら
ず
、

ア
ン
セ
ル
ム
ス
か
ら
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
い
た

る
中
世
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ニ
ス
ム
の
伝
統
が
、

は
た
し
て
ジ
ル
ソ
ン
の
い
う
意
味
で
の
旦
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
で
あ
っ
た
か
否
か
も
検
討
を
要
す
る

問
題
で
あ
る
。
更
に
い
え
ば
、

「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
」
と
は
何
か
が
問
題
で
あ
る
。

「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
と
い
う
語
の
も
の
に
合
意
さ
れ
て

い
る
内
容
は
、
時
代
に
よ
り
ま
た
人
に
よ
っ
て
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
く
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム

を
と
な
え
る
の
は
無
意
味
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
イ
ス
ム
」
を
も
っ
て
千
年
以
上
に
わ
た
る
思
想
の
歴
史
を
割
り
切
る
の
は
有
害
で
あ
る
。

エ
ッ
セ

に
対
す
る
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
の
意
味
を
明
確
に
規
定
し
た
の
は
ト
マ
ス
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」

の
意
味
は
ト
マ
ス
以
前
と
以
後

と
で
は
区
別
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ル
ソ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
」
が
出
て
く
る
の
は
、
む
し
ろ
ト
マ
ス
以
後

の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
の
思
想
の
中
に
は
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ニ
ス
ム
の
方
向
に
継

承
さ
れ
発
展
し
て
ゆ
く
要
素
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、

ト
マ
ス
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
完
成
せ
し
め
ら
れ
た
要
素
も
あ
る
。

ト
マ
ス
に
よ
っ
て
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
真
意
が
照
ら
し
出
さ
れ
た
側
面
も
大
き
い
。
ジ
ル
ソ
ン
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ト
マ
ス
の
研
究
に
一
時
期
を
画
し
た
功
績
は
高
く
評
価

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
解
釈
に
盲
従
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
時
に
は
そ
れ
を
こ
え
て
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
え
て
進
む
べ
き
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
促
す
も
の
は
、

ま
さ
し
く
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の

∞向。
r
O
8
F巳
な
の
で
あ
る
。

(
一
一
五
)
ジ
ル
ソ
は
い
う
。
神
が

}
w
R
R
仏

.
2
5
2
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

マ
ス
哲
学
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
で
あ
る
。
ト
マ
ス
の
偉
大
な
解
釈
者
た
ち
は
そ
れ

を
知
り
、
そ
の
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
し
か
し
各
時
代
が
た
え
ず
新
ら
た
な
仕
方

で
そ
れ
を
く
り
か
え
し
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
エ
ッ
セ
の
根
本
概
念

を
昏
ま
す
障
害
が
各
時
代
に
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

F
o
F
O
B
-∞
B
P
H】

・

5
∞-

nrmashm宮内山口ぬ向山氏同℃。口同
S
E
F
広志向。叫ん
W
E
B
S
-
P
B
W
刷出同
no
向山口ぬ仏何回

。Z
E己
g
ロ。

5
2ロ
M
i
s
s
E
由自由。
2
8
。r
R
C
R
F
こ
0
8
5
門同土山口。昨日。ロ ト

守口門田町岡田

g
z
r
円

OMER-
ジ
ル
ソ
ン
が
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
意
味
を
明
に
し
た
功

績
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
そ
の
同
じ
ジ
ル
ソ
ン
が
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
エ
ッ
セ
の
意
味
を
昏
ま
し
た
罪
は
告
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

(
一
二
ハ
)
カ
エ
タ

l
ヌ
ス
吋
r
。B
S
骨
〈
g
h巳
2
8
5
(
E
G∞1
5
8
)
は
、
主

と
し
て
当
時
の
ス
コ
ト
ウ
ス
学
派
に
対
し
て
ト
マ
ス
説
を
弁
護
し
た
。
彼
の
著
作
、

特
に
『
神
学
大
全
註
解
』
に
み
ら
れ
る
異
常
な
精
密
さ
は
、
ロ
O
の
昨
日
間
口
宮
口
一
回
と
称

せ
ら
れ
た
ド
ウ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ラ
ウ
ス
の
後
継
者
た
ち
を
相
手
と
す
る
以
上
、
け
だ



し
や
む
を
え
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
概
念
の
分
析
に
関
し
て
は
神

経
質
な
迄
に
綿
密
な
彼
が
、
肝
甚
の
Z

ッ
セ
に
つ
い
て
諮
る
と
こ
ろ
は
殆
ん
ど
な
い
。

フ
ァ
ブ
ロ
は
、
カ
エ
タ
l
ヌ
ス
は
エ
ッ
セ
と
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
を
混
同
し
て
い
る

と
い
う
。
の
・
明
tMgwMMm丘
町
苛
見
守
口

2
8
5
m岡
山
町
小
路
一
。
ロ
印
同
・
吋

r
o
s
g
円〉向山口
Z

Q
8
3
M
M・
8
N・

J¥ 

一一一一一
次
に
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
解
釈
、

お
よ
び
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
解
を
考
察
し
よ
う

〔
本
論
文
二

O
節
〕
。
彼
の
論
文
は
吋
型
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
存
在
』
印
?
〉
ロ
間
口

a
s
g仏
切
巴
口
問

(
5
8
)
と
題
さ
れ
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
形

而
上
学
に
お
け
る
存
在
、
可
変
性
と
不
変
性
、
梓
在
と
非
存
在
、
自
己
同
一
性
、
創
造
と
形
成
、
真
理
、
分
有
、

ア
ナ
ロ
ギ
イ
、

エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と

被
造
物
、

品
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
神
、
等
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
全
篇
を
貫
ぬ
く
も
の
は
、
ジ
ル
ソ
ン
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
解
釈
に
対
す
る

批
判
で
あ
る
。
以
下
、
彼
の
説
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
の
論
文
の
順
序
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
既
に
わ
れ
わ
れ
が
ジ
ル
ソ
ン
説
検
討
の

手
が
か
り
と
し
て
き
た
四
つ
の
点
〔
本
論
文
二
四
節
参
照
〕
と
の
関
連
に
お
い
て
、
次
の
四
つ
の
点
を
中
心
に
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

".-¥ 

一、、』〆〆
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
哲
学
と
の
関
係
。

r-ヘ

、、.〆〆

ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
に
お
け
る
不
変
性
。
会
一
)
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
。
プ
ラ
ト
ン
哲
学
と

エ
ッ
セ
ン
チ
ィ
ア
の
意
味
。

の
関
係
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

(
四
)
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
ジ
ル
ソ
ン
批
判
。
ー
ま
ず
(
一
)
か
ら
始
め
よ
う
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
思
想
の
存
在
論
的
基
盤
は
、
こ
れ
ま
で
不
当
に
看
過
さ
れ
て
き
た
。

ト
マ
ス
が
神
学
の
上

で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
多
く
の
も
の
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
誰
も
疑
う
者
が
な
い
。
神
学
に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
ー
ト
マ
ス
の
連
続
性
は
周

知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
存
在
論
に
お
け
る
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
殆
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

ト
マ
ス
が
存

在
論
の
上
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
で
あ
る
の
に
対
し
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
派
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
ト

マ
ス
は
、
神
学
の
上
で
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
継
承
す
る
が
存
在
論
の
上
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
継
承
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
学
の
上
で
は
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
連
続
性
が
み
と
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
存
在
論
の
上
で
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
っ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
聞
に
連
続
性
は

な
い
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
存
租
論
に
お
け
る
何
ら
の
共
通
性
も
な
し
に
、
た
だ
神
学
の
上
で
の
み
一
致
す
る
と

六
五



六
六

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

(
一
一
七
)

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
疑
問
と
す
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
プ
ラ
ト

ン
主
義
者
で
あ
っ
た
と
い
う
通
説
に
つ
い
て
、
次
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
果
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
っ
た
か
。
も
し
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
か
。
そ
も
そ
も
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
存
在
論
に

ご
あ
る
い
は
善
を
存
在
の
上
に
置
く
人
々
」
昏

g
o
H
E
r
g古
宮
自
宅
r
。
1
m
g
任
命
。
ロ
P

。同

p
o
m。
。
仏
与
。

g

ω巴
口
問
と
定
義
す
る
。
彼
ら
は
存
在
を
こ
え
て
一
者
な
い
し
善
を
措
定
し
、
存
在
は
す
べ
て
こ
の
根
原
か
ら
出
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

お
け
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
を
、

に
「
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
」
を
定
義
す
る
と
、

キ
リ
ス
ト
信
者
で
あ
り
な
が
ら
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
っ
た
人
も
た
し
か
に
存
在
し
た
。

マ
リ
ウ
ス
・
ヴ

ィ
ク
ト
リ
ヌ
ス

(
二
八

O
/三
O
O
l一
二
六
一
一
一
年
頃
)
、
『
原
因
論
』

の
無
名
の
著
者
、

い
わ
ゆ
る
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
等
は
、
こ
の
類
の
プ
ラ
ト
ン
主

義
者
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
信
仰
の
上
で
は
キ
リ
ス
ト
教
を
告
白
し
な
が
ら
も
、
哲
学
者
と
し
て
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
っ
た

(
一
一
九
)

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
彼
の
思
想
が
多
く
の
点
で
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
深
い
影
響
の
も
と
に
あ
る
こ
と

は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
存
在
論
上
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
特
色
づ
け
る
肝
甚
の
点
に
お
い
て
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
彼
は
神
を
、

聖
書
に
も
と
づ
い
て
「
存
在
そ
の
も
の
」

f
g
B
gお
と
な
す
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、

こ
の
「
存
在
そ
の
も
の
」
の
更
に
根
原
と
な
る
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
も
、
神
は
善
で
あ
る
。
し
か
し
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
は
、
善
で
あ
る
か
ら
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
存
在
す
る
か
ら
善
な
の
で
あ
る
。

「
存
在
」
こ
そ
は
、
真
、
善
、
美
、
そ
の
他
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
存
在
論
上
の
プ

ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
ら
と
は
別
の
あ
た
ら
し
い
立
場
に
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
存
在
そ
の
も
の
を
根
原
と
す
る
存
在

、
(
一
二

O
)

論
上
の
あ
た
ら
し
い
立
場
こ
そ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
ト
マ
ス
と
共
有
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

l

こ
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
者

神
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
性
格
の
根
原
で
あ
る
。

「
存
在
」
を
根
原
に
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

す
る
の
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
存
在
論
の
特
色
で
あ
る
と
考
え
る
点
に
お
い
て
、

と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
を
区
別
し
、
存
在
を
こ
え
る
も
の
に
存
在
の
根
原
を
も
と
め
る
の
で
な
く
て
、
む
し
ろ
存
在
そ
の
も
の
を
す
べ
て
の
根
原
と

〈
一
一
一
一
)

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
ジ
ル
ソ
ン
説
と
一
致
す
る
。
た
だ
こ
の
あ
た
ら
し

い
存
在
論
的
立
場
こ
そ
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
ト
マ
ス
と
共
有
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
、
両
者
の
存
在
論
的
立
場
を
鋭



く
対
立
さ
せ
る
ジ
ル
ソ
ン
説
と
見
解
を
異
に
す
る
。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
の
存
在
論
的
立
場
の
共
通
性
を
テ
キ
ス
ト
に
も
と
づ
い
て

立
証
す
る
こ
と
こ
そ
は
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
こ
の
書
に
お
い
て
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ハ
一
一
七
〉
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
前
掲
番
序
文
句
・
〈
1
〈戸

〈
一
一
八
〉
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
前
掲
書
司
・
品
1

叶
・
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
け
る
善
な
い
し

一
者
と
在
在
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
第
一
章
二
節
参
照
。

(
一
一
九
)
た
と
え
ば
、
〈
貯
吉
岡
山
口
ロ
タ
ピ
VOHLO
唱
p
o
g巴。
B
〈
2
宮
内
山
王
ロ
「
。
・

品w
m
(喝
行
∞

w
5
N
N
)
山
口
官
同
品
。

P
S
F
M
M向
-
M
W
F
N
H
山
3
2守
口
山
8
3
5
w

u
o

円
四

Z
E
2
8自
在
『
ロ
♂
阿
〈
・

ω・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
前
掲
書

MM・品

g
お

(ω)
参

双
対
。

n
ロ引

〈一二
O
〉
ト
マ
ス
が
よ
く
用
い
る
「
在
在
そ
の
も
の
」

f
g
g
g自
と
い
う
神
の
名

は
、
ア
ウ
グ
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
既
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
開
ロ
同
九
日
ロ

3
・
5
品"

ロ・

hH・
苛
回
出
国
内
部
ぬ
朋
0
4
2
Rご
g
ちロ

b
r
z
z目
a
c
m
B
r
S
2明。件。山口。日
g
H

図。の門出
n
g
o
y
宮内山口広場。巴

g
f
宮
町
紅
白
ぬ
(
司
M
L
ω
F
H
2
3
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、

前
掲
書

M
M
-
p
g席

(ω)
参
照
。
そ
れ
に
対
応
す
る
ト
マ
ス
の
用
例
。

H・
a・
ω-r-

d
E
p
g
s
u
g帥
丘
二
喝
宮
内
。
同
B
P
4
0
}
M
M
O
P
M
m
f
m
g
B
g∞
ク
ロ
己
目
。
目
。
仏
。

g
B匂omWMM田
g
問。旬。同
g
仲・の。
E
-
m
o
E
H
-
n・
ω∞w
ロ・

ωHω
・
ロ
o
g
o
a
f
g
B

命的閉
0

・

(
ゴ
二
〉
こ
の
点
に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
の
「
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
者
」
と
し

て
の
独
自
性
を
強
調
し
て
、
ジ
ル
ソ
ン
は
回
包
括

8
2
0
2
噌

E
g
o
-
M
O
P
E

0
8
8
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
巧
E
仲
間
協
命
的
任
命
的
自
民
話
回
丸

信
・
〉
広
明
M聞広
40
吉
伸
r
o
r
z。
q
a
n
r同日
a
r
s
-
w巴
SOMMrM可
仲
間
岳
民
w【

凶

2
1
w

z
w
r
g弘
司

u
r
Z
8
1
ω
窓
口
抗
日

g
r
o
d
g夕
日

HOU可2
5
2
H
B
m
w仏ぬ任命
B
U
g
w
o

a
【

H
m
g
E知伸一ロ
m
r
z
m
w
ロ♀

0
4
8
冒
。
丘
町
円
陣
O
R
E
-
F
0
8
0・
吋
}MOB-∞

ω
間
見
忠
弘

0巳
a
z
g
M
L白
件
。
ロ
町
田
宮
〉
ロ
mg丸山口
mww
ゲ
ロ
ご
『
命
日
山
明
白
匂
o
z
y
g弘

山仲町内同

LRUM40
。
ロ
♂
向
件
当
r
w
r
r
o
宮江田

gBMMmロ凶刊当
x
r
E。
江
口
ロ
回
二
宮
持

政

g
岳
山
口
側
与
。
認
の
&
吉
伸
r
o
h
r江田仲町出場
O
H
E
a
〉ロ
m
g
t
z
w
s
p
閉山口のぬ

の。門岡山田

r
z
m
v
F
2
0
山
田
ロ
♀
『
山
口
関
与
。
40
宮山口
m-
吋
2
0
8
0ロぬ
Y
F
ω

の
&

。同
k
p
口問
HM由
民
話
防
止
問
。
任
命
。
ロ
0
8向

日

F
m
m
R
v
p
r
E
図。

F
ロ
2
r
a
g諸

国

1
m
g
F
ぬg
L
m足
s
f
S
F
F
F
u
g
p
m
g仏
間
ロ
仏
。
5
r
g
z諸

国

0
2
問。
4
『

r
u
e
-
臼
〉
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
前
掲
書
匂
-
p
g
R
(
N
)
参
照
。

一一一一一一

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
不
変
性
の
意
味
。
次
に
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
可
変
性
と
不
変
性
の
概

(

一

一

〉

念
を
吟
味
す
る
。
神
の
存
在
を
不
変
、
被
造
物
の
存
在
を
可
変
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ば
は
、

ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
の
著
作
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
み
い
だ

の
本
質
は
「
不
変
性
」

〔
本
論
文

さ
れ
る
。

こ
の
ゆ
え
に
ジ
ル
ソ
ン
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
神
の
存
在
(
エ
ッ
セ
)

で
あ
る
と
主
張
す
る

こ
れ
に
対
し
て
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
い
う
。
も
し
も
神
の
本
質
が
不
変
性
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
は
不
変
な
る
が
ゆ
え
に

ニ
ニ
節
参
照
〕
。

た
し
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
う
ち
に
は
、
そ
の
よ
う

な
解
釈
を
許
す
表
現
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
神
間
論
』
第
八
巻
一

存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
不
変
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

一
章
に
、

「
神
は
不
変
q

で
あ
る
が
ゆ
え
に
真
実
に
存
在
す
る
」

SES
a 

神
が
不
変
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
神
が
存
在
す
る
こ
と
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
ジ
ル
ソ
ン
は
そ

acぽ
ぽ
の
。
自
由

g
m
w
r
E
ω
g
?
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

六
七



の
よ
う
に
解
釈
し
て
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
、
神
の
不
変
性
が
存
在
の
本
質
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
ン
ダ
ー

』、ー、
一
/
/

ソ
ン
は
反
問
す
る
。
こ
の
場
合
の

A
ロ
ぽ
の
意
味
が
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
前
文
が
後
文
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
る
か
、
そ
れ
と
も
前
文
と
後
文
と
の
事
実
上
の
結
合
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
。
も
し
も
前
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ジ
ル
ソ
ン
が
解
す
る
よ
う
に
、

神
の
存
在
は
そ
の
不
変
性
を
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
も
後
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
存
在
と
不
変
性
と
が
事
実
上
結
合
し
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
だ
け
で
、
か
な
ら
ず
し
も
不
変
性
が
存
在
の
根
拠
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
後
の
解
釈
を
と
る
。
な
ぜ
な
ら

「
神
は
不
変
で
あ
る
。
だ
か
ら
存
在
す
る
」
と
は
い
え
て
も
、
そ
の
逆
の
こ
と
、

ば
、
も
し
前
の
解
釈
を
と
る
と
す
れ
ば
、

る
。
だ
か
ら
不
変
で
あ
る
」
と
は
い
わ
れ
え
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
に
は
そ
の
よ
う
な
表
現
も
み
い
だ

つ
ま
り
、

「
神
は
存
在
す

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
神
国
論
』
第
一
二
巻
二
章
に
、

そ
れ
ゆ
え
に
不
変
で
あ
る
」
の
ロ
日

〔
註
(
一

O
二
)
参
照
〕
。
こ
こ
で
は
あ
き
ら
か
に
、
神
の
存
在
が
神
の
不
変
性
の
理
由
と
し
て
諮
ら
れ
て

「
神
は
最
高
度
に
存
在
す
る
。

ロ
gm:・

た
と
え
ば
、

g
B
5
0
ω
F
2
広
8
5
B
C
E
Z
F
巴
・
:

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
き
に
引
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る

A
C
ぽ
は
、

「
神
は
不

厳
密
な
意
味
で
前
文
を
理
由
づ
け
る
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
く
、
む
し
ろ
前
文
の
内
容
と
後
文
の
内
容
と
の
事
実
上
の
結
合
を
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

変
で
あ
る
が
ゆ
え
に
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
神
に
お
い
て
は
「
不
変
で
あ
る
」
こ
と
と
「
存
在
す
る
」
こ
と
と
が
事
実
上
結
合
し
て
お

、

h
り

「
存
在
す
る
神
は
、
ま
た
、
不
変
で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
一
二
二
)
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
前
掲
書
、
第
二
章
司
-
H
N
1
5
参
照
。

〈
一
二
三
)
本
論
文
第
五
章
二
二
節
註
(
八
四
)
参
照
。
な
お
、
ジ
ル
ソ
ン
が
そ
の
主

張
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
あ
げ
た
他
の
二
つ
の
箇
所
〔
註
(
八
五
)
(
八
六
)
〕
の
ほ

か
に
、
こ
れ
と
類
似
し
た
若
干
の
箇
所
を
あ
げ
る
と
、
ロ
ゅ
の
即
〈
-
U
E
〈
口
・
。
・
。
・

0
c
E
0
5
L
巴ロ門
H
o
a
w
s
c。円山口。自。
L
。
。
由
件
。
ロ
山
口
m
g
宮
内
山
口
ぬ
ロ
巳
ロ
岡
山

g
p
ロ。ロ

2
8
匂

8
8
E
a
m
v
E
。
w
a
z
F
2
5
2
F
G
C
U
E
g
自
自
己
E
E
E
2
2帥
(

苫

し

k
H
Y
N
臼
)
-
u
o
E
ロ
・
〈
ロ
・
。
・

P

ロ・

5
・
何
回
件
。
巳
S
4
2
0
8
一gw
a
ロ
S
E
S
E
-

自
己
S
E
E
m
g
円
(
司
円
、
h
H
h
y

ゅ色一〉・
H

ロ】。ωロ・可m2・川町山
Y

ロ
・
∞
-
f
g
o
巳
B
4
0
自
の
X
2

2
F
A
Z
E
B
E
ω
江
口
。
ロ
同
M
O
R
a
(同

M
F
ω
P
H
∞
∞
∞
)
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
前
掲
耳
切
・

5
5
R
(
H〉
参
照
。

「
不
変
性
」
は
「
存
在
」

四

し
か
し
こ
こ
で
、
次
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
し
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、

の
根

拠
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
存
在
」
と
「
不
変
性
」
と
は
同
じ
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
は



ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
う
ち
に
多
数
み
い

た
と
え
ば
、

で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
実
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
示
唆
す
る
箇
所
は
、

(
一
二
四
)

不
変
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
」
広
認
5
2
F
A
C。
円
四
百
8
B
S
E
m
r
E百円

「
存
在
」
即
「
不
変
」

だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
真
実
に
存
在
す
る
も
の
と
は
、

(
一
二
五
〉

「
存
在
す
る
と
は
、
不
変
性
の
名
で
あ
る
」

a
m
p
s
B
8
2片

山

口

8
8自
民
与
E
g宕
・
。
さ
ら
に
ま
た
彼
は
、
し
ば
し
ば
神
を
「
そ
れ
自
身

ロM
m
w

ロmw
仲・、

と
の
な
い
も
の
」

。旦円四

g
仲
広
苦
ω
ロ
自
吋

な
る
も
の
」
広

f
g
g
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
「
い
つ
も
同
じ
仕
方
で
存
在
す
る
も
の
。

い
ま
は
こ
の
よ
う
に
、

い
ま
は
別
様
に
と
い
う
仕
方
で
在
る
こ

(
一
一
一
六
〉

g
?
で
あ
る
。

0
5仏
ω
命
日
官
同

g
r
s
s。
仏
。
。
丘
二
百

a
gロ
目
。
仏
。
払
宮
内
山
見
目
。
仏
。
島
民

、勝
、甲

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、
神
の
存
在
が
不
変
性
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
拠
立
て
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ア

れ
ら
の
箇
所
は
、

ン
ダ
l
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
。

永
遠
性
、

自
己
同
一
性
な
ど
は
、

神
の
存
在
(
エ
ツ

た
し
か
に
不
変
性
、

セ
、-"

に
と
も
な
う
諸
様
相
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
神
の
存
在
(
エ
ッ
セ
)
と
同
じ
重
さ
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
神
は
在
る
。
ま
さ
に
「
在
る
」

(
一
一
一
七
)

「
在
る
」
こ
と
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
神
は
不
変
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
り
、
自
己
同
一
な
の
で
あ
る
。
神
の

こ
と
が
神
に
と
っ
て
の

性
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
見
解
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
多
く
の
筒
所
に

「
存
在
」
と
「
不
変

た
、
存
在
と
不
変
性
と
は
同
一
の
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

お
い
て
、
神
の
存
在
は
不
変
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
意
味
は
、
神
の
存
在
の
根
拠
が
神
の
不
変
性
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
「
在
り
て
在
る
者
」
こ
そ
は
根
本
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
さ
に
「
在
る
者
」
と
し
て
荘
る
が
ゆ
え
に
、
不
変
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
り
、
自
己
同
一
的
な
の
で
あ
る
。

(
一
二
四
〉
の
。
民
・
〈
口
・
。
・
口
"
ロ
・
口
・
何
件
古
印
刷
出
色

B
R
5
5片岡山
Z
2
1門出口
2

。
g
E
5
2
8
ロ
2
。
自
民
8

8
ロ

2
8
H
m
g
o
s
c
E伶
gw
門官
8
2
5
m
g
R
E
E
W

ロ
8
2
8
8古
田
w
a
g口
紅
白
広
告
。
仏

g
ロ。ロ

g
E・
広

g
g
s
B
m
a
h
g仏

E
g
B
B
C
S
E
E
2
S
8
2
ハ
E
.、
ω
N
W
R
N
)
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
前
掲
書
匂
・
広

g
z
ハN
〉
参
照
。

(
一
二
五
)
印
日
目
。
〈
口
・
叶
・
開
gmww
ロ
O
B
g
o
a
F
g
g自
民
宮
町
宮
丘
町
・
・
:
〈
向
ロ
自

o
g
p
閉山口
8
2
B
o
g
p
m
o同
日
自
信
B
2
8
ロ
8
z
z
t
H
U
F
ρ
a
gロ
町
民
自
民
何
回
仲

R

Q
F
ω
∞w
g
)・
ア
ン
〆
l
ソ
ン
、
前
掲
書
匂
-

F

gお
ハ
ω〉
参
照
。

(
一
二
六
〉
開
E
R
-
ぽ

3
・
HNY
ロ
-
m
Q
F
ω
N
E
N
N
)・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
前
掲

番
司
・

EWHHO詑
〈
品
〉
参
照
。
《
佐
官
MMg》
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
二
四
節
参
照
。

(
一
二
七
〉
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、
神
の
す
べ
て
の
先

全
性
な
い
し
属
性
が
、
神
の
在
在
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な

い
こ
と
を
強
調
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
吋
。

Z
2
3
ω
口
え
の
。
円
回
吉
岡
。

官
同
町
宮
仲
町
内
}
口
問
。
同
州
民
帥
同
日
『
ロ
件
。
朗
自
の
r
g
E
H自
己
谷
口
町
司
自
円
四
閉
山
田
M
L
E
q
m括

広
0
5即

m
a
d
-年
同
国
昨
日
抱
一

F
W
E
F
o
w
R
o
gロ凶
S
E
E
d
旬。ロ匹。問問。件。町田
z

z
z
m
。
。
門
田
町
田
仲
間
即
日
g
c
g
E
E
F
Vロ
仲
間
三
回
即
日
目
E
m
r
r
Z
8
5
0
問
。
山
田
U

六
九



七
O 

出
o
y
ロ
O
仲

g
g
c諸
国
ぬ
仲
田
即
日
目
白

E
E
o
u
の
&
町
出
向
自
由

h
L
F
r
g同
国

o
y
ロ。同

r
o
gロ
話
回
。
町
田
仲
包
括
民
・
〉

E
g
X
2
4
1丸
岡
神
宮
♀

ro同
官
a
-
g昨
日
。
ロ
問
。
同

岳
山
田
由
。
ユ
(
喝
・
広

15)

九

五

~司\

一
¥--' 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
の
意
味
。

ー
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る

2
8
E
E
の

意
味
に
つ
い
て
、
特
に
「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
被
造
物
」

「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
神
」
と
い
う
二
章
を
設
け
て
論
じ
て
い
る
。
更
に
ま
た
「
ア
ナ
ロ
ギ

{
一
二
八
)

の
章
も
こ
の
問
題
と
関
係
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
章
に
も
と
づ
い
て
次
の
順
序
で
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
所
説
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

イ
Lー(

一
)
被
造
物
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
。

(
二
)
神
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア

〔一一一六節〕。

，---¥ 

、~〆

こ
の
二
者
の
エ
ツ
セ
ン
テ
ィ
ア
の
関
係
〔
一
二
七
節
〕
。
ま

ず

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、

「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
と
は
一
般
に
何
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
う
こ
と
か
ら
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
る
」
与

g
A
C
。ι
g同

2
8

〈。g
昨日

2
8
R
E・
「
在
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

(
一
二
九
〉

わ
れ
わ
れ
は
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
呼
ぶ
」
与

g
A
g仏
ゆ

E

g
ぉ
g
g
B
g
g
ω
O
R
E
-
こ
れ
ら
の
、
ま
た
こ
れ
に
類
す
る
多
く
の
箇
所
よ
り
し
て
、

「
在
る

(
エ
ッ
セ
)

て
い
る
。

「
エ
ン
ス
と
い
う
名
は
、

「
エ
ン
ス
」

0
5
に
相
当
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(
一
三

O
)

エ
ッ
セ
か
ら
つ
け
ら
れ
る
」

gω
百
否
。
ロ
昨
日

m
r
f
8
0
2
0・
と
こ
ろ
で
ト
マ
ス
に
お
い
て
「
エ
ン
ス
」
と
は
、

「
存
在
者
」
す
な
わ
ち
「
存
在
を
有
す
る
も
の
」

g
m
o
z
g
g
を
意
味
し
た
。

ト
マ
ス
の

ト
マ
ス
は
い
つ

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
は
、

「
存
在
す
る
も
の
」

同
様
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
も
、

「
エ
ツ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
は
「
存
在
を
有
す
る
も
の
」

「
存
在
者
」
を
意
味
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
引
用
さ
れ
た
箇
所
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

「
神
は
諸
事
物
を
無
か
ら
創
造
し
、

こ
れ
に
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
与
え
た
。
:
:
:
或
る
も
の
に
は
よ
り
多
く
の
存
在
を
、
或
る
も
の
に
は
よ
り
少
な
い

存
在
を
与
え
た
。
か
く
て
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
の
世
界

E
E
5
0
2
ω
O
R
E
-
2
5
を
段
階
的
に
秩
序
づ
け
た
」
〔
註
(
一

O
二
)
参
照
〕
。

こ
こ
に
「
エ
ツ

セ
ン
テ
ィ
ア
の
世
界
」
と
は
、
神
か
ら
存
在
(
エ
ッ
セ
)

を
受
け
て
存
在
す
る
も
の
の
世
界
で
あ
り
、
ト
マ
ス
的
に
い
え
ば
「
被
造
有
」

o
g
R
g
g
s

の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
か
ら
存
在
を
受
け
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
存
在
し
、
神
の
在
ら
し
め
る
は
た
ら
き
が
な
け
れ
ば
、

た
ち
ま
ち
無
に
な
る
。
そ
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し
す
べ
て
の
被
造
物
は
、

七
二

「
何
ら
か
の
仕
方
で
在
る
」

mLZα
。

s。仏。
g
?
の
で
あ
っ
て
、
無
条
件
的
に
在
る
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
よ

「
神
は
自
ら
の
存
在
で
あ
る
比

二
三
七
)

ど
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
現
す
る
思
想
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
ジ
ル
ソ
ン
は
エ
ヅ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
を
定
義
し
て
、

(
一
三
八
〉

で
あ
る
と
い
う
。

っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
思
想
は
、

ま
さ
し
く
後
に
ト
マ
ス
が
、

テ
ン
ス
)

の
度
合
の
低
い
存
在
の
形
而
上
学
」

こ
の
定
義
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
存
在
論
ほ
ど
エ
ッ
セ
ン
テ

「
神
に
お
い
て
は
本
質
と
存
在
と
は
同
じ
で
あ
る
」
な

「
存
在
性
(
エ
ク
シ
ス

ィ
ア
リ
ス
ム
で
な
い
存
在
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
そ
の
存
在
論
の
基
礎
を
な
す
も
の
は
、
ま
さ
し
く
「
在

(
一
三
九
)

り
て
在
る
者
」
す
な
わ
ち
「
存
在
そ
の
も
の
」
な
る
神
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
彼
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
な
ら
っ
て
、
神
を
不
変
、
永
遠
、
自
己
同

で
は
な
い
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
的
な
次
元

一
な
ど
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
神
の
本
質
は
こ
れ
ら
の
性
格
規
定
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
完
全
に
い
い
つ
く
さ
れ
る
も
の

(
ジ
ル
ソ
ン
の
こ
と
ば
を
用
い
る
な
ら
ば

-
5
三
R
O
M
U
Z
E
E
-
o
)
に
お
い

て
こ
れ
ら
の
性
格
を
考
え
て
い
る
。
た
し
か
に
神
は
不
変
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
り
、
自
己
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
不
変
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
り
、
自
己

同
一
で
あ
る
こ
と
が
、
神
の

ィ
ア
リ
ス
ム
」

の
熔
印
を
押
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。

「
在
る
」
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
ジ
ル
ソ
ン
は
そ
の
よ
う
に
解
し
て
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
存
在
論
に
「
エ
ッ
セ
ン
テ

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
む
し
ろ
、
不
変
、
永
遠
、
自
己
同
一
等
は
、
そ

の
本
質
で
は
な
く
そ
の
存
在
の
仕
方
自
。
仏

g
a笠
g仕
を
性
格
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
不
変
で
あ
る
、
永
遠
で
あ
る
、
自
己
同
一

で
あ
る
、

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
神
は
永
遠
的
に
在
る
、
不
変
的
に
在
る
、
自
己
同
一
的
に
在
る
。
神
の
本
質
は
ま
さ
に
そ
の

「
在
る
」
こ
と
に
あ

るこり
o四、

Q神

と
・つ
て
は

「
在
る
」

こ
と
が
ま
さ
に
そ
の

「
在
る
」
こ
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
存
在
の
仕
方
は
、
不
変
的
、
自
己
同
一
的
と
な
る
の
で
あ

(
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七
四

い
か
に
大
き
な
存
在
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
存
在
そ
の
も
の
な
る
神
に
く
ら
べ
る
な
ら
ば
殆
ん
ど
無
に
ひ
と
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
す

べ
て
の
被
造
物
は
無
か
ら
在
ら
し
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
無
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
被
造
物
の
エ
ツ
セ
ン
テ
ィ
ア
の
有
す
る
存
在
の
こ
の
こ
重

生
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
の
な
か
で
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば

『
告
白
』

第
七
巻

一
章
一
七
節
に
い
わ
れ
る
。

「
私
は
あ
な

た
〔
神
〕

の
も
と
に
在
る
も
ろ
も
ろ
の
も
の
を
見
た
。

そ
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
が
、
完
全
な
意
味
で
存
在
し
て
い
る

。同M
H
H
H
H
M

。
。ωω
。
の
で
は
な
く
、

完
全
な
意
味
で
存
在
し
て
い
な
い

。
口
同
ロ
ロ
回
。
ロ
。
ロ
命
的
ω
。
の
で
も
な
い
こ
と
を
見
た
。

た
し
か
に
そ
れ
ら
の
も
の
は
存
在
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
あ
な

た
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
ら
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
あ
な
た
が
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
い

(
一
四
一
)

か
ら
。
真
実
の
意
味
で
存
在
す
る
の
は
、
不
変
に
と
ど
ま
り
た
も
う
者
の
み
で
あ
る
。
」
ま
た
『
詩
篇
講
解
』
第
一
一
一
一
四
講
四
節
に
い
わ
れ
る
。
「
神

に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
は
、
こ
れ
を
神
に
較
べ
る
な
ら
ば
、
存
在
し
な
い
。
較
べ
な
い
な
ら
ば
、
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
の
も
の
は
神
に
よ

っ
て
在
る
か
ら
。
神
に
較
べ
る
な
ら
ば
、
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
真
実
に
存
在
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
不
変
に
存
在
す
る
も
の
は
、
た
だ
神
の
み
だ

(
一
四
二
)

か
ら
で
あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
「
在
る
」
(
エ
ッ
セ
)
と
い
う
こ
と
は
、
神
に
つ
い
て
も
被
造
物
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
う
る
が
、
し
か
し
同
義
的
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
「
神
が
在
る
」
と
い
わ
れ
る
意
味
で
の
「
在
る
」
は
、
被
造
物
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
在
る
」
と

い
う
こ
と
が
被
造
物
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
「
在
る
」
の
意
味
は
「
神
が
在
る
」
と
い
わ
れ
る
場
合
の
そ
れ
と
は
異
る
。
し
か
し
こ
の
二

つ
の
場
合
の
「
在
る
」
の
意
味
が
全
然
異
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
被
造
物
が
「
在
る
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
根
拠
は
、
そ
れ
が
「
在

る
」
神
に
よ
っ
て
在
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
被
造
物
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
「
存
在
」
の
根
拠
は
、
神
の
「
存
在
」
の
な
か

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
に
つ
い
て
述
諾
さ
れ
る
「
在
る
」
と
、
被
造
物
に
つ
い
て
述
諾
さ
れ
る
「
在
る
」
と
は
、
全
く
同
義
的
で
は
な
い

が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
全
く
異
義
的
で
も
な
く
、
異
り
な
が
ら
共
通
性
を
も
っ
。
そ
の
共
通
性
の
根
拠
は
「
在
ら
し
め
る
」
存
在
と
「
在
ら
し
め
ら
れ

る
」
存
在
と
の
問
に
成
立
つ
存
在
的
因
果
連
関
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
の
関
係
は
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て
「
存
在
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
」
自
己
。
位
向

g去
と

し
て
定
式
化
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ト
マ
ス
存
在
論
の
根
本
原
理
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、

(
一
四
三
)

に
お
け
る
深
い
連
関
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の
問
に
は
、
存
在
論
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一
四
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J¥ 

(
四
)

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
ジ
ル
ソ
ン
批
判
に
つ
い
て
見
ょ
う
。
以
上
に
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、

(
1
)
 

次

。明朗
p
z
g自
由
民
E
z
r
a加
。
。
丘
二
宮
O門
四
倍
。

g
-
5
2仲(阿
VFω
戸
口
伝
)
・
ア
ン

ダ
ー
ソ
ン
、
前
掲
書

MM・
2
w
g胃
(
N
〉
参
照
。

(
一
四
一
ニ
〉
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
前
掲
帯
同

y
E
1
8・
参
照
。
既
に
マ
リ
タ
ン
が
こ
の
点

に
控
意
し
て
、
?
』
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
理

論
を
潜
勢
的
に
合
ん
で
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
同
・
冨
ω同
F
S
F
戸内
w
g
m
o
m
m
o

gMmロ
畑
氏
口
町
ロ
ロ
巾
〈
]
巴
ω]戸〉

MM・品。
ω・
ジ
ル
ソ
ン
、
戸
が
印
刷
M同町

:-MV・
叩
ωw
ロ。円。

(N〉

参
照
。

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
ジ
ル
ソ

ン
批
判
の
要
点
は
既
に
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ジ
ル
ソ
ン
は
ア
ウ
グ
ス
-
ア
イ
ヌ
ス
の
存
在
論
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
い
だ
い
て
い
る
。

「
在
る
者
」

ア
ウ
グ
ス
日
ア
イ
ヌ
ス
は
哲
学
的
に
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
影
響
を
受
け
た
が
、
同
時
に
聖
書
を
信
ず
る
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
。

か
く
て
「
在
る

啓
示
に
よ
っ
て
神
が

で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
彼
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
よ
う
に
「
存
在
」
を
こ
え
る
根
原
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

者
」
を
究
極
の
根
原
と
す
る
存
在
論
が
で
き
あ
が
っ
た
。

「
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
」
が
あ
る
〔
本
論
文
二
一
節
参
照
〕
。

こ
こ
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

(
2
)
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
は
「
存
在
」
を
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
に
解
釈
し
た
。
そ
し
て
「
存
在
」こ

こ
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

「
プ
ラ
ト
ニ
ズ

の
本
質
を
「
不
変
性
」

で
あ
る
と
し
た
。
か

ム
」
が
あ
る
〔
本
論
文
二
二
節
参
照
〕
。

(
3
)
 
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
神
の

「
在
る
者
」
と
し
て
の
神
は
「
不
変
な
る
者
」
と
な
っ
た
。

「
存
在
」

(
エ
ッ
セ
)

は
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ

く
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、

ち
存
在
を
不
変
の
本
質
に
還
元
す
る
。

こ
こ
に
彼
の

「
本
質
主
義
」

(
エ
ツ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
)
が
あ
る
。

ト
マ
ス
は
神
の

(
4
)
 

「
存
在
」
を
「
存

在
の
現
実
態
」
}
が
の
お
円

2
5
2
と
し
て
把
え
る
。
神
の
エ
ツ
セ
は
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
的
な
エ
ッ
セ
に
還
元
さ
れ
る
。
彼
の
存
在
論
は
エ
ク
シ

ス
テ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
で
あ
る
。

(
5
)
神
の

「
存
在
」

の
品
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
ル
な
解
釈
は
、
そ
れ
ま
で
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
存
在
論
の

ト
マ
ス
は
存
在
論
の
歴
史
に
お
い
て
革
命
的
な
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
〔
本
論
文
二
一
一
一
節
参

伝
統
に
は
全
然
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

(
1
)
 

照〕。

l

こ
れ
に
対
す
る
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
批
判
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

七
五

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
在
る
者
」
と
し
て
の
神
を



七
六

根
原
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
は
異
る
、
聖
書
に
も
と
づ
く
存
在
論
の
次
元
を
ひ
ら
い
た
こ
と
。
こ
れ
は
ジ
ル
ソ
ン
の
い
う
と
お
り

で
あ
る
〔
本
論
文
三
二
節
参
照
〕
。

(
2
)
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

「
存
在
」

(
エ
ッ
セ
)
は
「
不
変
性
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
ジ
ル
ソ
ン
説
は
誤

で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
神
は
、

「
在
り
て
在
る
」
と
い
う
そ
の
最
も
す
ぐ
れ
た
存
在
の
ゆ
え
に
不
変
な
の
で
あ
っ
て
、
不
変
的
だ
か

ら
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
不
変
性
と
存
在
と
が
同
義
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
不
変
性
は
神
の
存
在
と
必
然
的
に
結
合
し
て
い
る
存
在
様
相
の
一

つ
に
す
、
ぎ
な
い
。

「
在
り
て
在
る
」
と
い
う
神
の
存
在
に
は
、
単
に
不
変
性
の
み
で
は
な
く
、
永
遠
性
、
自
己
同
一
性
、
善
性
、
等
の
よ
う
な
完
全
性

の
諸
様
相
が
み
と
め
ら
れ
る
〔
本
論
文
三
一
二
、
三
一
四
節
参
照
〕
。

(
3
)
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
は
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
、
彼
の
存
在
論
は
エ
ツ

セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
で
あ
る
と
い
う
ジ
ル
ソ
ン
説
に
対
し
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
い
h

つ
。
ジ
ル
ソ
ン
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア

の
意
味
を
誤
解
し
、
こ
れ
を
ト
マ
ス
的
な
「
何
性
」
と
し
て
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
混
同
し
て
い
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
は

「
存
在
者
」

の
意
味
で
あ
り
、
神
が
「
最
高
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」

Z
B
B
ω
o
E
R
E
-俗
で
あ
る
と
は
、
神
が
最
高
度
に
存
在
す
る
、
す
な
わ
ち
、
最

も
完
全
な
仕
方
で
ス
ブ
シ
ス
テ
レ
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
存
在
論
は
、
も
し
ジ
ル
ソ
ン
の
用
語
を
か

り
る
な
ら
ば
、

エ
γ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
ど
こ
ろ
か
、
最
も
す
ぐ
れ
た
意
味
で
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
な
の
で
あ
る
〔
本
論
文
三
六
節
参
照
〕
。

(
4
)
 
ト
マ
ス
は
神
の
エ
ツ
セ
を
「
存
在
の
現
実
態
」
と
し
て
把
え
る
と
い
う
ジ
ル
ソ
ン
説
に
対
し
て
は
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
も
異
論
が
な
い
。

(
5
)
 

ト
マ
ス
の
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
ル
な
存
在
論
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
ル
な
存
在
論
と
は
全
く
異
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ジ
ル

ソ
ン
説
に
対
し
て
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
絶
対
に
反
対
で
あ
る
。
む
し
ろ
ト
マ
ス
の
存
在
論
の
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
ル
な
次
元
は
、
既
に
ア
ウ
グ
ス

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
て
い
る
。

、
、
、
、
、

ト
マ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
は
基
本
的
に
は
全
く
同
じ
存
在
論
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
た
だ
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
聖
書
的
な
思
想
家
で
あ
り
、

ス
コ
ラ
哲
学
的
意
味
で
の
哲
学
者
で
も
神
学
者
で
も
な
い
。

ト
マ
ス
も
、
根
原
的
に
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
と
同
じ
く
、
聖
書
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ョ
ン
を
受
け
て
い
る
が
、
同
時
に
ス
コ
ラ
哲
学
的
音
山
味
で
の
学
者
と
し
て
、

(
一
四
四
)

が
含
ん
で
い
た
も
の
を
、
よ
り
体
系
的
学
問
的
に
、
か
つ
厳
密
な
概
念
と
用
語
と
を
も
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想

(
一
四
四
)

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
前
掲
書
第
一
章
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
形

而
上
学
の
性
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

。。ロ
8
5
z
m
任命

B
o
g
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ジ
ル
ソ
ン
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の
存
在
論
的
立
場
の
相
違
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
両
者
の
共
通
性
を

主
張
す
る
。
た
し
か
に
ジ
ル
ソ
ン
の
い
う
よ
う
に
、

ト
マ
ス
の
存
在
把
握
は
本
質
よ
り
も
存
在
が
主
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ

ィ
ア
ル
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
の
存
在
把
握
が
エ
ヅ
セ
ン
テ
ィ
ア
ル
で
あ
る
と
い
う
の
は
当
ら
な
い
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
全
く
同

様
に
そ
の
存
在
把
握
に
お
い
て
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
ル
な
の
で
あ
る
。
そ
の
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
両
者
は
、
全
く
共
通
の
存
在
論
的
基
盤
の
上
に
立
つ

て
い
る
。

こ
の
共
通
の
基
盤
の
上
に
彼
ら
を
立
た
せ
た
も
の
は
、

プ
ラ
ト
ン
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
も
な
く
、

聖
書
で
あ
る
。

で
は
聖
書
か
ら
イ

ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ョ
ン
を
受
け
た
存
在
論
は
な
ぜ
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
ル
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
聖
書
に
説
か
れ
て
い

る
創
造
の
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
多
く
を
学
ん
だ
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
も
、

ト
マ
ス
が
多
く
を
学
ん
だ
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
も
見
当
ら
な
い
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
、

ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
、

聖
書
的
な
創
造
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
解

釈
し
て
い
る
。
創
造
の
思
想
は
必
然
的
に
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
ル
な
存
在
把
掻
に
い
た
る
。
な
ぜ
な
ら
す
べ
て
の
存
在
者
は
神
に
よ
っ
て
存
在
二

(
一
四
五
)

ツ
セ
)
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
二
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
も
と
づ
い
て
ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
の
思
想
の
共
通
性
と
対
応
関
係
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
即
し
て
逐
一

考
察
し
て
き
た
〔
本
論
文
第
八
、
九
章
〕
。

そ
れ
ら
は
、

い
わ
ば
直
接
的
に
ト
マ
ス
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
継
承
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
一
見
異
る
よ
う
に
み
え
て
、
そ
の
実
深
い
連
関
の
み
と
め
ら
れ
る
思
想
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
存
在
と
本
質
と
の
区
別
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は

ト
マ
ス
哲
学
に
と
っ
て
根
本
的
な
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
は
見
当
ら
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
両
者
は
た
し
か
に
異

七
七



七
/¥ 

っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
は
、

存
在
と
非
存
在

g
8
1ロ。ロ

2
8
の
対
立
と
い
う
思
想
が
あ

る
。
神
の
不
変
性
と
被
造
的
世
界
の
可
変
性
と
の
対
立
も
、
存
在
と
非
存
在
と
の
対
立
に
還
元
さ
れ
る
。
神
は
な
ぜ
不
変
な
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
神

が
存
在
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
う
ち
に
い
か
な
る
非
存
在
性
を
も
含
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
被
造
物
は
な
ぜ
可
変
的
な
の
で
あ
る
か
。
そ

れ
は
す
べ
て
の
被
造
物
が
無
か
ら
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
の
う
ち
に
必
然
的
に
無
へ
の
傾
向
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ウ
グ
ス

(
一
四
六
)

テ
ィ
ヌ
ス
の
根
本
思
想
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
神
に
お
い
て
は
存
在
と
本
質
と
は
同
じ
で
あ
る
が
被
造
物
に
お
い
て
は
両
者
は
区
別
さ
れ
る
、
区
別
さ

れ
る
根
拠
は
、
被
造
物
の
存
在
は
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
神
か
ら
受
け
た
有
限
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
、

と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
有
限
性

の
根
拠
を
、
存
在
か
ら
区
別
さ
れ
た
被
造
的
本
質
の
う
ち
に
置
く
。
本
質
は
存
在
に
対
し
て
可
能
態
の
地
位
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
存
在
と
本
質
と
が

被
造
物
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
の
は
、
す
べ
て
の
被
造
物
の
う
ち
に
何
ら
か
の
可
能
態
性
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
〔
本
論
文
二
一
一
節

参
照
〕
。

こ
の
現
実
|
可
能
と
い
う
考
え
方
は
、

ト
マ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
は
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、

ト
マ
ス
に
お
け
る
「
す
べ
て
の
被
造
物
が
被
造
物
で
あ
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
含
ん
で
い
る
可
能
態
性
」
と
は
、
実
質
的
に
何
を
意
味
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
も
の
の
有
し
て
い
る
可
能
態
性
の
根
拠
は
質
料
性
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、

ト
マ
ス
に
お
い
て
は
可

能
態
性
の
究
極
の
根
拠
は
質
料
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ト
マ
ス
も
、
質
料
的
事
物
に
あ
っ
て
は
質
料
は
形
相
に
対
し
可
能
態
に
あ
る
こ
と

を
み
と
め
て
い
る
。
し
か
し
ト
マ
ス
に
と
っ
て
は
質
料
的
で
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
純
料
形
相
に
お
い
て
す
ら
も
、
そ
れ
が
被
造
物
で
あ
る
か
、
ぎ
り
に

お
い
て
、
存
在
に
対
す
る
可
能
態
性
が
み
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
〔
本
論
文
一
五
節
参
照
〕
。

質
料
的
と
非
質
料
的
と
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
被
造
物
と

し
て
在
る
も
の
に
、
被
造
物
で
あ
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
帰
せ
ら
れ
る
可
能
態
性
の
根
拠
は
、

ト
マ
ス
に
お
い
て
も
や
は
り
、
す
べ
て
の
被
造
物
が
「
無

か
ら
造
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

(
一
四
七
)

テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
の
存
在
と
本
質
の
区
別
の
理
論
の
根
底
に
は
、

ア
ウ
グ
ス

(
一
四
五
)
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
前
掲
書
第
七
章
に
お
い
て
、
。
フ
ロ
テ
イ
ノ
ス
に
お
け

る
分
有
と
、
創
造
の
思
想
に
も
と
づ
く
分
有
と
を
比
較
し
て
、
前
者
の
場
合
に
は
、

分
有
と
は
本
質
の
種
々
な
る
段
階
へ
の
伝
達
を
意
味
す
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
そ

れ
は
、
神
か
ら
の
存
在
の
伝
達
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
ル



と
な
る
と
い
う

o
n
B民同
O
E
m
s
-
:
g
E巴
2
r
g
m
宮
田
町
田
町
。
吋

S

R
一ぽ

R
a
E
Z

自
。
借
弘
吉
岡
江
氏
官
民
。
ロ
日
吉
岡
福
岡
氏
巳
官
件
。
山
口

m
F
5
m
F田
ロ
♀

E
r
o
岳
民

岱
百
m
g月
見
r
L
q
w
r
E
Z
旬。∞

8
m
m
g帥
o
r
w
B
o
a
tロ
m
F仲
町
円
。
自
の
。

p
u

s
g
g自
日
目
。
母
官
。
宮
町
内
宮
口
鈴
符
宮
町
田

E
Z日
(
喝
・
可
)
・

(
一
四
六
)
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
の
罪
お
よ
び
恩
恵
に
つ
い
て
の
思
想
も
、
こ
の
エ
ク

シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
ル
な
存
在
論
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
神
に
よ
っ
て
無
か
ら
造
ら
れ

た
者
が
神
に
そ
む
く
と
き
、
彼
は
必
然
的
に
、
そ
こ
か
ら
彼
が
清
ら
れ
た
も
の
、
す

な
わ
ち
無
に
向
う
。
こ
れ
が
罪
で
あ
る
。
開
岡
高
司
・
宮
司
聞
・
吋
浦
口
・

5
・
。
巳

2
m。

《
常
時
長

g
g
釦
官
。

rn帥

g
g
f
伶
ニ
ロ
の
ロ
ロ
己
記
宮
正
ロ
ロ
品
。
同
如
氏

5

0伯仲
w
氏

。
a
z
a
z
z
g
w
ぽ

r
s
胃
R
忠
。
符
認
可
己
記
〈
担
、

ω
P
器
∞
i

思
想
・
ア
ン
ダ
ー

ソ
ン
、
前
掲
番

MM・
M
N
W
g
H
O
(吋
〉
参
照
。

〈
一
四
七
〉
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
い
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
は
、
後
の
ス
コ
ラ
哲
学

の
在
在
と
本
質
と
の
区
別
と
い
う
思
想
は
な
い
。
し
か
し
存
在
と
非
存
在
と
の
区
別

と
い
う
思
想
が
、
ま
さ
に
そ
の
役
割
を
演
じ
て
い
る

o
F
〉
c
m
g岳
M0.回
目
山
口
問
g
m
o

岱
2
0
2
ロ
。
括
払
岳
民
吉
2
E
P
4司即仲}岡山口

F
Z
m印
w
rぬ仲
d司
00ロ
巾
問
問
。
ロ
8

8
門目

。
也
由
席
旬
の
ぬ
い
}
凶
日
間

mm自
己
目
白
山
田
ロ
。
仲
間
口
可
吋
『
。
自
広
氏
。
。
問
問

8
8
8ロ
B
Z
O
L
。川知回

防
司
江
口
巳
1
0
古

R
g
Z括的

ru刊
当
日
岡
山
岳
仲
r
m
w
w
R
0
4『
r
a

同

r
a
R
O
W
ロ。同町
m
r
u

g
招

ω
8・官
Ea-ω

項目昨日
M
g持
S
O
S
d『『目。
r
R
g
g諸問

2
0
2
a
z・

2
0
4
2
p
m
F器
〉
ロ
何
回
聞
岳
民
師
。
4
5
門
回
目
白
色
ロ
江
守
口

r
g司

0
8
0
g
o
g円四ロ。ロ・
2
混

同M
F
M
a
F
m
官
江
主
岳
民

F
B
o
g
F
3
2
L
m
w
弘
一
色
ロ
の
伸
一
。
ロ
・
:
〈
同
w-NH)・
し
か

し
、
こ
の
こ
と
ば
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
ロ
。
ロ

080
が
ト
マ
ス
の

g
路
毘
宮

に
相
当
す
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ト
マ
ス
の
存
在

i
本
質
の
区
別
は
、
あ
く
ま
で
も
事
物
の
内
在
的
原
理
の
区
別
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
存
在
|
非
存
在
の
区
別
は
、
神
と
被
造
物
と
の
趨
越
的

区
別
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
マ
ス
の
存
在
、
本
質
の
区
別
は
、
こ
の
よ
う

な
超
越
的
区
別
を
前
提
し
て
始
め
て
成
立
つ
。
そ
こ
に
ト
マ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
と
の
共
通
的
な
存
在
論
的
基
盤
が
あ
る
。
こ
の
共
通
の
基
盤
が
見
失
わ
れ
、
存
在

|
本
質
の
区
別
が
、
た
だ
事
物
の
内
在
的
原
理
の
区
別
の
側
面
か
ら
の
み
は
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
区
別
が
実
在
的
〈
レ
ア

l
ル
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
レ
ア

ー
ル
な
意
味
が
失
わ
れ
る
。
こ
の
区
別
は
概
念
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
や
が

て
か
か
る
区
別
に
つ
い
て
の
議
論
そ
の
も
の
が
無
意
味
で
あ
る
と
し
て
忘
却
さ
れ
て

ゆ
く
。

四
O 

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
功
績
は
、

ア
ウ
グ
ス
叩
ア
イ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の
、
存
在
論
に
お
け
る
共
通
の
基
盤
を
あ
き
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ト

マ
ス
が
教
父
と
し
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
教
理
の
上
で
多
く
の
も
の
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
、
何
人
も
疑
う
者
が
な
い
。
し
か
し
存
在
論
に

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
る
の

に
対
し
ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

お
い
て
は
、
両
者
は
異
る
基
盤
に
立
っ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
は
、

い
わ
ば
教
科
書
的
な
通
念
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
最
近
の
研
究

〈
一
回
八
)

ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
と
。
フ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
の
本
質
的
相
違
点
を
次
第
に
あ
き
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

は流
で
な
い
こ
と
を
も
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
〔
本
論
文
二
一
節
参
照
〕
。

ト
マ
ス
が
単
な
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
亜

で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
彼
ら
の
思
想
の
よ
っ
て
立
つ
存
在
論
的
基
盤
の
異
り
に
あ
る
こ
と
が
、
次
第
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か

そ
の
相
違
の
根
本
は
、
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
の
意
見
の
ち
が
い
に
あ
る
の

わ
ら
ず
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
が
、
単
に
教
理
の
上
ば
か
り
で
は
な
く
存
在
論
的
基
盤
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
殆
ん
ど
か
え
り
み

七
九



/¥ 
O 

る
人
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ル
ソ
ン
は
ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
の
存
在
論
的
立
場
の
相
違
に
気
附
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
存
在
論
的
立
場
を
む
し
ろ
区
別
し
対
比
さ
せ
る
方
向
に
す
す
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
見
解
は
根
本
的
に
ま
ち
が
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
ジ
ル
ソ
ン
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
個
々
の
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
に
つ
い
て
も
あ
や
ま
ち
を
犯

す
に
い
た
っ
た
。
最
大
の
あ
や
ま
ち
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
と
ト
マ
ス
の

「
何
性
」
と
し
て
の

「
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
」
と

を
混
同
し
、

エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
に
対
立
す
る
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
奇
妙
な
概
念
を
打
ち
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
は
こ
の
よ
う
な
ジ
ル
ソ
ン
の
見
解
に
対
し
、

テ
キ
ス
ト
の
正
し
い
解
釈
に
も
と
づ
い
て
、
正
当
な
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

で
は
ジ
ル
ソ
ン
の
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
解
釈
に
お
け
る
あ
や
ま
り
は
、
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
の
関
係

を
見
あ
や
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
深
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ジ
ル
ソ
ン

は
そ
の
影
響
を
存
在
論
的
次
元
に
お
け
る
も
の
と
考
え
て
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
存
在
論
的
基
盤
を
決
定
し
て
い
る
と
判
断
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
と
す
る
説
は
、
こ
こ
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
判
断
が
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
の
∞
R
r
O
8
F巳
に
即
さ
な
い
こ
と
は
、

既
に
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

で
は
ジ
ル
ソ
ン
の
判
断
と
∞

R
F

8
5え
と
の
食
い
ち
が
い
は
、
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
も
う
に
そ
れ
は
、
ジ
ル
ソ
ン
が
そ
こ
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
プ
ラ
ト

ニ
ズ
ム
と
の
関
係
を
見
た
次
元
の
根
底
に
、
も
う
一
つ
別
の
関
係
の
次
元
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
落
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
次
元
に
お
い
て
は
、

プ
ラ
ト
ン
哲
学
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
思
想
に
影
響
を
与
え
そ
の
性
格
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
第
二
の
次
元
に
お
い
て
は
逆
に
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
思
想
が
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
影
響
を
与
え
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
る
前
に
、
ま
ず
自
分
の
思
想
に
よ
っ
て
プ
ラ
ト
ン
哲
学
を
受
容
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
第
一
の
次
元
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
思
想
を
形
成

し
て
い
る
プ
ラ
ト
ン
哲
学
は
、
実
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
既
に
彼
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ン
哲
学
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

プ
ラ
ト
ン
の
プ
ラ
ト
ン
哲
学
で
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
プ
ラ
ト
ン
哲
学
で
も
な
く
、
ま
さ
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
プ
ラ
ト
ン
哲
学
で
あ
る
。
ジ
ル
ソ

ン
は
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
思
想
を
規
定
し
て
い
る
次
元
の
根
底
に
、
逆
に
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
思
想
が
プ
ラ
ト
ン
哲
学
を
規
定



し
て
い
る
次
元
の
在
る
こ
と
を
見
落
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
以
前
に
、
そ
の
プ
ラ
ト
ン
哲
学
そ
の
も

の
を
規
定
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
思
想
そ
の
も
の
は
、
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
い
か
え
る
な
ら
ば
、

ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
受
容
の
仕
方
そ
の
も
の
を
規
定
し
た
原
因
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
の
存

在
論
的
立
場
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ト
マ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
こ
こ
で
も
、

ト
マ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
哲
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
次
元
の
根
底
に
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
が
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
次
元
が
あ
る
。
第
一
の
次
元
に
の
み
注

目
し
て
第
二
の
次
元
を
見
落
す
と
、

ト
マ
ス
は
単
な
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
亜
流
に
す
、
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
次
元
に
お
い
て

な
さ
れ
た
ト
マ
ス
解
釈
は
、

ト
マ
ス
の
∞
R
r
O
8
}『
ω
仲
と
食
い
ち
が
い
を
生
ず
る
。

そ
の
食
い
ち
が
い
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
第
二

の
次
元
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
が
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
次
元
に
注
目
し
な
け
れ
ば

(
一
四
九
〉

な
ら
な
い
。
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
規
定
し
た
ト
マ
ス
思
想
そ
の
も
の
は
何
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、

ト
マ
ス
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
受
容
の
仕
方
そ
の
も
の
を
規
定
し
た
原
因
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
は
ト
マ
ス
自
身
の
存
在
論

的
立
場
で
あ
っ
た
ろ
う
。
か
く
て
、
も
し
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
存
在
論
的
立
場
と
ト
マ
ス
の
そ
れ
と
が
、
ジ
ル
ソ
ン
の
い
う
よ
う
に
エ
ッ
セ
ン
テ

ィ
ア
リ
ス
ム
と
エ
ク
シ
ス
チ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
仕
方
で
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
い

h

つ
よ
う
に
、

ト
マ
ス
の
エ
ク
シ
ス

テ
ン
テ
ィ
ア
リ
ス
ム
の
立
場
は
既
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
て
お
り
、
両
者
は
そ
の
存
在
論
的
立
場
を
共
有
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

最
後
に
お
こ
る
問
題
は
、

で
は
彼
ら
が
共
有
す
る
存
在
論
的
立
場
そ
の
も
の
は
何
に
由
来
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
お
そ
ら
く
、

次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
た
だ
神
の
み
が
「
在
り
て
在
る
者
」
で
あ
り
、
他
の
も
の
は
す
べ
て
「
在
ら
し
め
ら
れ
て

在
る
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
共
通
に
確
信
し
て
い
た
。
こ
の
確
信
の
共
有
こ
そ
は
、
彼
ら
の
存
在
論
的
立
場
の
共
有
の
最
も
深
い
根
拠
で
あ
っ

た、

と
ハ
一
四
八
)
一
九
四

O
年
以
後
、
司
・
出
8
予
巧
・
叶

F
E
E
L
-
E
U
F
喝・の
8Rozow

宮
・
明
・
印
。
即
日

gwk同
・
印
。
ロ

m
gの"し『・し『・
0・

ζ
g
g
等
の
研
究
が
出
て
い
る
。
特
に

最
近
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
を
仲
介
す
る
者
と
し
て
、
マ
リ
ウ

ス
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ヌ
ス
お
よ
び
ポ
ル
フ
ィ
リ
オ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
関
係

ハ、



が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
可
・
出
位
。
F
M
M
a
u
r
w目
立
〈
付
吉
岡
山
口

gwN

4
。
]
明
(
]
{
ゆ
め
∞
)
・

〈
一
四
九
)
こ
の
こ
と
は
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
、
キ
リ
ス
ト
教
と

ギ
リ
シ
ア
思
想
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
の
動
向
一
般
に
つ
い
て
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
(
ド
グ
マ
〉
の
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
、

キ
リ
ス
ト
教
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
の
過
程
と
し
て
把
え
た
。
彼
の
『
教
理
史
』
は
、

内
出
。
出
色

g
E
2
5ぬ
仏

g
n
r
z
g
Z自
由
と
い
う
史
観
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
は
、
こ
の
史
観
そ
の
も
の
が
一
つ
の
ド
グ
マ
で
あ
っ

八、

た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
た
し
か
に
「
キ
リ
ス
ト
教
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
」
と
い

う
こ
と
は
、
歴
史
的
現
象
と
し
て
存
在
し
た
が
、
そ
の
現
象
の
根
底
に
、
「
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
化
」

nr江田氏
B
E
R
g
m
仏

g
阻
止
ぽ
口
町
田

B
g
と
い
う
事
実
が

存
在
し
、
こ
の
事
実
を
無
視
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

化
」
の
現
象
そ
の
も
の
が
正
当
に
理
解
さ
れ
え
ぬ
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

ト
マ
ス
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
の
関
係
の
研
究
も
、
現
在
は
こ

の
新
ら
し
い
次
元
の
解
明
を
目
指
し
て
動
い
て
い
る
。

四

わ
れ
わ
れ
は
以
上
に
お
い
て
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
が
、
外
見
上
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
も
深
い
次
元
に
お
い
て
存
在

論
的
基
盤
を
共
有
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
た
だ
神
の
み
が
在
り
て
在
る
者
で
あ
り
、
他
の
も
の
は
す
べ
て
在
ら
し
め
ら
れ
て
在
る
者
で
あ
る
、

と
い

h

フ

も
う
一
度
問
い
直
し
て
み
よ
う
。

確
信
の
共
有
に
も
と
づ
く
こ
と
を
み
た
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
、
最
も
深
い
次
元
に
お
け
る
存
在
論
的
立
場
の
共
通
性
を
み
と
め
た
上
で
、
わ
れ
わ
れ
は

の
解
釈
に
お
い
て
全
く
同
じ
で
あ
る
か
、

と
。
も
ち
ろ
ん
表

で
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
と
は
「
在
る
者
」

現
形
式
や
思
考
形
式
に
関
し
て
、
両
者
の
間
に
い
ち
ぢ
る
し
い
相
違
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
い
わ
ゆ
る

「
学
者
」
と
し
て
著
作
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
学
校
で
教
え
る
教
師
で
は
な
く
、
む
し
ろ
教
会
で
信
者
を
牧
す
る
司
教
で
あ
り
、
異
端
を
論
駁

す
る
護
教
家
で
あ
り
、
独
房
で
お
の
が
罪
の
深
さ
と
神
の
恵
み
の
あ
り
が
た
さ
に
涙
を
流
す
痛
悔
者
で
あ
る
。
彼
の
著
作
は
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
の
機
会

に
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
体
系
的
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
ト
マ
ス
は
、
大
学
の
教
授
と
し
て
学
問
研
究
に
専
念
し
、
教

科
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
体
系
的
に
そ
の
思
想
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
両
者
の
著
作
に
お
い
て
、
表
現
や
用
語
や
思
惟
形
式
に
関
す

る
相
違
が
お
こ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
種
類
の
相
違
に
つ
い
て
こ
と
さ
ら
に
論
じ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。

も
っ
と
根
本
的
な
相
違
を
問
題
と
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
こ
こ
で
、
両
者
の
思
想
の
相
違
を
個
々
の
点
に
わ
た
っ
て
全
般
的
に
考
察



し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
。

「
在
り
て
在
る
者
」
の
解
釈
に
つ
い
て
特
に
、
両
者
の
聞
に
何
ら
か
の
根
本
的
相
違
が
み
い
だ
さ
れ
る
か
杏
か
を
問
う

て
い
る
の
で
あ
る
。
|
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は

「
在
る
者
」

を

「
不
変
な
る
者
」

の
意
味
に
解
し
て
い
る
こ
と
、
た
だ
し
ジ
ル
ソ
ン
の
い
う
よ
う
に

「
不
変
性
」

カミ

「
在
る
者
」

の
本
質
で
は
な
く
て
、

ま
さ
に
神
は
「
在
る
」
が
ゆ
え
に
こ
そ
不
変
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
既
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る

〔
本
論
文
一
ニ
コ
一
、
一
二
四
節
参
照
〕
。

ま
た
、

ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
に
と
っ
て
「
在
る
」

(
エ
ッ
セ
)

と
は
「
存
在
す
る
」

〈
耳
ク
シ
ス
テ
レ
)
こ
と
で

あ
り
、
神
が
「
在
る
者
」
で
あ
る
と
は
、
神
が
最
も
す
ぐ
れ
た
意
味
で
存
在
す
る
者
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
何
者
に
よ
っ
て
も
在
ら
し
め
ら
れ
ず

自
分
自
身
に
よ
っ
て
存
在
し
、
最
も
完
全
な
仕
方
で
「
自
存
す
る
」

(
ス
ブ
シ
ス
テ
レ
)
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
寸
在
る
者
」
の
解
釈
は
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」

f
z
s
g
m
O
句

2
8
2
Z
5
0
5
と
い
う
ト
マ
ス
の
解
釈
と
、

実
質
的
に
同
じ

で
あ
り
、
こ
の
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
ト
マ
ス
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
在
る
者
」
の
解
釈
を
継
承
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
も
わ
れ
わ

れ
は
既
に
見
た
〔
本
論
文
一
ニ

O
節
参
照
〕
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
在
る
者
」
な
る
神
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
の
性
格
を
有
し
て

い
た
。
そ
れ
は
「
在
ら
し
め
る
者
」
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
万
物
を
無
か
ら
創
造
し
そ
れ
に
存
在
を
与
え
る
者
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
神
は

「
在
る
者
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
在
ら
し
め
る
者
」
で
あ
る
。

『
告
白
』
第
七
巻
一

O
章
一
六
節
以
下
に
お
い
て
、
彼
は
「
在
る
者
」
な
る
神
に
ふ
れ

た
体
験
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、

ひ
き
つ
づ
き
同
巻
一
一
章
一
七
節
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
そ
れ
か
ら
私
は
あ
な
た
〔
神
〕

の
も
と
に
あ

る
も
の
を
見
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
が
完
全
な
意
味
で
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
完
全
な
意
味
で
存
在
し
な
い
の
で
も
な
い
こ
と
を
見
た
。

た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
。
な
、
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
あ
な
た
に
よ
っ
て
在
る
の
だ
か
ら

0
8お
心
訂
正
g
r
Aロ
。
口
町
田

ω
g
R
Eロf
・
:
に
も

か
か
わ
ら
ず
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
、
あ
な
た
が
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
」
〔
本
論
文
三
七
節
参
照
〕
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

に
と
っ
て
、

「
在
り
て
在
る
者
」
と
は
、

た
だ
そ
れ
の
み
が
「
真
実
に
存
在
す
る
も
の
」
広

S
B
a
f
-
-
-
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
の
す
べ
て
の
も
の

を
「
在
ら
し
め
る
者
」
で
あ
っ
た
。

「
在
る
者
」
の
体
験
は
彼
に
と
っ
て
、
同
時
に
、
そ
れ
を
体
験
し
て
い
る
彼
自
身
が
、
そ
の
者
に
よ
っ
て
「
在
ら

し
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
の
体
験
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

八、



/¥ 
四

四

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
お
こ
る
。
も
し
も
神
が
「
在
る
者
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
「
在
ら
し
め
る
者
」
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
在
る
者
」
と
い
う
神
の
規
定
の
う
ち
に
は
、
単
に
「
在
る
者
」
の
み
な
ら
ず
「
在
ら
し
め
る
者
」
の
概
念
も
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
「
在
る
者
」
の
う
ち
に
は
、
神
の
自
存
性
の
み
な
ら
ず
、
神
が
他
の
す
べ
て
の
存
在
者
に
と
っ
て
そ
の
存
在
の
原
因
で
あ
る
と
い
う

こシ」、

つ
ま
り
原
因
性
の
概
念
も
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
原
因
性
の
概
念
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

「
在
り
て
在
る
者
」
の
解
釈
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
住
方
で
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
既
に
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
あ
き
ら
か
の
よ
う
に
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
在
り
て
在
る
者
」
を
、
神
が
不
変
で
あ
り
永
遠
で
あ
り
白

己
同
一
的
で
あ
り
自
存
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
〔
本
論
文
三
六
節
参
照
〕
。

す
な
わ
ち
「
在
る
者
」
と
い
う
名
の
う
ち
に
、
神

の
存
在
の
絶
対
的
独
立
性
を
読
み
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
神
が
他
の
何
者
に
も
よ
ら
ず
に
独
立
不
変
に
存
在
す
る
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
神
は
ま

た
他
の
も
の
を
在
ら
し
め
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
在
り
て
在
る
者
」
な
る
神
は
、

「
在
ら
し
め
ら
れ
る
者
」
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、

「
在
ら

し
め
る
者
」
で
あ
る
必
要
も
な
い
。

「
在
ら
し
め
ら
れ
る
」
こ
と
か
ら
も
「
在
ら
し
め
る
」
こ
と
か
ら
も
自
由
に
た
だ
ひ
と
り
「
在
る
者
、

そ
れ
が

「
在
り
て
在
る
者
」
の
本
質
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
「
在
る

者
」
の
う
ち
に
は
、

い
か
な
る
原
因
性
の
概
念
も
入
り
こ
む
余
地
は
な
い
。
彼
は
神
が
万
物
の
存
在
原
因
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
ど
こ
に
お
く
の
で
あ

ろ
う
か
。

『
神
国
論
』
第
一
二
巻
二
章
に
は
い
わ
れ
て
い
る
。

「
神
は
最
高
の
存
在
者
な
る
が
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
、
最
高
度
に
存
在
す
る
が
ゆ
え
に

:
:
・
諸
事
物
を
無
か
ら
創
造
し
、
こ
れ
に
存
在
を
与
え
た
」

n
Eロ
ロ
0
5
2
B
E
m
g
8豆
町

ω
F
r
8
2
2ロ
日
目
。

ω
F
:
・
片
手
g
w
A
C
S
a
a
z
F

2
2
i
F
2
2
仏

O
L
F
:
・
〔
註
(
一

O
二
)
参
照
〕
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
が
「
最
高
の
存
在
者
」
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
最
高
度
に
存
在
す
る
」

と
い
う
こ
と
が
、
万
物
を
無
か
ら
創
造
し
、
こ
れ
に
存
在
を
与
え
た
こ
と
の
理
由
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
受
け
と
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
高
度
に

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

い
か
に
し
て
他
者
の
存
在
原
困
で
あ
る
こ
と
の
理
由
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
神
が
最

高
度
に
在
る
こ
と
は
不
変
的
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
神
が
最
高
度
に
在
る

g
B
5
0
2
?
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
他
の

諸
事
物
を
「
在
ら
し
め
る
」
こ
と
の
理
由
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
し
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
神



に
つ
い
て
、

(
一
)
神
は
最
高
の
存
在
者
で
あ
り
、

(
二
)
諸
事
物
に
と
っ
て
存
在
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
つ
の
真
理
を
把
握
し
て
い
た
。
し
か
し
彼

は
「
在
る
者
」
と
い
う
神
の
名
を
、
も
っ
ぱ
ら
(
一
)

の
真
理
の
側
面
に
お
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
「
在
る
者
」
と
い
う
神
の
概
念
か
ら
、
神

の
不
変
性
、
永
遠
性
、
独
立
性
、
自
己
同
一
性
、
最
高
真
実
在
、
等
の
性
格
は
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
が
、
神
の
被
造
物
に
対
す
る
原
因
性
、

し
た
が
っ

て
創
造
者
と
し
て
の
性
格
は
み
ち
び
き
出
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
現
実
に
体
験
し
た
「
在
る
者
」
と
し
て
の
神
は
、
単
に
「
在

る
者
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
を
「
在
ら
し
め
る
」
生
け
る
神
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
と
し
て
も
〔
本
論
文
二
五
節
参
照
〕
、

す
く
な

く
と
も
そ
の
「
在
る
者
」
に
つ
い
て
の
解
釈
か
ら
し
て
は
、
存
在
原
因
と
し
て
の
神
の
性
格
を
論
理
的
に
み
ち
び
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

四

以
上
の
こ
と
を
ア
ウ
グ
ス
日
ア
イ
ヌ
ス
に
つ
い
て
確
認
し
た
上
で
、

ト
マ
ス
の
「
在
る
者
」
の
解
釈
に
目
を
移
す
と
、
わ
れ
わ
れ
は
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
解
釈
に
お
い
て
不
十
分
と
感
ぜ
ら
れ
た
点
が
、

ト
マ
ス
に
お
い
て
補
わ
れ
て
い
る
の
を
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ト
マ
ス
が
「
在
る

者
」
を
「
純
粋
現
実
態
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
既
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、

「
在
る
者
」
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
諸
規
定
の
な
か
で
最

も
重
要
な
も
の
は
、
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
ぽ
2
5
2
8
唱

2
8
2
r
g
z
g
と
「
純
粋
現
実
態
」

RZω
唱

R
g
と
で
あ
っ
た
〔
本
論
文
第

二
章
参
照
〕
。

前
者
は
考
え
方
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
的
で
あ
り
、
ま
た
神
を
そ
の
自
存
(
ス
ブ
シ
ス
テ
レ
)

に
お
い
て
把
え
る
点
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
的
で
あ
る
。
後
者
は
こ
れ
に
対
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
で
あ
る
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
純
粋
現
実
態
」
な
る
神
を
見
出
し
た
の
は
質
料
的

世
界
の
第
一
原
因
と
し
て
の
非
質
料
的
知
性
的
存
在
者
に
お
い
て
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

ト
マ
ス
は
そ
れ
を
「
存
在
」

(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)

の
次
元
に

お
い
て
把
え
る
。
か
く
て
「
純
粋
現
実
形
相
」
な
る
神
は
「
純
粋
現
実
存
在
」
な
る
神
と
な
り
、
そ
れ
は
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
な
る
神
と
合

一
す
る
〔
本
論
文
第
四
章
参
照
〕
。

そ
の
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
存
在
そ
の
も
の
」

G
Z
B
2
8、
あ
る
い
は
「
最
高
の
存
在

者」

Z
B
g
m
W
2
8
5肢
と
呼
ぶ
も
の
は
、

ト
マ
ス
の
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
と
も
に
、

ま
た
ト
マ
ス
が
「
純
粋
現
実
態
」
と
呼
ぶ

も
の
と
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
同
じ
も
の
を
「
現
実
態
」
と
し
て
把
え
る
こ
と
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
に
は
全
く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
対
す
る
ト
マ
ス
の
最
も
重
大
な
独
自
性
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
五



八
六

存
在
を
現
実
|
可
能
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
道
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
現
実
的
な
る
も
の

は
形
相
で
あ
り
、
可
能
的
な
る
も
の
は
質
料
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
現
実
的
と
は
「
存
在
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
〔
本
論

文
第
三
章
参
照
〕
。

こ
の
場
合
の
「
存
在
」
と
は
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
的
存
在
で
は
な
く
て
、

エ
ク
シ
ス
テ
レ
的
存
在
で
あ
る
。
こ
の
点
、
ジ
ル
ソ
ン
の

い
う
と
お
り
で
あ
る
。
も
の
は
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
現
実
的
で
あ
り
、
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
こ
と
に
対
し
可
能

態
に
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
可
能
的
で
あ
る
。
す
べ
て
は
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
的
な
存
在
(
エ
ッ
セ
)

の
次
元
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場

ム口、

「
在
り
て
在
る
者
」
す
な
わ
ち
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
な
る
神
は
、
現
実
態
そ
の
も
の
と
し
て
純
粋
現
実
態
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
在
る

者
」
の
解
釈
は
、
全
く
ト
マ
ス
に
独
自
の
も
の
で
あ
る
。

四
四

存
在
(
エ
ッ
セ
)
が
現
実
態
と
し
て
把
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
立
す
る
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
は
存
在
に
対
し
可
能
態
に
あ
る
も

の
と
し
て
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
と
は
異
る
相
の
も
と
に
把
え
ら
れ
、

ト
マ
ス
哲
学
に
お
け
る
基
本
的
概
念
と
な
る
。
既
に
述
べ
ら
れ
た
よ

加つに、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
は
「
存
在
(
エ
ッ
セ
)
す
る
も
の
」
を
意
味
し
、

「
本
質
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
存
在

者
」
と
訳
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
名
は
、

エ
ッ
セ
そ
の
も
の
で
あ
る
神
に
最
も
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ト

マ
ス
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
を
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
何
性
」
の
意
味
に
把
え
る
〔
本
論
文
第
七
章
参
照
〕
。

そ
れ
は
存
在
に
対
し
可
能
態
に

あ
る
。
し
か
し
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
が
エ
ッ
セ
に
対
し
可
能
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
よ
う
に
、
形
相
に
対
し
質
料
が
可

能
態
に
あ
る
と
い
う
の
と
同
じ
で
は
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
に
お
い
て
、
形
相
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
な
い
質
料
は
、
ま
だ
何
者
で
も
な

い
と
い
う
意
味
で
現
実
的
に
「
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
成
消
滅
す
る
世
界
の
も
と
に
在
る
も
の
内

、
む
叫
叶
。
h
円

R
E
m
H
L。
HL

と
し

て
、
何
ら
か
の
仕
方
で
や
は
り
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
ト
マ
ス
が
、

エ
ッ
セ
に
対
し
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
が
可
能
態
に
あ
る
と
い
う
と
き
、

エ
ッ
セ
に
対
し
純
粋
に
可
能
的
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
は
、
決
し
て
「
在
る
」
と
は
い
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
も
の
は
「
存
在
」

(
エ
ッ
セ
)
を
受
け
て
は
じ
め
て
「
存
在
」

(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
存
在
か
ら
切
り
離
さ
れ
独
立
に
考
え
ら
れ
る
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ



曲

ア
が
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
実
に
存
在
す
る
も
の

(
早
ン
ス
)

は
す
べ
て
、

エ
ッ
セ
と
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と

か
ら
成
立
っ
て
お
り
、
両
者
は
実
在
的
に
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
両
者
が
実
在
的
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
ト
マ
ス
の
存
在
論

に
あ
っ
て
は
、
存
在
者
(
エ
ン
ス
)
が
、
存
在
(
エ
ッ
セ
〉
と
い
う
も
の
お
ω
と
本
質
(
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
)
と
い
う
も
の
と
か
ら
成
立
っ
て
い
る
こ

(
一
五

O

)

(

一
五
一
〉

と
で
は
な
い
。
実
在
す
る
も
の
(
レ
ス
)
は
存
在
者
(
エ
ン
ス
)
以
外
に
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
在
者
に
お
い
て
存
在
と
本
質
と
が
実
在
的
に

お
弘
法
川
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
区
別
の
実
在
性
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
こ
の
場
合
の
実
在
性
同

gロ
E

と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
い
か
な
る
存
在
者
に
お
い
て
も
、
そ
の
存
在
(
エ
ッ
セ
)
は
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在

(
一
五
二
)

者
に
悶
有
な
仕
方
で
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
よ
そ
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
も
の
に

い
か
な
る
も
の
も
何
ら
か
の
も
の
と
し
て
存
在
し

あ
っ
て
は
、
存
在
(
エ
ッ
セ
)
そ
の
も
の
が
存
在
(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
こ
と
は
絶
対
に
な
く
、

て
い
る
。
神
か
ら
受
け
る
存
在
(
エ
ッ
セ
)
を
或
る
限
界
内
に
お
い
て
受
け
と
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
と
し
て
存
在
さ
せ
る
、
そ

そ
れ
ゆ
え
神
以
外
の
す
べ
て
の
存
在
者
に
お

け
る
存
在
と
本
質
と
の
区
別
の
実
在
性
の
根
拠
は
、
神
以
外
の
存
在
者
が
「
在
ら
し
め
ら
れ
て
在
る
」
こ
と
の
事
実
性
に
あ
る
。
つ
ま
り
創
造
さ
れ
た

の
存
在
の
規
定
性
が
ト
マ
ス
に
お
け
る
本
質
(
エ
ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
)

で
あ
る
〔
本
論
文
二
一
一
節
参
照
〕
。

と
い
う
こ
と
の
事
実
性
に
あ
る
。
ま
た
、
存
在
者
の
被
造
性
を
根
原
的
事
実
と
し
て
認
め
る
立
場
か
ら
出
発
す
る
以
上
、
存
在
者
に
お
け
る
存
在
と
本

質
と
の
区
別
は
実
在
的
(
レ
ア
l
ル
)

で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
も
し
こ
の
事
実
が
否
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
無
視
さ
れ
る
立
場
か
ら
出
発
す
る

な
ら
ば
、
存
在
と
本
質
と
の
区
別
の
実
在
性
と
い
う
こ
と
は
無
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ト
マ
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
存
在
者
の
被
造
性
を
根
原
的
事
実
と

し
て
み
と
め
る
立
場
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
出
発
点
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
共
有
す
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
根
原
的
事
実
の
生
々
し
い
突

感
の
う
ち
に
生
き
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
に
お
い
て
は
事
実
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
た
。
ト
マ
ス
は
そ
の
事
実
を
出
発
点
と
し
て
、
存
在
者
に

お
け
る
存
在
と
本
質
と
の
実
在
的
区
別
と
い
う
彼
の
存
在
論
の
基
本
命
題
を
形
成
し
た
。
そ
れ
を
な
し
え
た
の
は
ト
マ
ス
が
存
在
を
「
現
実
態
」
と
し

て
把
え
た
か
ら
で
あ
る
。

(
一
五

O〉

存
在
と
本
質
と
が
実
在
的
に
同
窓
口
お
同
区
別
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題

は
、
ト
マ
ス
の
死
後
間
も
な
く
お
こ
り
、
十
三
世
末
か
ら
十
四
世
紀
前
半
に
か
け
て
、

/¥ 
七



学
界
の
論
争
の
中
心
と
な
っ
た
。
こ
の
論
争
の
主
要
な
提
起
者
で
あ
っ
た
エ
ギ
デ
ィ

ウ
ス
・
ロ
マ
ヌ
ス
〉
om山岳
5
問
。
自
ωロロ回

(HNhHωHhHN吋
N)
は
、
「
エ
ッ
セ
と
エ

ッ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
は
異
る
二
つ
の
も
の
自
由
で
あ
る
か
」
と
い
う
よ
う
に
こ
の
問
題

を
提
起
し
て
い
る
。
し
か
し
ト
マ
ス
自
身
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
は
見
当
ら
な

い
o
c
-
g
p
国
吉
。

q
え
の
『
丘
三
宮
口
司
在
日
。
由
。
匂
r
u
J
M
M
-
b
N
・
参
照
。
エ
ギ
デ
イ

ウ
ス
・
ロ
マ
ヌ
ス
に
つ
い
て
は
、
柏
木
英
彦
『
エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス
・
ロ
マ
ヌ
ス
に
お
け

る

2
8
と

2
8
5
2』
慶
応
大
学
『
哲
学
』
第
四

O
集

会

g
H
)
。
「
エ
ギ
デ
ィ
ウ

ス
・
ロ
マ
ヌ
ス
《
O
g
o
a
-。
日
田
口
町
同
旨
-
z
g
o
r
何回回
0
2
何
回
閉
め
丘
町
》
に
関
す
る

ノ

l
ト
』
同
誌
第
四
三
集
。

8
3
参
照
。

(
一
五
一
)
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
「
エ
ン
ス
」
と
「
レ
ス
」
と
は
同
じ
も
の
を
意
味
す
る
。

た
だ
前
者
が
、
そ
の
も
の
が
現
実
に
「
あ
る
」
(
エ
ッ
セ
〉
と
い
う
こ
と
か
ら
附
け

ら
れ
た
名
で
あ
る
に
対
し
、
後
者
は
そ
の
同
じ
も
の
を
そ
の
本
質
の
側
面
か
ら
表
示

す
る
、
ロ
0
8同伊丹・
0
・
y
m
-
H
0・
r
o
o
g自
8

8印

w
G
g
L
山口

r
s
島
問
2
2
r
g
F

・:円山口
O
L
0
5
2
5
X
R
m
F
R
Z
g由
。
ロ
門
戸
田
丘

g
B
3
5
-
o
M司
同
即
日
広
告
広
・

門
出
お
お
自
包
括

g
自
己
目
何
回
目
。
ロ
民
間
・

(
一
五
二
)
正
統
派
の
ト
ミ
ス
ト
は
、
存
在
と
本
質
と
の
実
在
的
区
別
を
主
張
す
る
。

し
か
し
ト
マ
ス
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
存
在
と
本
質
と
の
区
別
に
つ
い
て
島
註
E
-

四
五

し
か
し
存
在

(
エ
ッ
セ
)

が
現
実
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

て
き
た
の
は
、

ギ
リ
シ
ア
語
で

「
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
」

P
守

3
5
で
あ
る
。

ラ
テ
ン
語
山
で

「
ア
ク
ト
ゥ
ス
」

m
E
g
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
ア
ゲ
レ
」

ω
m
o
B

。ωω
O
H同
岡
山
の
叶
ロ

と
は
、

は
た
ら
き
つ
つ
あ
る
」

ま
わ
り
の
も
の
に
何
ら
か
の
作
用
を
及
ぼ
す
。
現
実
態
に
あ
る
者
は
現
実
態
に
あ
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
、

何
ら
か
の
は
た
ら
き
を

「
は
た
ら
き
に
お
い
て
あ
る
、

た
ら
き
に
よ
っ
て
、

• 

ハ、
/¥、

昨日。

BNLZ
と
か

B
己
X
2
島
氏
E
m巳
宮
町
と
か
い
う
こ
と
ば
は
見
当
ら
な
い
。
デ

ル
・
プ
ラ
ド
は
り
ぬ
ぐ
R
-
z
z
pロ門古田
OHMEロ
1MFF問。唱}回目白ゅの『江田昨日州
5
m
m
(
5
H
H
)

第
二
章
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
の
テ
キ
ス
ト
に
も
と
づ
い
て
、
実
在
的
区
別
を
証
明
す

る
九
つ
の
証
拠
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
る
ト
マ
ス
の
ど
の
テ
キ
ス
ト

に
も
、
上
記
の
こ
と
ば
は
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
も
し
も
ト
マ
ス
に
お
け
る
存
在

と
本
質
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
実
在
的
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
場
合
の
実
在
的
と
は
何
を
意
味
す
る
か
が
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
は
以
前
に
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
、
存
在
と
本
質
と
が
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
現

実
l
可
能
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
存
在
と
本
質
と
の
実
在
的
区
別
と
は
、

現
実
性
と
可
能
性
と
の
実
在
的
区
別
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
た
(
拙
論
『
聖
ト
マ

ス
に
お
け
る

2
8
と

a
E
2
0』
第
一
一
章
註
(
一
一
)
、
追
記
註
(
四
)
。
哲
学

研
究
四
三
七
、
四
四
一
ニ
号
)
。
し
か
し
存
在
と
本
質
と
が
現
実
|
可
能
の
関
係
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
根
拠
は
、
す
べ
て
の
存
在
者
が
「
在
ら
し
め
ら

れ
て
在
る
」
存
在
者
、
す
な
わ
ち
被
造
物
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

と
す
れ
ば
存
在
と
本
質
と
の
区
別
が
実
在
的
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
究
極
の
根
拠
は
、

存
在
者
の
被
造
物
性
が
一
つ
の
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
も
h

つ

つ
の
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。

と
訳
し

こ
れ
ま
で
「
現
実
態
」

そ
れ
は

「
は
た
ら
き
に
お
い
て
、

こ
と
を
意
味
す
る
。

在
る
」

P
令
ミ
や
門
岡
町

(
は
た
ら
く
)

と
い
う
動
詞
に
由
来
す
る
。
ゆ
え
に
「
現
実
態
に
あ
る
」

こ
と
を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
は
た
ら
く
者
」
仰
向
。
ロ
ω

は
そ
の
は



(
一
五
一
ニ
〉

な
し
て
い
る
o
m
m
g
ω
m
m
w
宮内山口
ωロ
Z
B
g仲

R
E・
で
は
、

現
実
態
に
あ
る
者
は
、

い
か
な
る
は
た
ら
き
を
な
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
的
に
か
く

あ
る
者
は
、
単
に
自
分
が
か
く
あ
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
自
分
の
ま
わ
り
に
、
自
分
に
似
た
か
く
あ
る
も
の
を
生
ぜ
し
め

る
。
現
実
に
熱
い
も
の
は
、
単
に
自
分
が
熱
く
あ
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
周
囲
の
も
の
を
熱
く
あ
ら
し
め
る
。

〈
一
五
四
)

ら
き
に
よ
っ
て
、
自
分
に
似
た
も
の
を
生
ぜ
し
め
る

m
m
o
g
m
m昨
低

宮

ω即日出
0

・
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
同
じ
こ
と
を
、

一
般
に
、

は
た
ら
く
者
は
そ
の
は
た

「
あ
ら
し
め
ら
れ
る
」

者
の
側
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
あ
ら
し
め
ら
れ
る
者
は
現
実
的
に
あ
ら
し
め
ら
れ
る
ま
で
は
、
現
実
的
に
ま
だ
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

あ
ら
し
め
ら
れ
う
る
も
の
と
し
て
、
あ
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
可
能
態
に
あ
っ
た
。
可
能
態
に
あ
る
も
の
が
現
実
的
に
あ
ら
し
め
ら
れ
る
の
は
、

既
に
現
実
的
に
か
く
あ
る
者
に
よ
っ
て
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
或
る
も
の
が
可
能
態
か
ら
現
実
態
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
、
既
に
現
実
態
に
あ

因
と
し
て
そ
こ
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
実
態
に
あ
る
も
の
は
、

る
も
の
が
は
た
ら
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
或
る
も
の
が
現
実
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
既
に
現
実
態
に
あ
る
も
の
が
、
現
実
化
の
原

現
実
態
に
あ
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
、

他
者
を
現
実
化
す
る
原
因

g
c
g

内

wmgω

と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
実
態
と
可
能
態
と
の
関
係
に
よ
っ
て
自
然
界
を
考
え
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
に
と

は
た
ら
き
か
け
る
と
い
う
、

っ
て
こ
の
世
界
は
、
よ
り
現
実
的
な
も
の
と
よ
り
可
能
的
な
も
の
と
か
ら
成
る
階
層
的
世
界
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
実
的
な
も
の
が
可
能
的
な
も
の
に

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
現
実
的
な
も
の

は
た
ら
き
の
連
関
の
う
ち
に
成
立
つ
「
は
た
ら
き
の
世
界
」
で
あ
っ
た
。

は
形
相
で
あ
り
可
能
的
な
も
の
は
質
料
で
あ
る
。
も
の
は
形
相
を
受
け
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
現
実
的
に
な
る
。
そ
し
て
、
よ
り
形
相
的
な
も
の
と
よ
り

あ
っ
た
〔
本
論
文
一
四
節
参
照
〕
。

形
相
的
な
も
の
と
の
階
層
の
頭
点
に
、
純
粋
に
形
相
的
な
も
の
と
し
て
の
神
的
理
性
が
位
し
た
。
そ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
純
粋
現
実
態
で

ハ
一
五
一
ニ
〉
《
U05・
相
官
民
-

H

・。・吋
ωw
ロ・

8
0・
の
ロ
目
。
日
ロ
ω
ω
m
g
m
向
指
巳
宮
内
山
口
ωロ・

Z
日

R
E
S
P
-
-
-
n
o尽
-mo民
・
円
。
・

5w
ロ・

H
ω
r
dロロ
B
G
g
L
ρ
5
m
m
U

8
2ロ円四ロ宮内出回
O

品
。
明
神
宮
Z
・同・

ρ
・
諒
w

m

凶・
H

の・《山口
E
R
r
H
m
m
w
R伯仲田ゅのロロ門田口
B

aa。内凶作田仲仰の同口一ロロ円四角川内出回。

ω町内出回目仏ぬ師同一

ωのC
M
W
O
。

mmx・

(
一
五
回
〉
同
・

ρ・
5
w
ω
-
M。・
0
日
s
a
g♂
宮
内
山
口
g
g自
g
H
R
2
2
官
民
R
Z
F

ra仲
間
仲
町
田
町
自
己
m-

。
。
尽
-

m

刷。ロ仲
-

H

・。・
N
@
w

ロ-
N
吋吋・円目。口氏ロ

g
向
丘
町
ロ
U
S同
5

a
g田
氏
刊
誌
氏
自
己
o
m
m界
こ
れ
は
ト
マ
ス
体
系
を
支
え
る
基
本
命
題
の
一
で
あ
る
。

こ
の
思
想
の
原
泉
は
、
「
世
界
は
何
物
か
の
模
像
で
あ
る
」
叶

p
p
aで
な
q
h
h
S
向

F
e
Q

叶
gr
丸
En一同(吋即日
-
N
c
r〉
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
う
ち
に
み
い
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
が

何
の
模
散
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
「
創
造
者
ハ
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
〉
は
こ
の
世
界

/¥ 
九



を
、
で
き
る
だ
け
自
分
自
身
に
似
た
者
に
造
っ
た
」
誌
5

Q

h
叶
旬
、
民
営
・

3
h
T
L
4
2

吋
向
ぜ
な
も
史
認
、
内
需
主
q
h
Q
Uミ
も

(NF〉
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
創
造
者

心
似
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
「
永
遠
な
る
も
の
に
か
た
ど
っ
て
世
界
を
造
っ
た
」

ミ
身
叶
b

め
お
き
州
事

g
Q皆
)
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
イ
デ
ア
に
似

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
イ
デ
ア
と
創
造
者
と

の
関
係
は
明
瞭
で
な
い
。
こ
れ
は
後
に
様
々
の
仕
方
で
解
釈
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
お
い
て
は
、
創
造
者
の
か
わ
り
に
自
然
物
が
、
イ
デ
ア
の
か
わ
り
に
形
相
が

あ
ら
わ
れ
る
。
『
生
成
消
滅
論
』
第
一
巻
七
章
。
「
火
は
も
の
を
熱
く
し
、
冷
い
も

の
は
冷
や
す
。
一
般
に
、
は
た
ら
き
を
な
す
も
の
は
、
は
た
ら
き
を
受
け
る
も
の
を

自
分
に
似
た
も
の
に
す
る
」
忌
日
也
、
も
号
、

Rピ
3
3
~
乱

宅

宅

守

な

H
S・
5~

s
s
a
g
s
a
h守
会

S
F
Uじ
る

乱

誌
q
H
S
(
お
台
。
I
H
S
-

『
デ
・
ア
ニ
こ

第
二
巻
四
章
で
は
、
同
じ
原
理
は
生
物
に
適
用
さ
れ
る

Q

「
動
物
は
自
分
に
似
た
動

四
六

と
こ
ろ
で
ト
マ
ス
は
、

こ
の
現
実
l

可
能
の
考
え
方
を
、
彼
の

九
O 

物
を
、
植
物
は
自
分
に
似
た
植
物
を
造
る
。
」
も
電
気
骨

5
S
豆
、
叶
舎
刷
、
言
ゼ
ミ
内

向舎内ゼ

:-a
送
金
R
h叶
也
容
。

Z
Q
O叶
F
S
S
B人
も
。

F
3
5
忠
苦
手
(
出

E

N
。I
N
S
・
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
太
揚
が
も
の
を
照
ら
す
と
い
う
例
を
宇
宙
的
に
拡
大

す
る
。
「
一
者
か
ら
生
ず
る
も
の
は
す
べ
て
、
一
者
と
の
何
ら
か
の
類
似
を
有
す
る
。
」

開
ロ
ロ
・
〈
-
Y
吋
・
切
な

5
徳
川
町
民
E
U
向
守
史
』
壮
、
意
向
ぞ
乱
ゼ
v

邑ピ

-
Pご、島、
qn
町立門司叶向、害

容
S
・
忍
脅
号
、

pw
句
史
食
河
島
町
P
R
川
町
町
内
ぞ
き
芯
官
三

B
5
5
~
含
喜
久
行

S

H円。民俗
Q
U
叶。。
h
Q
~

向P
Q
門会。内向日

3
3
3
r
R
H
u
a
w
R
r号
、
h
足
立
ち
ら
叫

3
U
M町民
S-

プ
ロ
ク
ロ
ス
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
ト
マ
ス
の
そ
れ
と
よ
く
似
た
命
題
が
み
い
だ
さ

れ
る
。
『
ス
ト
イ
ケ
イ
オ
シ
ス
』
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
主
要
原
因
は
、
ま
ず
自
分
に
似

た
も
の
を
造
る
。
」
身
丸
込
町
、

S
H
号
、
誌
古
河
志
叶
門
F
争
意
ミ

s
p
g叶
き
だ
智

門的m
W
H
a
m
ω
ゼ
え
え
S
ぞ
(
司
円
-
H
H
印
)
・
こ
の
命
題
に
関
す
る
ト
マ
ス
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
、
プ
ロ

テ
ィ
ノ
ス
の
関
係
に
つ
い
て
、
ク
レ

l
マ
l
前
掲
書
匂

-
H
5
参
照
。

「
存
在
」

(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
世
界
に
あ
て
は
め
る
。
彼
に
と
っ
て
は

(
エ
ク
シ
ス
テ
レ
)
す
る
も
の
は
、
存
在
す
る
か
ぎ
り
現
実
的
で
あ
る
o

逆
に
、
現
実
的
に
か
く
か
く
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
存
在
」

ト

か
く
か
く
の
も
の
と
し
て
「
存
在
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
現
実
的
に
熱
い
と
い
う
こ
と
は
、
熱
い
も
の
と
し
て
存
在
す

マ
ス
に
と
っ
て
は
、

る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
実
的
に
熱
い
も
の
が
他
を
熱
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
的
に
熱
い
も
の
と
し
て
存
在
す
る
も
の
は
、
他
を
熱
い

ト
マ
ス
に
お
い
て
は
「
在
ら
し

も
の
と
し
て
存
在
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。

一
般
に
「
さ
せ
る
因
」
と
し
て
の
作
用
因

g
c
g
ω
m
o
g
は、

因
で
あ
る
が
、

た
だ
し
そ
れ
は
無
条
件
的
に
存
荏
原
因
で
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

め
る
因
」
と
し
て
の
存
在
原
因
。

g
S
2
8ロ
告
に
還
元
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
現
実
的
に
熱
い
も
の
は
、
熱
い
も
の
を
存
在
さ
せ
る
因
と
し
て
存
在
原

「
熱
く
あ
る
か
、
ぎ
り
の
熱
い
も
の
」
に
と
っ
て
の
存
在
原
因
で
あ
る
。

こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
現
実
的
に
存
在
す
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
、

た
だ
自
分
自
身
が
存
在
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
何
ら
か
の
仕
方
で
他
者

し
か
し
無
条
件
的
な
存
在
の
原
因
で
は
な
く
て
、

一づ

か

に
と
っ
て
存
在
原
因
と
な
っ
て
い
る
が
、

「
か
く
か
く
で
あ
る
も
の
」
を
在
ら
し
め
る
か
、
ぎ
り
に
お

け
る
存
在
の
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
は
「
自
分
に
似
た
も
の
」
巴
広
忠

B
F
を
し
か
在
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
各
自
の



く
か
く
で
あ
る
」

こ
と
を
究
極
的
に
規
定
す
る
も
の
は
そ
の
も
の
の
本
質
で
あ
る
か
ら
、

つ
ま
り
存
在
原
因
た
る
性
格
を
も
限
定

実
存
在
を
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
に
よ
っ
て
自
己
の
現

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

す
べ
て
の
被
造
物
は
、

ま
た
自
己
の
は
た
ら
き
を
他
に
及
ぼ
す
領
域
を
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
に
即
し
た
仕
方
で
存
在
す
る
と
と
も
に
、

他
者
に
対
し
て
存
在
原
因
と
な
る
h

』

(
一
五
五
〉

無
条
件
的
絶
対
的
意
味
で
の
存
在
原
因
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
が
で
き
る
が
、

し
か
し
自
己
の
本
質
の
枠
を
h

ヤ
え
て
、

こ
れ
に
対
し
、

神
は
存

と
い
う
最
も
完
全
な
仕
方
で
存
在
す
る
の
み
な
ら
ず
、

在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
存
在
の
純
粋
現
実
態
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
は
、
自
分
自
身
が
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」

f
g
B
gお
宮

:
o
E
r
g
z
g

そ
の

ま
た
完
全
な
仕
方
で
他
者
に
と
っ
て
の
存
在
原
因
と
な
る
。
す
な
わ
ち
他
者
に
と
っ
て
、

(
一
五
六
)

者
の
有
し
て
い
る
全
存
在

g
g
g
g認
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

味
で
の
存
在
を
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
も
の
は
、

神
か
ら
存
在
を
受
け
る
以
前
に
は
、

い
か
な
る
意

と

端
的
絶
対
的
意
味
で
在
ら
し
め
る
こ
と
、 い

か
な
る
意
味
で
の
存
住
も
も
た
な
い
も
の
は
無
で
あ
る
。
無
に
全
存
在
を
与
え
て
現
実
存
在
せ

L
め
る
こ

(
一
五
七
〉

こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
無
か
ら
創
造
す
る
」

2
8
8
a
a
z
r
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
一
五
五
)
す
べ
て
の
も
の
は
、
存
在
の
現
実
態
に
あ
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
は
た
ら
く
。

。。

5
・
m
o
己
・
口
同
・
。
・
3
w
ロ

-
R
8・
何
回
m
O
B
m
O
向
山
口
吉
同
町
内
己
2
8
ぽ
R
Z
・
は
た

ら
き
の
仕
方
は
、
現
実
存
在
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
。
H
・
s
・
吋
F
ω
-
N
の
・

開
。
日
a
o
m
L
S
ロ
炉
内
山
。
官
Z
Z
♂
内
山
口
o
m
a
・
現
実
存
在
の
あ
り
方
を
限
返
す
る
も
の

は
、
そ
の
も
の
の
本
質
な
い
し
形
相
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
は
た
ら
き
の
仕
方
は
、

そ
の
も
の
形
相
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
。
H
・
s
-
p
m
w
-
N
-
w
-
ロ
ロ
ロ
宮
内
山
口
え
官
。

ω
m
g
田
晶
ぽ
官
同
閉
口
ω
自
問
。
同
自
民
凶
日
ロ
足
。
認
の
ロ
ロ
仏
ロ
B
m
ロ
&
佐
官
氏
自
E
Z
件

乱
開
口
即
日
同
。
同
B
R
U
m
-
m
M
8
r
m
g
仲
&
r
s
G
C
O
仏
関
山
仲
m
m
o
g
-
し
か
る
に
、
被

造
物
の
存
在
ハ
エ
ッ
セ
〉
は
、
存
在
と
区
別
さ
れ
た
本
質
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
い
か
な
る
被
造
物
も
そ
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
存
在
そ
の
も
の
を

生
ぜ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
一
五
六
)
神
が
事
物
の
全
存
在
ぢ
Z
B
2
8
の
原
因
と
な
り
う
る
の
は
、
神
が
純

料
現
実
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
純
料
現
実
態
と
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
よ
う
に
、
形
相
の
純
料
現
実
態
で
は
な
く
て
、
存
在
の
純
料

現
実
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
神
は
、
第
一
質
料
を
も
含
め
た
全
存
在
の
原
悶
と
な
る
。

H
・
Q
-
h
R
W
釦
-
N
W
払

ω・
H
A
H
R
g
即
日
。
田
口
0
2
2
z
g
閉
伊
丹
ぽ
ω
a
F
ロ
。
ロ
S
B
g

g
円
仰
の
g
m
M
M
5
5
・
d
E
o
。
哲
三
忠
告
&
丘
町
田
口
M
E
ρ
g
仏
話
回
岡
山
宮
仲
良

官
見
。
旬
。
件
。
ロ
江
戸
誌
の
同
g
g
g
w
巴

Z
E
自
向
山
口
。
L
m
L
2
8
f
a
山
口
叩
宮
江
戸
口
E
w

g
g
g
s
g
仲
・
神
、
が
存
在
の
第
一
一
原
因
で
あ
る
と
は
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
事
物

の
存
在
の
無
条
件
的
絶
対
的
意
味
で
の
原
悶
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、

、
、
、

神
が
存
在
の
純
粋
現
実
態
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
く
。
。
。
R
-
m
窓
口
仲
・
自
・
0
・
s
w
同
d
-

R
t・
3
8
司
自
お
自
己
正
巳
仏
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の
E
g
g
s
ロ
昨
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民
『
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g
仲
2
8

R
g
w
ロ
仲
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】
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E
Z

ロg
H
仔
8
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即
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g
仲
R
Z
印
刷
M
ロ
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♂
止
め
師
同
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町
田
官
山
口
5

8
5
m
g
m
伶
ロ
門
出
。
B
E
r
g
-

(
一
五
七
〉
H
・
a
-
色
w
m
w
-
r
-
d
ロ
門
凶
F
a
g
s
氏
2
2
日
常
ロ
m
w
ロ
己
目
。
件
。
江
戸
同
閉
め
口
伝

c
E
4
0
2
長
回
印
刷
丘
目
。
M
M
同
ぽ
巳
在
。
w
即
日
M
E
m
a
z
r
g
同
向
山
口
。
門
目
白
}
5
8
門
目
。
ロ
印
刷
}
B
0
・

間
口
吻
窓
口
m
Z
同
Z
w
o
s
g
見
守
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・
E
O
B
S
帝
国

g
仲
ロ
ル
}
己
官
。
仏
ロ
ロ
ロ
ロ
B
o
g
-

∞w
E
ぽ
XMMH
鳴
R
E
氏
。
r
。
自
由
ロ
山
問
。
悶
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良
口
。
ロ
g
z
a
g
門
凶
器
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間
C
ロ
r
。
B
3

F

同
町
凶
の
同
o
m
a
o
u
向
山
口
問
。
。
田
仲
ぬ
ロ
阿
釦
ロ
m
t
o
件
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昨
日
ロ
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何
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由
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由
件
。
凶
ロ
。
ロ
め
ロ
円
。
内
出
口
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仏
ぬ
印
仲
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九

四
七

ト
マ
ス
が
「
在
り
て
在
る
者
」
を
、
単
に
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」
と
し
て
で
は
な
く
、

「
存
在
の
純
粋
現
実
態
」
と
し
て
把
え
た
と

い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
「
在
る
者
」
と
は
最
高
度
の
現
実
性
に
お
い
て
存
在
す
る
者
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、

「
在
る
者
」
は
単
に
絶
対
的
自
存
と
い
う
性
格
の
み
な
ら
ず
、
更
に
ま
た
、
他
の
す
べ
て
の
存
在
者
に
対
し
て
存
在
の
第
一
原
因
と
い

う
性
格
を
も
帯
び
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
「
在
り
て
在
る
者
L

な
る
神
は
、
単
に

「
在
る
者
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

「
在
ら
し
め
る
者
」
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
彼
は
「
在
り
て
在
る
者
」
を
も
っ
ぱ
ら
そ
の
第
一

の
性
格
、

す
な
わ
ち
、

「
絶
対
的
に
在
る
者
」
と
い
う
性
格
に
し
た
が
っ
て
解
釈
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
「
在
ら
し
め
る
者
」
と
い
う
性
格
は
、

彼
に
よ

照〕。
っ
て
解
釈
さ
れ
た
「
在
り
て
在
る
者
」
の
概
念
か
ら
は
、
す
く
な
く
と
も
論
理
的
に
は
み
ち
び
き
出
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
〔
本
論
文
四
二
節
参

こ
れ
に
対
し
ト
マ
ス
は
、

「
存
在
」
を
現
実
態
と
し
て
把
え
、

し
た
が
っ
て
「
在
り
て
在
る
者
」
を
存
在
の
純
粋
現
実
態
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、

「
在
り
て
在
る
者
」
の
う
ち
に
、
他
の
す
べ
て
の
存
在
者
、
す
な
わ
ち
被
造
的
存
在
者
に
対
し
、
そ
れ
の
存
在
原
因
で
あ
る
と
い
う
性

格
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
か
く
て
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
「
在
り
て
在
る
者
」
の
概
念
か
ら
は
、
単
に
神
の
絶
対
的
自
存
性
の
み
な
ら

(
一
五
八
)

ジ
ル
ソ
ン
も
い
う
よ
う
に
、
そ

ず
、
絶
対
的
原
因
性
が
論
理
的
に
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
。
か
く
て
ト
マ
ス
に
と
っ
て
「
在
り
て
在
る
者
」
な
る
神
は
、

の
全
体
系
の
礎
石
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
哲
学
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
は
、

「
存
在
の
純
粋
現
実
態
」
と

し
て
把
え
ら
れ
た
神
か
ら
出
、

ま
た
そ
こ
に
も
ど
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
に
お
い
て
は
、

「
在
り

て
在
る
者
」
は
、

ト
マ
ス
に
お
け
る
よ
う
な
意
味
で
彼
の
思
想
全
体
の
礎
石
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
「
在
り
て
在
る
者
」
が
絶
対
的
意

味
で
「
在
る
者
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
在
ら
し
め
る
者
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
生
け
る
思

想
に
お
い
て
は
、
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
真
理
で
あ
っ
た
〔
本
論
文
四
二
節
参
照
〕
。

た
だ
そ
の
真
理
が
整
然
た
る
体
系
に
お
い
て
論
証
さ
れ
説
明
さ
れ
る

た
め
に
は
、

ト
マ
ス
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ト
マ
ス
は
こ
の
仕
事
を
完
成
す
る
た
め
に
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
知
ら
な
か
っ
た
重
要

な
概
念
、
す
な
わ
ち
「
現
実
態
」
と
い
う
概
念
を
、
そ
の
体
系
の
う
ち
に
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
て
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い

て
い
わ
ば
直
観
的
体
験
的
に
把
持
さ
れ
て
い
た
こ
つ
の
真
理
|
|
「
在
る
者
」
で
あ
り
、

か
っ
「
在
ら
し
め
る
者
」
で
あ
る
と
い
う
ー
ー
ー
が
、

ト
マ
ス



て
完
成
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、

に
お
い
て
は
「
存
在
の
純
粋
現
実
態
」
な
る
神
の
概
念
の
も
と
に
綜
合
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
論
理
的
に
み
ち
び
き
出
さ
れ
、
整
然
た
る
一
つ
の
体
系
と
し

える
なこ
L 、と
のが
で(で
あ王き
るさる
o 0 

こ
の
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
対
す
る
ト
マ
ス
の

ト
マ
ス
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
思
想
の
、
存
在
論
に
お
け
る
完
成
者
と
み

「
完
成
者
と
し
て
の
優
位
」
を
み
と
め
ざ
る
を

(
一
五
八
〉
合
}
問
。
P
F
w
g
胃
F
匂

-
m
H
・
本
論
文
誌
(
一
一
一
)
参
照
。

〈
一
五
九
)
ト
マ
ス
の
独
創
性
は
、
「
存
在
」

g
S
と
「
は
た
ら
き
」

m
m
g
o
と
を

「
現
実
態
」

R
Z加
を
媒
介
と
し
て
結
合
し
た
点
に
あ
る
。
も
の
は
存
在
す
る
か
ぎ

り
現
実
態
に
あ
り
、
現
実
に
あ
る
か
、
ぎ
り
は
た
ら
き
、
は
た
ら
く
か
ぎ
り
何
ら
か
の

果
を
生
じ
て
い
る
。
現
実
に
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
存

在
原
因
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
は
、
万
物
に
存
在
を
与
え
る
と
と
も
に
、
他
を

「
在
ら
し
め
る
」
力
を
も
与
え
る
。
か
く
て
万
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
様
態
に
お

う
じ
て
、
単
に
自
ら
存
在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
他
者
に
対
し
て
存
在
原
因
と

な
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
、
人
間
存
在
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
な
ぜ
な
ら

ま
さ
に
こ
の
点
に
、
人
間
自
由
の
存
在
論
的
根
拠
が
み
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ド
・
フ
ィ
ナ
ン
ス
守
諸
問
》
r
円
凶
作
目
ロ
自
の
め
の
『
聖
ト
マ
ス
哲
学
に
お
け
る
存
在
と

〉

は
た
ら
き
』
何
件
目
立

ω例町内山内
5
m
F
同

vrpv印。
M
M
E
o
m
r
m
a民
叶
F
O
B
S
W
H
b向

日

。
宏

g
w
N
E
G
g
g
w
ω
位
。
宮
町
)
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
労
作
で
あ
る
c

ト
マ
ス
に
お
い
て
、
存
在
と
は
た
ら
き
と
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
が
、
存
在
即
ち

は
た
ら
き
で
は
な
い
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
・
フ
ィ
ナ
ン
ス
の

次
の
こ
と
ば
は
、
比
喰
的
で
は
あ
る
が
両
者
の
関
係
を
適
切
に
表
現
し
て
い
る
。

円が
B
o
o
a
F
同仰の山口ゆ門
Hmw}が
の
仲
古
即
応
・
:
u
口
ロ
ゲ
∞
仲
間
福
岡

}w仰の巴
t
広・

:
-
F
f
m
w
w

のがえ

F
mロ
g
r。ロ弘知ロのめ門戸
OHwmm叩
ぬ

伊

帥

S
4
0
B
F
向。同
S
O
-
-
・(同
J
t
ω
の
ゆ
仏
o

F

N
A
E
-
)

匂
・
凶
H
l
u内
H
H

・

態
」
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
在
る
者
」

し
か
し
な
が
ら
、
実
は
こ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
ト
マ
ス
は
「
在
り
て
在
る
者
」
な
る
神
を
「
存
在
の
純
粋
現
実

四
J¥ 

の
う
ち
に
「
在
ら
し
め
る
者
」
と
し
て
の
原
因
性
の
概
念
を
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は

論
理
的
に
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
よ
り
も
徹
底
し
て
一
元
的
に
斉
合
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
他
面
、

う
ち
に
原
因
性
を
措
定
す
る
こ
と
が
、

こ
の
よ
う
に
「
在
り
て
在
る
者
」
の

こ
れ
を
存
在
論
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
み
る
と
き
、

一
つ
の
困
難
な
問
題
を
ひ
き
お

格
を
含
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、

「
在
ら
し
め
る
」
は
た
ら
き
は
神
の
本
質
に
属
し
、

こ
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
の
問
題
で
あ
る
。
も
し
も
「
在
り
て
在
る
者
」
が
存
在
の
純
粋
現
実
態
と
し
て
「
在
ら
し
め
る
因
」
た
る
性

で
あ
る
神
は
必
然
的
に
「
在
ら
し
め
る
者
」
と
な
り

寸
在
る
者
」

は
し
な
い
か
。
そ
の
場
合
、
神
は
単
に
そ
の
本
質
に
よ
っ
て
必
然
的
に
存
在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
存
在
の
現
実
性
に
と
も
な
う
「
在
ら
し
め
る
は

た
ら
き
」
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
も
の
を
「
在
ら
し
め
る
」
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、

「
存
在
の
純
粋
現
実
態
」
な
る
神
は
、
必
然
的

九



九
四

に
創
造
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
し
か
し
そ
の
場
合
、

キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
的
真
理
で
あ
る
、
創
造
に
お
け
る
神
の
自
由
は
ど
う

な
る
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
問
題
は
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
い
た
る
神
と
世
界
と
の
関
係
の
思
想
に
お
い
て
存
在
し
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
『
テ

有
し
て
い
る
善
を
お
し
み
な
く
他
に
つ
た
え
よ
う
と
す
る
、

ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
い
て
、
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
が
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
の
理
由
を
説
明
し
て
、
神
は
善
で
あ
る
、
善
き
者
は
嫉
み
を
も
た
ず
、
自
分
の

二
六
O)

と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
の
善
性
を
も
っ
て
創
造
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は

(
一
六
一
)

と
い
う
思
想
の
源
泉
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
善
は
自
己
自
身
を
拡
散
す
る
」
ま
ロ
ロ
目
。
鬼
門
出
向

5
守
口
自

ω
巳・

同
じ
思
想
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス

お
よ
び
そ
の
流
れ
を
く
む
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
人
々
に
う
け
つ
が
れ
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
け
る
一
者
は
、
善
を
も
存
在
を
も
超
越
す
る
者
で
あ

る
が
、
超
越
す
る
の
は
そ
れ
を
欠
如
す
る
が
ゆ
え
で
は
な
く
却
っ
て
そ
れ
を
最
高
の
現
実
性
に
お
い
て
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
者

か
ら
は
、
あ
た
か
も
太
陽
か
ら
す
べ
て
の
光
と
熱
と
が
流
出
す
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
存
在
と
生
命
と
が
流
出
す
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ン
の
系
統

を
引
く
思
想
に
お
い
て
は
、
神
か
ら
の
世
界
の
発
出
は
、
神
の
善
性
の
必
然
の
結
果
と
な
り
、

し
た
が
っ
て
聖
書
に
お
け
る
よ
う
に
、
神
が
世
界
を
白

由
な
る
意
志
に
よ
っ
て
造
っ
た
と
い
う
、
創
造
に
お
け
る
自
由
の
モ
メ
ン
ト
が
稀
薄
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
善
そ
の
も
の
か
ら
の
世
界
の
流
出
が
太
陽
か

ら
の
光
と
熱
と
の
流
出
に
比
せ
ら
れ
る
の
は
ど
こ
ま
で
も
比
喰
で
あ
っ
て
、
両
者
の
問
に
は
本
質
的
相
違
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
す
な

わ
ち
太
陽
も
光
も
熱
も
物
質
で
あ
る
か
ら
そ
の
流
出
の
必
然
性
は
物
質
的
世
界
を
支
配
す
る
機
械
的
必
然
性
で
あ
る
の
に
対
し
、

く
、
そ
れ
か
ら
の
万
物
の
流
出
は
、
物
質
的
世
界
の
必
然
性
と
は
次
元
を
異
に
す
る
い
わ
ば
精
神
の
必
然
性
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
に
し
て
も
や
は
り
、

一
者
は
物
質
で
は
な

一
つ
の
必
然
性
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、

「
在
り
て
在
る
者
」
が
「
存
在
の
純
粋
現
実
態
」
と
し
て
把
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て、

「
在
り
て
在
る
者
」
の
う
ち
に
存
在
の
原
因
性
が
措
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
「
存
在
の
純
粋
現
実
態
」
た
る
神
は
、
い
わ
ば
そ
の
本
質
の

必
然
性
に
よ
っ
て
「
在
ら
し
め
る
者
」
で
あ
り
、
必
然
的
に
創
造
者
で
あ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
神
か
ら
創
造
す
る
意
志
の
自
由

が
う
ば
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
こ
れ
に
対
し
て
、
創
造
に
お
け
る
神
の
意
志
の
自

由
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
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プ
ロ
テ
ィ
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ス
は
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
第
五
巻
四
章
一
節
に
い
う
。
い
か
な

る
も
の
も
、
完
成
に
遺
す
る
と
、
そ
れ
自
身
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か

な
ず
他
者
を
生
む
。
生
物
無
生
物
を
問
わ
な
い
。
火
は
熱
し
、
雪
は
冷
や
す
。
ま
し

て
や
、
最
も
完
全
で
第
一
の
善
で
あ
る
一
者
が
、
ど
う
し
て
自
分
の
う
ち
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
一
者
か
ら
は
、
何
か
が
生
み
出
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
こ
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流
出
の
必
然

性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
第
二
巻
九
章
一
一
一
節
に
い
う
。
各
自
己
の
有
す
る
も
の
を
他

者
に
も
与
え
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
普
は
善
で
な
く
な
る
で
あ

ろ
う
。
ば
如
何
門
叩
芯
叫
J
R
d
h
h
a
q叶s
a
a
b寸
急
今
ω
F
R
R免
除
記
事
鴨
志
円
叩
吋
Qmwbピ
色
町

円叩吋
-QA
志ピ

rap---
こ
こ
に
は
流
出
の
必
然
性
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
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は
、
一
者
か
ら
の
流
出
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が
機
械
的
必
然
で
は
な

く
て
精
神
の
必
然
性
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
自
覚
さ
れ
意
志
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

点
を
強
調
す
る
。
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そ
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え
「
流
出
」
は
「
創
造
」
に
対
立
す
る
概
念
で
は
な
く
、
却
っ
て
創

造
の
要
素
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
彼
は
こ
の
線
に
沿
っ
て
ト
マ
ス
の

創
造
論
を
解
釈
す
る
。
印
。

r
S
Fロ
m
r
o仲
間
仲
巳

8
8
1巳

43
開
自
信
仰
巴
。
p

g
仏

円
四
日
以
ぽ
『
同
庁
宮
内
回
目
。
門
誌
}
ロ
n
r
o
U佐官口同剛氏。ロ・

ww
何
日
忠
臣
氏
。
ロ
。
仏
印
円
切
の
「
α岡弘ロロ
m
t

g
g
B
E
g
-
宮

g
r
m
Z
E
r
2
L
F
O
∞nrαMMFロm
州
知
ロ
閣
内
町
田

Z
E
H仲
間
内
庁

B

2
2
1
m
g包帥
B
g
m
巴
の
宮
内
同
g
z
…rm
r
a児
島
g
w
調。即日

b
o
m
g
ω
官
官
自

S
F

仏
命
日
明
日

g怠
。
ロ
∞
ぽ
笠
間
。
官
同
庁
ス
(
同

y
b
H
ム
N
N〉・

ま
だ
二
つ
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
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「
在
り
て
在
る
者
」
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
、
そ
の
完
成
者
と
し
て
の
ト
マ
ス
の
解
釈
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、

* 
以
上
に
よ
っ
て
、

そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
〔
本
論
文
ニ

O
節
参
照
〕
。
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ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
の
解
釈
に
は
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
つ
く
さ
れ
な
い
独
自
性
が
あ
る
と
い
わ
れ
た
が
、

〔
四
八

ト
マ
ス
は
創
造
に
お
け
る
神
の
自
由
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か

節
参
照
〕
。

ト
マ
ス
を
主
に
し
て
そ
れ
と
の
連
関
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
二
つ
の
問
題
は
相
互
に
連
関
し
て
い
る
。

ヌ
ス
を
み
て
き
た
が
、
残
さ
れ
た
二
つ
の
問
題
の
解
明
に
あ
た
っ
て
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
主
と
し
て
そ
れ
と
の
連
関
に
お
い
て
ト
マ
ス
を
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
考
察
は
、
紙
数
の
関
係
上
、
別
の
機
会
に
発
表
す
る
こ
と
に
す
る
。

九
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