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岩
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よ
り



凡
例

本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
は
、
岩
波
書
店
刊
『
三
木
清
全
集
』（1966

〜68

、1986

年
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

の
よ
う
な
改
定
を
施
し
て
い
る
。

・
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
旧
仮
名
遣
い
は
新
仮
名
使
い
に
改
め
た
。

・
送
り
仮
名
を
一
部
現
代
的
に
改
め
た
。「
表
は
す
・
現
は
す
・
顕
は
す
・
著
は
す
・
露
は
れ
」
は
「
表
す
・
現
す
・
顕
す
・

著
す
・
露
れ
」
と
、「
明
か
」
は
「
明
ら
か
」、「
少
い
」
は
「
少
な
い
」、「
異
る
」
は
「
異
な
る
」
な
ど
多
数
に
の
ぼ
る
。

・「
帰き
ち
ゃ
く著

」
な
ど
現
代
的
に
は
「
著
」
で
は
な
く
「
着
」
が
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス
は
「
帰
着
」
等
と
変
え
た
。「
屡
」
は
「
屡
々
」

と
し
た
。「
愈
い
よ
い
よ」「
益
ま
す
ま
す」
も
「
愈
々
」「
益
々
」
と
。

・
人
名
な
ど
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
論
文
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、主
な
も
の
は
統
一
し
た
。
殊
に
「
ヰ
・

ヸ
・
ヷ
」
な
ど
現
代
で
は
使
わ
れ
な
い
も
の
は
す
べ
て
変
え
た
。

・
ル
ビ
は
底
本
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
加
え
て
、
漢
字
の
読
み
と
し
て
作
成
者
が
追
加
し
た
。

そ
れ
ら
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。

・〔
〕
は
編
者
。【
】
に
よ
る
注
記
、お
よ
び
ペ
ー
ジ
左
端
の
脚
注
は
作
成
者
の
も
の
で
あ
る
。「
解
題
」
は
作
成
者
に
よ
る
。

・
文
献
名
が
青
字
斜
体
で
あ
る
の
は
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
文
献
中
の
ロ
ー
マ
数
字
は
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
トI, II, IV, X

で
代
用
し
て
い
る
。

・
ギ
リ
シ
ャ
文
字
はTekniaG

reek font

を
使
っ
て
い
る
。
但
しφι
は
作
成
ソ
フ
ト
と
の
相
性
が
悪
く
別
フ
ォ
ン
ト
で
あ
る
。



　
　
　

底
本
と
し
た
全
集
の
編
集
方
針
は
、「
原
則
と
し
て
最
終
稿
を
原
典
と
し
、
校
異
は
特
別
の
他
示
さ
な
い
。

明
確
な
誤
記
・
誤
植
以
外
は
原
形
を
保
存
す
る
。
歴
史
的
意
義
を
持
つ
初
期
著
作
は
原
形
の
ま
ま
収
録
し
、

各
種
発
表
さ
れ
た
た
ぐ
い
の
も
の
は
、
分
類
し
年
代
順
に
配
列
し
た
。」
と
あ
る
。

底
本
と
し
た
全
集
は
、
次
の
五
氏
の
編
集
よ
り
な
っ
た
も
の
で
す
。

大
内　

兵
衛

東
畑　

精
一

羽
仁　

五
郎

桝
田
啓
三
郎

久
野　
　

收



二

三
木
清
全
集　

第
一
巻　

パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
・
人
生
論
ノ
ー
ト
・
他

目
次

パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究

序第
一
人
間
の
分
析

第
二　

賭

第
三　

愛
の
情
念
に
関
す
る
説

第
四　

三
つ
の
秩
序

第
五　

方
法

第
六　

宗
教
に
お
け
る
生
の
解
釈

人
生
論
ノ
ー
ト

死
に
つ
い
て



目　
　

次

三

幸
福
に
つ
い
て

懐
疑
に
つ
い
て

習
慣
に
つ
い
て

虚
栄
に
つ
い
て

名
誉
心
に
つ
い
て

怒
に
つ
い
て

人
間
の
条
件
に
つ
い
て

孤
独
に
つ
い
て

嫉
妬
に
つ
い
て

成
功
に
つ
い
て

瞑
想
に
つ
い
て

噂
に
つ
い
て

利
己
主
義
に
つ
い
て

健
康
に
つ
い
て

秩
序
に
つ
い
て



四

感
傷
に
つ
い
て

仮
説
に
つ
い
て

偽
善
に
つ
い
て

娯
楽
に
つ
い
て

希
望
に
つ
い
て

旅
に
つ
い
て

個
性
に
つ
い
て

後
記

我
が
青
春

読
書
遍
歴

消
息
一
通

哲
学
は
ど
う
学
ん
で
ゆ
く
か

哲
学
は
や
さ
し
く
で
き
な
い
か



目　
　

次

五

【
解
題
】



パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究



パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究

三

序

私
が
若も

し
教
養
と
趣
味
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
向
っ
て
、
彼
の
国
の
文
化
を
知
る
た
め
に
読
む
べ
き
特
に
三
つ

の
書
を
示
す
こ
と
を
求
め
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
多
く
の
者
は
、
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
の
『
フ
ァ
ー
ブ
ル
』、
ラ
・

ブ
ル
ュ
イ
エ
ー
ル
の
『
カ
ラ
ク
テ
ー
ル
』
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
『
エ
セ
ー
』
を
挙
げ
る
の
を
躊
躇
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
若
し
彼
が
見
識
と
理
解
あ
る
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
こ
れ
ら
の
も
の
に
附
加
え
て
、
む
し
ろ
こ
れ

ら
の
も
の
に
先
立
っ
て
、
パ
ス
カ
ル
の
『
パ
ン
セ
』
を
私
に
勧
め
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
注
意
深
い
読

者
は
右
の
書
の
名
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
、
そ
れ
ら
に
共
通
な
る
も
の
が
何
処
に
あ
る
か
を
察
せ
ら
れ
る

に
相
違
な
い
。
相
異
な
る
背
景
を
も
つ
に
せ
よ
、相
異
な
る
視
点
を
含
む
に
せ
よ
、こ
れ
ら
の
書
物
は
等
し
く
「
人

間
の
研
究
」
を
目
指
し
て
い
る
。
人
間
の
研
究
は
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
の
歴
史
に
於
て
古
い
伝
統
を
有
す
る
。

こ
の
小
さ
い
著
述
は
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
で
あ
る
。
私
は
特
に
人
間
と
云
う
こ
と
を
高
調
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
第
一
に
、
私
は
私
の
研
究
の
対
象
を
限
定
し
よ
う
と
思
う
。
パ
ス
カ
ル
の
多
方

面
に
し
て
豊
富
な
る
思
想
の
う
ち
私
の
取
扱
っ
た
の
は
何
よ
り
も
人
間
に
関
す
る
彼
の
思
想
で
あ
る
。『
パ
ン
セ
』

の
主
な
る
目
的
が
宗
教
的
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
然
し
私
は
彼
の
宗
教
思
想
を
最
も
特
色
づ
け



四

た
も
の
が
人
間
に
就
い
て
の
彼
の
観
察
で
あ
る
と
み
る
見
地
か
ら
、
こ
こ
に
は
唯
後
者
と
関
係
あ
る
限
り
に
於
て

の
み
前
者
を
論
ず
る
こ
と
に
満
足
し
た
。
第
二
に
、
人
間
と
云
う
言
葉
は
お
の
ず
か
ら
パ
ス
カ
ル
の
考
え
方
そ
の

も
の
を
規
定
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
我
々
は
も
は
や
『
パ
ン
セ
』
に
於
て
人
々
の
語
る
よ
う
に
心
理
学
を
見
出
し

得
る
と
信
じ
て
は
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
を
心
理
学
の
書
と
見
做
す
こ
と
を
や
め
ね

ば
な
ら
ぬ
と
同
じ
よ
う
に
、
ひ
と
は
パ
ス
カ
ル
の
書
を
心
理
学
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
若
し
こ
れ
ら
の
書
物
に
敢
て
心
理
学
の
名
を
負
わ
せ
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
人
々
は
彼
等
が
心
理
学

の
概
念
に
よ
っ
て
精
確
に
は
何
を
意
味
す
る
か
を
予
め
説
明
す
べ
き
で
あ
る
。『
パ
ン
セ
』
に
於
て
我
々
の
出
逢

う
も
の
は
意
識
や
精
神
の
研
究
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
具
体
的
な
る
人
間
の
研
究
、
即
ち
文
字
通
り
の
意
味
に
於

け
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ジ
ー

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ジ
ー
は
人
間
の
存
在
に
関
す
る
学
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の

存
在
に
於
て
そ
れ
の
「
存
在
の
仕
方
」
を
研
究
す
る
。
我
々
は
斯
く
の
如
き
学
問
を
一
般
に
存
在
論
と
名
附
け
る

が
故
に
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ジ
ー
は
ひ
と
つ
の
存
在
論
で
あ
る
。『
パ
ン
セ
』
を
生
の
存
在
論
と
し
て
取
扱
お
う
と

す
る
こ
と
は
私
の
主
な
る
目
論
見
で
あ
っ
た
。

私
は
パ
ス
カ
ル
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
意
識
的
に
ひ
と
つ
の
方
法
を
用
い
た
。
そ
れ
を
最
も
平
易
な
形
式

で
現
せ
ば
斯
う
で
あ
る
、
概
念
の
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
の
基
礎
経
験
を
、
基
礎
経
験
の
与
え
ら
れ



パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究

五

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
解
釈
の
仕
事
で
あ
る
。
或
る
書
物
に
於
て
は
あ
ま
り
に

多
く
の
経
験
と
そ
し
て
あ
ま
り
に
少
な
い
概
念
が
あ
る
、
こ
の
と
き
我
々
は
そ
れ
ら
の
経
験
を
構
成
し
て
概
念
に

ま
で
高
め
る
こ
と
を
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
、
ま
た
他
の
書
物
に
於
て
は
あ
ま
り
に
多
く
の
概
念
と
そ
し
て
あ
ま

り
に
少
な
い
経
験
が
あ
る
、
こ
の
と
き
我
々
は
そ
れ
ら
の
概
念
を
破
壊
し
て
経
験
に
ま
で
溯
る
こ
と
に
努
力
せ
ね

ば
な
ら
な
い
、
―
―
斯
く
し
て
こ
そ
理
解
は
完
全
で
あ
り
得
よ
う
。
あ
ら
ゆ
る
解
釈
は
こ
の
意
味
で
中
庸
の
立
場

0

0

0

0

0

に
立
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
に
於
け
る
パ
ス
カ
ル
解
釈
は
か
か
る
思
想
に
よ
っ
て
つ
ね
に
導
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
に
ひ
と
は
、例
え
ば
、第
一
の
「
人
間
の
分
析
」
が
あ
ま
り
に
概
念
的
で
あ
る
こ
と
を
訝
り
、第
二
の
「
賭
」

が
あ
ま
り
に
概
念
的
で
な
い
こ
と
を
怪
ん
で
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
前
者
の
中
で
取
扱
わ
れ
た
事
柄
に
就
い
て

は
パ
ス
カ
ル
に
は
あ
ま
り
に
概
念
が
少
な
く
、
そ
し
て
後
者
に
関
す
る
事
柄
は
多
く
の
人
に
よ
っ
て
あ
ま
り
に
概

念
的
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
私
は
こ
れ
ら
の
場
合
中
庸
の
立
場
を
採
る
こ
と
を
特
に
明
確
に
実
行
せ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
経
験
を
概
念
に
於
て
、
概
念
を
経
験
に
於
て
理
解
す
る
こ
と
が
私
の
解
釈
の
方

針
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

凡
て
の
書
物
は
、そ
れ
が
出
来
上
っ
た
後
に
は
、著
者
か
ら
離
れ
た
独
立
の
運
命
を
も
っ
て
存
在
す
る
に
至
る
。

著
者
は
彼
の
書
の
享
け
る
あ
ら
ゆ
る
運
命
を
愛
す
べ
き
で
あ
る
。
私
は
私
の
書
物
が
欲
す
る
ま
ま
に
読
ま
れ
、
思



六

う
ま
ま
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
満
足
し
よ
う
。
こ
の
書
が
様
々
に
読
ま
れ
、
様
々
に
理
解
さ
れ
る
性
質
を
そ
れ
自

身
に
於
て
格
別
に
多
く
も
っ
て
い
る
こ
と
は
私
み
ず
か
ら
知
っ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
今
こ
の
一
小
著
を
し
て

そ
れ
自
身
の
運
命
を
経
験
さ
せ
る
た
め
に
世
に
送
り
出
す
に
際
し
て
、
若
し
何
事
か
を
話
す
こ
と
が
そ
れ
の
著
者

と
し
て
私
に
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
読
者
に
向
っ
て
次
の
よ
う
に
云
っ
て
お
き
た
い
。
私
は
先
ず
こ
の
書
物
が

ひ
と
つ
の
全
体
と
し
て
、
こ
こ
に
与
え
ら
れ
た
順
序
に
従
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
固
よ
り
こ
こ
に
収

め
ら
れ
た
六
つ
の
論
文
は
各
そ
れ
自
身
と
し
て
相
対
的
に
は
独
立
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
ひ
と

つ
の
構
造
を
も
ち
、
し
か
も
そ
の
前
の
も
の
は
そ
の
後
の
も
の
に
よ
っ
て
補
わ
れ
、
そ
の
後
の
も
の
は
そ
の
前
の

も
の
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
る
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
順
序
は
同
時
に
私
の
う
ち
に
於
け
る
パ
ス

カ
ル
の
生
長
の
過
程
を
語
る
も
の
で
も
あ
る
。
次
に
私
は
こ
の
書
物
が
何
よ
り
も
学
問
の
書
物
と
し
て
理
解
さ
れ

る
こ
と
を
希
望
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
我
々
の
謂
う
存
在
論
、
殊
に
生
の
存
在
論
即
ち
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ジ
ー
に

関
す
る
原
理
的
な
る
問
題
は
勿
論
こ
こ
に
は
論
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
の
と
り
得
べ
き
ひ
と
つ
の
可
能
な
る

形
態
は
パ
ス
カ
ル
を
通
し
て
窺
い
知
り
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
惟
う
に
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ジ
ー
は
単
に
我
々
が
自
覚

的
に
生
き
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
す
べ
て
他
の
学
問
、
所
謂
精
神
科
学
或
は
文
化
科
学
と
呼
ば

れ
て
い
る
学
問
の
基
礎
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
私
は
こ
の
よ
う
な
確
信
か
ら
パ
ス
カ
ル
の
研
究
を
志
し



パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究

七

た
の
で
あ
る
。
こ
の
書
が
斯
く
の
如
き
一
層
原
理
的
な
る
問
題
に
つ
い
て
読
者
の
注
意
と
興
味
と
を
幾
分
な
り
と

も
喚
び
起
す
機
会
を
作
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。

私
は
こ
の
処
女
作
を
公
に
す
る
に
当
っ
て
諸
先
生
諸
先
輩
諸
学
友
に
平
素
の
尊
敬
と
友
情
と
を
表
白
し
た
い

と
思
う
。
こ
と
に
落
合
太
郎
氏
に
は
今
度
い
ろ
い
ろ
御
世
話
に
な
っ
た
。
私
の
著
述
と
浅
か
ら
ぬ
関
係
あ
る
岩
波

書
店
主
岩
波
茂
雄
氏
に
対
し
て
こ
こ
に
特
に
感
謝
を
捧
げ
る
の
は
私
の
喜
ば
し
き
義
務
の
遂
行
で
あ
る
。

千
九
百
二
十
六
年
五
月
十
一
日

京
都
に
於
て三

木
清

附
記　

B
laise Pascal, Pensées

は
、
現
今
最
も
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、B

runschvicg

氏
の
番
号
附

け
に
随
っ
て
引
用
し
、
単
に
そ
の
数
字
を
記
し
て
お
い
た
。
そ
れ
以
外
の
引
用
文
は
す
べ
て
、G

rands Écrivains 

de la  France

叢
書
中
【“Œ

uvres de Blaise Pascal”

】
に
出
版
さ
れ
て
い
る
パ
ス
カ
ル
著
作
集
に
拠
っ
て
、
そ
れ
の

巻
及
び
頁
附
け
が
示
さ
れ
て
い
る
。



八

第
一 

人
間
の
分
析

一

パ
ス
カ
ル
の
思
想
に
於
て
中
心
的
意
義
を
有
す
る
も
の
は
「
人
間
」
の
概
念
で
あ
る
。
人
間
に
関
す
る
独
自

な
方
法
に
も
と
づ
く
特
殊
な
見
方
が
彼
の
思
想
に
鮮
か
な
個
性
と
光
彩
と
を
与
え
た
。
彼
は
激
し
さ
と
優
し
さ
、

恐
れ
と
憐
み
と
を
も
っ
て
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
云
う
問
を
追
っ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
斯
く
問
う
こ
と

は
永
い
歳
月
に
亙
っ
て
学
問
の
前
景
へ
持
ち
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
忘
れ
ら
れ
た
問
を
想
い
起
す
こ

と
は
現
在
の
我
々
の
学
問
に
と
っ
て
退の
っ
ぴ
き引

な
ら
ぬ
緊
急
事
で
あ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
の
一
節
で
云

う
、「
私
は
な
が
い
あ
い
だ
抽
象
的
な
学
問
の
研
究
に
時
を
過
し
た
、
そ
し
て
こ
の
研
究
で
は
ひ
と
は
僅
か
の
交

際
し
か
得
ら
れ
ぬ
と
云
う
こ
と
が
こ
れ
に
対
し
て
私
に
嫌
悪
の
こ
こ
ろ
を
懐
か
せ
た
。私
が
人
間
の
研
究（l’étude 

de l’hom
m

e

）
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
私
は
、
こ
れ
ら
の
抽
象
的
な
学
問
が
人
間
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
突
込
ん
で
知
っ
て
い
な
が
ら
私
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
な
い
他
の
人
々
よ
り
も
一
層
多
く
私

の
状
態
に
つ
い
て
迷
っ
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
私
は
他
の
人
々
が
か
の
学
問
に
関
し
て
僅
か
し
か
知
ら
な
い
の
を



パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究

九

赦
し
た
。
け
れ
ど
私
は
人
間
の
研
究
に
於
て
は
少
な
く
と
も
沢
山
な
友
達
を
見
出
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
人
間

に
ふ
さ
わ
し
い
真
の
研
究
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
。
私
は
騙
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
、
人
間
を
研
究
す
る

者
は
幾
何
学
を
研
究
す
る
者
よ
り
も
な
お
少
数
し
か
い
な
い
」（144

）。
こ
の
よ
う
な
パ
ス
カ
ル
の
告
白
は
我
々

に
は
ひ
と
つ
の
重
大
な
提
議
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
で
は
こ
こ
に
謂
わ
れ
た
「
人
間
」
は
如
何
な
る
人
間
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
普
通
信
じ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
パ
ス
カ
ル
も
ま
た
鋭
利
な
知
見
と
繊
細
0

0

な
情
感
と
を
恵
ま
れ
た
優
れ
た
心
理
学
者
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
を
も
っ
て
満
足
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
が
問
題
と
し
た
人
間
は
心
理
学
者
の
意
識
や
精
神
で
な
か
っ

た
。
心
理
学
、
そ
の
他
す
べ
て
、
自
然
科
学
乃
至
文
化
科
学
の
研
究
す
る
あ
ら
ゆ
る
名
に
於
け
る
人
間
は
、
す
で

に
対
象
化
さ
れ
た
人
間
で
あ
る
。
然
る
に
パ
ス
カ
ル
が
取
扱
う
人
間
は
対
象
で
な
く
て
存
在
0

0

で
あ
る
。
そ
れ
は
認

識
主
観
に
対
し
て
成
立
す
る
客
観
と
云
う
が
如
き
も
の
で
な
く
し
て
、
存
在
の
う
ち
に
於
け
る
特
殊
な
る
存
在
で

あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
も
ろ
も
ろ
の
科
学
の
対
象
界
を
構
成
す
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
純
粋
自
我
若も
し

く
は
先
験
的
自

我
と
云
う
が
如
き
も
の
で
も
な
い
。
論
理
学
或
は
認
識
論
で
議
せ
ら
れ
る
の
は
何
等
か
の
意
味
に
於
て
理
念
と
し

て
の
人
間
で
あ
る
に
反
し
て
、
彼
の
討た
ず

ね
る
人
間
は
絶
対
に
具
体
的
な
る
現
実
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
謂
う
人
間

の
研
究
は
、伝
統
的
な
言
葉
で
現
せ
ば
、creatum

と
呼
ば
る
べ
きens
と
し
て
の
人
間
的
存
在
の
研
究
で
あ
っ
た
。



一
〇

彼
が
心
や
魂
に
就
い
て
語
る
の
を
聞
く
と
き
、
ひ
と
は
た
だ
ち
に
心
理
学
上
の
用
語
を
聯
想
す
る
こ
と
を
慎
し
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
こ
れ
ら
は
客
観
化
さ
れ
て
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
的
存
在
の
存
在
0

0

性0

の
概
念
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
魂
や
心
は
人
間
の
存
在
の
特
殊
な
る
存
在
論
的
規
定
、
或
は
こ
の
存
在
の
優

れ
た
意
味
に
於
け
る
存
在
の
仕
方
そ
の
も
の
の
概
念
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
研
究
は
、
実
に
、
人
間
的
存
在
の
分

析
と
解
釈
と
を
目
指
し
て
い
る
。

お
よ
そ
我
々
の
存
在
は「
自
然
に
於
け
る
存
在
」で
あ
る
。
自
然
に
於
け
る
我
々
の
存
在
は「
中
間
者
」（m

ilieu

）

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
謂
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
体
の
自
然
を
そ
の
高
さ
と
そ
の
大
い
さ
と
に
お
い
て
見
よ
。

こ
の
と
き
私
は
宇
宙
を
照
ら
す
永
遠
の
照
明
灯
の
如
く
輝
く
光
を
望
む
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
地
球
は
こ
の
星
の
描

く
球
蓋
に
比
べ
て
は
恰
も
ひ
と
つ
の
点
と
し
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
宏
大
な
る
球
蓋
も
蒼
穹
を
め
ぐ

る
諸
の
星
の
擁
す
る
か
の
球
蓋
に
較
べ
て
は
な
お
ひ
と
つ
の
尖
端
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
私
は
そ
の
各
が
彼
の
蒼

穹
、
彼
の
惑
星
、
彼
の
地
球
を
有
す
る
宇
宙
の
無
限
を
想
像
す
る
。
然
し
な
が
ら
ま
た
私
は
こ
の
地
上
に
お
い
て

動
物
を
、
動
物
の
中
に
牛
虱
を
、
そ
し
て
こ
れ
に
於
て
関
節
を
も
っ
た
脚
を
、
こ
の
脚
に
お
い
て
血
管
を
、
こ
の

血
管
に
お
い
て
血
を
、
こ
の
血
に
お
い
て
液
体
を
、
こ
の
液
体
に
お
い
て
滴
を
、
こ
の
滴
に
お
い
て
蒸
気
を
見
出

し
、
こ
の
よ
う
に
進
む
な
ら
ば
、
私
は
終
に
虚
無
に
も
等
し
き
最
も
微
小
な
る
も
の
の
う
ち
に
み
ず
か
ら
を
見
失
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一

う
で
あ
ろ
う
。我
々
の
身
体
は
宇
宙
の
全
体
の
裡
に
あ
っ
て
は
さ
ら
に
知
覚
し
得
ぬ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
が
、我
々

の
到
底
到
達
し
得
ぬ
虚
無
に
対
し
て
は
ひ
と
つ
の
巨
体
、
ひ
と
つ
の
世
界
、
む
し
ろ
全
体
で
あ
る
。
斯
く
し
て
自

然
に
於
け
る
人
間
は
、「
無
限
に
比
し
て
は
虚
無
で
あ
り
、
虚
無
に
比
し
て
は
全
体
で
あ
る
、
そ
れ
は
無
と
全
と

の
あ
い
だ
の
中
間
者
で
あ
る
」（72

）。
パ
ス
カ
ル
の
こ
の
観
察
は
感
傷
的
で
な
く
て
根
本
的
で
あ
り
、
詠
歎
的

で
な
く
て
原
理
的
で
あ
る
。人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
こ
の
存
在
に
と
っ
て
偶
然
な
規
定
で
は
な
く
、

被
造
物
と
し
て
の
運
命
を
担
う
人
間
の
必
然
的
な
る
状
態
に
属
す
る
。
中
間
者
の
名
は
人
間
性
そ
の
も
の
に
対
す

る
基
本
的
な
る
表
現
で
あ
る
。
我
々
が
中
間
的
存
在
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
、
我
々
が
自
然
に
於
け
る
存
在
で
あ

る
と
云
う
否
み
難
き
事
実
と
共
に
与
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
存
在
上
の
特
性
で
あ
る＊

。

＊　

人
間
の
存
在
を
種
々
な
る
意
味
で
中
間
者
と
考
え
る
こ
と
は
古
典
的
な
る
哲
学
に
屡
々
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

私
は
デ
カ
ル
ト
が
人
間
を
｟m

edium

｠
呼
ん
で
い
る
の
を
注
意
す
る
に
と
ど
め
よ
う
（D

escartes M
editationes, 

IV

【『
省
察
』】）

私
は
最
初
に
ひ
と
つ
の
誤
解
を
防
い
で
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
に
関
す
る
右
の
規
定
が
、
物
理
的
、
特
に

幾
何
学
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
け
れ
ど
そ
の
理
由
を
も
っ
て
に
わ
か
に
こ
れ
を
人
間
的
存

在
の
物
理
的
若
く
は
幾
何
学
的
規
定
と
見
做
す
こ
と
は
誤
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
が
最
も
天
才
的
な
る
幾



一
二

何
学
者
或
は
物
理
学
者
で
あ
っ
た
の
は
固
よ
り
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
云

う
こ
と
は
彼
が
幾
何
学0

の
認
識
に
よ
っ
て
決
定
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
幾
何
学
者0

と
し
て
の
彼
の
人
間
と

し
て
の
反
省
を
俟
っ
て
初
め
て
理
解
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
み
ず
か
ら
の
言
葉
に
従
え
ば
、
彼
は
人
間
を
定
義

す
る
に
あ
た
っ
て
「
自
然
的
な
る
知
識
」（connaissances naturelles

）
に
訴
え
て
そ
れ
が
我
々
を
何
処
に
導
く

か
を
見
た
。
こ
の
知
識
は
そ
れ
を
信
ず
る
こ
と
な
く
し
て
は
我
々
が
生
存
す
る
こ
と
も
出
来
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、

謂
わ
ば
人
間
に
於
け
る
最
も
原
始
的
な
る
真
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
ひ
と
が
自
然
の
物
々
し
き
、
科
学
的
な
る

研
究
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
ひ
と
た
び
真
面
目
に
、
素
朴
に
自
然
を
観
察
し
て
、
人
間
の
状
態
を
理
解
す
る
こ
と

を
ね
が
う
（72

）。
か
く
し
て
パ
ス
カ
ル
の
自
然
が
対
象
的
自
然
界
を
意
味
し
得
ず
、
そ
の
虚
無
が
単
な
る
非
存

在
ま
た
は
非
概
念
の
謂
で
あ
り
得
な
い
の
は
明
瞭
で
あ
る
。
自
然
の
微
小
と
そ
れ
の
広
袤
と
は
ひ
と
を
驚
か
す
も

の
で
あ
る
、
と
彼
は
云
っ
て
い
る
。
宇
宙
に
於
て
は
語
る
に
足
ら
ぬ
人
間
が
虚
無
に
比
し
て
は
全
体
で
あ
る
こ
と

を
誰
が
歎
ぜ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
、
と
彼
は
述
べ
、
ひ
と
は
無
限
と
虚
無
と
の
不
思
議
を
な
が
め
て
は
戦
く
で
あ
ろ
う
、

と
彼
は
記
し
て
い
る
。
自
然
と
虚
無
と
は
あ
た
か
も
我
々
に
驚
愕
と
感
歎
、
恐
怖
と
戦
慄
と
を
喚
び
起
す
と
こ
ろ

の
存
在
で
あ
る
。
む
し
ろ
我
々
が
自
然
に
於
け
る
存
在
で
あ
り
、
中
間
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
即
し
て
、
恐
怖
や

戦
慄
、
驚
愕
や
感
歎
は
我
々
の
存
在
そ
の
も
の
に
属
す
る
。
実
際
、
私
は
私
が
唯
単
に
世
界
の
う
ち
に
あ
る
こ
と



パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究

一
三

に
依
っ
て
、
ひ
と
が
宇
宙
的
感
情
と
呼
ぶ
も
の
を
感
じ
る
。「
こ
の
無
限
な
る
空
間
の
永
遠
の
沈
黙
は
私
を
恐
れ

し
め
る
」（206

）、と
パ
ス
カ
ル
は
私
語
す
る
。
夕
の
闇
は
私
を
悲
哀
に
引
入
れ
、夜
の
闇
は
私
を
不
安
に
陥
れ
る
。

普
通
に
は
情
緒
若
く
は
感
情
と
見
做
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
凡
て
の
も
の
は
、
こ
の
場
合
心
理
学
上
の
概
念
で
は
な

く
、
却
っ
て
人
間
の
存
在
論
的
な
る
原
本
的
規
定
で
あ
る
。
従
っ
て
私
は
そ
れ
を
人
間
的
存
在
の
状
態
性

0

0

0

と
名
附

け
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
パ
ス
カ
ル
の
光
彩
あ
る
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
人
間
の
｟conditions

｠
で
あ
る
。

状
態
性
と
は
ま
さ
し
く
世
界
に
於
け
る
我
々
の
「
存
在
の
仕
方
」、
あ
る
い
は
我
々
が
世
界
に
「
出
逢
う
仕
方
」

に
外
な
ら
な
い
。
人
間
は
世
界
の
中
に
あ
る
と
共
に
0

0

或
る
状
態
性
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
状
態
性
に
依
っ
て
世
界

の
存
在
は
我
々
に
と
っ
て
現
実
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
状
態
性
は
世
界
を
対
象
化
す
る
こ
と
な
く
却
っ

て
こ
れ
を
所
有
0

0

す
る
。
そ
し
て
こ
の
所
有
の
関
係
に
於
て
人
間
的
存
在
の
現
実
性
の
最
初
の
形
は
成
立
す
る
。
人

間
が
現
実
的
存
在
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
人
間
が
世
界
に
於
け
る
存
在
で
あ
る
と
云
う
こ
と
と
共
に
与
え
ら
れ
た

根
本
的
規
定
で
あ
る
。
世
界
の
存
在
と
人
間
の
状
態
性
と
の
関
係
は
直
接
で
あ
っ
て
、
謂
わ
ば
我
々
は
世
界
を
感

じ
る
の
に
即
し
て
自
己
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
も
ひ
と
は
自
己
が
無
限
と
虚
無
と
の
ふ
た
つ
の
深
淵
の

間
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
を
観
る
と
き
自
己
自
身
に
つ
い
て
恐
怖
を
い
だ
く
で
あ
ろ
う
と
云
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
世
界
を
所
有
す
る
こ
と
は
や
が
て
自
己
を
所
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
世
界
に
向
う
状
態
性
が
か
よ
う
に
し
て
必



一
四

然
的
に
反
動
し
て
自
己
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
的
存
在
の
最
初
の「
動
性
」は
現
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々

は
状
態
性
に
依
っ
て
世
界
を
ま
さ
し
く
所
有
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
の
存
在
は
推
論
に
依
っ
て
初
め
て
断
定
さ

れ
る
と
云
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
単
純
に
「
そ
こ
に
あ
る
」
と
云
う
性
質
を
担
っ
て
来
る
。
世
界
の
こ

の
性
質
は
あ
た
か
も
範
疇
的
な
る
所
有
0

0

に
依
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
性
質
の
故
に
世
界
を
単

な
る
現
象
と
見
做
し
て
そ
の
本
体
に
つ
い
て
尋
ね
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
世
界
は
本
体
で
も
な
く
現
象
で

も
な
い
。
そ
れ
は
特
殊
な
る
存
在
の
存
在
の
仕
方
に
過
ぎ
ぬ
。
我
々
は
「
存
在
」
が
何
よ
り
も
対
象
的
範
疇
で
あ

る
と
考
え
る
偏
見
か
ら
逃
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
然
を
対
象
化
す
る
こ
と
な
く
然
も
こ
れ
が
現
実
的
と
な
る
種
々

な
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
状
態
性
と
は
斯
く
の
如
き
可
能
性
の
ひ
と
つ
に
対
す
る
名
で
あ

る
。
存
在
は
最
初
に
そ
し
て
原
始
的
に
は
特
殊
な
る
所
有
を
意
味
す
る
。
自
然
は
我
々
に
交
わ
り
我
々
の
交
わ
る

存
在
で
あ
る＊

。

＊　

パ
ス
カ
ル
の
意
味
す
る
自
然
は
単
に
状
態
性
の
関
わ
る
存
在
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
実
に
人
間
の

交
渉
0

0

に
係
わ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
は
云
う
、「
人
間
は
、
例
え
ば
、
彼
の
識
っ
て
い
る
凡
て
の
も
の
に
関
係
を
も

っ
て
い
る
。
彼
は
彼
を
容
れ
る
た
め
に
場
所
を
、
持
続
す
る
た
め
に
時
間
を
、
生
き
る
た
め
に
運
動
を
、
彼
を
組

立
て
る
た
め
に
元
素
を
、
自
己
を
養
う
た
め
に
熱
と
食
物
と
を
、
呼
吸
す
る
た
め
に
空
気
を
必
要
と
す
る
。
彼
は
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一
五

光
を
見
、
彼
は
物
体
を
感
ず
る
。
要
す
る
に
凡
て
の
も
の
は
彼
の
交
渉
的
関
係
の
も
と
に
お
か
れ
る
」（72

）。
交

渉
は
人
間
が
世
界
を
所
有
す
る
ひ
と
つ
の
仕
方
に
外
な
ら
な
い
。
世
界
は
我
々
に
と
っ
て
原
始
的
に
は
「
対
し
て

あ
る
」
存
在
で
は
な
く
し
て
寧
ろ
「
為
め
に
あ
る
」
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
界
で
な
く
て
交
渉
界

0

0

0

、
ギ
リ
シ

ャ
的
に
現
せ
ば o}n w

JV pra:gma

で
あ
る
。

人
間
の
存
在
は
自
然
に
於
け
る
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
た
が
、
さ
て
我
々
は
如
何
に
し
て
こ
の
最
も
形
式
的

な
る
規
定
を
充
実
さ
せ
て
ゆ
く
か
。
存
在
と
し
て
の
人
間
を
研
究
す
る
こ
と
に
始
っ
た
観
察
は
人
間
の
存
在
性
の

研
究
に
向
っ
て
ゆ
く
。
人
間
の
存
在
は
現
実
的
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
を
所
有
し
世
界
は
そ
れ
と
共
に
そ
こ

に
あ
る
。
人
間
の
存
在
性
と
は
こ
の
存
在
の
高
調
さ
れ
た
意
味
に
於
け
る
若
く
は
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
存
在

の
仕
方
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
こ
れ
を
一
般
に
「
魂
」（âm

e

）
と
呼
ん
で
い
る
。
彼
に
従
え
ば
人
間
の
魂
の
形

式
的
な
る
規
定
は
「
中
間
者
」
で
あ
る
と
云
う
に
あ
る
。
ふ
た
つ
の
極
の
あ
い
だ
の
中
間
に
あ
る
と
云
う
状
態
は

魂
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
に
於
て
見
出
さ
れ
る
。
我
々
の
感
官
は
如
何
な
る
極
端
な
る
も
の
も
知
覚
し
な
い
、
あ
ま
り

に
多
く
の
響
は
耳
を
聾
せ
し
め
る
、
あ
ま
り
に
多
く
の
光
は
目
を
眩
ま
せ
る
、
あ
ま
り
に
多
く
の
距
離
と
あ
ま
り

に
多
く
の
接
近
と
は
視
覚
を
妨
げ
る
、
あ
ま
り
に
長
き
ま
た
あ
ま
り
に
短
き
話
説
は
意
味
を
不
明
瞭
に
す
る
、
あ

ま
り
に
多
く
の
真
理
は
我
々
を
驚
か
せ
る
、
第
一
原
理
は
我
々
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
多
く
の
明
証
を
も
っ
て
い



一
六

る
、
あ
ま
り
に
多
く
の
快
楽
は
厭
気
を
起
さ
せ
る
、
あ
ま
り
に
多
く
の
協
音
は
音
楽
に
あ
っ
て
不
快
で
あ
る
、
あ

ま
り
に
多
く
の
恩
恵
は
ひ
と
を
怒
ら
し
め
る
。
凡
て
極
端
な
る
も
の
は
我
々
に
と
っ
て
は
全
く
無
き
が
如
き
も
の

で
あ
る
、
或
は
我
々
は
そ
れ
に
対
し
て
は
全
く
無
き
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
斯
よ
う
に
そ
の
存
在
に
於
て
中
間
者

で
あ
っ
た
人
間
は
そ
の
存
在
性
に
於
て
ま
た
中
間
者
で
あ
る
。「
我
々
の
叡
智
は
叡
智
的
な
る
も
の
の
秩
序
に
於

て
我
々
の
身
体
が
自
然
の
広
袤
に
於
け
る
と
同
一
な
る
次
位
を
占
め
て
い
る
」（72

）。
こ
の
観
察
は
と
き
に
誤

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
認
識
論
的
に
解
釈
さ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
対
象
の
認
識
に
関
係
す
る
の
で

な
く
、
却
っ
て
人
間
の
特
殊
な
る
存
在
の
仕
方
に
関
係
す
る
。
こ
の
ば
あ
い
知
覚
、
思
惟
な
ど
と
云
う
こ
と
も
世

界
に
於
け
る
人
間
の
種
々
な
る
存
在
の
仕
方
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。中
間
的
状
態
は
我
々
が
世
界
に
出
逢
う
、

或
は
我
々
が
世
界
を
所
有
す
る
仕
方
の
形
式
的
な
る
規
定
で
あ
る
。
そ
の
存
在
性
が
中
間
者
で
あ
る
と
云
う
こ
と

は
被
造
物
と
し
て
の
人
間
に
必
然
に
属
す
る
か
ら
パ
ス
カ
ル
は
、「
中
間
的
状
態
を
離
れ
る
の
は
人
間
性
を
離
れ

る
の
謂
で
あ
る
」（378

）、
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
中
間
者
の
概
念
は
特
に
存
在
論
的
な
る
概
念
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
人
間
の
存
在
が
中
間
的
存
在
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
こ
の
存
在
が
平
衡
を
保
っ
て
い
る
存
在
で

あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
人
間
は
中
間
者
で
あ
る
こ
と
に
依
っ
て
謂
わ
ば
物
理
的
力
学
的
支
点
に
立
つ
存
在
で

あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
中
間
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は
人
間
の
「
不
均
衡
」（disproportion

）
を
表
現
す
る
。
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一
七

蓋
し
如
何
な
る
極
端
な
る
も
の
に
も
我
々
は
等
し
く
な
い
。
我
々
の
両
極
を
な
す
無
限
と
虚
無
と
は
固
定
さ
れ
た

も
の
で
な
く
て
、
そ
れ
ら
は
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
あ
た
か
も
「
深
淵
」
で
あ
り
、「
不
思
議
」
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
世
界
の
裡
に
あ
る
人
間
の
存
在
に
伴
う
根
源
的
な
る
状
態
性
は
恐
怖
で
あ
り
戦
慄
で
あ
る
。
我
々
は
ふ
た
つ

の
深
淵
の
間
に
あ
っ
て
恐
れ
、
お
の
の
き
、
安
ら
う
べ
き
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
然
の
み
な
ら
ず
こ
の
ふ
た
つ
の

不
思
議
に
光
を
投
ず
る
こ
と
は
我
々
に
は
許
さ
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
我
々
の
魂
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
は
、
あ

ま
り
に
大
い
な
る
も
の
、
あ
ま
り
に
小
さ
き
も
の
、
あ
ま
り
に
遥
か
な
る
も
の
、
あ
ま
り
に
近
き
も
の
の
何
物
を

も
理
解
し
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
存
在
性
が
中
間
者
で
あ
る
こ
と
は
我
々
を
無
知
と
不
確
実
と
の
う
ち
に
お

く
。
さ
れ
ば
、「
我
々
は
つ
ね
に
不
確
か
に
漂
い
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
は
て
か
ら
他
の
は
て
へ
と
押
流
さ
れ
て
、

広
き
中
間
の
上
に
波
に
も
ま
れ
る
。」「
す
べ
て
我
々
の
礎
は
響
を
あ
げ
て
ゆ
る
ぎ
、
地
は
深
淵
に
至
る
ま
で
口
を

開
く
」（72

）。
中
間
者
と
し
て
の
人
間
が
「
正
し
き
中
間
」（le juste m

ilieu, 82

）
を
、
即
ち
安
定
あ
る
均
衡
を

得
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
所
与
で
な
く
却
っ
て
課
題
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
課
題
は
我
々
に
は
偶
然
的
で
な
く

て
、
我
々
が
中
間
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
依
っ
て
必
然
的
に
さ
れ
て
い
る＊

。
自
体
に
於
て
は
我
々
の
存
在
は
安
定

な
く
均
衡
な
く
彼
方
此
方
に
動
け
る
存
在
で
あ
る
。
動
性
こ
そ
人
間
的
存
在
の
最
も
根
本
的
な
る
規
定
で
あ
る
。

人
間
と
は
運
動
せ
る
存
在

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。



一
八

＊　

こ
の
場
合
ひ
と
は
『
パ
ン
セ
』
断
片
五
百
三
十
二
、
こ
と
に
三
百
五
十
三
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
も
彼
の mesovthV

の
概
念
を
人
間
の
行
為
が
そ
の
常
態
に
於
て
つ
ね
に
多
と
寡
と
に
傾
く
と
云
う
存
在
論
的

な
る
規
定
か
ら
導
い
て
い
る
。

二

人
間
の
具
体
的
な
る
存
在
性
の
概
念
は
「
生
」（vie

）
で
あ
る
。
私
は
す
で
に
現
実
的
存
在
が
運
動
せ
る
存
在

で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
生
と
は
こ
の
運
動
の
具
体
性
の
概
念
で
あ
る
。「
我
々
の
本
性
は
運
動
に
あ
る
、
全
き
休

息
は
死
で
あ
る
」（129

）。
運
動
の
概
念
は
時
間
の
概
念
と
共
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
生
と
は
実
に
時
間
性

0

0

0

に
係
っ
て
解
せ
ら
れ
た
現
実
的
存
在
の
存
在
性
の
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
に
意
味
す
る
時
間
は
固
よ
り
物
理
的
な
若

く
は
単
に
心
理
的
な
る
時
間
の
謂
で
な
い
。
寧
ろ
そ
れ
は
我
々
の
存
在
の
「
関
心
」（occupations

）
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
時
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
計
を
も
っ
て
測
ら
れ
る
が
如
き
時
間
で
は
な
く
て
、
倦
怠
と
共
に
長
く
そ

し
て
興
味
と
共
に
短
き
が
如
き
持
続
で
あ
る
（5

）。
パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
の
百
七
十
二
に
於
て
こ
の
よ
う

な
時
間
の
模
範
的
な
る
分
析
を
試
み
て
い
る
。
具
体
的
な
る
時
間
は
人
間
の
関
心
の
関
係
に
依
っ
て
基
礎
付
け
ら
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一
九

れ
て
い
る
が
故
に
こ
の
時
間
に
於
て
最
も
重
要
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
は
未
来
で
あ
る
。
一
般
に
我
々
は
何
事

か
を
実
現
し
よ
う
と
関
心
す
る
。
従
っ
て
我
々
は
そ
の
来
る
を
急
が
せ
る
に
は
あ
ま
り
に
緩
か
に
来
る
も
の
と
し

て
未
来
を
予
料
す
る
。
我
々
の
関
心
は
ま
た
過
去
を
そ
の
去
る
を
止
め
る
た
め
に
は
あ
ま
り
に
速
か
に
去
り
ゆ
く

も
の
と
し
て
想
起
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
未
来
へ
の
関
心
は
こ
れ
を
支
配
す
る
た
め
に
過
去
を
回
顧
す
る
。

我
々
は
現
在
に
就
い
て
は
殆
ど
全
く
考
え
な
い
。
若
し
我
々
が
現
在
に
就
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
未
来
を

処
理
す
る
た
め
に
こ
れ
か
ら
光
を
取
ろ
う
と
す
る
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
現
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
普
通

我
々
を
傷
け
苦
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
現
在
を
我
々
の
眼
に
対
し
て
隠
そ
う
と
す
る
。
若
し
そ
れ
が

我
々
に
快
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
現
在
の
過
ぎ
ゆ
く
の
を
見
る
を
恨
む
の
で
あ
る
が
、
然
し
こ
の
場
合

に
は
我
々
は
そ
れ
を
未
来
に
依
っ
て
保
持
し
よ
う
と
努
め
る
が
故
に
、
我
々
の
関
心
に
と
っ
て
主
要
な
時
間
は
い

ず
れ
は
未
来
で
あ
る
。斯
く
し
て「
現
在
は
決
し
て
我
々
の
目
的
で
な
い
、過
去
と
現
在
と
は
我
々
の
手
段
で
あ
る
、

ひ
と
り
未
来
が
我
々
の
目
的
で
あ
る
。」
ひ
と
は
彼
の
恐
怖
、
欲
求
、
希
望
を
凡
て
未
来
の
う
ち
へ
投
げ
入
れ
る
。

現
実
的
時
間
の
様
態
が
斯
く
の
如
く
人
間
の
関
心
に
依
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
云
う
こ
と
は
、
一
層
根
本

的
に
見
れ
ば
、
こ
の
時
間
の
契
機
が
実
に
人
間
の
関
心
の
関
係
に
依
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。こ
の
関
心
に
依
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
限
り
人
間
の
存
在
は
謂
わ
ば
常
に
途
上
に
あ
る
存
在

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。



二
〇

従
っ
て
我
々
は
現
在
を
確
実
に
把
持
す
る
こ
と
が
な
い
。「
各
の
人
は
彼
の
意
識
を
吟
味
す
る
と
き
、
そ
れ
が
す

べ
て
過
去
と
未
来
と
に
関
心
し
て
い
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。」
我
々
は
ひ
と
り
我
々
に
属
す
る
も
の
、
現
在

を
全
く
顧
み
る
こ
と
な
く
、
最
早
あ
る
こ
と
な
き
過
去
、
将
に
あ
る
べ
き
保
証
を
も
た
ぬ
未
来
に
ひ
た
す
ら
に
執

着
し
な
が
ら
時
の
う
ち
を
彷
徨
い
歩
く
。
人
間
の
存
在
の
不
安
は
彼
の
地
盤
で
あ
る
べ
き
現
在
の
生
、
彼
の
生
け

る
瞬
間
か
ら
彼
を
奪
い
去
る
。
人
間
的
存
在
の
動
性
は
自
体
に
於
て
は
生
の
充
実
を
齎
ら
さ
ず
し
て
却
っ
て
生
の

空
虚
を
惹
き
起
す
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
生
の
真
中
に
あ
り
な
が
ら
生
を
有
た
な
い
。「
斯
よ
う
に
し
て
我
々
は
決

し
て
生
き
て
い
な
い
、
然
し
我
々
は
生
き
る
こ
と
を
ね
が
う
」（172

）。
ひ
と
は
生
の
唯
中
に
あ
り
な
が
ら
生
を

求
め
る
。
即
ち
こ
こ
に
生
の
動
性
が
更
に
新
し
き
自
覚
に
移
り
ゆ
く
べ
き
理
由
は
存
在
す
る
。
生
は
我
々
の
所
与

で
あ
り
な
が
ら
我
々
に
と
っ
て
は
課
題
と
な
る
。
所
謂
「
生
け
る
生
」（das lebendige Leben

）
の
概
念
は
単
な

る
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

生
の
動
性
の
第
一
の
契
機
は「
不
安
定
」（inconstance

）で
あ
る
。
我
々
は
絶
え
ず
途
上
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。

我
々
の
関
心
は
更
に
次
へ
、
今
一
歩
を
と
動
い
て
ゆ
く
。
例
え
ば
我
々
の
欲
望
は
我
々
の
在
る
状
態
に
我
々
の
在

ら
ぬ
状
態
の
快
楽
を
結
び
つ
け
る
、
我
々
が
こ
の
快
楽
に
達
し
た
と
き
、
我
々
は
そ
の
た
め
に
幸
福
で
あ
る
こ
と

は
な
い
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
そ
の
と
き
我
々
は
こ
の
新
し
き
状
態
に
相
応
し
た
他
の
欲
望
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
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ら
。「
在
る
快
楽
の
徒
ら
な
る
こ
と
の
感
情
と
、
在
ら
ぬ
快
楽
の
空
し
き
こ
と
の
無
知
と
は
不
安
定
を
結
果
す
る
」

（110
）。
我
々
が
つ
ね
に
途
上
に
あ
る
存
在
で
あ
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
現
在
の
快
楽
が
我
々
を
満
足
さ
せ
ぬ
こ
と

は
偶
然
で
な
い
。
未
来
の
快
楽
の
空
無
に
対
し
て
眼
を
開
か
ぬ
こ
と
は
、
今
一
歩
を
更
に
次
へ
と
求
め
て
止
む
こ

と
な
き
者
に
と
っ
て
自
然
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
生
の
動
性
は
唯
ひ
と
む
き
に
前
進
す
る
の
み
な
る
運
動
で
な
く

し
て
、む
し
ろ
そ
の
種
々
相（diversité

）を
も
っ
て
お
る
。
魂
は
決
し
て
単
純
に
自
己
を
顕
す
こ
と
が
な
い
。
様
々

の
動
向
を
具
え
る
魂
の
所
有
者
で
あ
る
人
間
の
存
在
の
仕
方
は
常
住
一
定
の
様
式
を
と
る
こ
と
が
出
来
ず
却
っ
て

つ
ね
に
変
化
す
る
。「
ひ
と
は
人
間
に
触
れ
る
と
き
普
通
の
楽
器
に
触
れ
る
よ
う
に
信
じ
て
い
る
。
け
れ
ど
真
実

を
云
え
ば
、
そ
れ
は
奇
体
な
、
変
り
易
き
、
定
め
な
き
楽
器
で
あ
る
」（111

）。
魂
に
供
せ
ら
れ
る
如
何
な
る
も

の
も
単
純
で
な
く
、
魂
が
こ
れ
と
如
何
な
る
場
合
に
も
単
純
に
交
わ
ら
な
い
と
云
う
と
こ
ろ
に
ま
た
人
間
的
存
在

の
不
安
定
は
根
源
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
の
み
な
ら
ず
生
の
動
向
の
種
々
相
は
互
い
に
調
和
し
た
も
の
で

な
く
、
ま
た
す
べ
て
一
つ
の
目
的
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
人
間
は
矛
盾
（contrariétés

）

に
充
ち
た
存
在
で
あ
る
。「
人
間
は
自
然
に
信
じ
易
く
、
疑
い
深
く
、
臆
病
で
、
大
胆
で
あ
る
」（125

）。
我
々

の
存
在
の
不
安
定
は
ま
た
我
々
の
存
在
性
が
内
面
的
な
る
矛
盾
の
う
ち
に
成
立
し
て
い
る
結
果
で
あ
る
。
斯
く
し

て
我
々
は
断
ゆ
る
な
き
、
避
け
が
た
き
運
動
に
操
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
不
安
定
が
斯
く
の
如
く
人
間
の
根
本
的
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状
態
に
属
す
る
こ
と
は
、
人
間
に
於
け
る
「
倦
怠
」（ennui

）
の
現
象
に
於
て
最
も
明
ら
か
に
な
る
。
即
ち
生
の

倦
怠
は
恰
も
反
対
の
側
か
ら
我
々
の
本
性
が
不
安
定
に
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
全
き
休
息
の
う
ち
に
、
情
熱
な

く
、
仕
事
な
く
、
慰
戯
な
く
、
努
力
な
く
お
か
れ
る
ほ
ど
人
間
に
と
っ
て
堪
え
難
き
も
の
は
な
い
。
こ
の
と
き
彼

は
彼
の
虚
無
、
彼
の
遺
棄
、
彼
の
不
足
、
彼
の
依
属
、
彼
の
無
力
、
彼
の
空
隙
を
感
じ
る
。
彼
の
存
在
は
そ
の
存

在
性
を
奪
わ
れ
る
の
を
感
じ
て
倦
怠
は
彼
の
魂
の
奥
底
か
ら
流
れ
出
る
。
人
間
が
運
動
せ
る
存
在
で
あ
る
限
り
倦

怠
は
彼
の
生
に
と
っ
て
必
然
で
あ
る
。倦
怠
そ
の
も
の
は
ま
た
生
の
動
性
の
ひ
と
つ
の
基
本
的
な
る
表
現
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
何
等
の
原
因
な
き
場
合
に
お
い
て
さ
え
彼
の
資
性
の
本
来
の
状
態
に
よ
っ
て
」（139

）
喚
び
起
さ
れ

る
ほ
ど
根
本
的
で
あ
る
。
我
々
が
倦
怠
を
忌
み
か
え
っ
て
激
動
（agitation

）
を
好
む
と
云
う
こ
と
は
、
全
き
安

静
が
我
々
の
自
然
に
反
す
る
こ
と
、従
っ
て
動
的
不
安
定
が
我
々
の
規
定
に
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

生
の
動
性
の
第
二
の
契
機
は
否
定
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
否
定
的
な
る
動
性
を
パ
ス
カ
ル
は
一
般
に
「
慰

戯
」（divertissem

ent

）
と
名
附
け
て
お
る
。
け
だ
し
不
安
定
と
倦
怠
と
は
我
々
の
「
自
然
」（la nature

）
で
あ
る
。

然
る
に
こ
の
自
然
は
一
は
不
安
定
と
し
て
、
他
は
倦
怠
と
し
て
共
に
我
々
の
堪
え
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は

そ
の
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
出
来
ぬ
か
ら
、
生
は
こ
れ
ら
の
も
の
の
否
定
に
向
っ
て
必
然
的
に
動
い
て
ゆ
く
。

慰
戯
は
我
々
の
不
安
定
を
蔽
い
0

0

、
我
々
の
倦
怠
を
紛
す
0

0

と
こ
ろ
の
我
々
の
は
た
ら
き
の
一
切
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
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私
は
こ
れ
を
生
の
自
然
に
対
し
て
生
の
「
技
巧
」（l’art

）
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
慰
戯
は
人
間
の
存
在
に

と
っ
て
根
本
的
な
る
現
象
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
球
を
動
か
す
と
云
う
が
如
き
最
も
小
さ
き
こ
と
も
人
の
気
晴
し
と

な
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
の
触
れ
得
る
あ
ら
ゆ
る
満
足
に
囲
ま
れ
て
い
る
王
侯
も
、
若
し
彼
に
慰
戯
が
欠
け
て
い

た
な
ら
ば
、
彼
は
鬱
晴
し
を
す
る
こ
と
の
出
来
る
彼
の
賤
民
よ
り
も
不
幸
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
単
に
金
、
単
に

兎
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
も
の
を
欲
し
な
い
者
が
、
賭
事
や
猟
に
夢
中
に
な
る
の
は
何
に
因

る
の
で
あ
る
か
。
単
な
る
兎
、
単
な
る
金
は
我
々
の
倦
怠
と
不
安
定
と
に
対
し
て
保
証
を
与
え
ぬ
に
反
し
て
、
猟

と
賭
事
と
の
騒
は
そ
の
保
証
を
与
え
る
が
た
め
で
あ
る
。
凡
て
の
慰
戯
に
共
通
の
理
由
は
、
我
々
の
在
る
が
侭
の

惨
め
な
状
態
か
ら
我
々
の
魂
の
眼
を
転
じ
さ
せ
て
（divertir

）、
こ
れ
を
他
に
向
わ
せ
よ
う
と
す
る
生
の
衝
動
に

あ
る
。
慰
戯
は
我
々
を
し
て
我
々
の
自
然
を
忘
れ
し
め
、
我
々
の
自
己
に
就
い
て
考
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
（139, 

171

）。
即
ち
慰
戯
の
特
性
は
生
の
自
己
逃
避

0

0

0

0

0

0

に
あ
る
。
私
が
こ
れ
を
生
の
動
性
の
否
定
的
な
る
契
機
と
見
做
す

と
こ
ろ
の
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
。
生
は
自
己
を
避
け
て
何
処
に
逃
れ
て
ゆ
く
か
。
生
の
自
然
と
し
て
の
不
安
定
と

倦
怠
と
に
動
か
さ
れ
て
慰
戯
を
求
め
た
生
は
、
慰
戯
を
追
う
こ
と
に
於
て
生
な
ら
ぬ
も
の
の
中
に
繋
が
れ
、
こ
れ

に
依
属
す
る
こ
と
と
な
る
。「
慰
戯
は
他
の
処
か
ら
、
外
か
ら
来
る
」（170

）。
即
ち
慰
戯
に
於
て
根
本
的
な
る

現
象
は
生
の
世
界
へ
の
堕
落

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
彼
の
独
子
を
失
っ
た
父
は
悲
し
み
と
悩
み
と
に
責
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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け
れ
ど
若
し
ひ
と
が
彼
に
鞠
を
投
げ
与
え
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
れ
を
彼
の
友
達
に
投
げ
返
し
、
か
く
し
て
彼
は
自

己
の
生
の
在
る
態
を
忘
れ
て
鞠
投
の
遊
戯
に
ひ
た
す
ら
勝
と
う
と
願
う
で
あ
ろ
う
。
一
匹
の
兎
を
捕
え
る
た
め
に

彼
の
す
べ
て
の
熟
慮
を
費
し
て
い
る
王
を
見
よ
、
舞
踏
の
足
の
運
び
に
彼
の
あ
ら
ゆ
る
配
慮
を
用
い
て
い
る
権
官

を
見
よ
。
ひ
と
は
彼
等
に
於
て
生
の
関
心
が
生
な
ら
ぬ
事
物
の
関
心
に
陥
っ
て
い
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
生

の
世
界
へ
の
堕
落
は
、
第
一
に
、
生
が
か
く
の
ご
と
き
所
謂
事
物
の
世
界
へ
堕
落
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
。慰

戯
に
於
け
る
生
の
世
界
へ
の
堕
落
は
然
し
な
が
ら
、
第
二
に
、
生
が
想
像
の
世
界
へ
堕
落
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
け
だ
し
想
像
は
慰
戯
と
原
理
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
ひ
と
は
固
よ
り
所
得
の
た
め
に
賭
事
を
行
う

の
で
な
い
が
、
し
か
し
賭
事
に
於
て
何
物
も
獲
ら
れ
ぬ
こ
と
が
予
め
定
ま
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
ひ
と
は
こ
れ
に
対

し
て
何
の
情
熱
も
い
だ
か
ず
却
っ
て
倦
怠
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
他
の
人
が
、
彼
が
決
し
て
賭
事
を
し
な
い

と
云
う
条
件
の
下
に
、
彼
に
与
え
る
の
を
欲
せ
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
を
賭
事
に
よ
っ
て
得
た
な
ら
ば
自
分
は
幸
福
で

あ
ろ
う
と
想
像
し
て
、
み
ず
か
ら
熱
し
、
み
ず
か
ら
心
を
躍
ら
せ
る
。
恰
も
子
供
が
自
分
の
汚
し
た
顔
を
見
て
み

ず
か
ら
恐
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
自
己
の
想
像
に
依
っ
て
情
熱
の
的
と
な
る
も
の
を
み
ず
か
ら
作
り
、
こ
れ
に
向
っ

て
彼
の
欲
望
、
彼
の
憤
怒
、
彼
の
恐
怖
を
刺
戟
す
る
。
生
の
関
心
が
こ
の
よ
う
に
想
像
の
世
界
に
繋
が
れ
る
場
合
、
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慰
戯
の
有
す
る
生
の
自
己
逃
避
の
特
性
は
最
も
明
ら
か
に
現
れ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
云
う
、「
我
々
は
、
我
々
に
於

て
、
我
々
の
本
来
の
存
在
に
於
て
我
々
の
も
っ
て
い
る
生
に
満
足
し
な
い
。
我
々
は
他
の
者
の
観
念
に
於
て
ひ
と

つ
の
想
像
的
な
る
生
を
生
き
る
こ
と
を
ね
が
い
、そ
し
て
そ
の
た
め
に
我
々
は
威
容
を
整
え
よ
う
と
努
め
る
。我
々

は
我
々
の
想
像
的
な
る
存
在
を
美
し
く
し
、
そ
し
て
こ
れ
を
保
つ
た
め
に
絶
え
ず
働
い
て
ま
こ
と
の
存
在
を
忽
せ

に
す
る
」（147

）。
然
し
な
が
ら
我
々
の
落
ち
て
ゆ
く
世
界
の
う
ち
最
も
特
有
な
る
も
の
は
人
間
の
世
界
で
あ
る
。

け
だ
し
人
間
が
孤
立
し
た
存
在
で
な
く
他
の
人
間
と
共
に
在
る
存
在
で
あ
り
、
彼
の
関
心
が
彼
の
所
有
す
る
世
界

の
う
ち
特
に
彼
と
等
し
き
も
の
の
世
界
、
即
ち
人
間
の
世
界
、
所
謂
世
間
と
最
も
親
密
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
は

論
ず
る
ま
で
も
な
く
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
慰
戯
に
於
け
る
生
の
世
界
へ
の
堕
落
は
、
第
三
に
、
生
が
人
間
の
世
界
へ

堕
落
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
牢
獄
が
恐
し
き
刑
罰
で
あ
り
、
孤
独
の
楽
が
理
解
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
の
は
、
慰

戯
が
主
と
し
て
人
間
の
世
界
に
縁
故
の
あ
る
こ
と
を
現
す
も
の
で
あ
る
。
競
技
に
於
け
る
ひ
と
の
目
的
は
、
彼
が

他
の
者
よ
り
も
巧
に
演
じ
た
こ
と
を
翌
日
彼
の
友
達
に
誇
ろ
う
と
す
る
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
或
る
者
は
こ
れ
ま

で
ひ
と
の
捉
え
得
な
か
っ
た
代
数
学
の
ひ
と
つ
の
問
題
を
彼
が
解
き
得
た
こ
と
を
他
の
学
者
達
に
示
す
た
め
に
仕

事
部
屋
で
汗
み
ど
ろ
に
な
っ
て
勉
強
す
る
。
ま
た
他
の
人
々
は
彼
の
占
め
得
る
位
置
を
驕
ら
ん
が
た
め
に
最
後
の

危
険
に
身
を
さ
ら
し
て
い
る
。「
我
々
は
ひ
と
が
そ
れ
を
賞
し
て
く
れ
る
な
ら
ば
喜
び
を
も
っ
て
生
を
失
う
で
あ
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ろ
う
」（153)

。
パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
は
慰
戯
は
単
に
遊
興
（am

usem
ent

）
ま
た
は
遊
戯
（jeu

）
を
意
味
し

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
生
の
不
安
定
を
蔽
い
、
生
の
倦
怠
を
紛
す
た
め
に
、
従
っ
て
自
己
の
本
来
の
存
在
の
状
態
に

眼
を
背
け
て
、
人
間
の
行
う
一
切
の
営
為
活
動
の
名
で
あ
る
。
然
る
に
人
の
関
心
が
人
間
の
世
界
へ
の
関
心
に
堕

落
す
る
と
き
、
慰
戯
そ
の
も
の
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
矛
盾
は
最
も
顕
に
な
っ
て
来
る
。
元
々
我
々
の
倦
怠
と
不

安
定
と
の
否
定
と
し
て
生
れ
た
慰
戯
は
、
そ
の
関
心
が
人
間
の
世
界
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
嫉
妬
心
や
猜

疑
心
、
功
名
心
や
競
争
心
に
煽
ら
れ
て
、
我
々
の
生
は
再
び
元
の
不
安
定
、
従
っ
て
そ
の
反
面
と
し
て
の
倦
怠
に

還
っ
て
来
る
。
そ
し
て
こ
の
倦
怠
と
不
安
定
と
は
更
に
新
し
く
慰
戯
に
向
っ
て
動
く
で
あ
ろ
う
。「
全
体
の
生
は

斯
く
の
如
く
に
流
れ
る
。
ひ
と
は
或
る
障
碍
と
戦
い
な
が
ら
休
息
を
求
め
る
、
然
し
ひ
と
が
そ
れ
を
乗
り
越
え
た

と
き
、
休
息
は
堪
え
難
き
も
の
と
な
る
」（139

）。
人
間
の
本
性
は
こ
の
よ
う
な itus et reditus

（355)　

の
関

係
に
於
て
成
立
す
る
。
我
々
の
運
動
が
は
て
し
な
き
往
と
還
と
の
関
係
の
う
ち
に
成
立
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
は

然
し
な
が
ら
、
自
体
に
於
て
は
こ
の
運
動
が
進
歩
も
し
く
は
発
展
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
不
安
定
と
倦
怠
と
か
ら
出
て
不
安
定
と
倦
怠
と
に
戻
っ
て
来
る
永
久
の
繰
り
返
し
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
生
の

動
性
は
最
初
に
は
ひ
と
つ
の
悪
し
き
無
限
で
あ
る
。

慰
戯
の
特
性
は
生
の
自
然
を
蔽
い
紛
す
に
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
「
誤
謬
」（erreur

）
の
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意
義
に
就
い
て
論
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
誤
謬
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
私
は
彼
の
想
像
（im

agination

）
に

関
す
る
説
を
検
べ
て
み
よ
う
。
蓋
し
虚
偽
は
想
像
と
根
本
的
な
関
係
に
立
っ
て
お
る
。
想
像
は
「
人
間
に
於
け
る

ひ
と
を
欺
く
部
分
、
誤
謬
と
虚
偽
と
の
主
人
」（82

）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。

想
像
は
空
想
的
な
評
価
に
よ
っ
て
小
さ
き
物
を
そ
れ
が
我
々
の
心
を
充
す
に
足
る
ま
で
拡
大
し
、
大
胆
な
傲
慢
に

よ
っ
て
大
い
な
る
物
を
そ
れ
が
我
々
の
心
に
適
う
に
至
る
ま
で
縮
小
す
る
（84

）。
想
像
と
は
す
な
わ
ち
我
々
が

物
を
そ
の
在
る
が
侭
の
態
に
於
て
見
る
こ
と
を
妨
げ
る
能
力
で
あ
る
。
従
っ
て
誤
謬
は
物
が
蔽
わ
れ
て
あ
る
態
に

外
な
ら
な
い
。
虚
偽
と
は
存
在
の
特
殊
な
る
「
存
在
の
仕
方
」、
存
在
が
「
蔽
わ
れ
て
あ
る
」
と
云
う
存
在
の
仕

方
の
謂
で
あ
る
。
虚
偽
は
最
初
に
そ
し
て
原
本
的
に
は
理
論
的
な
る
命
題
0

0

に
係
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て

存
在
0

0

の
特
殊
な
る
存
在
の
仕
方
で
あ
る＊

。
こ
の
原
理
的
な
る
虚
偽
若
く
は
誤
謬
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、
私

は
パ
ス
カ
ル
の
観
察
し
た
事
実
を
立
入
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
ひ
と
が
快
き
顔
色
を
も
っ
て
話
す
な
ら
ば
、
そ
れ

は
聴
手
の
彼
に
対
す
る
意
見
に
於
て
多
く
の
利
益
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
法
官
の
尊
敬
す
べ
き
老
齢
は
彼
の
裁

判
に
少
な
か
ら
ぬ
威
信
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
斯
く
の
如
く
我
々
は
そ
の
眼
、
そ
の
声
、
そ
の
姿
、
そ
の
歩
み
振

に
於
て
、
他
の
者
の
想
像
を
は
た
ら
か
せ
て
、
我
々
の
在
る
が
侭
の
態
を
蔽
う
こ
と
に
お
の
ず
か
ら
役
立
っ
て
お

る
。
人
間
が
誤
謬
を
起
し
易
き
存
在
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
、人
間
の
避
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
的
規
定
に
属
す
る
。



二
八

こ
の
こ
と
は
慰
戯
が
生
に
と
っ
て
根
本
的
で
あ
り
、
殊
に
想
像
が
「
人
間
に
於
て
第
二
の
自
然
を
樹
て
る
」（82

）

ほ
ど
基
本
的
で
あ
る
限
り
、
偶
然
で
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
誤
謬
は
一
層
積
極
的
な
意
味
で
我
々
の
存
在
の
仕
方

で
あ
る
。
誤
謬
は
存
在
の
蔽
わ
れ
た
態
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
進
ん
で
、
ひ
と
が
故
意
に
存
在
の
在
る
が
侭
を
蔽

う
こ
と
（couvrir
）、
そ
れ
を
隠
す
こ
と
（cacher

）、
即
ち
「
ひ
と
を
欺
く
こ
と
」（trom

per

）
を
意
味
す
る
に

至
る
（100

）。
法
官
は
彼
等
の
赤
き
服
、
彼
等
の
毛
皮
の
帽
子
、
彼
等
の
厳
し
い
法
廷
に
よ
っ
て
彼
等
の
言
葉

に
権
威
を
与
え
よ
う
と
準
備
す
る
。
帝
王
は
そ
の
行
列
に
於
て
護
衛
兵
や
鎗
や
喇
叭
や
太
鼓
を
も
っ
て
彼
の
威
厳

を
よ
そ
お
う
。
人
間
は
そ
の
存
在
の
常
態
に
於
て
は
欠
く
る
と
こ
ろ
多
き
惨
め
な
者
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
が

そ
の
自
然
を
自
己
に
対
し
て
他
人
に
対
し
て
蔽
お
う
と
す
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
ひ
と
は
こ
の
欠
陥
と
こ
の
悲
惨

と
を
互
い
に
蔽
い
、
互
い
に
隠
し
、
互
い
に
阿
り
、
斯
く
し
て
互
い
に
欺
き
合
う
。
虚
偽
は
我
々
が
人
間
の
世
界

を
所
有
す
る
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
必
然
性
を
増
す
の
で
あ
る
。「
人
間
の
あ
い
だ
に
あ
る
結
合
は
こ
の
相

互
的
な
欺
瞞
の
上
の
ほ
か
に
は
基
を
お
い
て
い
な
い
」（100

）。
人
間
は
単
に
誤
謬
を
起
し
易
き
存
在
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
ま
た
み
ず
か
ら
ひ
と
を
欺
く
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
虚
偽
な
る

人
（a[nqrw
poV y

eudh;V

）
の
概
念
を
想
い
起
す
で
あ
ろ
う
。
虚
偽
は
パ
ス
カ
ル
に
於
て
は
存
在
の
仕
方
、
殊
に

人
間
の
特
殊
な
る
存
在
の
仕
方
の
謂
で
あ
っ
た
。
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＊　

虚
偽
の
こ
の
原
理
的
な
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
我
々
はA

ristoteles, M
etaphysica, 

Δ.29 

を
参
考
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
章
に
於
て fantasiva 

と
云
う
語
を
明
ら
か
に
用
い
て
い
る
が
、
ひ
と
は
勿

論
こ
れ
を
パ
ス
カ
ル
のim

agination 

と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

虚
偽
の
概
念
に
就
い
て
討
ね
た
後
に
、
私
は
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
「
真
理
」（vérité

）
の
概
念
の
解
釈
に
向
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
一
に
虚
偽
が
最
初
に
は
命
題
に
関
係
し
た
概
念
で
な
い
よ
う
に
、
真
理
は
原
本
的
に
は
命
題
の

真
を
意
味
し
な
い
。
寧
ろ
真
理
と
は
「
存
在
」
の
存
在
の
仕
方
、そ
の
特
殊
な
る
「
存
在
の
仕
方
」
の
謂
で
あ
る
。

虚
偽
が
存
在
の
蔽
わ
れ
て
あ
る
態
で
あ
っ
た
に
反
し
て
、
真
理
は
存
在
の
「
蔽
わ
れ
ず
に
」「
顕
に
さ
れ
て
あ
る
」

（à découvert et sans voile, 194

）
態
に
於
け
る
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
が
欠
陥
と
悲
惨
と
を
真
理
0

0

と

呼
ん
で
い
る
（100

）
の
は
ま
さ
し
く
こ
れ
ら
の
状
態
が
人
間
の
存
在
を
蔽
う
こ
と
な
く
明
ら
さ
ま
に
見
る
と
き

常
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
謂
う
の
で
あ
る
。
第
一
に
虚
偽
が
積
極
的
に
ひ
と
を
欺
く
こ
と
を
意
味
す
る
に
至
っ
た

が
如
く
、
真
理
は
進
ん
で
「
自
己
の
在
る
が
態
を
現
す
こ
と
」（se faire voir tel qu’on est

）、
更
に
存
在
の
「
蔽

わ
れ
た
る
を
除
い
て
」
そ
の
在
る
が
侭
を
見
出
す
こ
とdécouvrir

）
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る＊

。
そ
し
て
こ
の

場
合
我
々
が
パ
ス
カ
ル
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
｟ a[nqrw

poV y
eudh;V

｠
の
概
念
に
相
応
し
て
｟honnête 

hom
m

e

｠
の
概
念
に
出
会
う
の
は
興
味
深
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
正
し
き
人
間
と
は
自
体
に
於
て
は
固
よ
り
数
学
や



三
〇

神
学
の
真
な
る
命
題
を
数
多
く
認
識
し
て
い
る
者
を
謂
う
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
彼
は
自
己
及
び
他
人
に
就
い
て

そ
の
在
る
が
侭
の
態
を
隠
す
と
こ
ろ
な
く
見
、
且
つ
こ
れ
を
語
る
人
間
で
あ
る
。
彼
は
自
己
の
無
知
、
欠
陥
、
悲

惨
を
話
す
こ
と
を
恐
れ
な
い
よ
う
に
、
他
の
人
の
こ
れ
ら
の
も
の
を
彼
等
に
告
げ
る
こ
と
を
憚
ら
な
い
。
彼
は
人

間
の
存
在
を
正
し
く
諦
視
し
、
そ
の
諦
視
し
た
と
こ
ろ
を
正
直
に
伝
え
る
者
で
あ
る＊
＊。

斯
よ
う
に
し
て
真
理
と
虚

偽
と
は
存
在
、
特
に
人
間
の
存
在
の
「
存
在
の
仕
方
」
の
概
念
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
私
は
真
理
と
虚
偽
と
が

最
初
に
そ
し
て
原
本
的
に
は
理
論
的
な
る
命
題
の
妥
当
に
関
係
す
る
も
の
で
な
い
と
云
う
こ
と
を
理
解
す
る
の

は
、
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
事
柄
で
あ
る
と
思
う＊
＊
＊。

＊
パ
ス
カ
ル
の
謂
う
｟à découvert
｠
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
｟ajlh:qhvV

｠
を
、
ま
た
｟découvrir

｠
は
｟ajlh:qeujein

｠
を

直
訳
的
に
現
し
て
い
る
。

＊
＊
｟honnête hom

m
e

｠
の
概
念
を
右
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
勿
論
非
常
に
特
殊
な
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
時
代
の
標

語
で
あ
っ
た
こ
の
言
葉
は
、
パ
ス
カ
ル
に
於
て
も
多
く
の
場
合
、
一
層
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
的
な
る
意
味
を
も
っ
て
お

る
、
即
ち
そ
れ
は
偏
頗
な
る
、
職
業
的
な
る
専
門
家
に
対
し
て
、
全
人
的
な
る
教
養
を
具
え
た
「
普
遍
人
」（gens 

universels, 34

）
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊　
　

私
は
今
こ
の
問
題
に
立
入
っ
て
論
じ
及
ぶ
こ
と
を
避
け
よ
う
。
真
偽
の
意
味
を
命
題
の
領
域
に
限
ろ
う
と



パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究

三
一

云
う
今
日
広
く
行
わ
れ
て
い
る
思
想
の
う
ち
最
も
模
範
的
な
も
の
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
「
命
題
自
体
」
の
概
念
で

あ
る
。
拙
稿
、
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
「
命
題
自
体
」（「
思
想
」
第
二
十
六
号
）
参
照
。

【｟ajlh:qhvV
｠｟ajlh:qeujein

｠
の　

h:

ア
ク
セ
ン
ト
記
号
が
横
バ
ー
に
な
っ
て
い
る
。】

三

生
の
動
性
が
第
一
に
は
不
安
定
と
倦
怠
と
し
て
、
第
二
に
は
慰
戯
と
し
て
現
れ
、
然
も
こ
の
後
の
契
機
が
恰

も
動
性
の
否
定
と
し
て
は
た
ら
く
こ
と
に
就
い
て
は
述
べ
ら
れ
た
。
か
く
し
て
生
が
唯
ひ
と
む
き
な
る
前
進
の
過

程
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
は
云
う
、「
人
間
の
本
性
は
常
に
往
く
こ
と
で
は
な
い
、
そ
れ
は

彼
の
往
と
還
と
を
も
っ
て
い
る
」（354

）。
然
る
に
こ
の
往
と
還
と
の
う
ち
に
成
立
す
る
人
間
的
な
る
存
在
の
運

動
が
自
体
に
於
て
は
単
な
る
永
久
の
繰
り
返
し
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
既
に
語
ら
れ
た
。
我
々
は
如
何
に
し
て

こ
の
悪
し
き
無
限
に
打
ち
勝
ち
得
る
の
で
あ
る
か
。
慰
戯
に
於
け
る
根
本
現
象
は
生
の
自
己
逃
避
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
慰
戯
の
段
階
を
越
え
て
進
む
べ
き
も
の
は
、
生
の
自
己
逃
避
を
征
服
し
て
何
等
か
の
意
味
で
生
の
自
然
に

還
り
自
己
を
回
復
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
再
び
還
り
ゆ
く
自
然
が
元
の
自
然
で
あ
る
な



三
二

ら
ば
、
そ
れ
は
要
す
る
に
悪
し
き
繰
り
返
し
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
れ
故
に
こ
の
悪
し
き
繰
り
返
し
を
超
越
す
べ

き
も
の
は
、
生
の
「
自
然
」（la nature

）
に
対
し
て
生
の
「
自
然
性
」（le naturel

）
と
し
て
区
別
さ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
生
の
動
性
は
「
自
然
」
よ
り
出
て
、「
技
巧
」
を
経
て
、「
自
然
性
」
に
向
う
過
程
で
あ
る＊

。
パ
ス
カ
ル

は
こ
の
生
の
動
性
の
第
三
の
契
機
を
「
意
識
」（pensée

）
と
名
附
け
て
い
る＊
＊。

＊　

私
は la nature,  l’art,  le naturel 

の
語
を
『
パ
ン
セ
』
断
片
二
十
一
か
ら
転
用
し
た
。

＊
＊　

我
々
は
｟penser
｠
を
い
き
な
り
狭
義
の
「
思
惟
」
と
解
し
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
語
は
最
初
に
は
一
層
広
い
意

味
を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
の
｟cogitare

｠
の
概
念
を
比
較
せ
よ
。

意
識
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
私
は
翻
っ
て
想
像
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
想
像
は
人
間
の
存

在
の
運
動
を
低
徊
せ
し
め
、
停
止
せ
し
め
る
。
想
像
は
事
物
を
我
々
の
魂
に
適
す
る
ま
で
拡
大
し
若
く
は
縮
小
す

る
能
力
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
生
の
不
安
定
を
痲
痺
ら
せ
鈍
ら
せ
る
と
云
う
結
果
を
起
し
易
い
。

か
よ
う
に
し
て
想
像
は
そ
の
沈
滞
の
性
質
に
依
っ
て
人
間
に
於
て
第
二
の
自
然
を
作
り
、
生
は
習
慣
の
形
に
於
て

存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
想
像
と
習
慣
と
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
特
殊
な
る
「
問
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は

我
々
を
し
て
我
々
の
存
在
に
就
い
て
、
そ
の
在
る
態
、
そ
の
在
る
べ
き
態
を
問
う
こ
と
を
忘
れ
し
め
る
。
虚
偽
が

想
像
と
特
に
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
も
主
と
し
て
こ
れ
に
因
る
の
で
あ
る
。
虚
偽
が
人
間
の
存
在
に
と
っ
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て
必
然
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
要
す
る
に
虚
偽
0

0

で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
は
、
こ
れ
に
は
問
が
欠
け
て
い
る
た

め
で
あ
る
。
虚
偽
は
我
々
を
或
る
安
ら
か
さ
と
或
る
親
し
さ
と
に
お
く
。
多
く
の
学
者
が
真
理
の
概
念
に
は
超
越

的
意
義
を
認
め
な
が
ら
、虚
偽
の
概
念
に
は
所
謂
人
性
論
的
説
明
を
与
え
る
こ
と
を
も
っ
て
満
足
し
て
い
る
の
は
、

我
々
の
存
在
論
的
立
場
か
ら
は
虚
偽
の
有
す
る
特
殊
な
る
安
定
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
よ

う
。
虚
偽
は
そ
れ
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
動
性
を
も
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
パ
ス
カ
ル
の
謂
う
意
識
は
人
間

的
存
在
の par excellence 
な
る
動
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
の
親
し
さ
と
安
ら
か
さ
と
を
揺
り
動
か
し
て
、
か
く

も
整
っ
た
生
の
う
ち
に
、
単
な
る
理
論
0

0

に
よ
っ
て
技
巧
的
に
作
ら
れ
た
の
で
な
く
我
々
の
存
在
0

0

の
根
本
的
規
定
に

よ
っ
て
必
然
的
に
存
在
す
る
問
題
は
宿
っ
て
い
な
い
か
、
と
問
う
。
運
動
を
本
性
と
す
る
生
に
あ
っ
て
意
識
は
殊

に
優
れ
た
運
動
で
あ
る
。

問
の
動
性
を
論
ず
る
に
先
立
っ
て
、
私
は
更
に
他
の
方
面
か
ら
意
識
の
概
念
を
一
般
的
に
規
定
し
て
お
こ
う
。

慰
戯
が
生
の
世
界
0

0

へ
の
堕
落
を
誘
う
こ
と
に
就
い
て
は
前
に
記
し
た
。
然
る
に
意
識
は
つ
ね
に
自
己
0

0

へ
の
復
帰
の

関
係
を
そ
の
衷
に
含
ん
で
お
る
。
寧
ろ
意
識
は
自
己
が
自
己
を
意
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、

意
識
と
は
自
覚
的
意
識
の
謂
で
あ
る
。意
識
は
自
覚
的
意
識
と
し
て
世
界
へ
堕
落
せ
ん
と
す
る
自
己
を
回
復
す
る
。

生
は
意
識
に
よ
っ
て
具
体
的
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
意
識
は
自
覚
的
意
識
を
意
味
す
る
か
ら
、
生
の
具
体
性
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は
そ
の
自
覚
性
に
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
然
る
に
か
か
る
自
覚
の
関
係
に
重
き
を
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、

意
識
の
う
ち
こ
の
関
係
を
す
ぐ
れ
て
有
す
る
も
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
思
惟
で
あ
る
。
意
識
が
特
に
自
覚
的
思
惟

と
な
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
私
は
今
『
パ
ン
セ
』
の
有
名
な
る
言
葉
を
引
用
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
。

「
人
間
は
ひ
と
つ
の
芦
、
自
然
の
う
ち
最
も
脆
き
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
彼
は
考
え
る
芦
（roseau pensant

）

で
あ
る
。
彼
を
潰
す
た
め
に
は
全
体
の
宇
宙
が
武
装
す
る
を
要
し
な
い
。
ひ
と
つ
の
蒸
気
、
ひ
と
つ
の
水
滴
も
彼

を
殺
す
に
は
十
分
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
宇
宙
が
彼
を
潰
す
よ
う
な
場
合
に
も
、
人
間
は
彼
を
殺
す
と
こ
ろ
の

も
の
よ
り
も
な
お
遥
か
に
貴
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
彼
は
彼
が
死
ぬ
る
こ
と
、
そ
し
て
宇
宙
の
彼
に
ま
さ
っ

て
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
識
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
反
し
て
宇
宙
は
そ
れ
に
就
い
て
は
何
事
も
識
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
」

（347

）。
人
間
が
自
然
に
於
け
る
単
な
る
ひ
と
つ
の
存
在
、
全
体
と
虚
無
と
の
あ
い
だ
の
中
間
者
に
過
ぎ
ぬ
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、
然
も
能
く
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
の
う
ち
最
上
位
を
占
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
全
く
こ
の
自
覚

的
意
識
に
よ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
人
間
が
人
間
を
限
り
な
く
超
え
る
」（l’hom

m
e passe 

infinim
ent l’hom

m
e, 434

）
可
能
性
は
与
え
ら
れ
る
。
即
ち
人
間
が
そ
の
存
在
の
上
に
出
る
と
こ
ろ
の
可
能
性
は

こ
の
存
在
の
優
れ
た
る
存
在
性
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
覚
的
意
識
こ
そ
人
間
の
品

位
で
あ
り
、
光
栄
で
あ
る
。
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我
々
は
意
識
を
抽
象
的
な
も
の
と
誤
解
す
る
の
を
警
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ス
カ
ル
は
自
覚
的
意
識
を
有
す
る

者
を
一
般
に
「
哲
学
者0

」
と
呼
ん
で
お
る
。
す
な
わ
ち
自
覚
的
に
思
惟
す
る
と
云
う
こ
と
は
、
人
間
の
特
殊
な

る
、
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
「
存
在
の
仕
方
」
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
人
間
の
斯
く
の
如
き

存
在
の
仕
方
を
一
層
明
白
に
「
哲
学
的
な
る
生0

」（vies philosophiques

）
と
名
附
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
哲
学

は
生
そ
の
も
の
の
自
覚
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る＊

。
哲
学
は
生
の
動
性
の
第
三
の
契
機
で
あ
る
自
覚
的
意
識
と
し

て
生
そ
の
も
の
に
属
す
る
。
そ
れ
故
に
パ
ス
カ
ル
は
云
う
、「
人
間
は
明
ら
か
に
考
え
る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
」

（146

）。
生
の
ひ
と
つ
の
現
れ
と
し
て
の
哲
学
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
哲
学
が
生
の
裡
か
ら
発
生
す
る

過
程
の
存
在
論
的
必
然
性
が
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
は
好
奇
心
や
功
名
心
な
ど
の
問
題
で
は
な
く
、
却

っ
て
人
間
の
存
在
に
と
っ
て
必
然
的
な
る
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
す
で
に
世
界
の
う
ち
に
あ
る
と
云
う

我
々
の
存
在
の
根
本
的
規
定
に
伴
う
状
態
性
は
恐
怖
で
あ
り
驚
愕
で
あ
っ
た
。
こ
の
恐
怖
こ
の
驚
愕
に
動
か
さ
れ

る
者
は
、
世
界
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
問
う
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
問
は
最
も
原
始
的
に
は
ひ
と
つ
の

哲
学
で
あ
る＊
＊。中
間
者
と
し
て
の
我
々
の
存
在
の
両
極
を
な
す
自
然
と
虚
無
と
は
深
淵
で
あ
り
不
思
議
で
あ
っ
た
。

「
私
は
あ
ら
ゆ
る
か
た
を
見
渡
し
、
そ
し
て
私
は
到
る
と
こ
ろ
闇
の
ほ
か
見
な
い
。
自
然
は
私
に
疑
惑
と
不
安
の

種
な
ら
ぬ
な
に
も
の
も
供
し
な
い
」（229

）。
人
間
の
棲
む
世
界
は
「
問
わ
る
べ
き
」
も
の
の
性
質
を
も
っ
て
い



三
六

る
。
世
界
が
問
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
特
殊
な
る
問
と
し
て
の
哲
学
に
存
在
論
的
必
然
性
を
与
え
る
の
で

あ
る
。
然
の
み
な
ら
ず
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
は
ま
た
「
問
わ
る
べ
き
」
存
在
で
あ
る
。
す
で
に
生
の
自
然
は
不

安
定
で
あ
る
。
不
安
定
な
る
存
在
が
問
わ
る
べ
き
理
由
を
最
も
多
く
も
っ
て
い
る
の
は
固
よ
り
明
瞭
で
あ
る
。
然

る
に
こ
の
不
安
定
が
生
に
つ
ね
に
途
上
に
あ
る
も
の
の
特
性
を
担
わ
せ
る
と
云
う
こ
と
に
就
い
て
は
語
ら
れ
た
。

途
上
に
あ
る
も
の
は
更
に
次
へ
今
一
歩
を
と
求
め
て
止
ま
な
い
か
ら
、
自
己
の
現
実
か
ら
は
浮
腰
と
な
り
浮
足
と

な
る
。
す
な
わ
ち
生
は
地
盤
の
喪
失

0

0

0

0

0

に
対
す
る
傾
向
を
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
お
る
。
斯
く
し
て
生
は
い
つ
か
は

自
己
を
現
実
的
に
し
具
体
的
に
す
る
た
め
に
自
己
の
地
盤
を
確
か
め
こ
れ
を
自
覚
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
そ
し
て

こ
こ
に
反
省
と
し
て
の
哲
学
が
生
る
べ
き
根
拠
は
あ
る
。
途
上
に
あ
る
も
の
は
然
し
な
が
ら
ま
た
常
に
先
廻
り
を

す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
運
動
に
於
て
後
に
到
着
す
べ
き
も
の
を
先
廻
り
し
て
、
予
め
こ
れ
に
就
い
て

先
を
見
越
そ
う
と
す
る
。こ
れ
は
生
の
短
気
で
あ
り
、性
急
0

0

で
あ
る
。生
の
性
急
は
ひ
と
つ
の
性
急
で
あ
る
が
故
に
、

そ
れ
は
場
当
り
の
も
の
、
間
に
合
わ
せ
の
も
の
を
掴
む
危
険
に
曝
ら
さ
れ
て
い
る
。
生
が
問
わ
る
べ
き
理
由
は
こ

こ
に
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
地
盤
の
喪
失
と
性
急
と
は
人
間
の
存
在
が
関
心
に
依
っ
て
根
本
的
に
動
か
さ
れ
て

い
る
限
り
必
然
的
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
存
在
は
必
然
的
に
問
う
に
値
す
る
存
在
で
あ
る
。
然
し

な
が
ら
不
安
定
を
永
久
に
続
け
て
ゆ
く
こ
と
は
生
の
運
動
に
は
属
せ
ず
、
生
の
本
性
は
む
し
ろ
そ
の
反
面
に
於
て
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安
住
を
求
め
る
。
虚
偽
が
明
ら
さ
ま
に
現
れ
る
の
は
こ
の
と
き
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
斯
う
云
っ
て
お
る
、「
精

神
は
自
然
に
信
じ
、
そ
し
て
意
志
は
自
然
に
愛
す
る
。
さ
れ
ば
真
な
る
も
の
の
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
彼
等
は
偽

な
る
も
の
に
執
着
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（81

）。
精
神
が
偽
な
る
も
の
を
信
じ
意
志
が
偽
な
る
も
の
を
愛
す
る
の
は
、

我
々
の
存
在
に
と
っ
て
は
自
然
で
あ
る
。
け
だ
し
我
々
は
あ
た
か
も
生
を
所
有
す
る
。
我
々
は
こ
れ
を
所
有
し
こ

れ
と
絶
え
ず
親
し
く
交
わ
っ
て
い
る
が
故
に
、
こ
の
生
は
我
々
に
は
熟
知
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
自
己
を

粧
う
。
生
の
こ
の
特
有
な
る
熟
知
性

0

0

0

は
や
が
て
そ
の
自
明
性

0

0

0

を
伴
う
。
我
々
の
日
常
の
交
渉
に
於
て
熟
知
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
か
の
如
き
粧
い
を
な
す
と
こ
ろ
の
生
は
、
我
々
に
は
更
に
0

0

問
う
こ
と
を
要
せ
ぬ
、
恰
も
自
明
な
る
も

の
の
如
き
性
質
を
帯
び
て
来
る
。
然
し
更
に
問
う
こ
と
を
要
せ
ぬ
存
在
こ
そ
正
に
問
わ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
自
明
性
は
ひ
と
つ
の
安
定
と
し
て
お
の
ず
か
ら
虚
偽
を
宿
す
べ
き
契
機
を
そ
の
裡
に
蔵
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
虚
偽
に
よ
っ
て
眠
ら
さ
れ
た
生
は
そ
の
本
来
の
動
性
を
発
揮
す
る
た
め
に
揺
り
動
か
さ
れ
て
目
覚
め
さ
せ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
と
は
か
か
る
震
盪
と
覚
醒
で
あ
る
。「
人
間
は
誤
謬
に
充
ち
た
ひ
と
つ
の
存
在
に

過
ぎ
な
い
、
こ
の
誤
謬
は
自
然
な
も
の
、
恩
寵
な
く
し
て
は
消
し
得
ぬ
も
の
で
あ
る
」（83

）。
我
々
は
人
間
の

存
在
の
う
ち
に
学
者
の
議
論
に
よ
っ
て
尤
も
ら
し
く
さ
れ
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
存
在
の
原
理
的
規
定
に
よ

っ
て
自
然
的
な
る
問
題
が
宿
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
。か
く
し
て
人
間
の
存
在
は
特
に
問
わ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
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「
人
間
と
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
奇
獣
で
あ
る
か
。
如
何
な
る
新
柄
、
如
何
な
る
怪
物
、
如
何
な
る
渾
沌
、
如
何

な
る
矛
盾
の
者
、
如
何
な
る
非
凡
の
者
で
あ
る
か
よ
。
凡
て
の
も
の
の
裁
判
官
、
愚
か
な
蚯
蚓
。
真
理
の
受
託
者
、

曖
昧
と
誤
謬
と
の
塵
拾
場
。
宇
宙
の
栄
誉
に
し
て
屑
物
。」（434

）
と
パ
ス
カ
ル
は
叫
ぶ
。

＊　

我
々
は
『
パ
ン
セ
』
に
お
い
て
｟le philosophe

｠
の
語
に
屡
々
出
会
う
に
拘
ら
ず
、｟la philosophie

｠
と
云
う

言
葉
は
極
め
て
稀
に
見
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

＊
＊　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
哲
学
の
存
在
論
的
発
生
を
説
い
てqaumavzein

と
云
う
語
を
用
い
て
お
る
。

哲
学
は
問
わ
る
べ
き
も
の
に
応
ず
る
問
と
し
て
生
の
自
覚
の
段
階
に
於
て
現
れ
る
。
問
は
特
殊
な
る
震
盪
と

し
て
明
ら
か
に
生
に
於
け
る
最
も
著
し
き
運
動
で
あ
る
。従
っ
て
そ
れ
は
こ
の
運
動
に
伴
う
危
険
を
随
え
て
来
る
。

そ
の
最
初
の
現
象
は
問
に
於
け
る
「
地
盤
の
喪
失
」
で
あ
る
。
哲
学
は
生
の
現
実
に
通
路
を
有
せ
ぬ
架
空
の
仕
事

と
な
る
べ
き
傾
向
を
自
己
の
う
ち
に
十
分
に
も
っ
て
お
る
。
人
間
の
存
在
の
事
実
の
う
ち
に
深
く
根
を
張
っ
て
い

な
い
限
り
、
哲
学
と
雖
も
自
己
逃
避
の
慰
戯
に
過
ぎ
な
い
。
哲
学
が
単
に
議
論
を
議
論
す
る
慰
戯
に
終
り
易
き
事

実
を
見
定
め
て
、パ
ス
カ
ル
は
、「
我
々
は
決
し
て
事
柄
そ
の
も
の
を
訊
ね
ず
し
て
却
っ
て
事
柄
の
議
論
を
訊
ね
る
」

（N
ous ne cherchons jam

ais les choses, m
ais la recherche des choses.135

）
と
云
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
哲
学

が
絶
え
ず
そ
の
地
盤
を
獲
得
す
べ
き
こ
と
は
哲
学
に
対
す
る
現
実
の
要
求
で
あ
る
。
哲
学
は
先
ず
自
己
の
地
盤
を
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吟
味
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
着
実
に
剛
健
に
進
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ス
カ
ル
は
こ
の
段
階
に
就
い
て
次

の
よ
う
に
記
し
て
お
る
、「
思
索
の
順
序
は
自
己
か
ら
始
め
て
、そ
し
て
そ
の
創
造
者
、そ
し
て
そ
の
目
的
に
向
う
」

（146

）。こ
こ
に
謂
わ
れ
た
自
己
は
固
よ
り
先
験
的
自
我
若
く
は
先
験
的
統
覚
と
云
う
が
如
き
も
の
で
は
な
く
て
、

こ
の
具
体
的
な
る
我
々
の
存
在
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
哲
学
は
な
に
よ
り
も
最
初
に
人
間
の
存
在
に
就
い
て
訊
ね
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
問
を
忽
せ
に
す
る
と
き
、
哲
学
は
現
実
の
地
盤
を
離
れ
る
こ
と
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
哲
学

そ
の
も
の
も
ま
た
生
の
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
ま
た
、
哲
学
は
生

の
現
れ
と
し
て
必
然
的
に
負
わ
さ
れ
た
自
己
回
復
の
任
務
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ヴ
ィ
ネ
エ
が
パ
ス
カ
ル

の
神
学
の
主
導
思
想
を
述
べ
て
、「
神
に
到
達
す
る
た
め
に
人
間
か
ら
出
発
す
る
こ
と
」、
と
云
っ
た
の
は
最
も
適

切
な
言
葉
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う＊

。
パ
ス
カ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
云
う
、「
そ
れ
は
敬
す
べ
き
で
あ
る
、
な

ぜ
な
ら
そ
れ
は
人
間
を
よ
く
識
っ
て
い
た
か
ら
。
そ
れ
は
愛
す
べ
き
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
真
の
福
を
約
束

す
る
か
ら
」（187

）。

＊　

A
. V

inet,  Études sur B
laise Pascal,  p.148.

問
に
伴
わ
れ
る
第
二
の
現
象
は
「
性
急
」
で
あ
る
。
問
は
問
と
し
て
答
に
向
う
堪
え
が
た
き
衝
動
を
含
ん
で

お
る
。
答
に
対
す
る
問
の
衝
動
に
於
け
る
性
急
は
、
あ
る
と
き
に
は
現
実
の
存
在
を
一
撃
に
し
て
破
壊
し
て
、
ひ



四
〇

と
え
に
終
結
的
な
る
妥
当
的
命
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
向
う
。
ま
た
他
の
と
き
に
は
、
具
体
的
な
る
存
在
を
ひ
と

思
い
に
抽
象
し
て
、
ひ
た
す
ら
に
こ
れ
を
、
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
の cogito 

の
如
き
、
絶
対
確
実
と
見
做
さ
れ
る

一
定
の
存
在
の
領
域
へ
還
元
す
る
こ
と
に
向
う
。
然
し
問
の
動
性
に
於
け
る
性
急
が
最
も
顕
に
な
る
の
は
、
こ
の

動
性
が
先
廻
り
を
し
て
究
極
的
な
る
所
謂
体
系
を
作
ろ
う
と
す
る
と
き
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
我
々
の
問

う
と
こ
ろ
の
も
の
を
理
念
の
世
界
を
も
っ
て
置
換
え
る
べ
き
で
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
特
定
の
領
域
へ
還
元
す
べ

き
で
も
な
い
。
寧
ろ
我
々
の
問
に
対
す
る
答
は
問
わ
れ
た
も
の
の
聯
関
の
な
か
へ
み
ず
か
ら
這
入
っ
て
ゆ
か
ね
ば

な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
我
々
の
問
は
問
わ
れ
た
も
の
の
裡
か
ら
必
然
的
に
生
れ
た
問
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の

問
う
も
の
は
人
間
の
存
在
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
存
在
は
上
に
示
さ
れ
た
如
く
、
既
に
そ
れ
自
体
に
於
て
問
わ
る

べ
き
も
の
の
性
質
を
担
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
存
在
の
領
域
の
聯
関
の
な
か
へ
帰
入
さ
れ
る
答
が
決
し
て
自
己

を
保
存
し
得
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
絶
え
ず
自
己
を
崩
壊
し
て
ゆ
く
が
如
き
種
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
答
は
い
つ
ま
で
も
問
に
充
ち
た
答

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
答
は
み
ず
か
ら
消
え
失
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
依
っ
て
つ
ね

に
存
在
に
対
す
る
新
し
き
道
を
開
き
つ
つ
、
み
ず
か
ら
は
ど
こ
ま
で
も
問
に
と
ど
ま
る
。
問
は
問
に
砕
か
れ
、
疑

わ
し
さ
は
無
限
に
自
己
を
展
開
す
る
。
そ
こ
に
問
は
本
来
の
動
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
動
性
に
於

て
問
は
生
き
、
こ
の
問
に
於
て
我
々
は
生
き
る
。
現
実
の
存
在
へ
の
通
路
を
塞
ぐ
こ
と
な
き
問
こ
そ
ま
こ
と
に
認0
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識
に
充
ち
た
問

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
最
も
主
要
な
こ
と
は
、
生
の
発
見
で
あ
っ
て
、
論
理
的
に
斉
合
し
た

体
系
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
が
「
哲
学
を
嘲
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
真
に
哲
学
す
る
こ
と
で
あ
る
」（4

）

と
云
っ
た
の
は
こ
の
謂
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
所
謂
哲
学
の
体
系
は
最
も
多
く
の
場
合
に
於
て
具
体
的
な
る
事
実
へ
接

近
す
べ
き
道
を
阻
み
遮
る
。
我
々
の
問
が
不
終
結
的
で
あ
り
、
我
々
の
答
が
不
究
極
的
で
あ
る
こ
と
は
、
人
間
の

存
在
そ
の
も
の
の
構
造
の
う
ち
に
理
由
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
「
人
間
に
関
す
る
如
何
な
る
学
問

も
秩
序
を
守
る
こ
と
が
出
来
な
い
」（61

）
と
書
き
遺
し
て
お
る
。
人
間
の
研
究
の
第
一
の
条
件
は
正
直
に
問
う

こ
と
の
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
問
に
充
ち
た
答
、
認
識
に
充
ち
た
問
は
、
無
限
な
る
運
動
と
し
て
明
ら
か
に
我
々

を
絶
間
な
き
不
安
に
お
く
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
人
間
的
存
在
の
研
究
を
志
す
者
は
永
き
時
日
に
亙
っ
て
不
安
静
と

不
確
実
と
の
う
ち
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
を
避
く
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
の
研
究
の
学
問
的
性
質
に
し
て
右
の
如
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
屡
々
云
わ
れ
る
よ
う
に
パ
ス

カ
ル
も
ま
た
懐
疑
論
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
懐
疑
論
は
認
識
論
上
の
ひ
と
つ
の
学
説

で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
パ
ス
カ
ル
の
懐
疑―

―

若
し
こ
の
言
葉
を
強
い
て
用
い
れ
ば―

―

は
、
我
々
の
存
在

そ
の
も
の
の
根
本
的
規
定
に
属
す
る
。
問
は
運
動
で
あ
る
、
問
に
動
か
さ
る
る
人
間
の
状
態
は
不
安
で
あ
る
。
問

の
運
動
は
固
よ
り
運
動
を
本
性
と
す
る
人
間
の
存
在
に
と
っ
て
自
然
的
で
あ
る
、
然
も
こ
れ
は
自
覚
的
意
識
に



四
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於
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
人
間
の
「
自
然
」（la nature

）
か
ら
区
別
さ
れ
て
「
自
然
性
」（le naturel

）

と
見
做
さ
る
べ
き
で
あ
る
。問
の
不
安
は
す
で
に
不
安
定
を
自
然
と
す
る
人
間
の
存
在
に
と
っ
て
必
然
的
で
あ
る
、

し
か
も
こ
れ
は
自
覚
的
意
識
に
於
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
単
な
る
「
不
安
定
」（inconstance

）
か
ら

区
別
さ
れ
て
本
来
の
「
不
安
」（inquiétude

）
と
呼
ば
る
べ
き
で
あ
る＊

。
疑
い
の
状
態
に
あ
る
者
に
と
っ
て
「
欠

く
べ
か
ら
ざ
る
義
務
」
は
求
め
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
世
の
懐
疑
論
者
は
疑
い
の
状
態
に
あ
り
な
が
ら

平
然
と
し
て
満
足
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ
好
ん
で
自
己
の
懐
疑
を
公
言
し
、
進
ん
で
は
懐
疑
を
誇
と
し

て
自
己
の
虚
栄
の
道
具
と
し
、
懐
疑
の
状
態
を
彼
の
喜
び
の
対
象
と
し
て
お
る
（194

）。
論
理
学
者
達
は
懐
疑

論
は
こ
れ
を
徹
底
す
れ
ば
自
己
矛
盾
に
陥
る
と
云
う
。
す
な
わ
ち
、
懐
疑
論
者
は
凡
て
の
真
理
は
疑
わ
し
い
と
主

張
す
る
や
否
や
、
斯
く
主
張
す
る
こ
と
に
於
て
、
彼
の
主
張
が
一
体
に
有
意
味
で
あ
る
た
め
に
は
、
彼
は
少
な
く

と
も
彼
の
こ
の
一
つ
の
主
張
の
み
は
真
理
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
し
か
し
こ
れ
を
承

認
す
る
こ
と
は
恰
も
彼
の
主
張
そ
の
も
の
に
矛
盾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
彼
等
は
論
ず
る
。
然
し
な
が
ら
懐

疑
論
者
に
と
っ
て
一
層
悪
い
こ
と
は
、
彼
は
こ
れ
を
単
に
ひ
と
つ
の
理
論
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
ま

さ
し
く
自
己
の
存
在
の
存
在
性
そ
の
も
の
を
み
ず
か
ら
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
疑
い
に
あ
る
者
の
本
質
は
無
限

な
る
動
性
と
し
て
間
断
な
く
求
め
る
こ
と
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
彼
は
更
に
求
め
る
こ
と
な
く
平
然
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と
し
て
彼
の
状
態
に
安
住
し
て
い
る
が
故
に
、
彼
は
み
ず
か
ら
自
己
の
存
在
の
存
在
性
を
否
定
す
る
者
で
あ
る
。

疑
い
に
あ
る
こ
と
は
大
き
な
禍
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
彼
は
「
怖
れ
な
く
、
悔
い
な
く
」（sans crainte et sans 

repentir, 63
）
生
き
る
。
我
々
は
パ
ス
カ
ル
が
所
謂
懐
疑
論
者
で
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
。
む
し
ろ
彼
は
「
か
く

の
如
き
無
法
な
る
人
間
を
名
附
け
る
た
め
に
私
は
言
葉
を
も
た
な
い
」（194

）
と
云
っ
て
い
る
。
彼
の
意
味
す

る
懐
疑
は
却
っ
て
人
間
の
存
在
の
根
本
的
規
定
、
そ
れ
が
運
動
せ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
問
わ
る
べ
き
存

在
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
規
定
で
あ
る
。
斯
く
し
て
我
々
の
存
在
は
そ
の
自
覚
の
段
階
に
於
て
最
も
不

安
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
告
白
し
た
如
く
、
病
気
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
基
督
者
の
自
然
的
な
る
状
態
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
云
う
、「
我
等
が
こ
こ
ろ
は
汝
の
う
ち
に
憩
う
ま
で
は
不
安
で
あ
る
」（Inquietum

 est cor 

nostrum
 donec requiescat in te

）。

＊　

パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
の
断
片
百
二
十
七
に
記
し
て
お
る
。｟C

ondition de l’hom
m

e: inconstance,  ennui, 

inquiétude.

｠

生
の
動
性
は
そ
の
自
覚
的
な
る
具
体
性
に
於
て
不
安
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
確
実
」（certitude

）
が
生
の
最
も

特
殊
な
る
関
心
と
な
る
べ
き
最
後
の
理
由
は
存
在
す
る
。
こ
の
確
実
は
固
よ
り
単
に
理
論
的
な
る
確
実
で
は
な
く

て
、具
体
的
な
る
生
の
不
安
を
全
体
と
し
て
満
足
す
べ
き
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
パ
ス
カ
ル
は
、「
確
実
、確
実
、
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感
情
、
愉
悦
、
平
和
」（Le M

em
orial

）、
と
叫
ぶ
。
彼
の
求
め
る
も
の
は
同
時
に
感
情
で
あ
り
、
愉
悦
で
あ
り
、

平
和
で
あ
る
が
如
き
確
実
で
あ
る
。
斯
る
確
実
は
神
の
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
人
間
が
神
を
求
め
る

こ
と
は
不
安
を
本
質
と
す
る
こ
の
存
在
に
と
っ
て
偶
然
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
も
彼
の
生
涯
を
通
じ
て
偏
に
確
実

を
求
め
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
確
実
は
ひ
た
す
ら
に
理
論
的
な
る
確
実
、
妥
当
な
る
命
題
の
系
列
の
基
礎
と
な
る
べ

き
確
実
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
彼
は
彼
の
全
体
の
哲
学
に
於
て
神
な
く
し
て
す
ま
し
得
る
こ
と
を
喜

ん
で
欲
し
た
で
あ
ろ
う
」＊

（77

）。
こ
れ
は
パ
ス
カ
ル
に
は
許
し
難
き
こ
と
と
思
わ
れ
た
。
我
々
の
存
在
そ
の
も

の
の
不
安
に
と
っ
て
は
デ
カ
ル
ト
の
確
実
は
む
し
ろ
不
確
実
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
、「
デ
カ
ル
ト

は
無
用
で
あ
り
、
不
確
実
で
あ
る
」（78

）、
と
評
し
て
い
る
。
我
々
の
求
め
る
も
の
は
生
の
動
性
に
最
後
の
究

極
的
な
る
綜
合
を
与
え
る
確
実
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
如
何
に
し
て
か
か
る
確
実
に
達
す
る
こ
と
が
出
来

る
か
。―

―

ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
云
う
、「
わ
れ
は
他
の
何
物
で
も
な
く
、
神
と
魂
と
を
知
ら
ん
こ
と
を
ね
が
う
」

（D
eum

 et anim
am

 scire cupio. N
ihilne plus? N

ihil om
nino.

）。

＊　

パ
ス
カ
ル
の
こ
の
デ
カ
ル
ト
批
評
は
後
世
の
史
家
、
例
え
ば
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ド
、
の
デ
カ
ル
ト
解
釈
と
同
一

で
あ
る
。
最
近
の
デ
カ
ル
ト
研
究
は
こ
の
点
に
就
い
て
多
少
の
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
至
当
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
然
し
そ
の
こ
と
は
他
の
機
会
に
論
じ
よ
う
。
パ
ス
カ
ル
と
デ
カ
ル
ト
と
の
差
異
と
対
比
に
関
し
て
は
、V. 
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G
iraud, Pascal:l’hom

m
e,  l’œ

uvre, l’influence, p.46 et suiv.

の
注
に
載
録
さ
れ
て
い
る
テ
ー
ヌ
の
未
刊
の
パ
ス
カ

ル
覚
書
の
一
節
が
、
我
々
に
最
も
明
瞭
な
観
念
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
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第
二　

賭

一

『
パ
ン
セ
』
の
全
篇
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
滲
透
し
、
こ
れ
を
支
配
す
る
も
の
は
「
死
」
の
観
念
で
あ
る
。
こ
の

観
念
は
、
或
る
と
き
に
は
ひ
と
り
の
主
人
公
と
し
て
臨
み
、
他
の
と
き
に
は
ひ
と
り
の
従
者
と
し
て
随
い
、
或
る

と
き
に
は
慌
し
き
鳴
物
と
し
て
、
け
れ
ど
他
の
と
き
に
は
遥
に
過
ぎ
ゆ
く
風
の
音
と
し
て
観
客
の
心
を
打
ち
、
ま

た
或
る
と
き
に
は
迫
り
来
る
夜
の
闇
と
し
て
、
他
の
と
き
に
は
け
れ
ど
仄
か
な
る
夕
の
影
と
し
て
舞
台
に
投
げ
か

か
る
。
然
し
な
が
ら
「
芝
居
は
、
他
の
凡
て
の
部
分
に
於
て
如
何
に
美
し
い
に
せ
よ
、
そ
の
最
後
の
幕
は
血
腥
い
。

ひ
と
は
終
に
土
を
頭
上
に
冠
せ
か
け
、
そ
し
て
永
久
に
こ
の
状
態
に
と
ど
ま
る
」（210

）。
死
の
問
題
の
理
解
は

パ
ス
カ
ル
解
釈
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

死
の
不
安
は
彼
に
於
て
不
健
全
な
病
的
な
現
象
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
人
々
は
云
お
う
。
彼
等
は
こ
の
不

安
を
三
十
九
歳
を
も
っ
て
夭
折
し
た
、
殊
に
晩
年
に
は
絶
え
ず
病
弱
で
あ
っ
た
彼
の
生
理
的
心
理
的
状
態
に
帰
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す
る
こ
と
を
も
っ
て
満
足
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
彼
等
は
パ
ス
カ
ル
を
「
病
め
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
」（M

ontaigne 

m
alade

）
と
呼
ぶ
こ
と
に
好
ん
で
同
意
す
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
パ
ス
カ
ル
と
を
別
つ
も
の
は
、
ひ
と
り
は
健
康

で
あ
り
、
ひ
と
り
は
病
気
で
あ
る
こ
と
を
出
で
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
前
者
が
諦
め
る
と
き
後
者
は
求
め
、
後
者
が
戦

慄
す
る
と
き
前
者
は
微
笑
す
る
。
パ
ス
カ
ル
が
人
間
の
研
究
を
始
め
た
と
き
、
誰
よ
り
も
特
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に

最
も
多
く
学
ん
だ
の
は
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
普
遍
的
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
対
し
て
用

意
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
れ
を
用
い
る
者
に
富
と
美
と
の
自
由
な
尽
し
難
き
手
を
差
延
べ
る
。
彼
は
パ
ス
カ
ル
の

人
間
性
に
関
す
る
考
察
に
於
て
単
に
助
手
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
指
導
者
と
し
て
役
立
っ
た
。『
パ
ン
セ
』

は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
か
ら
借
ら
れ
た
、
若
く
は
暗
示
さ
れ
た
章
句
を
も
っ
て
充
た
さ
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
パ
ス

カ
ル
は
主
張
す
る
、「
ひ
と
は
私
が
何
事
も
新
し
く
言
わ
な
か
っ
た
と
云
っ
て
く
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
材
料
の
組
立

は
新
し
い
。
庭
球
の
遊
戯
を
す
る
と
き
、
ひ
と
り
の
者
も
他
の
者
も
ひ
と
つ
の
同
じ
球
を
弄
ぶ
の
で
あ
る
が
、
然

し
ひ
と
り
の
者
は
そ
れ
を
他
の
者
よ
り
も
一
層
好
き
位
置
に
お
く
」（22

）。
彼
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
言
葉
の
新

し
い
組
立
を
さ
せ
た
も
の
は
最
初
に
は
ス
ト
イ
ッ
ク
の
精
神
で
あ
っ
た
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
そ
の
気
質
に
於
て
は

エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
で
あ
り
、
単
に
そ
の
想
像
に
於
て
ス
ト
イ
シ
ア
ン
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
パ
ス
カ
ル
に

あ
っ
て
は
自
然
的
な
る
人
間
は
ス
ト
イ
シ
ア
ン
で
あ
る
。
彼
は
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
を
基
督
教
化
す
る
こ
と
を
知
っ
て
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い
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
彼
自
身
の
証
言
に
依
れ
ば
、『
エ
セ
ー
』（Essais

）
の
著
者
は
、「
怖
れ
な
く
、
悔

い
な
く
、
救
済
に
対
し
て
無
頓
着
な
る
心
を
吹
き
込
む
」（63

）
に
反
し
て
、『
パ
ン
セ
』
は
「
こ
の
無
限
に
し

て
部
分
な
き
存
在
に
祈
る
た
め
に
、先
に
も
後
に
も
跪
く
ひ
と
り
の
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
」（233

）。「
モ

ン
テ
ー
ニ
ュ
は
ふ
ざ
け
て
お
る
」（315

）。
パ
ス
カ
ル
が
彼
に
於
て
特
に
非
難
す
る
も
の
は
「
安
易
と
安
静
」（l a 

com
m

odité et la tranquillité, IV.50

）
で
あ
る
。
不
安
は
自
覚
的
な
る
生
の
常
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
は
「
不

安
と
云
う
こ
の
自
然
的
な
る
運
動
」（IV, 49

）
に
頼
る
こ
と
な
く
無
知
と
無
頓
着
と
を
勧
め
る
。
な
か
に
も
彼

が
ひ
と
え
に
締
り
な
く
、
だ
ら
し
な
く
死
ぬ
る
の
を
考
え
た
こ
と
は
、
パ
ス
カ
ル
に
は
最
も
赦
し
難
き
こ
と
と
思

わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（63

）。
死
の
不
安
は
生
を
自
覚
す
る
者
、
自
己
の
存
在
に
忠
実
で
あ
る
者
に
と
っ
て
自
然

で
あ
り
、
ま
た
深
き
意
味
あ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
対
す
る
無
関
心
と
不
真
面
目
と
は
ひ
と
が
人

間
の
存
在
を
理
解
す
る
た
め
に
新
し
き
光

0

0

0

0

を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
に
も
と
づ
く
。
な
ぜ
な
ら
「
こ
の
新
し
き
光
は

魂
に
恐
怖
を
与
え
、
彼
の
快
楽
を
つ
く
っ
て
い
た
事
物
に
於
て
彼
が
見
出
し
て
い
た
休
息
を
貫
き
わ
た
る
不
安
を

彼
に
も
た
ら
す
」（X, 422

）
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
我
々
は
パ
ス
カ
ル
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
の
相
違
が

人
生
に
於
け
る
根
本
経
験
の
差
異
に
依
る
の
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
今
は
パ
ス
カ
ル
が
、「
私
が
そ
こ

に
見
る
凡
て
の
も
の
を
私
が
見
出
す
の
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
於
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
私
自
身
に
於
て
で
あ
る
」
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（64
）、
と
云
っ
た
こ
と
の
正
当
な
る
所
以
も
会
得
さ
れ
よ
う
。
死
の
不
安
は
病
的
で
も
な
く
感
傷
的
で
も
な
く
、

却
っ
て
人
間
の
存
在
に
対
し
て
積
極
的
な
る
意
味
を
有
す
る
。
新
し
き
光
を
見
た
者
は
必
然
的
に
不
安
で
あ
る
。

「
安
易
に
あ
る
こ
と
は
不
健
全
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
」（To be at ease is to be unsafe

）
と
云
う
ニ
ュ
ー
マ
ン
の

語
は
、
ま
た
パ
ス
カ
ル
み
ず
か
ら
の
言
葉
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
死
の
不
安
を
知
ら
ぬ
者
こ
そ
最
も
不
健
康
な

る
者
で
あ
る
。

死
の
問
題
は
単
な
る
好
奇
心
の
事
柄
で
は
な
い
。
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
の
不
安
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
き

好
奇
心
は
人
間
の
主
な
る
病
気
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
。「
こ
の
無
益
な
る
好
奇
心
に
あ
る
よ
り
は
、
誤
謬
の
う

ち
に
あ
る
こ
と
が
む
し
ろ
彼
に
は
無
害
で
あ
る
」（18

）。
い
か
に
も
好
奇
心
は
我
々
に
於
て
ひ
と
つ
の
不
安
0

0

を

喚
び
起
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
不
安
は
好
奇
心
が
我
々
を
あ
た
か
も
自
己
の
生
の
地
盤
か
ら
奪
い
去
っ
て
終
る

こ
と
な
き
放
浪
に
追
遣
る
と
こ
ろ
に
生
れ
る
。
か
か
る
不
安
は
生
の
構
造
の
う
ち
に
内
在
す
る
、
或
は
生
の
根
本

的
規
定
そ
の
も
の
で
さ
え
あ
る
不
安
と
は
明
確
に
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
好
奇
心
は
ひ
と
つ
の
虚
栄
に
外
な
ら

ぬ
。
ひ
と
は
最
も
屡
々
た
だ
何
事
か
に
就
い
て
他
に
語
ら
ん
が
た
め
に
の
み
そ
の
事
を
知
ろ
う
と
欲
す
る
。
然
し

死
は
人
間
の
根
本
的
規
定
に
依
っ
て
必
然
的
に
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ス
カ
ル
が
伝
統
的
な
神
学
か
ら

単
に
承
け
て
来
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
彼
の
議
論
を
す
べ
て
「
彼
み
ず
か
ら
の
心
臓
に
於
て
吟
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味
す
る
」
こ
と
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
に
退
却
と
譲
歩
の
余
裕
な
く
襲
い
来
る
問
題
で
あ
っ
た＊

。
死
に

就
い
て
問
う
こ
と
は
論
理
的
に
は
何
等
の
必
然
性
を
も
た
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
は
死
の
必
然
性
を
演
繹
し
得
る

如
何
な
る
論
理
も
知
ら
な
い
。
む
し
ろ
死
は
そ
の
前
に
は
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
演
繹
も
歩
み
を
止
め
ね
ば
な
ら
ぬ
単

純
な
る
事
実
、
そ
れ
に
面
し
て
は
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
明
証
も
揺
り
動
か
さ
れ
る
残
酷
な
る
現
実
で
あ
る
。
論
理
の

美
し
き
水
晶
宮
に
安
ら
う
者
に
と
っ
て
は
、
死
を
尋
ね
る
こ
と
は
狂
気
で
な
く
ば
気
紛
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ひ

た
す
ら
に
斉
合
的
な
る
体
系
を
欲
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
死
を
論
ず
る
こ
と
は
た
か
だ
か
「
均
斉
の
た
め
に
盲

窓
を
作
る
」
こ
と
以
外
の
意
味
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
人
間
の
存
在
が
最
も
問
わ
る
べ
き
存
在
で

あ
る
の
を
知
る
者
に
は
死
は
退
引
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。
哲
学
が
生
の
覚
醒
と
震
盪
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る

人
々
に
は
死
は
最
も
考
慮
さ
る
べ
き
事
件
で
あ
る
。
我
々
の
存
在
に
関
す
る
凡
て
の
問
と
反
省
と
は
恰
も
自
然
の

重
力
に
引
摺
ら
れ
て
お
の
ず
か
ら
こ
の
一
点
に
集
っ
て
来
る
。
こ
の
必
然
性
を
解
釈
す
る
た
め
に
は
何
よ
り
も
人

間
的
存
在
の
基
本
的
規
定
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
死
の
問
題
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と

こ
ろ
に
存
在
論

0

0

0

が
所
謂
心
理
学
か
ら
区
別
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
特
質
は
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

＊
ひ
と
は
こ
の
と
き
千
六
百
五
十
四
年
十
一
月
八
日
に
起
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
ヌ
イ
イ
の
橋
（pont de N

euilly

）

の
事
件
を
思
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
は
こ
の
と
き
死
を
親
し
く
目
撃
し
、
こ
れ
が
彼
の
改
心
の
ひ
と
つ
の
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動
機
と
な
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
が
単
な
る
伝
説
に
過
ぎ
な
い
か
、
ま
た
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
し

て
も
こ
れ
は
彼
の
改
心
を
決
定
す
る
こ
と
に
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
云
う
歴
史
家
の
間
に
多

く
の
議
論
を
有
す
る
事
柄
が
如
何
に
解
決
さ
れ
る
に
し
て
も
、
我
々
は
死
の
関
心
が
パ
ス
カ
ル
の
思
想
に
於
て
重

要
な
契
機
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
実
際
、
彼
の
父
の
死
が
彼
に
異
常
な
影
響
を
与

え
た
の
は
疑
わ
れ
な
い
事
実
で
あ
る
。

人
間
は
運
動
せ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
運
動
の
時
間
は
我
々
の
関
心
と
共
に
生
れ
る
。
関
心
に
動
か
さ
れ
て

絶
ゆ
る
こ
と
な
く
更
に
今
一
歩
を
と
求
め
る
存
在
の
性
格
は
つ
ね
に
途
上
に
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
我
々

が
途
上
に
あ
る
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、「
わ
れ
は
何
処
よ
り
来
り
、
何
処
に
往
く
か
」、
と
訊
ね
る
の
は
我
々
の
存

在
を
反
省
す
る
者
に
と
っ
て
避
け
難
き
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
関
心
に
依
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
時
間
の
諸
の
契
機

の
う
ち
最
も
主
要
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
は
未
来
で
あ
っ
た
。
ひ
と
は
彼
の
執
着
、
彼
の
懸
念
、
彼
の
欲
望
の

凡
て
を
悉
く
未
来
の
中
に
投
げ
入
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
汝
は
何
に
成
る
の
で
あ
る
か
」、
と
問
う
の
は
我
々
の

存
在
を
自
覚
す
る
者
に
と
っ
て
逃
れ
難
き
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。こ
の
問
を
問
い
詰
め
る
者
は
死
に
面
す
る
。

私
の
運
動
す
る
時
間
は
ひ
と
つ
の
不
可
抗
的
な
る
刹
那
、
か
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
。“The tim

e is out of joint !”

と

叫
ぶ
と
こ
ろ
の
危
機
に
会
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
存
在
の
終
末
で
あ
りtevloV

で
あ
る
。
し
か
も
死
は
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生
の
過
程
の
単
な
る
終
息
で
は
な
く
し
て
、
生
と
は
あ
ら
ゆ
る
容
姿
を
異
に
し
こ
れ
と
対
立
す
る
厳
然
た
る
事
実

で
あ
る
。
関
心
に
引
摺
ら
れ
る
生
が
そ
の
運
動
の
終
末
と
し
て
の
死
に
特
に
関
心
す
る
の
は
理
由
あ
る
こ
と
で
あ

る
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ
死
が
人
間
に
と
っ
て
有
す
る
意
味
は
根
本
的
に
は
そ
れ
の
「
絶
対
性
」
に
も
と
づ
く
。
こ

の
絶
対
性
は
先
ず
死
が
我
々
の
自
由
に
な
し
能
わ
ぬ
、
不
可
避
な
る
事
実
で
あ
る
と
こ
ろ
に
現
れ
る
。
若
し
ひ
と

あ
っ
て
彼
の
生
の
一
週
日
を
延
ば
し
得
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
百
歳
を
延
ば
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
百
歳
を
延
ば
し

得
る
と
も
死
は
い
ず
れ
は
過
つ
こ
と
な
く
確
実
に
来
る
。
し
か
し
死
の
絶
対
性
は
そ
れ
が
恰
も
あ
ら
ゆ
る
生
そ
の

も
の
を
相
対
化

0

0

0

す
る
力
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
殊
に
顕
に
な
る
。
こ
の
絶
対
的
な
る
瞬
間
に
対
し
て
は
、
嘗
て

尊
く
、
愛
ら
し
く
見
え
た
も
の
も
そ
の
光
を
失
い
、
凡
て
は
一
様
の
灰
色
の
う
ち
に
影
を
没
す
る
。
死
の
前
で
は

一
層
善
き
、
一
層
美
し
き
と
云
う
が
如
き
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
死
の
絶
対
性
が
我
々
に
と
っ
て

有
す
る
最
後
の
意
味
は
、
単
に
そ
れ
が
生
を
音
な
く
ひ
と
つ
の
色
に
塗
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ

れ
が
惶
し
く
凡
て
の「
明
証
」（évidences

）を
震
盪
0

0

さ
せ
る
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。
嘗
て
は
自
明
の
如
く
見
え
、

調
和
し
た
も
の
の
如
く
感
ぜ
ら
れ
た
我
々
の
生
は
、
今
は
そ
の
自
明
と
調
和
と
を
動
揺
さ
せ
ら
れ
て
、
問
わ
る
べ

き
我
々
の
存
在
は
そ
の
最
も
問
わ
る
べ
き
性
質
を
も
っ
て
我
々
に
迫
っ
て
来
る
。
人
間
的
存
在
の
特
性
は
そ
れ
が

「
問
わ
る
べ
き
」
存
在
で
あ
る
と
云
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
死
は
ま
さ
し
く
こ
の
存
在
の
問
わ
る
べ
き
性
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三

質
を
最
も
顕
に
す
る
が
故
に
、
死
の
関
心
に
於
て
生
は
そ
の
存
在
性
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
パ

ス
カ
ル
は
云
っ
て
い
る
、「
私
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
そ
れ
に
続
く
永
遠
の
う
ち
に
吸
込
ま
れ
る
私
の
生
の
小
さ
い

持
続
を
思
う
と
き
、
私
の
知
ら
ぬ
ま
た
私
を
知
ら
ぬ
空
間
の
無
限
の
広
袤
の
う
ち
に
沈
む
と
こ
ろ
の
、
私
が
満
た

し
ま
た
私
が
視
さ
え
す
る
小
さ
い
空
間
を
思
う
と
き
、
私
は
、
私
を
彼
処
よ
り
も
む
し
ろ
此
処
に
見
出
す
こ
と
を

恐
れ
、
驚
く
、
な
ぜ
な
ら
何
故
に
彼
処
よ
り
も
む
し
ろ
此
処
に
、
何
故
に
彼
の
時
よ
り
も
む
し
ろ
此
の
時
に
私
が

あ
る
か
と
云
う
こ
と
の
理
由
は
少
し
も
な
い
か
ら
で
あ
る
」（205

）。
生
の
短
く
死
の
近
き
を
知
る
と
き
、
我
々

の
存
在
の
必
然
性
は
根
柢
か
ら
揺
り
動
か
さ
れ
る
。
我
々
の
生
が
自
体
に
於
て
は
何
等
の
必
然
性
を
有
す
る
こ
と

な
く
、
却
っ
て
た
だ
我
々
の
「
可
能
な
る
」
存
在
の
仕
方
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
教
え
る
の
は
死
の
智
慧
で

あ
る
。
生
の
自
覚
が
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
に
関
す
る
懐
疑
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
就
い
て
は
私
は
さ
き
に
述
べ

て
お
い
た
。
今
は
私
の
こ
の
懐
疑
が
あ
ら
ゆ
る
生
か
ら
そ
の
必
然
性
を
奪
っ
て
、
こ
れ
を
可
能
な
る
も
の
に
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

立
場
で
あ
る
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
死
の
関
心
に
於
て
か
か
る
懐
疑
は
最
も
顕
に
な
る
か
ら
、

死
の
自
覚
は
生
が
そ
の
存
在
性
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
死
は
単
に
生
を
相
対
化
す

る
こ
と
に
於
て
で
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
可
能
化
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
を
発
揮
す
る
。
生
は
そ
れ
が
我
々
の

存
在
の
可
能
な
る
存
在
の
仕
方
と
見
做
さ
れ
る
と
き
そ
の
問
わ
る
べ
き
性
質
を
残
り
な
く
現
す
と
云
わ
ね
ば
な
ら



五
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ぬ
。
私
が
死
を
語
る
と
き
、
私
は
ひ
と
が
理
念
の
永
遠
を
論
ず
る
の
を
聞
く
。
然
し
な
が
ら
、
何
故
に
ひ
と
は
プ

ラ
ト
ン
が
虚
無
の
餌
食
と
な
る
こ
と
を
許
し
な
が
ら
、
彼
の
思
想
が
同
じ
運
命
に
陥
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
対

し
て
は
恐
怖
に
お
の
の
く
の
で
あ
る
か
。
若
し
何
事
か
が
絶
望
さ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
死

が
神
の
如
き
プ
ラ
ト
ン
を
、
そ
の
思
想
で
な
く
そ
の
存
在
を
、
我
々
か
ら
奪
い
去
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
死
に
面
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
五
と
七
と
の
和
が
十
二
で
あ
る
、
と
云
う
が
如
き
、
所
謂
自
明
の
真
理
も
多

く
の
意
味
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
、「
苦
悩
の
時
に
あ
っ
て
は
、
外
面
的
な
る
事
物
に
関

す
る
学
問
は
人
間
に
つ
い
て
の
学
問
の
無
知
か
ら
私
を
慰
め
ぬ
で
あ
ろ
う
」（67

）、
と
云
っ
て
い
る
。
死
の
謎

め
い
た
不
安
に
於
て
本
質
的
な
る
も
の
は
、
単
に
心
理
的
な
る
も
の
、
高
昇
し
た
敏
感
ま
た
は
神
秘
的
な
る
恍
惚

で
は
な
く
て
、
こ
の
不
安
が
我
々
を
我
々
の
存
在
に
接
近
0

0

さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
死
は
我
々
を
ひ
と
つ
の
絶
対
的

な
る
極
限
に
押
し
詰
め
て
、
と
も
す
れ
ば
自
己
を
逃
避
し
よ
う
と
す
る
生
を
し
て
退
引
な
ら
ず
自
己
に
面
接
せ
し

め
る
。
生
と
は
あ
ら
ゆ
る
相
貌
を
異
に
し
た
死
こ
そ
我
々
が
そ
れ
に
於
て
生
の
容
姿
を
見
得
る
と
こ
ろ
の
鏡
で
あ

る
。
こ
の
接
近
に
於
て
我
々
の
不
安
は
更
に
著
し
く
な
る
に
相
違
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
間
の
存
在
は
そ
の
本
来
に

於
て
問
わ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
存
在
に
向
っ
て
の
接
近
は
こ
の
問
わ
る
べ
き
性
質
を
一
層
顕
に
す
る

以
外
の
結
果
を
も
ち
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
死
は
人
間
的
存
在
そ
の
も
の
の
根
本
的
規
定
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
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五
五

て
生
の
自
己
逃
避
と
し
て
の
慰
戯
は
、
特
殊
な
る
意
味
に
於
て
、
生
が
死
を
考
え
る
の
を
避
け
よ
う
と
す
る
現
象

で
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
。
注
意
深
き
読
者
は
、
パ
ス
カ
ル
が
慰
戯
す
る
者
は
「
自
己
に
就
い
て
考
え
ぬ
」
と
記
す

と
き
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
「
死
に
就
い
て
考
え
ぬ
」
と
云
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
彼

は
明
ら
さ
ま
に
云
う
、「
人
間
は
死
、
悲
惨
、
無
知
を
癒
や
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
彼
等
は
、
自
己
を

幸
福
に
す
る
た
め
に
、そ
れ
に
就
い
て
は
何
も
考
え
ぬ
こ
と
を
工
夫
し
た
」（168

）。「
慰
戯
は
我
々
を
興
ぜ
し
め
、

そ
し
て
我
々
を
し
て
知
ら
ぬ
ま
に
死
に
達
せ
し
め
る
」（171

）。
し
か
し
死
は
逃
れ
ん
と
し
て
逃
れ
得
る
も
の
で

は
な
い
。「
我
々
は
我
々
と
同
類
の
者
の
社
会
の
う
ち
に
安
ら
う
こ
と
を
も
っ
て
好
い
気
に
な
っ
て
い
る
。
彼
等

は
我
々
の
如
く
惨
め
で
あ
り
、
我
々
の
如
く
無
力
で
あ
る
、
彼
等
は
我
々
を
助
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
た
だ

独
り
死
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
」（211

）。
そ
こ
で
死
は
生
の
自
己
逃
避
の
限
界
で
あ
る
。
如
何
な
る
種
類
の
慰
戯

も
最
後
ま
で
蔽
い
紛
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
む
し
ろ
最
も
不
思
議
な
こ
と
は
、
死
が
生
の
彼
方
に
対
立
す
る
も
の

で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
「
各
の
瞬
間
に
於
て
我
々
を
脅
か
す
」（194

）
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
生
は
自

己
を
顧
み
る
毎
に
死
を
見
出
す
。
生
は
死
で
あ
り
、
死
は
生
で
あ
る
。
か
く
し
て
人
間
の
存
在
は
最
も
問
わ
る
べ

き
存
在
で
あ
る
。
我
々
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
に
於
て
、
人
間
の
う
ち
最
も
賢
な
る
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
死
に
会

し
て
は
繰
り
返
し
た
、「
生
が
死
で
あ
り
そ
し
て
死
が
生
で
あ
り
得
よ
う
こ
と
を
誰
が
知
る
か
」、
と
云
う
エ
ウ
リ



五
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ピ
デ
ス
の
か
の
意
味
深
き
言
葉
を
想
い
起
す
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
り
凡
庸
な
る
者
の
み
、
何
が
生
で
あ
り
、
何
が
死

で
あ
る
か
、
を
よ
く
知
っ
て
お
る
。

凡
庸
な
る
魂
が
何
等
の
困
難
も
見
な
い
と
こ
ろ
に
最
も
賢
な
る
者
が
躊
躇
す
る
の
は
何
に
因
る
の
で
あ
る
か
。

け
だ
し
後
者
は
彼
が
前
者
と
共
に
有
す
る
自
然
的
な
る
眼
の
ほ
か
に
更
に
一
双
の
「
他
の
眼
」
を
具
え
て
い
る
。

こ
の
他
の
眼
は
彼
に
は
「
死
の
天
使
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
思
惟
の
最
高
法
則
と
見
做
さ
れ
て
い

る
矛
盾
律
は
、
我
々
を
し
て
生
と
死
と
が
同
時
に
存
在
し
能
わ
ぬ
こ
と
を
承
認
す
る
を
余
儀
な
く
せ
し
め
る
で

あ
ろ
う
。
け
れ
ど
他
の
眼
を
賦
与
さ
れ
た
者
に
は
矛
盾
律
の
明
証
も
そ
れ
ほ
ど
自
明
で
な
く
、
そ
の
法
則
性
も
そ

れ
ほ
ど
基
本
的
で
は
な
い
。「
多
く
の
確
実
な
事
柄
は
矛
盾
す
る
。
多
く
の
虚
偽
な
る
事
柄
は
矛
盾
な
く
し
て
成

立
す
る
。
矛
盾
は
虚
偽
の
し
る
し
で
も
な
け
れ
ば
、
矛
盾
し
な
い
こ
と
は
真
理
の
し
る
し
で
も
な
い
の
で
あ
る
」

（384

）。
人
間
の
研
究
に
於
て
重
要
な
の
は
生
そ
の
も
の
の
絶
間
な
き
発
見
で
あ
っ
て
、
単
に
論
理
的
に
斉
合
し

た
命
題
を
求
め
る
こ
と
で
な
い
。
生
が
人
間
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
も
の
で
な
い
と
同
じ
く
、
死
は
ま
た
彼
に
よ
っ

て
創
ら
れ
た
も
の
で
な
い
。
そ
し
て
生
と
死
と
が
同
時
に
存
在
す
る
と
云
う
こ
と
は
争
い
得
ぬ
事
実
で
あ
る
。
矛

盾
こ
そ
人
間
の
存
在
の
仕
方
の
根
本
的
様
態
で
あ
る
。
固
よ
り
斯
く
の
如
く
考
え
る
こ
と
は
、
世
の
所
謂
醒
め
た

る
者
か
ら
み
れ
ば
、
恐
ら
く
狂
気
に
近
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
「
他
の
眼
」
を
も
っ
て
見
る
こ
と
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五
七

に
相
違
な
い
。
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
「
死
の
見
方
」（Todesansicht

）
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
凡
て
日
常
の
見
方

と
理
解
す
な
わ
ち
「
生
の
見
方
」（Lebensansicht

）
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
か
ら
遠
く
距
り
し
か
も
こ
れ
を
喰
い

破
る
と
こ
ろ
の
死
の
見
方
が
む
し
ろ
我
々
の
生
そ
の
も
の
の
正
し
き
深
き
洞
察
を
含
ん
で
い
な
い
こ
と
を
誰
が
保

証
し
得
よ
う
。
生
の
見
方
は
生
に
対
し
て
は
却
っ
て
無
関
心
で
あ
り
無
頓
着
で
あ
る
。
生
の
見
方
を
養
う
と
称

す
る
科
学
も
哲
学
も
屡
々
自
己
の
在
る
惨
め
な
態
に
眼
を
背
け
る
た
め
に
単
に
議
論
を
議
論
す
る
慰
戯
に
過
ぎ
な

い
。
最
も
多
く
の
場
合
そ
れ
ら
は
生
の
自
己
逃
避
の
手
段
で
あ
る
。
然
る
に
死
の
関
心
は
我
々
を
し
て
生
に
近
づ

か
し
め
る
、
そ
し
て
死
は
絶
対
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
退
引
な
ら
ぬ
立
場
に
立
っ
て
生
を
親
し
く
反
省
す
る
死

の
見
方
こ
そ
生
を
理
解
す
る
所
以
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
死
の
見
方
は
何
よ
り
も
我
々
を
懐
疑
と
不
安
と
に
陥
れ

る
。
凡
庸
な
る
魂
が
安
易
と
満
足
と
に
あ
る
と
こ
ろ
に
最
も
思
慮
あ
る
者
が
困
惑
と
戦
慄
と
を
感
ず
る
の
は
何
に

因
る
の
で
あ
る
か
。
蓋
し
優
越
な
る
魂
は
自
己
の
存
在
を
正
直
に
視
、
素
直
に
問
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
彼
の
求
め
る
も
の
は
人
間
の
究
極
的
な
る
綜
合
を
与
え
る
最
後
の
答
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
究
極
的
な
る
も

の
の
限
界
を
気
侭
に
動
か
し
、
そ
の
距
離
を
随
意
に
縮
め
る
こ
と
を
し
な
い
。
そ
れ
は
最
後
の
答
で
あ
る
べ
き
で

あ
る
が
故
に
、
彼
は
諸
の
一
時
的
な
解
答
や
解
決
に
甘
ん
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
彼
の
前
で
は
産
れ
て
来
た
答

は
直
に
新
し
い
問
に
変
っ
て
ゆ
く
。
如
何
な
る
間
に
合
せ
の
答
も
彼
に
は
人
間
の
存
在
の
問
わ
る
べ
き
こ
と
を
解



五
八

き
去
る
た
め
の
助
と
は
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
存
在
の
問
わ
る
べ
き
こ
と
を
絶
え
ず
新
し
く
発
見
す
る
こ
と
が
む

し
ろ
彼
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
最
後
究
極
的
な
る
答
を
求
め
る
こ
と
に
於
て
発
生
し
た
彼
の
問
は
、
全
体
の

生
が
問
わ
る
べ
き
も
の
と
な
る
と
こ
ろ
に
そ
の
充
全
な
る
表
現
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
歩
み
の
一
歩
一

歩
に
於
て
問
う
。
彼
は
問
う
者
と
し
て
み
ず
か
ら
問
わ
れ
た
者
で
あ
る
。
美
し
く
調
和
し
て
い
る
か
の
如
く
見
え

る
凡
て
の
答
は
、「
ひ
と
は
た
だ
独
り
死
し
て
ゆ
く
」
と
云
う
事
実
に
対
し
て
は
す
べ
て
問
に
砕
か
れ
て
し
ま
う
。

然
し
彼
は
絶
間
な
く
求
め
る
こ
と
を
諦
め
ぬ
が
故
に
、
彼
は
常
に
不
安
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
勿
論
普
通

の
懐
疑
論
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
懐
疑
論
」（scepticism

e

）
で
な
く
、「
宗
教
的
不
安
」（inquiétude religieuse

）

と
適
当
に
呼
ば
る
べ
き
で
あ
る
。
懐
疑
論
者
と
云
わ
る
べ
き
は
、
何
等
確
実
な
る
も
の
も
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
、

我
々
は
求
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
、
と
信
じ
て
い
る
者
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
決
し
て
懐
疑
論
者
で
な
か
っ
た
。

宗
教
的
不
安
は
確
実
な
る
も
の
を
求
め
て
や
ま
ぬ
者
の
不
安
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
絶
対
な
る
も
の
が
人
間

の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
る
存
在
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
彼
に
示
す
の
は
死
の
智
慧
で
あ
る
。
死
の
不

安
に
よ
っ
て
ひ
と
が
生
に
最
も
近
づ
く
と
き
彼
の
出
逢
う
も
の
が
謎
で
あ
る
の
は
、
生
の
意
味
が
こ
の
生
そ
の
も

の
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
こ
と
の
証
で
あ
る
。
彼
の
不
安
が
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
の
著
し
い
特
色
は
、
彼
が
飽
く

な
く
倦
む
な
く
求
め
る
人
間
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
斯
る
宗
教
的
不
安
こ
そ
パ
ス
カ
ル
の
思
想
を
当
時
支
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五
九

配
的
で
あ
っ
た
他
の
思
想
か
ら
区
別
し
、
そ
の
間
に
極
め
て
独
自
な
る
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
得
せ
し
め
た
も
の

で
あ
っ
た
。
千
六
百
五
十
年
を
環
っ
て
勢
力
を
も
っ
て
い
た
思
想
は
、
ひ
と
つ
は
自
己
の
理
知
と
意
志
と
に
限
り

な
き
信
頼
を
よ
せ
る
ス
ト
イ
シ
ス
ム
、
―
―
そ
れ
は
傲
慢
を
説
く
こ
と
で
あ
る
（doctrine d’orgueil

）
―
―
ひ

と
つ
は
成
る
が
侭
に
委
せ
て
生
を
享
楽
し
よ
う
と
す
る
エ
ピ
キ
ュ
リ
ス
ム
、
―
―
そ
れ
は
怠
惰
を
説
く
こ
と
で
あ

る
（doctrine de paresse
）
―
―
ひ
と
つ
は
傲
慢
も
怠
惰
も
欲
す
る
こ
と
な
く
、
時
と
し
て
は
謙
遜
と
節
度
と
を

知
っ
て
さ
え
い
る
、
こ
の
世
に
於
け
る
美
的
な
る
完
成
を
勧
め
る
と
こ
ろ
の
洗
練
さ
れ
た
エ
ピ
キ
ュ
リ
ス
ム
、
―

―
そ
れ
は
優
美
を
説
く
こ
と
で
あ
る
（doctrine d’élégance

）
―
―
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
三
つ
の
思
想
に
共
通
な

の
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
彼
の
自
己
の
工
匠
と
な
る
こ
と
が
最
も
緊
要
な
仕
事
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

彼
等
は
自
己
に
満
足
し
て
、
こ
れ
を
自
然
的
に
完
全
に
す
る
こ
と
若
く
は
こ
れ
を
自
然
的
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
に

最
も
関
心
す
る＊

。
こ
れ
と
は
全
く
反
対
に
パ
ス
カ
ル
に
於
て
主
導
的
な
思
想
は
、
彼
自
身
の
有
名
な
言
葉
を
用
い

れ
ば
、「
自
己
は
厭
う
べ
き
も
の
で
あ
る
」（Le m

oi est haïssable, 455

）
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
も

彼
の
時
代
の
他
の
人
達
と
同
じ
く
人
間
を
研
究
す
る
こ
と
の
急
務
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
自
己
を
反
省
す

る
の
は
自
己
に
陶
酔
し
自
己
を
讃
美
す
る
た
め
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
自
己
の
在
る
が
侭
の
悲
惨
と
欠
陥
と
を
知

っ
て
自
己
を
唾
棄
し
、
自
己
を
憎
悪
す
る
た
め
で
あ
る＊
＊。『

パ
ン
セ
』
の
最
初
の
目
的
は
、
人
間
を
困
惑
に
駆
り
、



六
〇

不
安
に
陥
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
困
惑
に
駆
る
の
は
人
間
の
救
済
が
彼
の
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
は
な
い

こ
と
を
悟
ら
し
め
ん
が
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
が
不
安
に
陥
れ
る
の
は
人
間
を
し
て
真
面
目
に
神
を
求
め
し
め
ん

が
た
め
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
神
学
の
最
も
著
し
い
特
色
は
、
そ
れ
が
「
呻
吟
し
つ
つ
求
め
る
者
」（ceux  qui 

cherchent en gém
issant,  421

）
の
思
想
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

＊　

J. M
erlant,  D

e M
ontaigne à Vauvenargues, p.249 et suiv.

参
照
。

＊
＊　

シ
ァ
ロ
ン
が
彼
の
書
の
首
め
に
記
し
た
、（la vraye science et le vray étude de l’hom

m
e, c’est l’hom

m
e.

）

( Pierre C
harron, D

e la sagesse, I, 1.)

と
云
う
言
葉
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
始
ま
る
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
人
間
の
研

究
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
。
な
お
嘗
て
引
用
し
て
お
い
た
『
パ
ン
セ
』
断
片
百
四
十
四
を
参
照
。

さ
て
人
間
は
不
可
能
を
求
め
る
。
矛
盾
が
彼
の
本
性
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
不
可
能
を
希
求
す
る
こ
と
は
彼

の
本
性
で
あ
る
。
死
の
見
方
は
生
そ
の
も
の
を
可
能
化
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
不
可
能
を

可
能
化
す
る
立
場
で
も
あ
る
。
死
の
見
方
に
於
て
我
々
の
生
が
人
間
の
単
に
ひ
と
つ
の
可
能
な
る
存
在
の
仕
方
に

過
ぎ
ぬ
こ
と
を
学
ん
だ
者
に
は
、
嘗
て
は
絶
対
に

0

0

0

不
可
能
な
る
も
の
と
し
て
配
慮
を
用
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
も

の
を
今
は
可
能
な
る

0

0

0

0

も
の
と
し
て
願
望
し
よ
う
と
す
る
関
心
が
不
可
抗
的
に
現
れ
て
来
る
。
死
は
生
の
根
本
的
規

定
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
生
に
と
っ
て
最
も
不
可
能
な
る
も
の
は「
不
死
」で
あ
る
。
生
の
具
体
的
な
時
間
は
我
々
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の
関
心
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
が
、
か
か
る
時
間
は
我
々
の
関
心
の
う
ち
最
も
大
い
な
る
も
の
す
な
わ
ち
死
の
関

心
に
於
て
最
も
明
ら
か
に
意
識
さ
れ
る
。
死
の
関
心
は
時
間
の
意
識
の
最
も
決
定
的
な
る
要
素
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
過
ぎ
ゆ

く
時
の
自
覚
は
我
々
を
し
て
生
の
短
き
を
知
ら
し
め
る
。
短
き
生
に
と
っ
て
最
も
不
可
能
な
る
も
の
は
「
永
遠
」

で
あ
る
。
斯
く
し
て
不
死
と
永
遠
と
は
自
覚
的
な
る
生
の
最
も
関
心
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

魂
の
不
死
は
我
々
に
甚
し
く
係
り
、我
々
に
深
く
触
れ
る
事
柄
で
あ
る
、と
パ
ス
カ
ル
は
述
べ
て
い
る（194

）。「
私

は
ひ
と
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
説
を
深
く
研
究
し
な
い
こ
と
を
そ
れ
で
も
好
い
こ
と
だ
と
思
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と

…
…
。
魂
が
死
滅
す
る
も
の
で
あ
る
か
或
は
不
死
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
は
全
体
の
生
に
と
っ
て
重
大

で
あ
る
」（218

）。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ひ
と
は
、
永
世
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
な
く
、
知
る
こ
と
な
く
、
求
め

る
こ
と
な
く
し
て
平
然
と
し
て
お
る
。「
こ
の
無
知
に
於
け
る
こ
の
休
息
」
ほ
ど
恐
し
き
も
の
は
な
い
。
ひ
と
つ

の
委
託
物
の
紛
失
ま
た
は
彼
の
名
誉
の
想
像
さ
れ
た
毀
損
に
対
し
て
、
日
と
夜
を
重
ね
て
忿
怒
し
絶
望
す
る
そ
の

同
じ
人
間
が
、
彼
が
死
に
よ
っ
て
凡
て
を
失
う
危
険
に
絶
え
ず
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
不
安
な
く
感

動
な
く
時
を
過
し
つ
つ
あ
る
の
は
奇
怪
で
あ
る
。「
小
な
る
事
柄
に
就
い
て
の
人
間
の
敏
感
と
大
な
る
事
柄
に
対

す
る
無
感
覚
と
は
ひ
と
つ
の
奇
態
な
顛
倒
の
し
る
し
で
あ
る
」（198

）。
こ
の
顛
倒
を
直
き
に
か
え
し
て
価
値
を

正
し
く
定
め
し
め
る
も
の
は
死
の
智
慧
で
あ
る
。
宗
教
的
不
安
は
真
理
へ
の
道
で
あ
る
。



六
二

二

右
の
予
備
的
な
理
解
が
行
わ
れ
た
後
に
、
私
は
初
め
て
パ
ス
カ
ル
の
「
賭
」（pari

）
を
解
釈
す
る
地
盤
を
見

出
し
得
た
か
の
よ
う
に
思
う
。
こ
の
賭
の
解
釈
と
評
価
と
は
永
い
歴
史
を
有
す
る
。
私
は
今
こ
こ
に
そ
の
歴
史
を

辿
る
こ
と
を
や
め
て
真
直
に
賭
そ
の
も
の
の
説
明
に
這
入
ろ
う
。
賭
は
神
の
存
否
を
問
題
と
す
る
。
神
は
存
在
す

る
か
、
若
く
は
存
在
し
な
い
か
。
私
は
そ
の
い
ず
れ
の
側
に
決
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
理
性
は
こ
の
ば
あ

い
何
事
も
定
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
む
し
ろ
私
は
そ
こ
に
私
を
距
つ
と
こ
ろ
の
限
り
な
き
渾
沌
を
見
出
す
の
で

あ
る
。
こ
の
無
限
の
距
離
の
は
て
に
あ
っ
て
ひ
と
つ
の
勝
負
が
行
わ
れ
て
い
て
、
ひ
と
は
表
が
出
る
か
裏
が
出
る

か
を
賭
け
て
い
る
。
私
は
い
ず
れ
に
賭
け
る
べ
き
で
あ
る
か
。
理
性
に
よ
っ
て
は
、
私
は
そ
の
い
ず
れ
の
一
つ
も

採
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
理
性
に
よ
っ
て
は
、
私
は
二
つ
の
う
ち
い
ず
れ
の
一
方
も
弁
護
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

私
は
賭
の
利
害
得
失
を
調
べ
て
み
よ
う
。
私
の
賭
け
る
も
の
は
私
の
理
性
と
私
の
意
志
あ
る
い
は
私
の
知
識
と
私

の
浄
福
と
の
二
つ
で
あ
る
。
然
る
に
私
の
理
性
は
或
る
一
方
を
採
っ
た
か
ら
と
云
っ
て
他
の
一
方
を
採
る
よ
り
も

一
層
多
く
害
せ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
、
私
は
い
ず
れ
に
せ
よ
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
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三

一
つ
の
点
は
片
付
い
た
。
そ
れ
で
は
私
の
浄
福
に
就
い
て
は
如
何
で
あ
る
か
。
今
私
は
表
の
方
す
な
わ
ち
神
が
存

在
す
る
と
云
う
側
に
賭
け
る
と
し
て
、そ
の
利
得
と
損
失
と
を
量
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
と
き
私
が
勝
つ
と
す
れ
ば
、

私
は
凡
て
を
得
る
、
若
し
私
が
負
け
る
と
し
て
も
、
私
は
何
物
も
失
わ
な
い
。
従
っ
て
私
は
神
が
在
る
と
云
う
方

を
た
め
ら
う
こ
と
な
く
採
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
待
て
、
私
は
あ
ま
り
に
多
く
の
も
の
を
賭
け
て
自
分
を
危
く

し
て
い
は
し
な
い
か
。
勝
つ
機
会
が
た
と
い
一
回
し
か
な
い
と
見
做
さ
れ
て
も
、
こ
の
勝
利
に
於
て
私
が
利
す
る

も
の
は
永
遠
の
生
と
無
限
の
浄
福
で
あ
る
、
そ
し
て
他
方
に
於
て
は
負
け
る
機
会
は
限
ら
れ
た
数
で
あ
り
、
ま
た

私
の
賭
け
る
も
の
は
限
ら
れ
た
幸
福
し
か
も
た
ぬ
現
在
の
生
に
過
ぎ
な
い
。
無
限
が
得
ら
る
べ
き
と
こ
ろ
、
し
か

も
勝
利
の
機
会
に
対
す
る
敗
北
の
機
会
の
数
が
無
限
で
な
い
場
合
、
私
は
少
し
も
躊
躇
す
る
必
要
な
く
、
よ
ろ
し

く
凡
て
を
投
げ
出
す
べ
き
で
あ
る
。

我
々
は
こ
の
賭
の
本
質
を
何
処
に
求
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
最
も
汎
く
行
わ
れ
て
い
る
の
は
数
学
的
解

釈
で
あ
る
。
即
ち
パ
ス
カ
ル
は
神
の
存
在
の
証
明
に
あ
た
っ
て
数
学
上
の
公
算
法
（calcul des probabilités)

を

用
い
た
と
普
通
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ブ
ー
ト
ル
ー
は
パ
ス
カ
ル
の
賭
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る＊

。

凡
て
の
賭
に
於
て
二
つ
の
事
柄
、
機
会
の
数
と
利
得
或
は
損
失
の
重
大
さ
と
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
が

い
ず
れ
の
側
を
選
ぶ
べ
き
か
と
云
う
理
由
は
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
の
乗
積
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
さ
て
神
を
立
て



六
四

る
こ
と
は
無
限
の
福
を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
神
が
在
る
と
云
う
機
会
の
数
を
出
来
る
だ
け
少
な
く
見
積
る
と
し

て
、
仮
に
こ
れ
を
一
に
等
し
い
と
置
こ
う
。
然
ら
ば
神
が
在
る
と
云
う
側
は1

×
∞
を
も
っ
て
現
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
神
の
与
え
得
る
浄
福
に
比
し
て
こ
の
世
の
幸
福
を
量
る
と
き
、そ
れ
を
如
何
に
大
き
く
見
積
る
に
せ
よ
、

そ
れ
は
有
限
の
量
で
あ
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
。
い
ま
我
々
は
こ
れ
をa

と
置
こ
う
。
他
方
に
於
て
神
が
無
い
と

云
う
機
会
の
数
を
出
来
得
る
か
ぎ
り
多
く
し
て
も
結
局
そ
れ
は
有
限
で
あ
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
。
そ
こ
で
神
が

無
い
と
云
う
側
はn
×a
を
も
っ
て
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
さ
て
後
の
乗
積
は
明
ら
か
に
前
の
乗
積
よ
り
も
小

さ
い
。
そ
れ
故
に
私
は
必
然
的
に
神
が
在
る
と
云
う
側
に
賭
け
る
べ
き
で
あ
る
。

＊　

E. B
outoux, Pascal, p.179.  【Em

ile B
outroux

】

こ
の
解
釈
は
明
瞭
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
、
お
よ
そ
解
釈
に
於
け
る
主
要
な
仕
事
が
、
形
式
の
修
理

で
な
く
し
て
そ
の
形
式
を
支
え
る
地
盤
0

0

の
理
解
、
概
念
の
整
理
で
な
く
し
て
そ
の
概
念
を
生
む
基
礎
経
験

0

0

0

0

の
理

解
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
解
釈
は
、
時
と
し
て
は
む
し
ろ
概
念
と
形
式
と
を
破
壊
し

て
、
こ
れ
ら
の
名
の
も
と
に
「
彼
は
何
に
出
逢
っ
た
か
」
と
云
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
に
向
う
べ
き
で
あ
る
。

数
学
的
解
釈
は
単
に
賭
の
形
式
を
説
明
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
の
形
式
を
成
立
せ
し
め
そ
れ
を
意
味
あ
ら
し
め

て
い
る
地
盤
に
就
い
て
は
何
事
も
我
々
に
教
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
も
パ
ス
カ
ル
の
賭
が
公
算
法
の
形
式
を
と



パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究

六
五

っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
、
彼
に
始
っ
た
の
で
な
く
既
に
歴
史
あ
る
賭
の
取
扱
方
に
於
て
、
数
学
的
天
才
と
し

て
の
パ
ス
カ
ル
が
現
し
た
特
色
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
然
し
こ
の
形
式
を
も
っ
て

賭
に
於
け
る
本
質
的
な
る
も
の
が
表
現
さ
れ
得
る
と
考
え
る
と
き
、
ひ
と
は
重
大
な
る
困
難
に
陥
る
こ
と
と
な
ろ

う
。
賭
を
数
学
的
に
解
釈
す
る
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
賭
の
本
質
が
神
の
存
在
を
理
論
的
に

0

0

0

0

証
明
す
る
に
あ
る
と

見
做
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
の
疑
問
は
恰
も
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
。
パ
ス
カ
ル
の
出
逢
っ
た
神
は
如
何
な

る
神
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
固
よ
り
デ
カ
ル
ト
が
理
論
的
認
識
の
確
実
性
を
保
証
す
る
た
め
に
存
在
の
証
明
を
必

要
と
し
た
が
如
き
神
で
は
な
か
っ
た
。
却
っ
て
パ
ス
カ
ル
は
デ
カ
ル
ト
の
方
法
が
た
だ
合
理
的
な
る
神
を
示
し

得
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
批
難
す
る
。「
基
督
者
の
神
は
単
に
幾
何
学
的
真
理
及
び
元
素
の
秩
序
の
創
造
者
と
し

て
の
神
に
於
て
成
立
し
て
い
な
い
、
そ
れ
は
異
教
人
と
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
の
こ
と
で
あ
る
」（556

）。
パ
ス
カ
ル

の
神
は
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
ザ
ク
の
神
、
ヤ
コ
ブ
の
神
で
あ
っ
て
、
哲
学
者
と
博
識
者
の
神
で
は
な
い
。
そ

れ
は
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
神
で
あ
る
」（Le M

ém
orial

）。
神
は
論
理
的
に
推
理
さ
れ
た
神
で
な
く
し
て
、D

eum
 

m
eum

et D
eum

 vestrum

で
あ
る
。
か
か
る
神
は
勿
論 m

ore geom
etrico

に
そ
の
存
在
を
証
明
し
得
べ
く
も
な
い

で
あ
ろ
う
。
賭
の
理
論
的
解
釈
は
単
に
対
象
0

0

に
対
し
て
不
充
全
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
更
に
対
象

を
把
捉
す
る
器
官
0

0

に
対
し
て
不
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
パ
ス
カ
ル
に
依
れ
ば
信
仰
の
主
な
る
器
官
は
意
志
で
あ
る



六
六

（99)

。
神
に
関
係
す
る
限
り
最
も
重
要
な
の
は
知
識
で
な
く
て
意
志
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
神
は
叡
智
よ
り
も
意
志

を
一
層
多
く
動
か
す
こ
と
を
願
う
」（581)

。「
神
を
知
る
こ
と
か
ら
神
を
愛
す
る
こ
と
へ
は
如
何
に
遠
く
離
れ

て
い
る
か
」（280

）。
パ
ス
カ
ル
の
求
め
た
も
の
は
理
論
的
証
明
で
は
な
く
却
っ
て
意
志
の
決
断
の
根
拠
で
あ
る
。

賭
が
本
体
論
的
証
明
（argum

ent ontologique

）
に
代
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
賭
の
名
は
神
の
問

題
の
中
心
が
意
志
に
関
係
す
る
と
云
う
こ
と
に
対
す
る
表
現
で
あ
る
。
本
体
論
的
証
明
は
形
式
的
な
絶
対
者
を
立

て
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
も
、
内
容
的
な
、
生
命
あ
る
、
意
志
に
と
っ
て
意
味
を
有
す
る
絶
対
者
と
は
無
関
係

で
あ
る
。
知
性
の
証
明
と
し
て
の
本
体
論
的
証
明
か
ら
意
志
の
証
明
と
し
て
の
賭
に
移
る
こ
と
は
、
神
の
理
念
か

ら
神
の
実
在
へ
到
る
こ
と
で
あ
る＊

。
か
く
し
て
賭
は
ひ
と
つ
の
実
践
的

0

0

0

証
明
で
あ
る
。

＊　

J. Lachelier, N
otes sur le Pari de Pascal.

参
照
。

賭
の
実
践
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
私
は
一
層
立
入
っ
て
賭
の
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

賭
の
地
盤
、
そ
の
基
礎
経
験
と
も
云
う
べ
き
も
の
を
解
釈
し
よ
う
。
先
ず
第
一
に
、
私
は
必
ず
0

0

賭
を
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
か
、
む
し
ろ
一
般
に
賭
を
し
な
い
こ
と
が
私
に
と
っ
て
正
し
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
パ
ス
カ

ル
は
答
え
る
、「
よ
ろ
し
い
、
然
し
賭
は
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
気
随
の
事
柄
で
な
い
、
君
は
す
で
に

船
出
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
。
私
が
賭
け
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
理
論
的
に
は
存
在
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し
な
い
。
理
論
的
に
は
私
が
賭
に
対
し
て
絶
対
に
無
頓
着
で
あ
り
、純
粋
に
中
立
的
で
あ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

然
る
に
か
か
る
態
度
を
採
る
の
を
許
さ
な
い
も
の
は
我
々
の
存
在
の
不
安
で
あ
る
。
自
覚
的
な
る
生
を
生
き
る
者

は
不
安
で
あ
る
が
故
に
彼
は
無
頓
着
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
自
己
の
存
在
の
不
安
を
知
る
者
は
求
め
て
止

む
こ
と
な
き
が
故
に
中
立
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
宗
教
的
不
安
は
お
よ
そ
賭
が
意
味
を
有
し
得
る
と
こ
ろ

の
地
盤
で
あ
る
。
我
々
の
衷
に
於
け
る
、
我
々
の
周
囲
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
声
を
上
げ
て
我
々
の
悲
惨
を

叫
ぶ
。
我
々
の
生
の
果
敢
無
さ
、
我
々
の
社
会
の
欠
陥
、
我
々
の
理
知
の
無
力
を
思
う
と
き
、
我
々
は
唯
絶
望
す

る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
所
謂
懐
疑
論
者
ピ
ロ
ニ
ア
ン
【Pyrrhonian

】
は
中
立
的
に
と
ど
ま
り
得
る
と
考
え
る
で

あ
ろ
う
が
（434)

、
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
懐
疑
と
困
惑
を
感
ず
る
者
は
賭
を
す
る
以
外
自
己
の
状

態
を
転
換
す
べ
き
途
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
究
極
的
な
る
意
志
決
定
が
私
を
待
っ
て
お
る
。
私
は
す

で
に
船
出
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
。
私
の
行
為
の
一
々
の
動
作
、
私
の
意
志
の
一
々
の

運
動
は
、
謂
わ
ば
賭
の
問
題
の
或
る
解
決
を
含
蓄
的
に
含
ん
で
お
る
。
人
間
は
普
通
に
は
自
愛
（am

our-propre

）

に
従
い
、
そ
れ
の
満
足
に
於
て
生
活
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
自
愛
に
関
し
て
は
如
何
な
る
中
立
的
態
度
も
可
能
で

な
い
。
け
だ
し
自
愛
は
我
々
に
と
っ
て
自
然
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
我
々
の
自
然
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
明

確
な
決
断
に
よ
っ
て
断
念
し
な
い
と
云
う
こ
と
は
、
こ
れ
に
我
々
の
生
の
指
導
を
全
く
委
す
こ
と
を
意
味
す
る
、



六
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そ
し
て
そ
れ
は
実
際
に
於
て
、
恰
も
他
の
生
を
希
望
せ
ぬ
が
如
く
、
従
っ
て
神
の
存
在
せ
ぬ
こ
と
を
承
認
す
る
か

の
如
く
振
舞
う
所
以
で
あ
る
。
永
遠
の
生
を
、
そ
れ
故
に
神
の
存
在
を
信
じ
る
こ
と
は
理
論
の
問
題
で
な
く
て
実

践
的
な
る
問
題
で
あ
る
。「
魂
が
死
滅
す
る
か
若
く
は
不
死
で
あ
る
か
と
云
う
こ
と
が
、
道
徳
に
於
て
全
き
相
違

を
つ
く
る
べ
き
は
疑
わ
れ
な
い
」（219

）。
神
が
在
る
か
無
い
か
に
従
っ
て
私
が
全
く
異
な
っ
て
行
動
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
然
る
に
神
に
関
係
す
る
限
り
に
於
て
我
々
が
中
立
的
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
い
つ
で
も
「
此
れ
か
―
―
彼
れ
か
」
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
神
に
加
担
し
な
い
者
は
神
に
敵
対

す
る
者
で
あ
る
（899)

。
そ
れ
故
に
若
し
ひ
と
が
偏
に
自
愛
の
満
足
に
生
き
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
単
に
彼
の

自
然
に
従
っ
て
中
立
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
彼
は
神
に
反
対
し
て
賭
け
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
彼
が
こ
の

事
実
を
認
識
せ
ず
し
て
平
然
と
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
自
愛
に
妨
げ
ら
れ
て
自
己
の
在
る
が
侭
の
状
態
に
就
い
て

理
解
を
も
た
ぬ
た
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。自
愛
の
性
質
は
自
己
の
真
の
態
を
蔽
い
隠
す
こ
と
に
あ
る（100

）。

我
を
愛
す
る
者
は
自
己
が
悲
惨
と
欠
陥
と
に
充
ち
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
を
好
ま
ぬ
か
ら
、
彼
は
自
己
の
存
在
の

真
理
を
自
ら
と
他
と
に
対
し
て
ひ
た
す
ら
に
偽
ろ
う
と
す
る
、
こ
の
虚
偽
の
中
立
、
虚
偽
の
安
静
を
震
盪
す
る
も

の
は
宗
教
的
不
安
で
あ
る
。人
間
の
存
在
の
不
安
の
自
覚
に
於
て
我
々
が
賭
け
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
成
立
す
る
。

第
二
に
、
一
般
に
賭
が
意
味
あ
る
も
の
で
あ
り
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
条
件
と
し
て
賭
の
二
つ
の
側
の
い
ず
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れ
も
が
同
様
に
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
何
が
神
の
存
在
す
る
こ
と
従
っ
て
永
久
の
浄
福
の

あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
を
保
証
し
得
る
の
で
あ
る
か
。
こ
の
場
合
神
若
く
は
永
久
の
浄
福
の
概
念
が
論
理
的

に
矛
盾
を
含
ま
な
い
こ
と
を
証
明
し
得
る
と
し
て
も
不
十
分
で
あ
る
。
か
か
る
論
理
的
可
能
性
は
単
に
空
虚
な
形

式
に
過
ぎ
ず
、
賭
の
出
発
点
と
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
我
々
の
経
験
は
我
々
の
生
従
っ
て
こ
の
生
の
幸
福
が
実

在
し
得
る
こ
と
を
教
え
る
。
然
る
に
神
と
永
生
と
に
就
い
て
、
そ
れ
が
唯
論
理
的
に
不
可
能
で
な
い
と
云
う
こ
と

で
は
な
く
、
更
に
そ
れ
が
実
在
的
に
可
能
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
示
す
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
即
ち
宗
教

的
不
安
に
外
な
ら
な
い
。
宗
教
的
不
安
の
本
質
は
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
求
め
る
者
は
既
に
得
て

お
る
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
パ
ス
カ
ル
は
云
う
、「
汝
に
慰
め
あ
れ
、
若
し
汝
に
し
て
我
に
出
逢
わ
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
汝
は
我
を
尋
ね
ぬ
で
あ
ろ
う
」（C

onsole-toi, tu ne m
e chercherais pas, si tu ne m

’avais trouvé.

）（Le 
M

ystére de Jésus.

）＊

我
々
の
求
め
る
心
に
し
て
濁
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
限
り
、
我
々
の
不
安
に
し
て
確
実
な
も
の

で
あ
る
限
り
、
神
の
実
在
し
得
る
可
能
性
は
、
こ
の
不
安
、
こ
の
求
め
る
心
の
裡
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
蓋
し
基

督
者
の
神
の
特
質
は
こ
れ
を
所
有
す
る
者
に
彼
の
惨
め
さ
を
内
面
的
に
感
ぜ
し
め
る
に
あ
る
（556

）。
彼
を
崇

め
る
者
に
摂
理
に
よ
っ
て
単
に
幸
福
な
永
寿
を
授
け
る
神
は
基
督
者
の
神
で
な
い
。
不
安
は
神
の
体
験
に
於
て
原

始
的
に
し
て
根
本
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
ま
た
記
し
て
い
る
、「（
新
し
き
光
を
見
た
）
魂
は
嘗
て
彼
を
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楽
し
ま
せ
た
も
の
を
最
早
安
ら
か
に
味
わ
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
ひ
と
つ
の
連
続
的
な
不
安
が
こ
の
享
楽
に
於
て

彼
と
戦
い
、
そ
し
て
こ
の
内
面
的
な
眼
は
彼
に
彼
が
嘗
て
は
彼
の
こ
こ
ろ
を
傾
け
尽
し
て
身
を
委
せ
た
も
の
の

間
に
あ
っ
て
慣
わ
し
来
っ
た
快
感
を
今
は
見
出
さ
し
め
な
い
」（X, 422

）＊
＊。
宗
教
的
不
安
を
深
く
明
ら
か
に
体

験
し
そ
れ
を
偽
る
こ
と
な
く
告
白
す
る
と
こ
ろ
に
我
々
は
パ
ス
カ
ル
の
思
想
の
最
も
著
し
い
特
色
に
出
逢
う
の
で

あ
る
。
そ
し
て
恰
も
そ
の
故
に
ニ
ー
チ
ェ
は
パ
ス
カ
ル
に
於
て
「
あ
ら
ゆ
る
基
督
者
の
う
ち
の
第
一
人
者
」（der 

erste aller C
hristen

）
を
発
見
し
得
た
と
信
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
求
め
る
者
の
情
熱
、
人
性
を
理
解
す
る
才
智
、

不
安
の
告
白
の
正
直
の
結
合
に
於
て
パ
ス
カ
ル
は
最
も
基
督
者
的
な
る
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
そ
の
故

に
、
自
己
の
内
奥
に
は
秘
め
ら
れ
た
基
督
者
が
荒
れ
て
い
た
か
の
鋭
敏
な
る
反
基
督
者
は
、
基
督
者
な
る
パ
ス
カ

ル
に
於
て
自
己
と
等
し
き
魂
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
ニ
ー
チ
ェ
は「
唯
墓
あ
る
と
こ
ろ
に
の
み
甦
生
は
あ
る
」

と
云
う
。
蒼
ざ
め
瘠
せ
こ
け
た
顔
の
上
に
の
み
新
し
い
未
来
の
曙
光
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。

＊　

パ
ス
カ
ル
の
こ
の
言
葉
は
明
ら
か
に
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
『
懺
悔
録
』
第
十
巻
、第
十
八
章
か
ら
出
て
い
る
。
我
々

は
ま
た
同
じ
巻
の
第
二
十
章
に
於
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
｟neque enim

 am
arem

us eam
, nisi nossem

us.

｠
と
記

し
て
い
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

＊
＊
パ
ス
カ
ル
と
多
く
の
点
に
於
て
共
通
し
た
魂
を
も
っ
て
い
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
我
々
に
語
る
、「
基
督
教
が
世
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に
現
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
そ
れ
が
腹
立
し
き
こ
と
（Ä

rgernis

）
で
あ
る
の
を
示
す
必
要
が
な
か
っ
た
、
な
ぜ
な
ら

そ
の
と
き
腹
を
立
て
た
世
界
は
こ
の
こ
と
を
十
分
容
易
に
発
見
し
た
か
ら
で
あ
る
。
今
は
然
し
、
今
、
世
界
は
基

督
教
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
今
は
基
督
教
は
何
よ
り
も
自
ら
腹
立
た
し
き
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」

( Sören K
ierkegaard, Leben und W

alten der Liebe, S.209.

）

然
し
な
が
ら
第
三
に
、
神
従
っ
て
永
遠
の
浄
福
の
在
る
こ
と
が
実
在
的
に
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
若
し
こ

の
世
の
生
従
っ
て
現
在
の
幸
福
に
し
て
絶
対
に
確
実

0

0

0

0

0

な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
賭
は
本
来
の
意
味
に
於
て
成
立
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
か
な
ら
ば
、
確
実
な
る
も
の
と
可
能
な
る
も
の
と
は
相
異
な
る
次
元
に
属
し
、
そ
し
て
賭

は
同
じ
次
元
に
於
て
可
能
な
る
も
の
の
間
に
の
み
成
立
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
人
々
が
賭
け
ね
ば
な
ら
ぬ

内
面
的
理
由
を
経
験
し
な
い
の
は
、
彼
等
が
こ
の
生
と
そ
れ
の
も
た
ら
す
幸
福
と
を
絶
対
確
実
な
る
も
の
と
信
じ

て
安
ん
じ
て
こ
れ
ら
の
も
の
に
執
着
し
て
い
る
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
確
実
と
安
静
と
を
動

揺
せ
し
め
る
も
の
は
我
々
の
存
在
の
反
省
に
必
然
的
に
伴
う
と
こ
ろ
の
不
安
で
あ
る
。
殊
に
死
の
不
安
は
ひ
と
に

彼
の
生
が
ひ
と
つ
の
可
能
な
る
彼
の
存
在
の
存
在
の
仕
方
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
理
解
せ
し
め
る
。
死
の
見
方
は
実
に

生
そ
の
も
の
を
可
能
化
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
に
於
て
現
在
の
生
が
確
実
で
も
な
く
必
然
的
で
も
な
い

と
云
う
こ
と
を
学
び
得
た
者
に
と
っ
て
の
み
賭
は
十
分
な
理
由
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
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こ
で
も
ま
た
宗
教
的
不
安
は
お
よ
そ
賭
が
意
味
あ
る
も
の
で
あ
る
た
め
の
根
拠
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

か
よ
う
に
し
て
私
は
人
間
の
存
在
の
不
安
の
自
覚
に
於
て
パ
ス
カ
ル
の
賭
を
解
釈
す
る
地
盤
を
見
出
し
得
た

か
の
よ
う
に
思
う
。賭
に
於
け
る
計
算
は
こ
の
場
合
独
立
に
そ
し
て
理
論
的
に
神
の
存
在
を
証
明
す
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
そ
れ
は
神
の
信
仰
に
対
す
る
意
志
決
定
の
目
的
の
た
め
に
、
ひ
と
つ
の
実
践
的
な
る
智
慧
と
し
て
、
手
段

の
用
を
な
す
に
過
ぎ
ぬ
。
賭
の
理
論
は
宗
教
的
不
安
の
基
礎
経
験
の
上
に
於
て
初
め
て
そ
の
証
明
の
力
を
発
揮
し

得
る
。
死
の
見
方
を
離
れ
て
賭
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
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第
三　

愛
の
情
念
に
関
す
る
説

『
愛
の
情
念
に
関
す
る
説
』（D

iscours sur les passions de l’am
our

【
津
田
穣 

訳. 

養
徳
社, 

昭
和22

】)

が
初
め

て
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ウ
ザ
ン
に
依
っ
て
見
出
さ
れ
た
の
は
千
八
百
四
十
二
年
で
あ
る
。
こ
の
発
見
は
歴
史
家
や
哲

学
者
の
驚
き
と
喜
び
の
的
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
そ
の
後
の
絶
え
間
な
き
彼
等
の
論
争
と
批
評

と
の
種
と
な
っ
た
。
ひ
と
は
先
ず
パ
ス
カ
ル
に
恋
の
経
験
が
あ
っ
た
か
、
若
し
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
の
相
手
は
誰

で
あ
っ
た
か
に
就
い
て
論
じ
た
。
け
れ
ど
こ
れ
ら
の
問
題
に
先
立
っ
て
決
せ
ら
る
べ
き
一
層
重
要
な
事
柄
は
、
こ

の
書
が
は
た
し
て
パ
ス
カ
ル
自
身
の
著
で
あ
る
か
否
か
と
云
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ク
ウ
ザ
ン
の
発
見
し

た
の
は
写
本
で
あ
っ
て
原
本
で
な
く
、
そ
し
て
こ
の
写
本
に
は
書
の
表
題
の
外
に
単
に
「
ひ
と
は
そ
れ
を
パ
ス
カ

ル
氏
に
帰
す
」（on l’attribue à M

. Pascal

）
と
記
さ
れ
て
い
た
の
み
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
書
の
原
本

は
今
に
至
る
ま
で
見
出
さ
れ
ず
、
そ
し
て
そ
れ
が
パ
ス
カ
ル
の
作
で
あ
る
こ
と
を
証
す
べ
き
外
面
的
な
典
拠
は
な

お
今
日
ま
で
発
見
さ
れ
ぬ
に
拘
ら
ず
、
本
文
の
内
面
的
批
評
が
そ
れ
を
パ
ス
カ
ル
の
著
作
と
見
做
す
べ
き
根
拠
を

与
え
得
る
と
云
う
意
見
は
現
今
パ
ス
カ
ル
研
究
に
於
て
権
威
あ
る
学
者
の
間
に
汎
く
行
わ
れ
て
お
る
。
私
は
こ
れ

ら
の
人
々
に
信
頼
す
べ
き
理
由
が
あ
る
と
思
う
。
然
し
乍
ら
私
が
こ
こ
に
取
扱
お
う
と
す
る
の
は
右
の
諸
問
題
の
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い
ず
れ
で
も
な
く
、
む
し
ろ
直
接
に
『
愛
の
情
念
に
関
す
る
説
』
の
内
容
を
分
析
し
解
釈
し
、
次
に
こ
れ
を
『
パ

ン
セ
』
の
思
想
と
比
較
し
対
照
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
パ
ス
カ
ル
を
し
て
パ
ス
カ
ル
自
ら
を
判
か
し
め
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
と
き
我
々
は
予
め
一
二
の
事
実
を
思
い
起
す
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。『
愛
の
情
念
に
関
す
る

説
』
の
著
作
の
年
月
は
固
よ
り
明
確
に
定
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
そ
れ
が
パ
ス
カ
ル
の
第
二
次
の
そ
し
て
究

極
的
な
改
心
に
先
立
つ
年
即
ち
千
六
百
五
十
二
年
と
五
十
三
年
の
頃
の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
は
一
般
に
評
家

の
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
所
謂
「
地
上
の
生
」
の
時
代
に
於
て
、
パ
ス
カ
ル
は
メ
レ
（C

hevalier 

de M
éré

）
と
親
し
く
交
わ
り
、
そ
の
深
い
感
化
を
受
け
た
。
デ
カ
ル
ト
が
王
女
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
の
た
め
に
『
情

念
論
一
般
』（D

es passions en général

）
を
書
い
た
の
は
千
六
百
四
十
六
年
で
あ
り
、
そ
れ
が
世
に
出
た
の
は

千
六
百
四
十
九
年
で
あ
る
。パ
ス
カ
ル
が
デ
カ
ル
ト
の
情
念
に
就
い
て
の
考
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。

ひ
と
は
『
愛
の
情
念
に
関
す
る
説
』
が
何
よ
り
も
右
の
二
人
の
思
想
家
の
影
響
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
記
憶
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
人
間
は
考
え
る
た
め
に
生
れ
て
お
る
」（III, 119
）。
―
―
「
我
々
が
た
だ
愛
す
る
た
め
に
こ
の
世
に
あ
る

こ
と
を
誰
が
疑
う
で
あ
ろ
う
か
」（III, 123

）。
考
え
る
こ
と
、
愛
す
る
こ
と
は
、
パ
ス
カ
ル
に
依
れ
ば
、
人
間

の
本
性
で
あ
る
。
こ
の
本
性
に
応
じ
て
生
き
る
こ
と
は
幸
福
を
作
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
幸
福
を
満
す
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こ
と
は
人
間
の
存
在
の
目
的
を
完
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
既
に
我
々
の
分
析
の
出
発
点
に
於
て
、『
愛
の

情
念
に
関
す
る
説
』
が
生
を
全
く
内
在
的
に

0

0

0

0

0

0

解
釈
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
を
知
る
。
な
ぜ
な
ら
幸
福
を
求

め
る
の
は
我
々
の
生
そ
の
も
の
に
内
具
す
る
根
本
的
要
求
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
人
間
は
快
楽
の
た
め
に
生
れ

て
い
る
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
感
じ
る
、
ひ
と
は
他
の
証
拠
を
要
し
な
い
」（III, 126

）。
そ
し
て
幸
福
に
身
を
委

せ
る
こ
と
は
、
パ
ス
カ
ル
に
依
れ
ば
、「
理
性
に
従
う
」
の
謂
で
あ
る＊

。
生
の
内
在
的
解
釈
は
『
パ
ン
セ
』
に
お

い
て
企
て
ら
れ
た
生
の
解
釈
、
即
ち
人
間
の
存
在
を
超
越
的
な
る
も
の
と
の
関
係
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

解
釈
す
る
と
云
う
こ
と

と
比
べ
て
著
し
い
対
照
を
形
造
っ
て
お
る
。
と
こ
ろ
で
生
と
超
越
的
な
る
も
の
と
の
関
係
を
顕
に
す
る
も
の
は
宗

教
的
不
安
に
外
な
ら
な
い
。
宗
教
的
不
安
の
欠
乏
は
私
の
今
研
究
し
よ
う
と
す
る
書
の
最
も
注
目
す
べ
き
特
色
で

あ
る
。

＊
「
理
性
」（raison

）
は
パ
ス
カ
ル
に
於
て
単
に
知
的
な
る
能
力
の
み
の
謂
で
は
な
い
。
こ
の
語
は
屡
々
、
ボ
ル

ン
ハ
ウ
ゼ
ン
が
適
切
に
訳
し
て
い
る
よ
う
に
、
広
く
「
精
神
的
必
然
性
」（geistge N

otw
endigkeit

）
を
意
味
す

る
。
精
神
的
必
然
性
は
固
よ
り
合
理
的
必
然
性
に
限
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。（K

. B
ornhausen, Pascal, S.86 u.87 

A
nm

erkung.

）

人
間
を
思
惟
的
存
在
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
正
し
い
。
け
れ
ど
そ
れ
は
一
面
的
な
見
方
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に
過
ぎ
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
「
人
間
は
明
ら
か
に
考
え
る
た
め
に
創
ら
れ
て
い
る
」（146

）
が
、
し
か
し
愛
は
ま
た

彼
の
本
性
に
属
し
、
こ
の
も
の
を
欠
い
て
は
彼
の
存
在
性
は
完
成
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
寧
ろ
情
念
は
知
的
作

用
と
同
等
の
権
利
を
も
っ
て
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ス
カ
ル
は
情
念
の
権
利
を
精
神
的
必
然
性
と
し
て
の
理

性
に
基
づ
け
て
い
る
。
彼
は
云
う
、「
情
念
は
過
度
で
あ
る
こ
と
な
く
し
て
は
美
し
く
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

そ
こ
で
ひ
と
は
世
間
の
評
判
を
顧
み
な
い
、
と
云
う
の
は
彼
は
世
間
が
我
々
の
行
為
を
、
そ
れ
が
理
性
か
ら
出
て

い
る
が
故
に
、
既
に
批
難
し
得
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（III

、135

）。
然
し
な
が
ら
情
念
の
意
義

は
我
々
の
存
在
の
本
質
的
な
る
状
態
を
反
省
す
る
と
き
最
も
明
瞭
に
な
っ
て
来
る
。
蓋
し
動
性
は
人
間
の
根
本
的

規
定
で
あ
る
。
従
っ
て
「
彼
は
一
様
な
生
活
に
自
己
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
彼
は
運
動
と
活
動
と
を

要
す
る
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
生
々
し
た
そ
し
て
深
い
源
を
彼
の
心
臓
に
於
て
感
ず
る
と
こ
ろ
の
情
念
に

よ
っ
て
彼
が
時
々
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」（III, 119

）。
思
惟
は
人
間
の
本
性
に
属
し
な
が
ら
、
然

も
純
粋
な
思
惟
は
あ
ま
り
に
永
き
に
亙
る
と
き
ひ
と
を
疲
ら
し
め
、
気
を
落
さ
し
め
る
。
こ
れ
に
反
し
て
そ
れ
自

ら
特
殊
な
る
動
性
と
し
て
情
念
は
、
一
般
に
動
性
を
本
質
と
す
る
人
間
の
存
在
の
全
体
に
最
も
適
わ
し
き
魂
の
は

た
ら
き
で
あ
る
。
自
覚
的
思
惟
は
人
間
に
と
っ
て
「
自
然
的
」
で
は
あ
る
け
れ
ど
彼
の
自
然
で
な
く
、
彼
に
と
っ

て
「
自
然
」
で
あ
る
の
は
む
し
ろ
情
念
で
あ
る
。
情
念
の
生
に
対
す
る
優
越
な
る
意
味
は
根
本
的
に
は
我
々
が
運
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動
的
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
情
念
を
断
念
し
否
定
す
る
こ
と
は
生
そ
の

も
の
を
断
念
し
否
定
す
る
の
謂
で
あ
る
。
生
の
目
的
は
生
の
自
然
を
滅
す
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
こ
れ
を
浄
め
、

こ
れ
に
光
を
与
え
、
斯
く
し
て
こ
れ
を
深
め
る
に
あ
る
。

思
惟
と
愛
と
は
単
に
人
間
の
二
つ
の
本
性
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
ま
た
相
互
の
間
に
密
接
な
関

係
を
保
っ
て
お
る
。
一
方
に
於
て
純
粋
な
思
惟
が
我
々
の
存
在
の
全
部
を
満
足
さ
せ
ぬ
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

他
方
に
於
て
愛
が
詩
人
の
考
え
る
如
く
盲
目
的
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
若
し
ひ
と
が
愛
か
ら
知
性
を
除
き

去
る
べ
き
で
あ
り
、ま
た
除
き
去
り
得
る
と
し
た
な
ら
ば
、「
我
々
は
甚
だ
不
快
な
る
機
械
で
あ
る
で
あ
ろ
う
」（III, 

136

）。
む
し
ろ
愛
は
思
惟
と
不
可
離
に
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
恰
も
思
惟
を
排
除
す
る
か
の
よ

う
に
見
え
る
の
は
、
愛
に
於
け
る
思
惟
の
は
た
ら
き
の
仕
方
0

0

が
、
そ
れ
が
他
の
対
象
に
向
う
場
合
と
全
く
同
一
で

な
い
の
に
因
る
の
で
あ
る
。
思
惟
は
愛
に
於
て
は
た
ら
く
と
き
火
急
で
あ
り
、
凡
て
を
根
本
的
に
吟
味
す
る
こ
と

な
し
に
偏
頗
に
自
己
を
ひ
と
つ
の
側
に
投
げ
か
け
る
。
か
か
る
思
惟
と
雖
も
つ
ま
り
は
理
性
の
ひ
と
つ
の
作
用
に

外
な
ら
な
い
（III, 136

）。「
火
急
性
」（précipitation
）
は
愛
に
於
け
る
思
惟
の
第
一
の
特
色
で
あ
る
。
然
し
な

が
ら
こ
の
思
惟
は
ひ
と
り
火
急
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
ま
た
そ
れ
は
執
着
的
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
「
愛
は

唯
思
惟
の
執
着
に
於
て
の
み
成
立
し
て
い
る
」
と
云
っ
て
お
る
（III, 138

）。
単
に
知
的
な
る
思
惟
が
対
象
に
向



七
八

っ
て
注
意
的
（attentif

）
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
に
反
し
て
愛
の
思
惟
は
相
手
に
対
し
て
執
着
的
（attaché

）
で
あ
る
。

即
ち
こ
の
思
惟
は
情
意
的
な
（affectif

）
関
係
を
含
ん
で
お
る
。「
執
着
性
」（attachem

ent

）
は
愛
に
於
け
る
思

惟
の
第
二
の
特
色
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
思
惟
が
愛
に
あ
っ
て
は
火
急
で
あ
り
執
着
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
情

意
と
共
に
は
た
ら
く
知
性
で
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。
火
急
に
し
て
執
着
的
な
る
思
惟
は
疑
い
も
な
く
対
象
の
真
偽

を
判
別
す
る
こ
と
に
適
し
な
い
。
然
る
に
愛
に
於
て
は
対
象
の
真
理
と
虚
偽
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
第
一
次
的
で

な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
快
楽
に
関
し
て
云
う
、「
真
な
る
快
楽
も
偽
な
る
快
楽
も
同
様
に
心
を
満
す
こ
と
が
出
来
る
。

蓋
し
快
楽
が
偽
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
、
ひ
と
が
唯
そ
れ
が
真
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
さ
え
す
る
限
り
、
事
柄

に
は
何
等
の
意
味
を
も
有
た
ぬ
こ
と
で
あ
る
」（III, 126

）。
こ
こ
に
彼
は
デ
カ
ル
ト
の
思
想
を
継
い
で
情
念
を
、

そ
れ
の
対
象
が
真
な
る
か
偽
な
る
か
に
従
っ
て
、
真
な
る
も
の
と
偽
な
る
も
の
と
に
別
っ
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
彼

は
デ
カ
ル
ト
に
一
歩
を
進
め
て
、
情
念
に
於
け
る
最
も
重
要
な
契
機
が
対
象
の
真
偽
に
係
わ
ら
ぬ
こ
と
を
特
に
注

意
し
て
い
る
。
情
念
に
於
て
決
定
的
な
る
も
の
は
知
的
判
断
の
真
理
性
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
意
志
の
同
意
と
信

仰
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
愛
の
情
念
に
於
て
は
た
ら
く
思
惟
の
作
用
に
あ
っ
て
は
、
対
象
の
真
偽
の
判
別
は
そ
れ

の
最
も
主
要
な
る
役
目
に
属
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
思
惟
は
む
し
ろ
対
象
を
全
体
と
し
て
包
括
的
に
理
解
0

0

す
る
能
力
で
あ
る
。
理
解
と
は
情
意
の
関
係
を
含
ん
だ
思
惟
の
認
識
の
謂
で
あ
る
。
か
か
る
理
解
に
於
て
は
真
偽
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の
判
別
は
第
一
義
的
で
な
い
。
単
に
知
的
の
み
な
る
思
惟
が
区
別
的
で
あ
る
に
対
し
て
、
情
意
の
関
係
を
含
む
思

惟
は
抱
擁
的
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
愛
に
於
け
る
思
惟
の
第
三
の
特
色
に
出
逢
う
の
で
あ
る
。
愛
は
、
屡
々
誤

っ
て
考
え
ら
れ
る
如
く
、
単
純
に
思
惟
を
包
括
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
知
性
が
意
志
若
く
は
感
情
に
関
係
し
て

作
用
す
る
場
合
、
そ
れ
は
そ
れ
が
純
粋
な
知
的
対
象
に
向
う
場
合
と
異
な
っ
た
特
殊
な
は
た
ら
き
の
仕
方
を
も
た

ね
ば
な
ら
ぬ
。
愛
の
情
念
の
分
析
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
単
に
そ
れ
の
知
的
要
素
を
発
見
す
る
こ
と
で
な
く
、

却
っ
て
そ
れ
に
於
け
る
思
惟
の
特
殊
な
る
は
た
ら
き
の
仕
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
明
瞭
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
愛
と
思
惟
と
の
関
係
に
就
い
て
の
パ
ス
カ
ル
の
思
想
を
一
層
詳
し
く
検
べ
て
み
よ
う
。
こ
の
と

き
先
ず
私
は
彼
が
知
性
の
は
た
ら
き
を
二
つ
の
方
向
に
別
っ
て
い
る
の
を
見
出
す
。「
二
つ
の
種
類
の
心
が
あ
る
、

ひ
と
つ
は
幾
何
学
的
な
る
心
（esprit géom

étrique

）
で
あ
り
、
他
は
ひ
と
が
繊
細
の
心
（esprit de finesse

）
と

呼
び
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」（III, 122
）。
最
初
の
も
の
は
緩
か
な
、
厳
し
い
、
曲
げ
難
い
知
見
を
も
っ

て
い
る
。
後
の
も
の
は
こ
れ
に
反
し
て
、
彼
の
愛
す
る
も
の
の
愛
す
べ
き
種
々
の
方
面
に
同
時
に
彼
が
適
用
す
る

と
こ
ろ
の
し
な
や
か
な
思
想
を
も
っ
て
お
る
（III, 123
）。
幾
何
学
的
な
る
心
は
疑
い
も
な
く
数
学
的
論
理
的
な

る
認
識
の
仕
方
を
意
味
す
る
。
そ
の
特
色
は
凡
て
の
命
題
を
根
本
概
念
か
ら
誘
導
し
若
く
は
根
本
概
念
に
還
元
す

る
に
あ
る
。
ひ
と
は
定
義
と
公
理
と
か
ら
出
発
し
、
一
歩
一
歩
と
証
明
の
途
を
辿
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
ら
こ
れ
ら
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の
定
義
と
公
理
と
に
基
礎
を
も
ち
そ
し
て
ま
た
後
に
来
る
も
の
に
対
し
て
は
基
礎
と
な
る
と
こ
ろ
の
諸
定
理
を
推

論
す
る
。
そ
の
原
理
は
日
常
の
経
験
か
ら
離
れ
て
い
な
が
ら
最
も
鮮
か
な
明
証
を
も
っ
て
お
る
。
我
々
は
こ
の
場

合
パ
ス
カ
ル
が
デ
カ
ル
ト
と
は
異
な
っ
て
数
学
的
方
法
の
模
範
と
し
て
特
に
幾
何
学
を
選
ん
だ
こ
と
に
注
意
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
デ
カ
ル
ト
は
思
惟
の
方
法
の
理
想
と
し
て
数
を
取
扱
う
算
術
を
採
り
、
こ
の
方
法
を
あ
ら
ゆ
る
対
象

に
応
用
す
べ
き
こ
と
を
考
え
て
終
に
「
普
遍
学
」（M

athesis universalis

）
の
思
想
に
ま
で
到
達
し
た
に
反
し
て
、

パ
ス
カ
ル
は
図
形
と
量
と
を
研
究
す
る
幾
何
学
を
数
学
的
思
惟
の
典
型
と
見
做
す
と
同
時
に
、
こ
の
方
法
の
打
勝

ち
難
き
制
限
を
紛
う
と
こ
ろ
な
く
理
解
し
た
。
こ
の
こ
と
は
パ
ス
カ
ル
の
不
徹
底
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
却
っ

て
彼
の
積
極
的
な
る
普
遍
的
な
る
心
、
事
実
を
重
ん
じ
て
こ
れ
に
暴
力
を
加
え
る
こ
と
を
欲
せ
ぬ
優
し
き
心
の
顕

れ
で
あ
る
。
繊
細
の
心
は
幾
何
学
的
な
る
心
と
は
全
く
相
違
し
た
は
た
ら
き
の
仕
方
を
も
っ
て
お
る
。
そ
れ
は
具

体
的
存
在
、
現
実
的
な
る
形
象
と
出
来
事
を
、
そ
れ
の
全
き
具
体
性
と
現
実
性
と
に
於
て
、
理
解
す
る
方
法
で
あ

る
。
こ
の
方
法
は
こ
の
存
在
の
数
量
的
或
は
論
理
的
構
造
を
分
析
す
る
の
で
な
く
、
生
け
る
尽
し
難
く
豊
富
な
る

存
在
そ
の
も
の
の
特
質
と
性
格
と
を
全
体
と
し
て
把
捉
す
る
。
そ
の
原
理
は
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
宿
さ
れ
て
い

る
。
固
よ
り
こ
の
こ
と
は
こ
の
原
理
が
純
粋
に
経
験
的
な
る
こ
と
を
謂
う
の
で
な
い
。
繊
細
の
心
は
む
し
ろ
全
体

の
存
在
を
、そ
れ
の
経
験
的
内
容
と
先
験
的
本
質
と
の
生
け
る
綜
合
に
於
て
、直
接
に
理
解
す
る
仕
方
で
あ
る
。「
そ
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れ
は
眼
を
通
し
て
心
臓
に
ま
で
到
り
、
そ
し
て
外
部
の
運
動
に
よ
っ
て
そ
れ
は
内
部
に
起
る
事
柄
を
知
る
」（III, 

123

）。
そ
れ
は
明
ら
か
に
ひ
と
つ
の
直
観
で
あ
る
。
け
れ
ど
そ
れ
は
自
己
の
う
ち
に
構
造
を
も
つ
と
こ
ろ
の
直

観
で
あ
る
。
幾
何
学
的
な
る
心
が
主
と
し
て
頭
脳
の
こ
と
で
あ
る
に
反
し
て
、
繊
細
の
心
は
主
と
し
て
心
臓
に
属

す
る
。
繊
細
の
心
は
感
情
的
意
思
的
関
係
を
含
ん
で
い
る
が
、
然
も
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
方
法
0

0

と
し
て
、
そ
れ
自
身

特
殊
な
論
理
を
も
っ
て
お
る
。そ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
、「
心
臓
は
理
性
の
知
ら
ぬ
彼
の
論
理
を
も
っ
て
い
る
」（277

）

と
云
う
。
こ
の
よ
う
な
論
理
に
注
目
す
る
と
き
、
私
は
繊
細
の
心
を
、
普
通
解
さ
れ
て
い
る
如
く
こ
れ
を
直
観
と

呼
ぶ
よ
り
も
、
む
し
ろ
後
の
カ
ン
ト
の
思
想
を
思
い
起
し
て
、
こ
れ
を
「
判
断
力
」
と
名
附
け
る
こ
と
が
一
層
適

当
で
あ
る
と
思
う
。
蓋
し
カ
ン
ト
の
謂
う
反
省
的
判
断
力
も
自
己
の
う
ち
に
先
験
的
な
る
構
造
を
含
ん
で
い
る
。

然
も
そ
れ
は
具
体
的
な
る
存
在
の
個
性
を
把
捉
す
る
能
力
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
パ
ス
カ
ル
の
繊
細
の
心
は
特
殊

な
る
方
法
に
従
っ
て
個
性
を
理
解
す
る
心
で
あ
る
。『
パ
ン
セ
』
の
断
片
第
四
は
恰
も
我
々
の
解
釈
に
同
意
を
表

す
る
か
の
如
く
見
え
る
。
こ
の
箇
所
に
於
て
パ
ス
カ
ル
は
繊
細
の
心
が
判
断
0

0

（jugem
ent

）
に
属
し
、
そ
し
て
そ

れ
が
感
情
0

0

と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
明
白
に
記
し
て
お
る
。

さ
て
愛
の
情
念
と
特
に
密
接
に
関
係
す
る
も
の
は
繊
細
の
心
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
相
互
的
で
あ
る
。「
愛
は

心
を
与
え
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
心
に
依
っ
て
自
己
を
保
つ
」（III, 127
）。
先
ず
一
方
か
ら
見
れ
ば
、
繊
細
の
心
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は
愛
を
欠
い
て
は
そ
の
理
解
を
全
く
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
理
解
は
見
せ
か
け
の
公
平
や
強
が
り
の
無
関
心
の

上
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
同
情
と
愛
と
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
愛
に
依
っ
て
心
の
眼
は
見
得
0

0

る0

も
の
と
な
る
。
私
が
相
手
を
一
層
深
く
愛
す
れ
ば
愛
す
る
ほ
ど
相
手
の
豊
富
な
内
容
は
一
層
多
く
私
の
理
解
の

う
ち
に
這
入
っ
て
来
る
。
心
の
理
解
は
愛
を
通
し
て
自
己
を
増
す
。
更
に
他
方
か
ら
見
れ
ば
、
如
何
な
る
精
神
的

な
る
愛
も
繊
細
の
心
な
く
し
て
は
成
立
し
得
な
い
。
愛
に
光
を
与
え
る
も
の
は
理
性
で
あ
る
。「
心
の
明
ら
か
さ

は
ま
た
情
念
の
明
ら
か
さ
を
規
定
す
る
。
そ
れ
故
に
大
い
に
し
て
明
ら
か
な
る
心
は
熱
情
を
も
っ
て
愛
し
、
そ
し

て
彼
は
彼
の
愛
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
判
然
と
見
る
」（III, 122

）。「
ひ
と
が
心
を
一
層
多
く
も
つ
に
応
じ
て
、

情
念
は
そ
れ
に
従
っ
て
大
き
い
」（III, 121

）。
理
性
が
愛
の
前
提
と
な
り
条
件
と
な
る
の
は
何
に
因
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
愛
は
唯
個
性
的
な
る
も
の
に
向
う
。
普
遍
的
な
る
も
の
は
私
は
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
を
知
る
も
、
愛

す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
然
る
に
一
般
に
存
在
に
於
て
個
性
を
発
見
し
こ
れ
を
理
解
す
る
も
の
は
繊
細
の
心
で
あ

る
。
こ
の
心
を
優
れ
て
も
て
る
者
は
、
他
の
者
に
比
し
て
一
層
多
く
の
個
性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
、
従
っ
て
彼

の
愛
は
一
層
大
い
な
る
は
た
ら
き
の
場
を
獲
得
し
得
る
の
で
あ
る
。「
ひ
と
が
一
層
多
く
知
見
を
も
っ
て
お
れ
ば
、

彼
は
最
も
小
さ
き
も
の
に
至
る
ま
で
愛
す
る
」（III, 139
）。
パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
に
お
い
て
云
う
、「
ひ
と

が
一
層
多
く
心
を
も
つ
に
応
じ
て
、
ひ
と
は
特
異
な
る
人
間
が
一
層
多
く
あ
る
の
を
見
出
す
。
凡
人
は
人
間
の
間
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に
差
別
を
見
出
さ
な
い
」（7

）。
斯
よ
う
に
し
て
我
々
は
論
断
す
る
こ
と
が
出
来
る
、「
愛
の
素
質
は
心
が
完
成

す
る
に
従
っ
て
発
展
す
る
」（Ill, 123

）。

幾
何
学
的
な
る
心
は
如
何
な
る
意
味
で
愛
の
情
念
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
幾
何
学
的
な
る
心
は
個
性
を

理
解
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
は
勿
論
個
性
の
理
解
に
於
て
決
定
的
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、

然
も
そ
れ
は
補
助
と
し
て
の
意
義
を
失
わ
な
い
。
然
か
の
み
な
ら
ず
一
歩
を
進
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
愛
の
基
礎

と
な
る
べ
き
理
解
が
最
後
に
は
人
間
の
存
在
の
全
体
一
般
に
係
わ
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
こ
そ
ま
さ
し
く
パ
ス
カ

ル
の
主
張
せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
唯
偉
大
な
る
人
間
に
と
っ
て
の
み
偉
大
な
る
も
の
は
理
解
さ
れ
得
る
。
彼

は
云
う
、「
大
い
な
る
魂
に
あ
っ
て
は
凡
て
は
大
い
で
あ
る
」（III, 122

）。
大
い
な
る
魂
は
内
容
的
に
豊
富
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
魂
の
内
容
が
充
実
さ
れ
て
あ
る
た
め
に
は
魂
は
幾
何
学
的
な
る
心
を
欠
く
こ
と
が
出
来
な
い
。

従
っ
て
彼
の
愛
が
大
い
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
ひ
と
は
繊
細
の
心
と
共
に
幾
何
学
的
な
る
心
を
ま
た
具
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
ひ
と
が
そ
の
ひ
と
つ
の
心
と
他
の
心
と
を
同
時
に
共
に
も
っ
て
い
る
と
き
、

如
何
に
愛
は
喜
び
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
と
き
ひ
と
は
心
の
力
と
弾
性
と
を
等
し
く
所
有
し
て
お

り
、
そ
れ
は
そ
し
て
二
人
の
人
間
の
理
解
に
と
っ
て
甚
だ
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」（III, 123

）。
等
し
き
も

の
が
等
し
き
も
の
を
認
識
す
る
、
或
は
、
存
在
の
量
は
認
識
の
量
を
規
定
す
る
、
と
云
う
古
い
尊
敬
す
べ
き
原
理
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が
愛
の
理
解
の
場
合
に
於
て
特
に
妥
当
す
る
の
は
、
第
一
に
は
愛
の
根
柢
と
な
る
個
性
の
存
在
論
的
構
造
が
ひ
と

つ
の
全
体
性
で
あ
り
な
が
ら
決
し
て
単
一
な
様
式
を
も
た
ぬ
こ
と
、
第
二
に
は
愛
が
人
間
の
全
体
と
し
て
の
存
在

に
関
係
す
る
情
念
で
あ
る
こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
。
個
性
は
自
己
の
裡
に
無
限
の
関
係
を
蔵
し
て
お
る
。
こ
の
無

限
の
関
係
を
解
く
た
め
に
は
魂
の
如
何
な
る
働
き
も
無
用
で
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
ひ
と
り
の
個
性
と
し
て
、
そ

の
存
在
の
全
体
に
於
て
初
め
て
、他
の
人
間
を
、そ
の
全
体
的
個
性
的
存
在
に
於
て
理
解
し
得
る
。
こ
の
場
合
我
々

が
「
心
臓
の
秩
序
」（ordre du cœ

ur

）
を
必
要
と
す
る
と
同
時
に
、「
論
理
的
秩
序
」（ordre logique

）
を
欠
く

こ
と
が
出
来
な
い
の
は
無
論
で
あ
る
。
愛
の
情
念
は
我
々
の
全
き
存
在
に
関
係
す
る
。
先
ず
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
情

念
と
し
て
純
粋
に
心
的
で
な
い
。「
愛
は
思
想
に
よ
っ
て
よ
り
も
他
の
仕
方
が
規
定
さ
れ
る
」（III, 138

）。
即
ち

愛
は
情
念
で
あ
る
が
故
に
身
体
的
な
関
係
を
離
れ
て
存
在
し
得
な
い
。
然
し
こ
の
こ
と
は
愛
に
於
て
主
要
な
る
も

の
が
情
意
の
関
係
を
含
む
思
惟
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
情
念
を
定
義
す
る
、「
情
念
は
、
た
と

い
そ
れ
が
身
体
に
よ
っ
て
機
縁
を
与
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
純
粋
に
心
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
感
情
と
思
想
と

に
外
な
ら
な
い
」（lll, 121

）。
既
に
情
念
は
思
想
で
あ
り
感
情
で
あ
る
、
従
っ
て
そ
れ
は
人
間
の
精
神
の
活
動

の
全
領
域
に
拡
が
る
。
そ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
語
を
続
け
て
云
う
、「
情
念
は
心
そ
の
も
の
よ
り
も
大
い
で
あ
る
こ

と
な
く
、
そ
し
て
斯
く
し
て
そ
れ
を
そ
の
全
体
の
広
さ
に
於
て
満
す
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。」
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人
間
の
魂
の
全
幅
を
充
満
す
る

0

0

0

0

（rem
plir

）
と
云
う
こ
と
は
愛
の
情
念
の
注
目
す
べ
き
性
質
で
あ
る
。
こ
の

情
念
の
生
に
対
し
て
も
つ
価
値
と
意
義
と
は
実
に
、
そ
れ
が
我
々
の
存
在
性
を
充
実
し
満
足
さ
せ
る
量
に
関
係
し

て
お
る
。「
大
い
な
る
魂
と
は
最
も
屡
々
愛
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
。
私
の
謂
う
の
は
激
し
き
愛
を
も
て

る
魂
の
こ
と
で
あ
る
。
魂
を
動
か
し
そ
し
て
そ
れ
を
満
す
た
め
に
は
情
念
の
氾
濫
が
必
要
で
あ
る
」（III, 138

）。

人
間
の
全
き
魂
を
充
足
す
る
点
で
愛
の
情
念
と
競
い
得
る
も
の
は
「
功
名
心
」（am

bition

）
の
あ
る
の
み
で
あ

る
。
愛
と
功
名
心
と
は
共
に
こ
の
優
れ
た
性
質
を
有
す
る
が
故
に
、
恰
も
そ
の
故
に
そ
れ
ら
の
も
の
は
同
時
に
存

在
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。「
ひ
と
の
も
つ
心
の
拡
が
り
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
彼
に
は
唯
一
つ
の

大
い
な
る
情
念
し
か
可
能
で
な
い
の
で
あ
る
」（III, 120

）。
功
名
心
と
愛
と
は
凡
庸
な
る
魂
に
あ
っ
て
は
或
は

共
に
在
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
優
越
な
る
魂
に
於
て
は
こ
れ
ら
二
つ
の
情
念
は
、
た
と
い
そ
の
向
う
と
こ
ろ
の

も
の
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
さ
え
、
同
時
に
在
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。「
ひ
と
が
自
己
と
境
遇
の
等

し
く
な
い
ひ
と
り
の
婦
人
を
愛
す
る
と
き
、
功
名
心
は
そ
の
愛
の
始
に
於
て
伴
い
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど

直
ぐ
後
に
は
愛
は
主
人
公
と
な
る
。
そ
れ
は
自
己
の
傍
に
支
配
者
を
許
さ
な
い
専
制
君
主
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と

り
統
御
し
よ
う
と
欲
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
情
念
は
屈
し
て
そ
れ
に
服
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（III, 126

）。
愛
と
功
名
心

と
は
共
に
並
び
立
つ
こ
と
が
出
来
ず
、
両
者
は
相
互
に
弱
め
合
い
、
滅
し
合
う
。
然
し
な
が
ら
愛
の
情
念
が
、
優
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れ
て
大
い
な
る
情
念
と
し
て
、
我
々
の
魂
を
充
し
得
る
第
一
0

0

の
理
由
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
の
斯
く
の
如
き
専
制
君

主
的
性
質
に
あ
る
の
で
あ
る
。
愛
は
他
の
凡
て
の
情
念
を
自
己
の
意
に
従
わ
せ
て
そ
こ
に
全
く
新
し
い
綜
合
を
形

作
る
。
従
っ
て
ひ
と
は
愛
す
る
と
き
彼
が
嘗
て
は
も
た
な
か
っ
た
か
の
如
く
見
え
た
種
々
の
性
格
を
発
揮
す
る
こ

と
と
な
る
。
見
窄
し
き
こ
と
に
安
ん
じ
て
い
た
者
も
今
は
派
手
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
吝
嗇
で
あ
っ
た
者
も
今
は
物

惜
し
み
せ
ぬ
人
と
な
り
、
そ
し
て
彼
は
彼
が
こ
れ
ま
で
は
全
然
反
対
の
習
慣
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
さ
え
思
い
出

さ
な
い
の
で
あ
る
（III, 135

）。
愛
は
専
制
的
な
る
支
配
者
と
し
て
魂
の
あ
ら
ゆ
る
作
用
を
左
右
し
得
る
能
力
を

有
す
る
が
故
に
能
く
魂
の
全
体
に
調
和
し
こ
れ
を
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
る
。功
名
心
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
「
他
の
情
念
に
関
し
て
云
え
ば
、
そ
れ
ら
は
屡
々
互
い
に
混
り
合
い
、
そ
し
て
甚
だ
不
快
な
る
混

乱
を
惹
き
起
す
の
で
あ
る
」（III, 122
）。情
念
の
錯
乱
と
混
淆
と
を
防
ぐ
も
の
は
何
よ
り
も
理
性
的
思
惟
で
あ
る
。

そ
こ
で
思
惟
の
関
係
を
含
む
と
云
う
こ
と
は
愛
の
情
念
が
人
間
の
全
体
の
存
在
を
充
満
し
得
る
た
め
の
第
二
0

0

の
条

件
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
思
惟
は
情
念
に
秩
序
と
構
造
と
を
与
え
る
。
と
こ
ろ
で
愛
の
情
念
は
専
制
君
主
的
で
あ

る
か
ら
こ
の
思
惟
は
ま
た
そ
れ
に
応
じ
て
特
殊
な
性
質
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
性
質
は
則
ち

上
に
述
べ
た
思
惟
の
執
着
性
に
外
な
ら
な
い
。
思
惟
の
執
着
性
は
情
意
の
関
係
を
含
む
思
惟
の
集
中
で
あ
る
。
そ

の
中
に
は
た
ら
く
思
惟
が
こ
の
意
味
で
集
中
的
で
あ
る
と
き
愛
の
情
念
は
初
め
て
独
裁
的
で
あ
る
こ
と
が
可
能
と
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な
る
。
我
々
は
功
名
心
に
就
い
て
も
こ
れ
に
倣
っ
て
論
ず
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
然
し
な
が
ら
愛
が
我
々
の
全
存

在
を
充
足
し
得
る
と
こ
ろ
の
第
三
0

0

の
、
そ
し
て
最
も
根
本
的
な
る
理
由
は
、
そ
れ
が par excellence 

に
動
的
な

る
情
念
で
あ
る
に
存
す
る
。
そ
れ
は
優
れ
て
動
的
で
あ
る
が
故
に
、
人
間
の
存
在
一
般
の
本
性
と
し
て
の
動
性
に

適
合
し
、従
っ
て
こ
れ
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
が
、愛
を
人
間
に
最
も
適
わ
し
き

0

0

0

0

0

0（l a 
plus convenable, III, 119

）、
或
は
最
も
自
然
な
る

0

0

0

0

0

0

（la plus naturelle,  III, 127

）
情
念
と
呼
ん
で
い
る
の
は
ま

さ
し
く
こ
の
関
係
を
表
現
し
て
お
る
。
愛
の
情
念
が
特
に
動
的
な
る
情
念
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
中
に
抱
か
れ

る
思
惟
が
特
殊
な
る
作
用
の
仕
方
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
既
に
最
初
に
述
べ
た
思
惟
の

火
急
性
は
恰
も
思
惟
の
こ
の
特
性
を
語
る
の
で
あ
る
。
火
急
な
る
思
惟
に
し
て
の
み
能
く
動
的
な
る
情
念
と
共
に

は
た
ら
き
得
る
。
愛
の
情
念
は
運
動
で
あ
る
か
ら
、
愛
す
る
者
は
、
内
部
に
か
か
る
運
動
を
有
す
る
者
と
し
て
、

外
部
に
向
っ
て
必
然
的
に
運
動
を
求
め
る
外
な
い
。
彼
は
絶
え
ず
新
し
き
事
件
に
富
ん
だ
生
活
を
欲
す
る
の
で
あ

る
（III, 136

）。
そ
し
て
凡
て
こ
れ
ら
の
関
係
は
ま
た
功
名
心
に
関
し
て
も
等
し
く
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ

う
。
我
々
の
存
在
性
が
動
性
に
あ
る
限
り
、
我
々
の
魂
が
大
い
な
れ
ば
大
い
な
る
ほ
ど
動
性
は
大
い
で
あ
り
、
そ

し
て
斯
る
も
の
と
し
て
、
益
大
い
な
る
活
動
を
要
求
す
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
小
さ
き
魂
の
所

有
主
に
と
っ
て
は
余
り
に
大
い
な
る
運
動
は
彼
の
生
の
量
に
相
応
せ
ぬ
が
故
に
却
っ
て
不
快
を
招
く
に
過
ぎ
ぬ
で
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あ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
で
現
せ
ば
斯
う
で
あ
る
、「
運
動
に
充
て
る
生
は
大
い
な
る
心
の
意
に
適
う
。
し
か

し
凡
庸
な
る
者
は
そ
こ
に
何
等
の
快
楽
も
有
た
な
い
。
彼
等
は
た
だ
機
械
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」（III, 121

）。

生
の
本
質
な
る
動
性
に
乏
し
く
、
斯
く
し
て
大
い
な
る
情
念
を
欠
く
者
は
、
最
早
人
間
性
そ
の
も
の
を
有
す
る
こ

と
な
く
、
却
っ
て
彼
は
た
だ
「
機
械
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
生
の
目
的
で
あ
る
幸
福
は
我
々
の
存
在
の
本
然

を
発
揮
し
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
特
に
優
越
な
る
動
性
と
し
て
の
愛
と
功
名
心
と
に
依
っ
て
最

も
多
く
達
せ
ら
れ
る
。
固
よ
り
こ
れ
ら
二
つ
の
情
念
は
同
時
に
そ
の
生
に
対
す
る
意
義
を
現
し
得
な
い
が
、
相
次

い
で
生
の
幸
福
を
形
造
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
若
い
パ
ス
カ
ル
に
生
の
理
想
は
如
何
に
映
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
愛
に
よ
っ
て
始
り
そ
し
て
功
名
心
に
よ
っ
て
終
る
と
き
生
は
如
何
に
幸
福
で
あ
ろ
う
。
私
が
自
由
に
選
ぶ
べ
き

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
私
は
ま
さ
に
斯
く
の
如
き
生
を
採
る
で
あ
ろ
う
」（III, 120

）
と
彼
は
告
白
す
る
。

私
は
今
茲
に
パ
ス
カ
ル
が
情
念
の
二
つ
の
相
反
す
る
種
類
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
。
本
文
を
引
け
ば
斯
う
で
あ
る
、「
魂
を
縛
り
そ
れ
を
動
か
ぬ
も
の
と
す
る
情
念
が
あ
る
、
そ
し
て
他
方
に
は

魂
を
大
き
く
し
て
そ
れ
を
外
に
向
っ
て
拡
げ
る
と
こ
ろ
の
情
念
が
あ
る
」（III, 136

）。
こ
の
場
合
情
念
は
人
間

の
存
在
性
へ
の
本
質
的
な
る
関
係
に
於
て
解
釈
さ
れ
て
分
類
さ
れ
て
お
る
。
ひ
と
つ
の
種
類
の
情
念
は
こ
の
存
在

性
の
縮
小
と
退
却
と
を
惹
き
起
す
に
反
し
て
、
他
の
種
類
の
情
念
は
そ
れ
の
拡
大
と
膨
脹
と
を
結
果
す
る
。
然
る



パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究

八
九

に
こ
の
よ
う
な
区
別
の
生
れ
る
最
も
主
な
る
理
由
は
、
情
念
が par excellence 

に
動
的
で
あ
る
か
否
か
に
あ
る
。

我
々
の
魂
を
充
満
し
拡
充
し
得
る
情
念
は
、
何
よ
り
も
我
々
の
存
在
性
に
最
も
適
合
し
た
性
質
、
即
ち
動
性
を
優

れ
て
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
特
殊
な
る
情
念
の
有
す
る
こ
の
動
性
を
表
現
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
パ
ス
カ

ル
は
こ
の
種
の
情
念
を
「
火
の
情
念
」（passions de feu

）（III, 122

）
と
名
附
け
て
お
る
。
愛
は
功
名
心
と
共

に
斯
く
の
如
き
火
の
情
念
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

「
人
間
は
唯
独
り
で
は
何
か
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
幸
福
で
あ
る
た
め
に
第
二
の
者
を
見
出
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
」（III, 127

）。「
人
間
は
独
り
自
己
と
共
に
停
る
こ
と
を
喜
ば
な
い
」（III, 123

）。「
我
々
は
我
々
の
心
臓

に
於
て
満
さ
る
べ
き
ひ
と
つ
の
場
所
を
も
っ
て
い
る
が
如
く
さ
え
見
え
る
」（III, 124

）。
如
何
に
ひ
と
が
彼
の

魂
を
充
す
こ
と
の
出
来
る
も
の
を
尋
ね
て
い
る
に
せ
よ
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
手
当
り
次
第
の
も
の
に
満
足
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
彼
は
唯
美
な
る
も
の
に
於
て
の
み
愛
す
べ
き
も
の
に
出
逢
い
得
る
。
と
こ
ろ
が
人
間
は
彼
自
身
に

於
て
神
の
創
っ
た
も
の
の
う
ち
最
も
美
し
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
彼
自
身
に
於
て
彼
が
外
に
向
っ
て
求
め

る
と
こ
ろ
の
美
の
原
型
を
担
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
ひ
と
は
こ
の
原
型
に
準
じ
て
、
外
部
に
あ
る
も
の
が
そ
れ

に
適
っ
て
い
る
か
若
く
は
そ
れ
か
ら
離
れ
て
い
る
か
に
従
っ
て
、
凡
て
の
も
の
に
就
い
て
美
若
く
は
醜
の
観
念

を
形
作
る
。「
各
の
人
は
彼
が
大
い
な
る
世
界
に
於
て
そ
の
模
象
（copie
）
を
求
め
る
と
こ
ろ
の
彼
の
美
の
原
型
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（original

）
を
も
っ
て
お
る
」（III, 125

）。
我
々
は
こ
こ
に
プ
ラ
ト
ン
的
な
る
思
想
が
明
白
に
言
表
さ
れ
て
い

る
の
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
愛
す
べ
き
も
の
は
何
よ
り
も
美
し
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
そ
れ
は

先
ず
第
一
に
、
美
の
原
型
に
対
し
て
「
適
合
性
」（convenance

）
を
有
す
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し

な
が
ら
我
々
は
凡
て
の
種
類
の
美
し
き
も
の
を
愛
す
る
の
で
な
い
。
愛
の
情
念
の
機
能
は
我
々
の
存
在
の
全
体
を

充
満
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
我
々
の
魂
を
充
満
し
得
る
も
の
は
我
々
に
似
た
、我
々
に
最
も
近
い
存
在
で
あ
る
。

愛
す
べ
き
も
の
は
単
に
美
の
原
型
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
第
二
に
、
人
間
を
満0

足
す
る

0

0

0

（contenter

）
こ
と
の
出
来
る
た
め
に
、
人
間
の
テ
ィ
プ
に
対
し
て
「
類
似
性
」（ressem

blance

）
を
有

す
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
私
に
類
似
し
た
人
間
を
愛
す
る
。
然
る
に
類
似
性
が
最
も
効
果
多
く
現
れ

る
の
は
、
最
も
相
異
な
る
も
の
の
類
似
す
る
場
合
で
あ
る
。
即
ち
我
々
は
異
性
の
人
間
を
愛
す
る
。
パ
ス
カ
ル
は

他
の
箇
所
で
云
っ
て
お
る
、「
人
間
は
天
使
で
も
な
け
れ
ば
獣
で
も
な
い
」（358

）。
人
間
は
理
性
的
な
る
と
共

に
感
性
的
な
る
、
精
神
的
な
る
と
共
に
身
体
的
な
る
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
ひ
と
は
単
純
に
美
を
願
わ
な
い
」

（III, 125

）。
寧
ろ
彼
は
精
神
的
に
美
な
る
と
同
時
に
彼
の
感
性
に
と
っ
て
快
き
も
の
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。「
美

の
一
般
的
な
る
観
念
は
我
々
の
魂
の
奥
底
に
消
す
こ
と
の
出
来
ぬ
形
を
も
っ
て
刻
ま
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
こ
の
観

念
は
そ
の
適
用
の
個
々
の
場
合
に
於
て
甚
だ
多
く
の
変
化
を
う
け
る
。
け
れ
ど
こ
の
こ
と
は
偏
に
ひ
と
が
気
に
入
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る
と
こ
ろ
の
も
の
を
観
る
仕
方
に
係
わ
っ
て
お
る
」（Ill,  124,  125

）。
愛
す
べ
き
も
の
は
気
に
入
る

0

0

0

0

（plaire

）

も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
こ
の
よ
う
に
快
き
も
の
の
性
質
を
具
え
た
美
を
「
快
適
美
」

（l’agréable
）
と
称
し
て
お
る
。
愛
す
べ
き
も
の
は
斯
く
し
て
第
三
に
、
精
神
的
身
体
的
な
る
全
人
を
満
足
す
べ

き
も
の
と
し
て
、「
快
適
美
」
と
し
て
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
快
適
美
は
単
に
感
性
を
楽
し
ま
せ
る
も
の

を
意
味
し
得
な
い
の
は
無
論
で
あ
る
が
、
然
し
物
質
的
な
る
も
の
は
そ
れ
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
構
成
的
要

素
で
あ
る
。
寧
ろ
快
適
美
に
於
て
は
精
神
的
に
美
し
き
も
の
と
感
覚
的
に
気
に
入
る
も
の
と
が
融
合
す
る
。
そ
れ

は
優
れ
た
意
味
に
於
て
表
現
的
な
る
身
体
で
あ
る
。「
そ
れ
は
ひ
と
の
謂
う
、
言
葉
と
外
面
的
な
る
行
為
に
於
て

現
れ
る
と
こ
ろ
の
精
神
的
な
る
美
で
あ
る
。
快
適
と
成
る
た
め
に
は
ひ
と
は
固
よ
り
規
則
を
も
っ
て
い
る
、
け
れ

ど
そ
こ
に
は
身
体
の
形
態
が
必
要
で
あ
る
」（III, 137

）。
快
適
美
に
於
て
は
精
神
的
な
る
美
が
言
葉
や
表
情
や

身
の
こ
な
し
方
に
於
て
表
現
さ
れ
る
。
私
は
パ
ス
カ
ル
が
快
適
美
の
名
を
与
え
る
も
の
が
、
単
に
静
的
な
る
美
を

謂
う
こ
と
な
く
、
却
っ
て
特
に
動
的
な
る
美
、
行
為
に
於
け
る
形
や
言
葉
や
表
情
の
運
動
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
、

動
的
な
る
思
想
や
感
情
の
美
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
動
的
美
に
し

て
初
め
て
運
動
的
存
在
で
あ
る
人
間
の
気
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

個
性
の
理
解
は
ま
こ
と
の
愛
の
成
立
の
条
件
で
あ
る
。
個
性
の
理
解
の
条
件
は
自
己
自
ら
が
優
れ
た
心
の
持
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主
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
ひ
と
は
彼
が
一
層
多
く
の
心
を
も
つ
に
応
じ
て
特
異
な
人
間
が
一
層
多
く
あ
る
の
を
見

出
す
。
然
る
に
愛
す
る
者
は
唯
ひ
と
り
の
個
性
に
没
頭
し
て
他
の
多
く
の
個
性
に
対
し
て
は
謂
わ
ば
盲
目
で
あ

る
。
美
の
理
解
は
美
し
き
愛
の
成
立
の
条
件
で
あ
る
。
美
の
理
解
の
条
件
は
自
己
自
身
が
優
れ
た
心
を
所
有
す
る

こ
と
に
あ
る
。「
ひ
と
が
一
層
多
く
の
心
を
も
つ
に
応
じ
て
、ひ
と
は
一
層
多
く
の
特
異
な
る
美
を
見
出
す
」（III, 

130

）
然
し
愛
す
る
と
き
ひ
と
は
唯
ひ
と
つ
の
美
し
か
見
出
さ
な
い
。
一
般
に
大
い
な
る
魂
は
多
く
の
個
性
と
美

と
を
理
解
し
得
る
能
力
の
あ
る
魂
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
愛
す
る
と
き
魂
は
唯
ひ
と
つ
の
個
性
と
美
と
を
理

解
し
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
完
き
愛
は
唯
大
い
な
る
魂
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
云
う
パ
ス
カ
ル

の
思
想
と
矛
盾
し
な
い
か
、
或
は
こ
の
こ
と
は
愛
は
唯
大
い
な
る
魂
に
と
っ
て
適
わ
し
く
そ
れ
の
全
体
を
満
す
こ

と
が
出
来
る
と
云
う
彼
の
主
張
と
撞
着
し
、
却
っ
て
愛
は
大
い
な
る
魂
の
は
た
ら
き
を
制
限
し
拘
束
す
る
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
か
。
若
し
こ
の
矛
盾
と
撞
着
と
が
解
か
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
如
何
に
し
て
可

能
で
あ
ろ
う
か
。
パ
ス
カ
ル
は
云
う
、「
そ
れ
は
仮
令
ひ
と
つ
の
同
一
の
情
念
で
あ
る
に
せ
よ
、
新
し
さ
が
必
要

で
あ
る
、
心
に
は
そ
れ
が
気
に
入
る
」（III, 132
）。
個
性
の
意
義
は
そ
の
唯
一
性
に
存
し
な
い
。
む
し
ろ
個
性

は
自
己
の
裡
に
無
限
の
関
係
を
蔵
す
る
小
宇
宙
で
あ
る
。
唯
ひ
と
り
の
個
性
と
雖
も
我
々
は
そ
の
内
容
の
全
体
を

汲
み
尽
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
我
々
は
そ
こ
に
絶
え
ず
新
し
き
も
の
、
異
な
り
た
る
も
の
に
出
逢
う
。
そ
れ
故
に
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愛
す
る
者
は
唯
ひ
と
り
の
個
性
に
は
た
ら
き
か
け
る
に
せ
よ
、
彼
は
決
し
て
終
る
こ
と
な
き
仕
事
を
も
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
彼
は
相
手
の
内
容
と
美
と
を
理
解
せ
ん
が
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
心
を
動
か
す
。
彼
は
相
手
に
気
に
入
ら

ん
が
た
め
に
千
の
行
為
を
重
ね
、
万
の
手
段
を
尽
す
。
愛
の
道
は
長
い
。
然
し
「
愛
に
於
て
道
が
長
け
れ
ば
長
い

ほ
ど
、
優
し
い
心
は
一
層
多
く
の
快
楽
を
感
じ
る
の
で
あ
る
」（III, 133

）。
斯
よ
う
に
し
て
愛
す
る
者
相
互
の

間
に
魂
の
は
た
ら
き
が
絶
間
な
く
交
換
さ
れ
る
と
き
、
彼
等
は
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
に
依
っ
て
一
層
広
き
は
た
ら

き
の
場
を
見
出
す
こ
と
と
な
る
。
愛
に
於
て
ひ
と
は
為
す
べ
き
こ
と
を
も
た
ぬ
と
云
う
こ
と
は
な
い
。

『
愛
の
情
念
に
関
す
る
説
』
に
あ
ら
わ
れ
た
右
の
思
想
に
対
し
て
、『
パ
ン
セ
』
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
り
、

如
何
な
る
対
照
に
立
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
愛
は
運
動
で
あ
り
、優
れ
て
生
の
動
性
に
属
す
る
。
し
か
る
に『
パ

ン
セ
』
は
生
の
運
動
に
諸
の
契
機
が
あ
り
、
特
に
否
定
的
な
る
契
機
の
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。
愛
の
動
性
は
そ
の

如
何
な
る
契
機
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
後
年
の
パ
ス
カ
ル
は
愛
が
生
の
否
定
的
な
る
運
動
で
あ
る
こ
と
を

断
定
す
る
。
愛
は
慰
戯
（divertissem

ent

）
で
あ
る
。
愛
に
於
て
は
「
心
は
満
ち
て
お
る
、
そ
こ
に
は
心
配
や
不

安
に
対
し
て
最
早
場
所
が
な
い
」（III, 135

）。
愛
は
我
々
の
空
虚
を
充
し
、
不
安
を
追
い
遣
り
、
斯
く
し
て
我
々

を
満
足
さ
せ
る
の
故
を
も
っ
て
讃
え
ら
れ
た
。
け
れ
ど
こ
の
満
足
は
恰
も
生
が
自
己
を
逃
避
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
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し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
愛
す
る
者
は
外
部
に
向
っ
て
愛
す
べ
き
も
の
を
求
め
て
出
て
ゆ
き
、
自
己
の
欠
陥
と

悲
惨
と
か
ら
眼
を
転
じ
、
自
己
の
在
る
が
侭
の
態
を
顧
み
る
こ
と
が
な
い
。
愛
に
於
け
る
か
の
「
忘
却
」（oubli, 

III, 135
）は
や
が
て
生
の
自
己
忘
却
を
意
味
す
る
。
生
を
し
て
ひ
そ
か
に
自
己
を
全
く
忘
失
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
、

愛
の
情
念
が
人
間
の
全
き
存
在
を
満
足
し
得
る
と
こ
ろ
の
理
由
は
隠
さ
れ
て
あ
る
。
愛
は
最
も
危
険
な
る
慰
戯
で

あ
る
。
恐
怖
と
不
安
と
は
自
覚
的
な
る
生
、
絶
え
ず
自
己
に
還
り
ゆ
く
生
に
と
っ
て
常
態
で
あ
る
。

『
愛
の
情
念
に
関
す
る
説
』
に
於
て
も
既
に
人
間
の
愛
の
無
力
に
就
い
て
の
思
想
は
見
出
さ
れ
る
。
人
間
の
愛

が
純
粋
な
る
、
持
続
的
な
る
運
動
で
あ
り
得
ず
、
自
ら
の
う
ち
に
否
定
的
な
る
要
素
と
し
て
倦
怠
を
必
然
的
に
含

ん
で
い
る
こ
と
は
記
さ
れ
て
お
る
。「
ひ
と
つ
の
同
一
の
思
想
に
執
着
す
る
こ
と
は
人
間
の
心
を
疲
労
さ
せ
、
消

耗
さ
せ
る
。
そ
れ
故
に
愛
の
快
楽
の
堅
固
と
持
続
の
た
め
に
は
、
ひ
と
は
時
々
彼
が
愛
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
を

自
覚
せ
ぬ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
然
し
な
が
ら
そ
れ
が
人
間
の
本
性
の
惨
め
な
結
果
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

若
し
ひ
と
が
思
想
を
変
え
る
必
要
が
少
し
も
な
か
っ
た
な
ら
ば
彼
は
一
層
幸
福
で
あ
ろ
う
と
云
う
こ
と
は
告
白
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
そ
こ
に
は
救
済
の
途
が
少
し
も
な
い
」（III, 130, 131

）。
人
間
の
愛
が
不
完
全
な
の

は
人
間
の
根
本
的
性
質
そ
の
も
の
に
依
っ
て
必
然
で
あ
る
。
愛
が
充
実
し
拡
張
す
る
と
云
う
生
と
は
如
何
な
る

も
の
で
あ
る
か
。「
人
間
の
生
は
哀
れ
に
も
短
い
」（III, 120
）、
と
『
愛
の
情
念
に
関
す
る
説
』
は
す
で
に
悲
し
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き
調
子
を
も
っ
て
答
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
短
い
生
に
あ
っ
て
、
如
何
な
る
も
の
も
常
住
で
な
く
、
凡
て
は
転
変

し
て
息
む
こ
と
が
な
い
。「
ひ
と
の
持
つ
と
こ
ろ
の
凡
て
が
流
転
す
る
の
を
感
じ
る
の
は
恐
し
い
こ
と
で
あ
る
」

（212

）、と『
パ
ン
セ
』の
最
も
美
し
い
断
片
は
語
る
。
人
と
彼
の
愛
す
る
者
と
が
と
も
に
変
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

彼
等
の
愛
の
恒
な
ら
ぬ
は
自
然
で
あ
る
。「
彼
は
彼
が
十
年
前
に
愛
し
た
者
を
も
は
や
愛
し
な
い
。
私
は
そ
れ
を

尤
も
だ
と
思
う
、
彼
女
は
も
は
や
同
じ
彼
女
で
な
い
、
彼
も
ま
た
同
じ
彼
で
な
い
」（123

）。

『
パ
ン
セ
』
は
到
る
処
人
間
の
愛
の
果
敢
な
さ
を
説
い
て
い
る
。
ひ
と
は
美
し
き
者
を
愛
す
る
と
云
う
。「
然

し
な
が
ら
或
る
人
を
彼
の
美
の
ゆ
え
に
愛
す
る
者
は
彼
を
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
」と
パ
ス
カ
ル
は
問
う
。「
否
。

な
ぜ
な
ら
彼
自
身
を
殺
す
こ
と
は
な
い
が
然
し
彼
の
美
を
殺
す
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
痘
痕
は
、
ひ
と
を
し
て
最
早

彼
を
愛
せ
し
め
な
く
す
る
か
ら
で
あ
る
。」「
そ
れ
故
に
ひ
と
は
決
し
て
人
間
そ
の
も
の
を
愛
せ
ず
し
て
却
っ
て
唯

彼
の
属
性
を
愛
す
る
の
み
で
あ
る
」（323

）。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
属
性
は
仮
初
の
も
の
、
殊
に
滅
び
易
き
も
の

に
過
ぎ
な
い
。
ひ
と
は
愛
が
彼
の
魂
を
充
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
忘
れ
し
め
る
と
云
う
。
愛
は
国
主
を
動
か
し
、

戦
争
を
捲
き
起
し
、
凡
て
の
地
、
全
き
世
界
を
揺
が
す
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
な
が
ら
斯
く
の
如
く
大
い
な
る
、

恐
る
べ
き
結
果
を
喚
び
起
す
愛
の
原
因
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
コ
ル
ネ
イ
ユ
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
ひ
と
つ

の
「
私
は
何
故
だ
か
知
ら
ぬ
が
」（je ne sais quoi

）
と
云
う
見
境
も
つ
か
ぬ
小
さ
き
事
柄
に
外
な
ら
な
い
の
で
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あ
る
。「
人
間
の
果
敢
な
さ
を
紛
う
方
な
く
知
ろ
う
と
欲
す
る
者
は
、
愛
の
原
因
と
結
果
と
を
考
え
て
み
さ
え
す

れ
ば
い
い
」（162

）。

『
愛
の
情
念
に
関
す
る
説
』
は
生
を
内
在
的
に
解
釈
す
る
を
も
っ
て
人
間
に
生
具
す
る
自
愛
0

0

（am
our-propre

）

の
心
に
只
管
に
頼
る
。
然
る
に
『
パ
ン
セ
』
に
依
れ
ば
、
自
愛
の
本
性
は
却
っ
て
自
己
の
在
る
が
侭
の
状
態
、
即

ち
自
己
の
欠
陥
と
悲
惨
と
を
蔽
い
隠
す
に
あ
る
（100

）。
従
っ
て
生
を
正
し
く
解
釈
す
る
た
め
に
は
我
々
は
な

に
よ
り
も
自
愛
の
心
を
棄
て
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。『
パ
ン
セ
』
の
思
想
を
貫
く
根
本
命
題
は
、「
自
己
は
厭
う
べ
き

も
の
で
あ
る
」
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
前
の
書
に
於
て
パ
ス
カ
ル
は
云
う
、「
我
々
は
、
外
部
に
於
て
多
く
の
場

所
を
満
す
こ
と
が
出
来
る
者
と
し
て
、
我
々
を
我
々
自
身
に
向
っ
て
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
自
愛
の
心
の
源
を
も
っ

て
お
る
、
我
々
が
愛
さ
れ
る
こ
と
を
快
く
感
じ
る
原
因
は
こ
れ
で
あ
る
」（III, 127

）。
後
の
書
に
於
て
は
こ
の

命
題
は
容
赦
な
く
否
定
さ
れ
る
。「
他
の
人
々
が
我
々
を
愛
す
る
の
に
我
々
が
値
す
る
と
云
う
こ
と
は
偽
で
あ
る
、

我
々
が
そ
れ
を
欲
す
る
と
云
う
こ
と
は
不
正
で
あ
る
」（477

）。
更
に
こ
の
書
の
著
者
は
論
じ
る
、「
仮
令
ひ
と

が
喜
び
を
も
っ
て
自
ら
進
ん
で
そ
れ
を
す
る
に
せ
よ
、
ひ
と
が
私
に
執
心
す
る
と
云
う
こ
と
は
不
正
で
あ
る
。
私

は
私
が
こ
の
よ
う
な
欲
望
を
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
人
々
を
欺
く
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
私
は
如
何
な
る
人
の
目
的

で
も
な
く
、
そ
し
て
彼
の
人
々
を
満
足
さ
せ
る
に
足
る
も
の
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
。
私
は
直
に
死
ん
で
ゆ
く
の
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で
は
な
い
か
。
そ
し
て
斯
く
し
て
彼
等
の
執
心
の
相
手
は
死
ん
で
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
仮
令
私
が
そ
れ
を

優
し
く
信
ぜ
さ
せ
た
に
せ
よ
、
そ
し
て
ひ
と
が
そ
れ
を
喜
び
を
も
っ
て
信
じ
た
に
せ
よ
、
そ
し
て
そ
れ
に
依
っ
て

ひ
と
が
私
に
喜
び
を
与
え
た
に
せ
よ
、
私
は
ひ
と
つ
の
虚
偽
を
信
ぜ
さ
せ
る
と
云
う
罪
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

同
じ
よ
う
に
、
私
は
私
を
愛
せ
さ
せ
る
と
云
う
こ
と
に
於
て
罪
が
あ
る
の
で
あ
る
」（471

）。『
パ
ン
セ
』
は
斯

く
の
如
く
人
間
の
愛
を
批
評
し
て
、
さ
て
次
の
如
く
積
極
的
に
主
張
す
る
、「
真
に
し
て
唯
一
の
徳
は
そ
れ
故
に

自
己
を
厭
う
こ
と
（
な
ぜ
な
ら
ひ
と
は
彼
の
情
欲
に
よ
っ
て
厭
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
）
と
、
そ
し
て
真
に
愛

す
べ
き
存
在
を
、
そ
れ
を
愛
す
る
た
め
に
、
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
、
我
々
は
我
々
の
外
に
あ
る
も
の
を

愛
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
我
々
の
裡
に
あ
る
、
然
も
我
々
で
な
い
と
こ
ろ
の
存
在
を
愛
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

…
…
然
る
に
斯
る
も
の
は
普
遍
的
な
る
存
在
0

0

の
外
な
い
」（485

）。
人
間
の
愛
は
神
の
愛
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら

る
べ
き
で
あ
る
。「
神
の
外
愛
せ
ず
、
自
己
の
外
厭
わ
ぬ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」（476

）。『
愛
の
情
念
に
関
す
る

説
』の
根
本
思
想
は
、自
己
の
空
虚
が
他
の
人
間
に
よ
っ
て
充
さ
れ
、他
の
人
間
の
空
虚
が
自
己
に
よ
っ
て
満
さ
れ
、

斯
く
し
て
生
の
幸
福
は
獲
得
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
云
う
に
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
『
パ
ン
セ
』
の
根

本
の
思
想
は
斯
う
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
外
に
あ
る
者
を
真
に
愛
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
従
っ
て
ま
た
我
々
は

我
々
の
外
に
あ
る
者
に
よ
っ
て
真
に
愛
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
然
ら
ば
我
々
は
我
々
自
身
を
愛
す
べ
き
で
あ



九
八

る
か
。
け
れ
ど
こ
の
自
己
は
厭
わ
し
い
。
そ
れ
で
は
我
々
は
一
体
如
何
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
我
々
の

裡
に
あ
り
然
も
我
々
な
ら
ぬ
も
の
を
愛
す
る
外
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
斯
る
も
の
は
唯
普
遍
的
な
る
存
在
あ

る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
こ
の
存
在
即
ち
神
を
愛
す
る
外
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
の
愛
と
神
の
愛
と
は
こ
の
よ
う
に
相
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
等
し
く
愛
の
名

に
よ
っ
て
呼
ば
れ
得
る
限
り
、
そ
こ
に
は
何
等
か
の
類
似
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
は
云

う
、「
何
も
の
も
欲
愛
ほ
ど
神
の
愛
に
似
た
も
の
は
な
く
、
ま
た
何
も
の
も
そ
れ
ほ
ど
こ
れ
に
反
し
た
も
の
は
な

い
」（663

）。
神
の
愛
と
人
間
の
愛
と
は
、
そ
れ
ら
が
向
う
と
こ
ろ
の
も
の
に
従
え
ば
、
全
く
相
反
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
愛
の
二
つ
の
形
態
と
し
て
同
じ
仕
方
に
於
て
自
己
を
顕
す
限
り
に
於
て
は
、
そ
れ
ら
は
相
似
た

も
の
で
あ
る
。
両
者
の
間
の
類
似
性
は
愛
の
は
た
ら
き
の
構
造
そ
の
も
の
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
得
る
。
愛
は
一
方

で
は
自
己
か
ら
出
て
ゆ
く
運
動
で
あ
る
。
愛
す
る
者
は
幸
福
を
外
部
0

0

に
向
っ
て
求
め
る
。
け
れ
ど
他
方
で
は
愛
は

凡
て
を
自
己
に
関
係
さ
せ
る
運
動
で
あ
る
。
ひ
と
は
自
己
0

0

と
の
関
係
を
離
れ
て
何
も
の
を
も
愛
さ
な
い
。
愛
に
於

け
る
運
動
の
こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
は
、
人
間
の
愛
に
あ
っ
て
は
、
一
は
慰
戯
の
性
格
を
も
っ
て
、
他
は
自
愛
の
性

格
を
も
っ
て
現
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
外
に
向
う
運
動
は
人
間
が
自
己
の
惨
め
さ

を
蔽
い
、
紛
ら
し
、
忘
れ
る
た
め
の
も
の
と
な
り
、
内
に
還
る
運
動
は
人
間
が
惨
め
な
自
己
を
庇
い
、
こ
れ
に
執
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し
、
こ
れ
を
満
す
た
め
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
愛
の
運
動
が
斯
く
の
如
く
相
矛
盾
す
る
方
向
を
有
す
る
と
こ
ろ

に
人
間
の
愛
の
不
安
定
と
無
常
と
は
ま
た
ひ
と
つ
の
根
源
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
神

の
愛
に
あ
っ
て
も
愛
は
固
よ
り
二
つ
の
相
矛
盾
す
る
方
向
の
運
動
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
、
こ
の
矛

盾
は
こ
の
愛
の
目
指
す
も
の
が
神
で
あ
る
の
故
を
も
っ
て
止
揚
さ
れ
、
綜
合
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
神
は

我
々
の
裡
に
あ
り
、
そ
し
て
我
々
自
身
で
あ
り
、
し
か
も
我
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
愛
が
神
を
対
象
と

す
る
と
き
に
は
、
外
に
向
う
運
動
は
同
時
に
内
に
還
る
運
動
で
あ
り
、
自
己
以
外
の
者
を
愛
す
る
こ
と
は
同
時
に

自
己
を
愛
す
る
こ
と
と
な
る
。
二
つ
の
相
矛
盾
す
る
方
向
は
唯
一
な
る
神
に
於
て
統
一
さ
れ
、
こ
の
統
一
に
於
て

愛
は
安
定
を
得
て
完
全
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
人
が
彼
の
愛
に
於
て
自
己
を
愛
す
る
た
め
に
外
な
る
者
を
愛
す

る
と
云
う
事
実
は
偶
然
で
も
な
け
れ
ば
無
意
味
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神
の
愛
も
ま
た
同
じ
構
造
を
も
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
人
間
の
愛
は
、
パ
ス
カ
ル
に
依
れ
ば
、
神
の
愛
の
「
象
徴
」（figuratif

）
で
あ
る
。
人
間

の
愛
の
事
実
は
我
々
の
欲
す
る
幸
福
が
単
に
我
々
の
裡
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
単
に
我
々
の
外
に
あ
る
の
で

も
な
く
、
却
っ
て
た
だ
我
々
の
外
と0

我
々
の
裡
に
於
て
、
即
ち
神
に
於
て
あ
る
（464, 465

）
と
云
う
大
い
な

る
真
理
0

0

に
対
す
る
象
徴
で
あ
る
。
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第
四　

三
つ
の
秩
序

一

『
数
羃
の
和
』（Potestatum

 num
ericarum

 sum
m

a

）
と
題
さ
れ
た
論
文
の
結
尾
に
近
く
、
我
々
は
次
の
如
き

言
葉
を
見
出
す
。「
或
る
次
元
に
於
け
る
連
続
的
な
る
大
い
さ
は
、
こ
れ
に
そ
れ
よ
り
も
低
い
次
元
の
任
意
の
大

い
さ
を
加
え
る
と
も
増
加
し
な
い
。
か
く
て
線
は
点
に
よ
っ
て
、
面
は
線
に
よ
っ
て
、
体
は
面
に
よ
っ
て
少
し
も

増
加
さ
れ
な
い
。
即
ち
―
―
算
術
に
関
す
る
論
に
適
わ
し
く
こ
れ
を
数
を
も
っ
て
表
す
な
ら
ば
―
―
根
は
平
方
に

対
し
、
平
方
は
立
方
に
対
し
、
立
方
は
四
乗
数
に
対
し
て
計
算
に
這
入
ら
な
い
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
、
低
い

次
元
の
量
は
一
層
高
い
次
元
の
量
に
対
し
て
捨
て
去
る
こ
と
が
出
来
る
」（III, 366

）。
次
元
の
非
連
続
性
若
く

は
異
質
性
の
原
理
は
こ
こ
に
最
も
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
お
る
。
こ
の
論
文
の
起
草
さ
れ
た
の
は
千
六
百
五
十
四
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
耽
読
す
る
パ
ス
カ
ル
が
再
び
数
学
の
研
究
に
か
え
り
、
こ
の
領
域

に
於
て
驚
く
べ
き
創
意
を
示
し
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
彼
の
論
著
が
そ
れ
自
身
と
し
て
数
学
上

も
つ
と
こ
ろ
の
価
値
の
極
め
て
重
大
な
こ
と
は
固
よ
り
で
あ
る
が
、
然
し
同
時
に
そ
れ
ら
の
も
の
は
彼
の
心
と
考
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え
方
と
を
現
す
も
の
と
し
て
、
後
の
時
期
に
於
け
る
彼
の
神
と
人
間
と
の
研
究
に
関
係
あ
る
多
く
の
注
目
す
べ
き

思
想
を
含
ん
で
お
る
。
私
の
今
引
用
し
た
一
節
も
ま
た
パ
ス
カ
ル
の
生
の
解
釈
に
と
っ
て
指
導
的
な
意
味
を
担
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

次
元
の
非
連
続
性
の
思
想
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
は
無
限
の
観
念
で
あ
る
。
こ
の
観
念
も
ま
た
数
学
的

な
る
起
源
を
有
す
る
。
ひ
と
つ
の
空
間
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
大
い
さ
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
我
々
は
そ
れ
よ

り
も
一
層
大
い
な
る
も
の
を
表
象
し
得
、
そ
し
て
更
に
こ
の
後
の
も
の
よ
り
も
一
層
大
い
な
る
も
の
を
表
象
し
得

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
如
何
ほ
ど
進
行
す
る
に
し
て
も
、
我
々
は
そ
れ
以
上
最
早
増
す
こ
と
の
出
来
ぬ
が
如
き
大

い
さ
の
空
間
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
し
て
反
対
に
、
ひ
と
つ
の
空
間
が
如
何
に
小
な
る
も
の
で
あ
る

に
せ
よ
、
我
々
は
そ
れ
よ
り
も
一
層
小
な
る
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
斯
く
の
如
く
に
し
て
如
何
ほ

ど
進
行
す
る
に
し
て
も
、
我
々
は
最
早
拡
が
り
を
も
た
ぬ
が
如
き
不
可
分
者
に
到
達
す
る
こ
と
が
な
い
。
同
じ
よ

う
に
、
ひ
と
つ
の
運
動
は
、
そ
れ
が
如
何
に
速
か
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
我
々
は
そ
れ
よ
り
も
一
層
速
か
な

る
運
動
を
表
象
し
得
、
そ
し
て
更
に
ま
た
こ
の
後
の
も
の
を
速
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
斯
く
し
て
限
り
な
く
進
む

に
し
て
も
、
我
々
は
最
早
そ
れ
に
加
え
る
こ
と
の
出
来
ぬ
が
如
き
速
度
の
運
動
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ

し
て
反
対
に
、
ひ
と
つ
の
運
動
は
、
そ
れ
が
如
何
に
緩
か
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
我
々
は
そ
れ
を
一
層
緩
め



一
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る
こ
と
が
出
来
、
斯
く
し
て
限
り
な
く
進
む
に
し
て
も
我
々
は
そ
れ
以
上
最
早
緩
め
得
ぬ
が
如
き
運
動
に
達
す
る

こ
と
が
な
い
。
数
と
時
間
と
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
。「
す
な
わ
ち
、
一
言
に
し
て
云
え
ば
、
運
動
、
数
、
空

間
、
時
間
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
量
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
よ
り
も
一
層
大
な
る
、
ま
た
一
層
小
な
る
量

の
も
の
が
常
に
存
在
す
る
。
か
く
て
そ
れ
ら
は
凡
て
虚
無
と
無
限
と
の
間
に
位
置
を
占
め
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
極

端
か
ら
つ
ね
に
限
り
な
く
隔
た
っ
て
あ
る
」（IX, 257

）。
無
限
に
大
な
る
も
の
と
無
限
に
小
な
る
も
の
と
は
、数
、

時
間
、
空
間
、
運
動
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
関
係
を
共
通
に
そ
し
て
平
行
に
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
原
理
で
あ
る
。
凡

て
の
運
動
、
凡
て
の
数
、
凡
て
の
空
間
、
凡
て
の
時
間
は
、
如
何
に
増
さ
る
る
と
も
無
限
に
大
な
る
も
の
に
到
る

こ
と
な
く
、
如
何
に
減
ぜ
ら
る
る
と
も
無
限
に
小
な
る
も
の
に
達
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
た
だ
つ
ね
に
「
無
限

と
虚
無
と
の
あ
い
だ
の
中
間
（m

ilieu
）」（IX, 268

）
に
あ
る
。
或
る
と
き
に
は
全
体
に
一
層
近
く
、
他
の
と
き

に
は
無
に
一
層
近
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
そ
の
各
の
次
元
に
あ
っ
て
、
全
体
と
無
と
の
い
ず
れ
に
も
固
着
し
得

ず
、
ま
た
そ
の
い
ず
れ
か
ら
も
脱
出
し
得
ず
し
て
、
こ
の
二
つ
の
極
端
の
中
間
の
領
域
を
絶
え
ず
定
め
な
く
往
来

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
観
念
は
パ
ス
カ
ル
に
於
て
唯
或
る
ひ
と
つ
の
思
想
、
他
の
多
く
の
思
想
の
中
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
と
並
び

若
く
は
そ
れ
ら
に
伴
わ
れ
る
単
に
ひ
と
つ
の
思
想
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
パ
ス
カ
ル
が
そ
れ
に
於
て
万
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物
に
出
逢
っ
た
と
こ
ろ
の
最
も
基
本
的
な
形
式
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
云
っ
て
い
る
、「
か
よ
う
に
し
て
そ

の
知
識
が
心
の
眼
を
自
然
の
最
も
大
い
な
る
不
思
議
に
向
っ
て
開
く
、
凡
て
の
も
の
に
共
通
な
る
規
定
が
あ
る
。

そ
の
最
も
主
な
る
も
の
は
凡
て
の
も
の
に
於
て
見
出
さ
れ
る
二
つ
の
無
限
を
含
ん
で
お
る
、
そ
の
一
つ
は
大
い
さ

の
無
限
で
あ
り
、
そ
の
他
は
小
さ
さ
の
無
限
で
あ
る
」（IX, 255, 256

）。
無
限
な
る
大
と
無
限
な
る
小
と
は
算

術
や
幾
何
学
や
力
学
の
取
扱
う
存
在
に
関
す
る
原
理
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
実
に
、
パ
ス
カ
ル
に
依
れ

ば
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
、
従
っ
て
ま
た
人
間
的
存
在
の
仕
方
を
規
定
す
る
概
念
で
あ
る＊

。
各
の
存
在
は
そ
の
存
在
の

属
す
る
次
元
に
於
け
る
無
限
に
大
な
る
も
の
と
無
限
に
小
な
る
も
の
―
―
な
ぜ
な
ら
各
の
次
元
に
は
そ
の
各
の
大

い
さ
と
小
さ
さ
と
の
二
つ
の
無
限
が
あ
る
か
ら
、
―
―
と
の
中
間
に
悉
く
存
在
す
る
。
そ
こ
で
私
は
こ
の
無
限
の

性
質
を
吟
味
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
パ
ス
カ
ル
が
二
つ
の
無
限
に
原
始
的
に
そ
し
て
根
本
的
に
出
逢

っ
た
の
は
勿
論
数
学
的
存
在
の
領
域
に
於
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
無
限
は
固
定
さ
れ
た
、
計
算
さ

れ
得
さ
え
す
る
無
限
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
無
限
の
原
理
は
直
接
に
二
つ
の
無
限
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
で
は

な
く
て
、
む
し
ろ
絶
対
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
有
限
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
無
限

は
二
つ
の
相
反
す
る
、
等
し
く
到
達
し
能
わ
ざ
る
極
限
の
あ
い
だ
の
、
無
限
な
る
大
と
無
限
な
る
小
と
の
あ
い
だ

の
、
謂
わ
ば
尽
し
難
き
運
動
の
謂
で
あ
る
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
虚
無
と
全
体
と
の
あ
い
だ
の
中
間
に
あ
る
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存
在
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
中
間
の
領
域
を
彼
方
此
方
に
運
動
せ
る
存
在
で
あ
る
。
無
限
は
な
に
よ
り
も
存
在
の

動
性
0

0

を
表
現
す
る
。
然
る
に
こ
の
運
動
は
少
し
も
停
止
す
る
こ
と
な
き
、
つ
ね
に
彼
の
果
て
に
近
づ
き
な
が
ら
決

し
て
彼
の
果
て
に
達
す
る
こ
と
な
き
運
動
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
こ
の
よ
う
に
運
動
す
る
存
在
と
し
て
他
の
こ
の
よ

う
に
運
動
す
る
存
在
の
中
に
自
己
を
見
出
す
人
間
の
存
在
の
状
態
性
は
不
安
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
無

限
は
特
に
意
識
的
な
る
存
在
の
不
安
0

0

を
表
現
す
る
。
パ
ス
カ
ル
の
無
限
は
深
く
し
て
明
ら
か
な
る
不
安
を
喚
び
起

す
休
息
な
き
運
動
で
あ
っ
て
、
か
か
る
も
の
と
し
て
哲
学
上
宗
教
上
の
他
の
種
々
な
る
無
限
の
観
念
の
う
ち
に
著

し
い
特
色
を
示
し
て
い
る
。
無
限
の
名
の
も
と
に
彼
が
原
始
的
に
そ
し
て
根
本
的
に
出
逢
っ
た
の
は
運
動
と
そ
れ

に
伴
う
不
安
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
斯
く
の
如
き
意
味
に
於
け
る
無
限
こ
そ
彼
の
思
想
に
於
け
る
根
本
経
験

0

0

0

0

と
し
て

ま
た
彼
の
人
間
的
存
在
の
解
釈
に
最
も
明
確
な
る
個
性
を
与
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

＊　

本
書
第
一
、
第
一
節
に
述
べ
た
無
限
及
び
虚
無
の
概
念
は
こ
こ
に
そ
の
起
源
を
見
出
す
（F. Strow

ski, Pascal et  

son tem
ps, II, p.314 

参
照
）。
そ
れ
と
同
時
に
「
中
間
」
の
概
念
が
単
な
る
比
喩
や
象
徴
で
な
く
、
却
っ
て
存
在

の
具
体
的
な
る
存
在
の
仕
方
そ
の
も
の
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
、
パ
ス
カ
ル
が
そ
れ
に
与
え
た
数
学
上
の
意
義
を

考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
よ
く
理
解
さ
れ
よ
う
。
虚
無
（néant

）
ま
た
は
無
（rien

）
の
観
念
が
非
存
在
或
は

非
概
念
の
謂
で
な
く
、
む
し
ろ
甚
だ
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
も
同
様
に
し
て
明
瞭
で
あ
る
。（Il y a bien de la 
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différence entre n’être pas une chose et en être un néant.

）IX
, 264.

無
限
と
有
限
と
は
名
を
異
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
の
存
在
性
を
異
に
す
る
。
彼
等
の
間
に
は
越
え

難
き
溝
渠
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
不
可
分
者
は
こ
れ
を
任
意
に
加
乗
す
る
も
ひ
と
つ
の
拡
延
に
達
す
る

こ
と
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
唯
単
に
ひ
と
つ
の
唯
一
の
不
可
分
者
を
作
る
に
過
ぎ
ぬ
。
零
は
こ
れ
を
如
何
に
加
乗
す

る
と
も
数
に
到
ら
な
い
。
そ
の
集
積
に
よ
っ
て
数
を
作
り
得
る
も
の
は
ひ
と
り
数
あ
る
の
み
で
あ
る
。
静
止
と
運

動
、瞬
間
と
時
間
の
あ
い
だ
に
も
ま
た
同
様
の
異
質
性
が
存
在
す
る
。
有
限
な
る
も
の
は
た
だ
有
限
な
る
も
の
と
、

無
限
な
る
小
は
ひ
と
り
無
限
な
る
小
と
比
す
る
こ
と
が
出
来
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
無
限
相
互

の
間
に
は
ま
た
種
々
の
次
元
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
次
元
相
互
の
間
に
は
ま
た
非
連
続
性
の
原
理
が
支
配
す
る
、

と
云
う
の
が
パ
ス
カ
ル
の
思
想
で
あ
っ
た
。『
パ
ン
セ
』
に
は
斯
く
記
さ
れ
て
あ
る
、「
無
限
に
加
え
ら
れ
た
単
位

は
何
物
も
そ
れ
に
加
え
ぬ
こ
と
、
あ
た
か
も
無
限
の
寸
法
に
増
さ
れ
た
一
尺
が
何
等
そ
れ
を
増
す
こ
と
な
き
と
同

一
で
あ
る
。
有
限
は
無
限
に
面
し
て
は
消
滅
し
て
し
ま
い
、
ひ
と
つ
の
単
な
る
虚
無
と
な
る
」（233

）。
斯
く
の

如
く
、
低
次
の
無
限
な
る
大
は
、
そ
れ
が
低
次
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
高
次
の
無
限
な
る
大
に
対
し
て
は
無
に
等

し
い
。
ひ
と
つ
の
次
元
は
唯
そ
れ
自
身
と
比
し
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
第
一
次
の
無
限
は
第
二
次
の
無
限
の
前
で

は
消
滅
し
て
し
ま
い
、
第
二
次
の
無
限
は
第
三
次
の
無
限
の
前
で
は
虚
無
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
各
の
存
在
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は
、
そ
の
次
元
に
お
い
て
如
何
な
る
大
い
さ
を
得
る
と
も
、
な
お
か
つ
高
次
の
存
在
性
の
一
粒
を
と
雖
も
贏
ち
得

る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

二

「
三
つ
の
秩
序
」（les trois ordres

）
の
名
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
思
想
が
右
の
如
き
数
学
上
の
観
念
と
関
係
あ

る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
、
パ
ス
カ
ル
が
生
と
人
間

の
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
数
学
上
の
観
念
を
そ
の
ま
ま
抽
象
的
形
式
的
に
当
て
嵌
め
た
と
か
、
或
は
そ
れ
を
唯
単
に

比
喩
的
象
徴
的
に
転
じ
用
い
た
と
か
、
と
思
う
の
は
疑
い
も
な
く
誤
解
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
の
考
え
方

の
最
も
著
し
い
特
色
は
そ
れ
の
具
体
性
に
あ
る
。
既
に
自
然
の
研
究
に
於
て
も
彼
は
事
実
の
重
ん
ず
べ
き
を
主
張

し
て
い
る
。
理
論
と
事
実
と
が
衝
突
す
る
と
き
、
事
実
の
前
に
屈
す
べ
き
は
理
論
で
あ
る
。
経
験
は
物
理
学
の
唯

一
の
原
理
で
あ
っ
て
、
経
験
の
み
が
自
然
に
関
す
る
知
識
を
殖
す
こ
と
が
出
来
る
（II, 136

）。
そ
れ
は
相
争
う

理
論
を
審
判
し
、
真
理
を
決
定
す
る
。
デ
カ
ル
ト
の
自
然
哲
学
に
反
対
し
て
掲
げ
ら
れ
た
こ
の
「
経
験
の
優
位
」

の
思
想
は
、
人
間
の
研
究
の
領
域
に
於
て
は
更
に
一
層
強
く
高
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
に
就
い
て
の
学
問
に
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と
っ
て
肝
要
な
こ
と
は
尤
も
ら
し
き
体
系
を
樹
て
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
理
論
を
築
く
よ
り

も
現
実
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
彼
の
眼
は
理
論
に
よ
っ
て
事
実
を
歪
め
る
こ
と
な
く
、
彼
の
思
考
は
先
入
主
見

に
よ
っ
て
存
在
を
曲
げ
、
ま
た
は
暴
力
に
よ
っ
て
そ
の
具
体
性
の
一
オ
ン
ス
を
も
減
ず
る
こ
と
が
な
い
。
パ
ス
カ

ル
は
抽
象
と
構
成
と
を
避
け
て
分
析
と
解
釈
と
を
努
め
る
。
生
に
就
い
て
の
真
の
認
識
は
つ
ね
に
生
と
交
わ
り
絶

え
ず
生
と
対
質
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。「
生
の
日
常
の
対
話
に
由
っ
て
生
れ
た
思
想
」
こ
そ
人
間
の
存

在
に
関
す
る
生
け
る
知
識
で
あ
る
。
深
き
理
解
を
や
ど
す
優
し
き
目
差
の
前
に
は
、
ひ
と
は
何
の
強
制
を
も
感
ず

る
こ
と
な
く
、
寧
ろ
み
ず
か
ら
進
ん
で
自
己
を
語
る
べ
く
お
の
ず
か
ら
に
誘
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
恰

も
そ
の
よ
う
に
、
パ
ス
カ
ル
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
し
て
好
ん
で
自
己
を
語
ら
し
め
る
能
力
あ
る
魂
の
所
有
者
で
あ

る
。
彼
が
数
量
や
記
号
や
方
式
を
も
っ
て
存
在
を
表
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
彼
が
こ
の
場
合
意
味
し
て
い

る
の
は
存
在
の
抽
象
的
な
概
念
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
彼
が
原
始
的
に
そ
し
て
根
本
的
に
出
逢
っ
た
と
こ
ろ
の
具

体
的
な
る
存
在
そ
の
も
の
の
相
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

パ
ス
カ
ル
は
す
べ
て
の
事
象
を
変
化
と
運
動
の
相
に
お
い
て
見
た
。
我
々
は
パ
ス
カ
ル
に
於
て
モ
ン
テ
ー
ニ

ュ
に
影
響
を
与
え
た
ヘ
ラ
ク
リ
ッ
ト
【H

éraclite

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
】
の
思
想
に
一
層
真
面
目
な
る
一
層
透
徹
し
た
形

に
於
て
会
す
る
。
自
然
は
変
化
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
何
処
に
於
て
固
定
す
べ
き
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
。
私



一
〇
八

が
自
然
に
於
て
把
持
し
よ
う
と
す
る
支
点
は
絶
え
ず
私
を
避
け
、
私
か
ら
滑
り
出
し
、
逃
れ
去
る
。
ひ
と
つ
の

物
と
し
て
私
の
た
め
に
停
止
す
る
こ
と
が
な
い
。
私
は
堅
固
な
基
礎
、
安
固
な
る
立
場
を
獲
よ
う
と
す
る
要
求
に

燃
え
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
自
然
を
見
渡
す
と
き
、
私
は
安
住
す
べ
き
場
所
を
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。「
自

然
は
私
に
懐
疑
と
不
安
の
種
な
ら
ぬ
が
如
き
何
物
も
供
し
な
い
。」
人
間
の
本
性
も
ま
た
運
動
に
あ
る
。
我
々
は

こ
の
こ
と
に
就
い
て
は
既
に
た
び
た
び
述
べ
て
お
い
た
。
人
間
は
奇
態
な
、
変
り
易
き
、
定
め
な
き
楽
器
で
あ

る
。
私
は
そ
の
い
ず
こ
に
触
れ
て
音
を
発
す
べ
き
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
。
ひ
と
り
人
間
の
運
動
が
不
安
定
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
所
有
す
る
如
何
な
る
も
の
も
ま
た
常
住
性
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。「
ひ
と
の
持
つ
と

こ
ろ
の
凡
て
が
流
転
す
る
の
を
感
じ
る
の
は
恐
し
い
こ
と
で
あ
る
」（212

）、
と
パ
ス
カ
ル
は
云
う
。
我
々
の
存

在
も
事
物
の
存
在
も
息
む
こ
と
な
き
流
転
（écoulem

ent

）、
絶
え
ざ
る
交
替
と
動
揺
の
う
ち
に
（en continuelle 

m
utation et branle

）
あ
る
。
我
々
は
み
ず
か
ら
変
化
し
運
動
す
る
も
の
と
し
て
他
の
変
化
し
運
動
す
る
も
の
の

間
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
不
安
は
か
よ
う
に
し
て
我
々
に
と
っ
て
自
然
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
同
時
に
パ
ス
カ
ル
は
こ
の
ヘ
ラ
ク
リ
ッ
ト
的
な
る
流
に
於
て
ひ
と
つ
の
運
命
を
見
た
の
で
あ
っ

た
。
凡
て
の
存
在
の
運
動
は
押
し
遣
る
こ
と
の
出
来
ぬ
必
然
性
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
お
る
。
あ
ら
ゆ
る
運
動
は
無

限
な
る
大
と
無
限
な
る
小
と
の
あ
い
だ
の
運
動
で
あ
る
。
在
る
も
の
は
悉
く
こ
の
二
つ
の
無
限
の
中
間
に
あ
り
、
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こ
の
二
つ
の
極
端
の
中
間
を
彷
徨
う
。
か
く
て
自
然
の
存
在
は
、
限
り
な
く
増
さ
れ
限
り
な
く
分
た
れ
る
こ
と
が

可
能
で
あ
り
、
決
し
て
固
定
す
る
こ
と
な
く
、
決
し
て
停
止
す
る
こ
と
な
く
、
無
限
な
る
大
と
無
限
な
る
小
と
の

間
を
往
還
す
る
。
人
間
も
ま
た
全
体
と
無
と
の
中
間
的
存
在
で
あ
る
。
彼
は
空
間
の
無
限
と
虚
無
と
の
間
に
、
数

の
無
限
と
虚
無
と
の
間
に
、運
動
の
無
限
と
虚
無
と
の
間
に
、時
間
の
無
限
と
虚
無
と
の
間
に
置
か
れ
て
い
る（IX, 

270

）。
我
々
の
叡
智
も
ま
た
休
息
す
る
こ
と
な
く
二
つ
の
果
て
の
間
を
馳
せ
め
ぐ
る
。「
凡
て
の
物
は
虚
無
か
ら

出
て
無
限
に
ま
で
運
ば
れ
る
。
誰
が
こ
の
驚
く
べ
き
運
行
を
跡
づ
け
る
か
」（72

）。
人
間
の
叡
智
は
、
恰
も
そ

の
中
間
的
性
質
の
故
に
、
事
物
の
初
と
終
と
を
理
解
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
二
つ
の
無
限
は
、「
固
よ
り
限
り
な

く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
一
は
他
に
対
し
て
互
い
に
関
係
し
、
一
つ
の
認
識
は
必
然
的
に
他
の
認
識

に
導
く
」（IX, 268

）。
け
れ
ど
我
々
の
魂
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
は
無
限
の
大
で
も
な
く
無
限
の
小
で
も
な
い
か
ら
、

我
々
に
と
っ
て
は
無
に
到
る
こ
と
も
全
体
に
達
す
る
こ
と
も
共
に
不
可
能
で
あ
る
。
無
限
を
理
解
し
得
る
も
の
は

み
ず
か
ら
無
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
凡
て
の
場
に
あ
っ
て
一
、
各
の
処
に
お
い
て
全
体
で
あ
り
、
無
限
に
し

て
不
可
分
者
」（231, 232

）
と
考
え
ら
れ
る
神
に
し
て
初
め
て
能
く
二
つ
の
極
限
を
理
解
し
得
、
こ
の
よ
う
な

神
に
於
て
ま
さ
し
く
両
者
は
相
触
れ
、
相
結
ぶ
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
に
と
っ
て
は
無
限
は
深
淵
で
あ
り
不
思
議

で
あ
る
。「
こ
の
無
限
の
空
間
の
永
遠
の
沈
黙
は
私
を
恐
れ
し
め
る
」（206

）。
無
限
は
人
間
の
知
識
の
対
象
で



一
一
〇

な
く
し
て
、
却
っ
て
彼
の
恐
怖
と
感
歎
の
原
因
で
あ
る
（72; IX, 268

）。
万
物
は
絶
間
な
き
運
動
に
あ
っ
て
何

物
も
こ
れ
を
固
定
し
得
な
い
、
二
つ
の
無
限
は
こ
れ
を
包
括
し
把
持
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
如
何
な
る
有
限
な

る
も
の
に
も
そ
の
秘
密
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
。
不
安
が
人
間
の
存
在
の
常
態
で
あ
る
の
は
固
よ

り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
生
は
、
そ
の
横
断
面

0

0

0

を
と
れ
ば
、
無
限
に
小
な
る
も
の
と
無
限
に
大
な
る
も
の
と
の
間
を

往
来
す
る
運
動
の
過
程
で
あ
る
。
然
る
に
パ
ス
カ
ル
は
、
単
に
生
の
横
断
面
に
於
て
の
み
な
ら
ず
更
に
そ
の
謂
わ

ば
縦
断
面

0

0

0

に
於
て
、
ま
た
ひ
と
つ
の
必
然
性
を
発
見
し
得
る
と
信
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
三
つ
の
秩
序
の
思
想
が
こ

れ
で
あ
る
。「
秩
序
」（ordre
）
は
伝
統
的
な
る
若
く
は
技
巧
的
な
る
抽
象
の
範
疇
で
な
く
、
却
っ
て
具
体
的
な

る
現
実
が
お
の
ず
か
ら
自
己
を
分
類
す
る
概
念
で
あ
る
。
彼
は
云
っ
て
い
る
、「
自
然
は
凡
て
の
彼
の
真
理
を
各

そ
れ
自
身
に
お
い
た
。
我
々
の
技
巧
は
そ
の
一
を
そ
の
他
の
う
ち
に
閉
じ
込
め
る
、
し
か
し
そ
れ
は
自
然
的
で
な

い
。
各
の
も
の
は
彼
の
場
所
を
保
つ
」（21
）。
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
る
も
の
は
一
つ
の
秩
序
に
あ
る
。
各
の
も

の
は
全
体
に
於
て
固
有
な
る
位
置
を
占
め
、
特
殊
な
る
身
分
ま
た
は
階
級
に
属
し
て
い
る
。
哲
学
の
目
的
は
一
つ

を
他
の
う
ち
に
凡
て
を
一
の
う
ち
に
押
し
入
れ
て
見
せ
か
け
の
統
一
を
作
る
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
全
体
の
生
の

構
造
と
聯
関
と
を
解
釈
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
先
ず
各
の
生
の
固
有
な
る
存
在
の
仕
方
、
そ
れ
の
固
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有
な
る
存
在
性
が
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ス
カ
ル
の
秩
序
と
は
何
よ
り
も
生
の
固
有
な
る
存
在
性
の
謂
で
あ

る
。第

一
の
秩
序
は
「
身
体
」（corps

）
で
あ
る
。
こ
こ
に
謂
わ
れ
た
身
体
は
科
学
的
概
念
で
な
く
し
て
、
却
っ
て

解
釈
学
的
概
念

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
生
が
こ
の
階
級
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
存
在
性
に
よ
れ
ば
、
身
体
と

し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
勿
論
か
か
る
生
が
普
通
に
謂
う
精
神
的
要
素
を
全
く
除
外

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
階
級
に
於
け
る
生
に
あ
っ
て
支
配
的
な
る
も
の
は
情
念

で
あ
る
。
こ
の
種
の
生
は
肉
的
な
る
も
の
、
身
体
的
な
る
も
の
を
目
的
と
す
る
。
王
侯
や
富
者
や
将
軍
な
ど
の
生

活
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
二
の
秩
序
は
「
精
神
」（esprit

）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
類
の
生
が
、
そ
れ
のpar 

excellence 

な
る
存
在
の
仕
方
に
於
て
、
精
神
で
あ
る
こ
と
以
外
の
何
事
も
意
味
し
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
別
の
箇

所
で
、「
凡
て
の
他
を
規
制
す
る
主
長
的
能
力
」（118

）
の
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
固
有
な
る
意
味
に
於

け
る
精
神
は
す
な
わ
ち
第
二
の
階
級
に
属
す
る
生
に
と
っ
て
主
長
的
能
力
で
あ
る＊

。
学
究
者
、
博
識
者
、
発
明
家

な
ど
は
こ
の
よ
う
な
生
活
を
営
む
人
間
で
あ
る
。
第
三
の
秩
序
は
「
慈
悲
」（charité

）
で
あ
る
。
慈
悲
と
は
一

般
に
神
に
於
け
る
生
の
存
在
の
仕
方
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
、
パ
ウ
ロ
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
な
ど
の
生
活
は
そ
の

著
し
い
例
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
達
し
た
生
は
自
然
的
な
る
意
味
で
は
こ
れ
を
生
と
呼
ぶ
こ
と
さ
え
最
早
不
可
能



一
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二

で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
パ
ウ
ロ
は
云
う
、「
吾
れ
生
け
る
に
あ
ら
ず
、
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
吾
れ
に
於
て
生

け
る
な
り
。」
キ
リ
ス
ト
は
ま
た
彼
み
ず
か
ら
云
う
、「
こ
の
業
を
な
す
は
吾
れ
に
あ
ら
ず
、
そ
れ
吾
れ
に
於
け

る
父
な
り
。」
彼
等
は
生
き
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
等
は
生
を
も
っ
て
い
る
か
ら
。
し
か
し
同
時
に
彼
等
は
生
き

て
い
な
い
、
な
ぜ
な
ら
彼
等
の
生
は
、
そ
の
源
泉
に
就
い
て
云
え
ば
、
他
の
生
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（XI, 130, 

131

）。
か
か
る
生
に
於
て
最
も
決
定
的
な
る
も
の
は
意
志
で
あ
る
。
た
だ
神
を
知
る
こ
と
で
な
く
却
っ
て
神
を

愛
す
る
こ
と
、
単
に
神
を
垣
間
見
る
こ
と
で
な
く
却
っ
て
神
に
固
執
す
る
こ
と
に
於
て
か
か
る
生
は
成
立
す
る
。

そ
れ
は
勿
論
神
の
恩
寵
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
り
、そ
し
て
神
の
意
志
は
そ
れ
の
本
源
的
な
る
原
因
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
ま
た
人
間
の
意
志
の
力
を
欠
い
て
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
（XI, 128, 129

）。

＊
我
々
は
こ
の
場
合
テ
ー
ヌ
が
主
張
し
、
例
証
し
よ
う
と
し
た
「
頭
主
的
能
力
」（faculté m

aîtresse

）
の
概
念
を
思
い

出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、H

. Taine, Essai sur Tite Live.

参
照
。

三
つ
の
秩
序
の
生
は
各
そ
の
次
元
に
固
有
な
る
意
味
に
於
て
運
動
で
あ
る
。
第
一
の
秩
序
の
生
は
唯
ひ
た
す

ら
に
流
転
的
で
あ
る
。
こ
の
快
楽
は
転
じ
去
り
、
こ
の
情
欲
は
過
ぎ
ゆ
く
。
そ
れ
ら
は
流
れ
、
落
ち
、
そ
し
て
ひ

と
を
ひ
き
い
れ
る
バ
ビ
ロ
ン
の
河
で
あ
る
、
何
物
も
定
ま
ら
ず
、
何
処
に
も
頼
る
べ
き
所
が
な
い
（459

）。
第

二
の
秩
序
の
生
も
ま
た
絶
え
ざ
る
運
動
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
す
で
に
拠
所
を
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
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え
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
一
本
の
草
、
一
滴
の
水
に
よ
っ
て
さ
え
破
ら
れ
る
生
で
は
あ
る
。
し
か
し
精
神
は
そ
の
本

質
に
従
え
ば
自
覚
的
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
生
の
消
滅
し
埋
没
し
つ
つ
あ
る
と
き
、
な
お
精
神
は
そ
れ
が
消
滅
し

埋
没
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
限
り
に
於
て
、
そ
し
て
唯
こ
の
限
り
に
於
て
の
み
、
精
神
を
存

在
性
と
す
る
生
は
或
る
固
定
性
を
も
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
な
が
ら
斯
く
の
如
き
単
な
る
知
的

な
る
自
覚
に
我
々
が
、
我
々
の
生
の
全
体
に
於
て
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
艱
難
と
苦
悩
と
を
通
じ
て
、
安
住
の
地
を
見

出
す
と
云
う
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
魂
は
た
か
だ
か
唯
一
瞬
の
間
の
み
そ
こ
に
安
ん
じ
て
留
り
得
る
に
過

ぎ
な
い
（351

）。
第
三
の
秩
序
の
生
と
雖
も
、
そ
れ
が
生0

で
あ
る
限
り
に
於
て
、
運
動
で
あ
る
の
は
云
う
ま
で

も
な
い
。
け
れ
ど
そ
れ
は
、
そ
れ
が
神0

に
於
け
る
生
で
あ
る
限
り
に
於
て
、
自
然
的
な
る
意
味
で
は
そ
れ
を
生
と

称
す
る
こ
と
が
す
で
に
不
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
ま
さ
し
く
そ
の
限
り
に
於
て
、
そ
れ
を
自
然
的
な
る
意

味
で
運
動
と
名
附
け
る
こ
と
は
最
早
不
可
能
で
あ
る
。
神
に
従
っ
て
生
き
る
者
は
、
情
欲
の
「
火
の
河
」
の
上
に

あ
っ
て
、沈
む
こ
と
な
く
、ひ
き
い
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、却
っ
て
確
か
な
る
礎
に
坐
し
て
し
づ
か
に
憩
い
し
後
に
、

彼
を
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
の
宮
の
入
口
に
ゆ
る
ぎ
な
く
立
た
し
め
る
者
に
手
を
差
伸
べ
る
（458

）。
神
は
生
の
運

動
に
最
後
の
統
一
と
安
定
と
を
与
え
る
。
神
は
「
確
実
」（certitude
）
で
あ
る
。
神
は
動
い
て
動
か
な
い
。
自
己

の
意
志
を
神
の
意
志
に
従
え
て
生
き
る
生
―
―
パ
ス
カ
ル
に
依
れ
ば
こ
れ
の
み
が
目
的
々
な
る

0

0

0

0

0

生
で
あ
る
―
―
は



一
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四

ま
た
運
動
で
あ
っ
て
同
時
に
静
止
で
あ
る
。

各
の
次
元
に
於
け
る
生
は
其
々
の
無
限
を
も
っ
て
い
る
。
各
の
秩
序
に
は
そ
れ
自
身
に
固
有
な
る
「
大
い
さ
」

（grandeur
）
が
あ
る
。
王
者
は
権
力
を
得
る
た
め
に
な
さ
る
べ
き
凡
て
の
こ
と
を
し
た
人
間
で
あ
る
。
彼
に
は

彼
に
固
有
な
る
威
光
と
栄
華
が
あ
る
。
彼
は
知
な
き
も
限
り
な
き
力
を
集
め
る
。
学
者
は
肉
的
な
る
大
い
さ
を
必

要
と
し
な
い
。
ア
ル
キ
メ
デ
ス
が
王
子
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
彼
が
彼
の
幾
何
学
の
書
に
於
て
王
子
を
振
舞
う
こ

と
は
無
用
で
あ
っ
た
。
学
者
は
真
理
を
発
見
し
、
知
識
を
増
殖
す
る
。
彼
に
は
彼
に
固
有
な
る
帝
国
が
あ
り
、
そ

の
名
誉
と
光
彩
が
あ
る
。
彼
が
聖
な
る
こ
と
な
く
し
て
限
り
な
き
学
才
を
有
す
る
こ
と
は
全
く
可
能
で
あ
る
。
聖

者
は
学
問
上
の
発
見
を
し
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た
国
を
支
配
し
た
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
身
体
的
な
る
若
く
は

精
神
的
な
る
大
い
さ
は
彼
に
は
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
聖
を
顕
す
た
め
に
王
と
し
て
来
る
こ
と
は
キ
リ
ス

ト
に
は
無
用
で
あ
っ
た
。
彼
は
彼
の
秩
序
の
栄
光
を
も
っ
て
来
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
聖
者
に
は
彼
に
固
有
な
る
帝

国
が
あ
り
、
そ
の
勝
利
と
光
栄
が
あ
る
。
彼
は
謙
り
、
堪
え
忍
び
、
神
に
対
し
て
浄
く
、
悪
魔
に
向
っ
て
烈
し
く
、

罪
に
穢
れ
な
い
。
彼
は
財
と
知
と
の
外
に
あ
っ
て
し
か
も
限
り
な
く
聖
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
に
し
て
、
生
が
三

つ
の
秩
序
に
於
て
夫
々
の
大
い
さ
と
無
限
と
を
有
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
然
し
な
が
ら
更
に
ま
た
こ
れ
ら
三
つ
の

秩
序
が
相
互
に
異
質
的
で
あ
り
、非
連
続
的

0

0

0

0

で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
、パ
ス
カ
ル
の
見
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
凡
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て
の
物
体
、蒼
空
、星
辰
、地
と
そ
の
王
国
も
精
神
の
最
も
小
な
る
も
の
に
値
し
な
い
。」「
あ
ら
ゆ
る
物
体
の
全
体
、

あ
ら
ゆ
る
精
神
の
全
体
、
そ
し
て
凡
て
の
そ
の
生
産
物
も
、
慈
悲
の
最
も
小
な
る
運
動
に
値
し
な
い
。」「
あ
ら
ゆ

る
物
体
の
全
体
を
も
っ
て
し
て
も
、
ひ
と
は
そ
れ
か
ら
ひ
と
つ
の
小
さ
い
思
想
を
も
生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
出
来
ぬ

で
あ
ろ
う
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
他
の
秩
序
の
も
の
で
あ
る
。
凡
て
の
物
体
と
精
神
と
を

も
っ
て
し
て
も
、
ひ
と
は
そ
れ
か
ら
真
の
慈
悲
の
ひ
と
つ
の
運
動
を
も
引
出
す
こ
と
が
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
、
そ
れ

は
不
可
能
で
あ
る
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
他
の
秩
序
の
も
の
で
あ
る
」（793

）。
点
の
和
を
加
え
る
こ
と
に
依
っ
て

線
の
量
は
増
さ
ず
、
線
の
和
を
加
え
る
こ
と
に
依
っ
て
面
の
量
は
増
さ
な
い
。
一
般
に
低
い
次
元
の
量
は
高
い
次

元
の
量
に
対
し
て
は
捨
て
去
り
得
る
。
恰
も
そ
の
よ
う
に
、
我
々
が
如
何
に
限
り
な
く
我
々
の
財
を
積
み
重
ね
る

に
し
て
も
、
我
々
は
学
問
の
秩
序
に
対
し
て
は
一
点
と
雖
も
進
ま
な
い
。
そ
し
て
ま
た
恰
も
そ
の
よ
う
に
、
我
々

が
如
何
に
限
り
な
く
我
々
の
精
神
を
富
ま
す
に
し
て
も
、
我
々
は
救
済
の
秩
序
に
向
っ
て
は
一
線
と
雖
も
近
づ
か

な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
、「
精
神
に
対
す
る
身
体
の
無
限
の
距
離
は
、
慈
悲
に
対
す
る
精
神
の
一
層
か
ぎ
り
な

く
無
限
な
る
距
離
を
か
た
ど
る
」（793

）。
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
は
そ
の
存
在
性
を
全
く
異
に
す
る
次
元
に
属
す

る
の
で
あ
る
。

慈
悲
の
秩
序
を
精
神
の
秩
序
と
、
精
神
の
秩
序
を
身
体
の
秩
序
と
混
同
す
る
こ
と
な
く
、
そ
し
て
そ
の
各
の
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段
階
の
も
つ
大
い
さ
を
互
い
に
区
別
す
る
こ
と
は
肝
要
で
あ
る
。
其
々
の
秩
序
に
彼
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を

与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
王
侯
と
将
軍
の
前
に
は
膝
を
曲
げ
る
が
い
い
。
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
前
で
は
頭
を
屈
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
の
前
で
は
ひ
と
は
胸
を
傾
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ス
カ
ル
は
具
体
的
な
る
生
を
そ
の
在

る
が
侭
の
姿
に
於
て
分
析
す
る
。
彼
は
ひ
と
つ
の
秩
序
に
そ
の
領
土
の
外
に
於
け
る
僣
権
を
許
さ
な
い
。
我
々
は

学
者
が
富
豪
で
な
く
、
聖
者
が
貴
族
で
な
い
こ
と
を
驚
く
べ
き
で
も
な
く
、
歎
く
べ
き
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
線

は
決
し
て
面
に
な
る
こ
と
が
な
い
と
同
時
に
ま
た
決
し
て
点
に
帰
す
る
こ
と
も
な
い
。
各
の
も
の
は
彼
の
特
殊
な

る
存
在
性
を
有
す
る
。
各
の
も
の
は
或
る
0

0

も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
其
の
0

0

も
の
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
。
か
く
観

ず
る
と
き
、
秩
序
の
説
は
我
々
の
魂
に
静
穏
と
平
和
と
を
も
た
ら
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
翻
っ
て
他
の

方
面
か
ら
察
す
る
な
ら
ば
、
次
元
の
思
想
は
我
々
の
心
を
不
安
と
戦
慄
と
に
お
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
私

は
救
済
を
願
う
。
私
は
そ
の
た
め
に
神
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
思
索
と
反
省
を
重
ね
、
凡
て
の
理
論
と
哲
学
と
を
集

め
る
。
し
か
し
私
の
信
仰
、私
の
聖
は
そ
れ
に
因
っ
て
決
し
て
得
ら
る
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
、

そ
れ
は
ひ
と
つ
の
他
の
秩
序
の
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
秩
序
は
他
の
秩
序
に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

単
に
「
此
れ
か
―
―
彼
れ
か
」
の
最
後
決
定
的
な
る
態
度
、
自
己
の
全
体
の
存
在
を
も
っ
て
す
る
飛
躍
が
意
味
を

も
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
真
理
を
経
験
す
る
と
き
ひ
と
は
恐
れ
戦
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う＊

。
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パ
ス
カ
ル
の
賭
の
意
味
は
か
か
る
思
想
を
背
景
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
一
層
よ
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ

う
。

然
し
な
が
ら
秩
序
の
思
想
に
含
ま
れ
る
悲
劇
的
な
る
も
の
は
、
パ
ス
カ
ル
が
各
の
次
元
に
固
有
な
る
理
解
の

仕
方
を
決
定
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
相
互
の
間
の
非
連
続
性
を
主
張
す
る
と
き
、
最
も
顕
に
な
る
。
第
一
の
秩
序
に

於
け
る
生
に
固
有
な
る
理
解
の
仕
方
は
「
感
性
」（sens

）
で
あ
る
。
こ
の
場
合
感
性
は
認
識
論
的
な
る
概
念
で

は
な
く
し
て
、
却
っ
て
存
在
論
的
な
る
概
念
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
純
粋
意
識
と
云
う
が
如
き
も
の
を
考
え
な
か

っ
た
と
同
じ
よ
う
に
ま
た
純
粋
知
覚
と
も
云
う
べ
き
も
の
を
考
え
て
い
な
い
。
こ
こ
に
謂
う
感
性
は
む
し
ろ
こ
の

具
体
的
な
る
生
、
普
通
に
身
体
と
精
神
と
か
ら
成
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
生
が
全
体
と
し
て
、
世
界
と
人
間
の
存

在
に
出
逢
う
ひ
と
つ
の
具
体
的
な
る
仕
方
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
生
の
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方

で
あ
り
、
或
は
か
か
る
も
の
と
し
て
全
体
の
生
の
存
在
の
仕
方
を
決
定
す
る
生
の
ひ
と
つ
の
契
機
で
あ
る
。
そ
こ

で
第
一
の
秩
序
の
生
の
特
殊
な
る
理
解
の
仕
方
が
感
性
の
名
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
れ
は
勿

論
こ
の
生
の
理
解
が
す
べ
て
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
謂
う
の
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
感
性
の
知
覚

は
つ
ね
に
真
で
あ
る
」（9

）。
眼
は
自
己
の
領
域
に
属
す
る
生
の
大
い
さ
と
そ
の
輝
き
と
を
明
ら
か
に
見
、
そ
れ

に
つ
い
て
知
識
と
理
解
と
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
。
感
性
は
身
体
の
次
元
に
適
合
し
て
い
る
、
け
れ
ど
一
層
高
い
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次
元
の
生
に
対
し
て
は
全
く
無
能
力
で
あ
る
。
精
神
的
な
る
大
い
さ
と
そ
の
光
り
と
は
王
侯
や
富
者
や
将
軍
の
肉

の
眼
に
は
決
し
て
見
え
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
等
に
も
理
性
は
欠
け
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
こ
の
場

合
「
感
性
は
、
理
性
か
ら
独
立
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
屡
々
理
性
の
主
人
と
な
り
、
そ
れ
を
快
楽
の
探
求
に
さ
ら
っ

て
ゆ
く
」（430
）。
学
問
上
の
天
才
の
国
と
そ
の
大
い
さ
と
は
唯
精
神
に
依
っ
て
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
ア
ル
キ
メ
デ
ス
は
眼
の
た
め
に
戦
わ
ず
し
て
却
っ
て
凡
て
の
精
神
を
彼
の
発
見
を
も
っ
て
養
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
第
二
の
秩
序
に
於
け
る
生
の
理
解
の
仕
方
は
高
調
さ
れ
た
意
味
で
「
精
神
」（esprit

）
で
あ
る
。

そ
れ
は
存
在
の
聯
関
と
理
由
と
の
理
解
に
向
う
。
そ
れ
は
優
れ
て
合
理
的
で
あ
り
、
分
析
と
証
明
の
道
具
を
も
っ

て
生
と
世
界
と
に
出
逢
う
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
仕
方
は
そ
れ
に
固
有
な
る
次
元
に
と
っ
て
は
充
全
で
あ
り
、
ま

た
規
準
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
精
神
と
そ
れ
よ
り
も
高
次
な
る
秩
序
と
の
間
に
は
、
感
性
と
精

神
と
の
間
に
於
け
る
よ
り
も
更
に
遥
か
な
る
距
離
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。「
神
を
知
る
こ
と
か
ら
神
を
愛
す
る
こ

と
へ
は
如
何
に
遠
く
離
れ
て
い
る
か
」（280
）。
愛
の
理
解
は
知
の
立
場
と
は
全
く
次
元
を
異
に
す
る
。
聖
者
の

国
と
そ
の
美
し
さ
と
は
肉
の
人
に
見
え
ぬ
と
同
じ
く
ま
た
精
神
の
人
に
も
隠
さ
れ
て
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
慈
悲
の

秩
序
に
於
け
る
生
の
特
殊
な
る
理
解
の
仕
方
を
「
心
情
」（cœ

ur

）
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
心
情
の
理
解
は
直

観
的
で
あ
る
と
共
に
情
意
的
で
あ
る
。
そ
し
て
パ
ス
カ
ル
に
依
れ
ば
こ
れ
の
み
が
真
に
目
的
的

0

0

0

と
呼
ば
る
べ
き
見
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方
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
事
実
を
神
の
視
点
に
於
て
観
察
し
、
凡
て
の
現
象
を
こ
の
唯
一
な
る
目
的
に
関
係

さ
せ
て
認
識
す
る
と
同
時
に
、
か
か
る
観
察
と
認
識
と
は
た
だ
ち
に
行
為
と
し
て
具
体
的
に
表
現
さ
れ
る
。
愛
の

立
場
に
あ
っ
て
は
知
る
こ
と
は
行
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
神
は
精
神
よ
り
も
意
志
を
動
か
す
こ
と
を
欲
す

る
。
キ
リ
ス
ト
や
パ
ウ
ロ
は
心
を
啓
く
（instruire

）
こ
と
で
な
く
、
情
を
温
め
る
（échauffer

）
こ
と
を
欲
し

た
の
で
あ
る
（283
）。
斯
よ
う
に
し
て
、
ひ
と
は
自
己
の
生
の
属
す
る
秩
序
に
従
っ
て
、
其
々
特
殊
な
仕
方
を

も
っ
て
生
を
理
解
す
る
に
い
た
る
。
彼
が
如
何
な
る
生
の
見
方
を
有
す
る
か
は
、
抽
象
的
に
決
め
ら
れ
、
偶
然
的

に
定
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
感
性
、
精
神
、
心
情
の
三
者
は
単
な
る
認
識
作
用
を
抽
象
的
に
現
す

概
念
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
具
体
的
な
る
存
在
の
仕
方
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ひ

と
り
の
人
の
も
つ
生
の
見
方
は
彼
の
属
す
る
生
の
秩
序
を
必
然
的
に
表
現
す
る
。
生
の
三
つ
の
秩
序
は
生
の
三
つ

の
見
方
を
具
体
的
に
決
定
す
る
。
生
の
哲
学
0

0

は
生
の
一
つ
0

0

の
見
方
に
過
ぎ
な
い
（461

）。
け
だ
し
哲
学
は
三
つ

の
秩
序
の
う
ち
精
神
の
秩
序
に
於
け
る
生
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
秩
序
に
固
有
な
る
理
解
の
仕
方
に
よ
っ
て
限

定
さ
れ
た
生
の
見
方
に
外
な
ら
な
い
。
生
の
哲
学
は
生
の
唯
一
の
見
方
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
の
最
も
優
れ
た

る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
身
体
の
秩
序
と
慈
悲
の
秩
序
と
に
於
け
る
生
は
夫
々
他
の
哲
学
な
ら
ぬ
生
の
見
方

を
も
っ
て
い
る
。
斯
く
の
如
く
、
生
が
そ
の
存
在
の
仕
方
に
応
じ
て
其
々
固
有
な
る
理
解
の
仕
方
を
も
つ
と
こ
ろ



一
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に
、
―
―
む
し
ろ
そ
の
理
解
の
仕
方
に
応
じ
て
生
の
各
特
殊
な
る
存
在
の
仕
方
が
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
―
―

し
か
も
そ
の
低
次
の
も
の
は
高
次
の
も
の
に
対
し
て
全
然
無
能
力
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
人
生
に
於
け
る
幾
多
の
悲

劇
の
原
因
は
宿
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
故
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
毒
を
飲
み
、
キ
リ
ス
ト
は
磔
刑
に
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
っ
た
。

三
つ
の
秩
序
の
銘
々
の
理
解
の
仕
方
は
、
上
昇
的
に
は

0

0

0

0

0

、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
連
続
を
拒
む
に

拘
ら
ず
、
下
降
的
に
は

0

0

0

0

0

、
ひ
と
つ
の
連
続
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
高
次
の
秩
序
は
低
次
の
秩
序
に
対
し
て
超
越
的

で
あ
り
、そ
こ
に
は
昇
り
ゆ
く
べ
き
梯
子
が
な
い
。
然
し
低
次
の
秩
序
は
高
次
の
秩
序
に
と
っ
て
内
在
的
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
降
り
得
る
階
段
が
あ
る
。高
次
の
も
の
は
低
次
の
も
の
を
綜
合
す
る
一
層
広
く
し
て
深
き
見
方
で
あ
る
。

か
く
て
、
一
方
で
は
理
性
に
よ
っ
て
慈
悲
を
理
解
し
尽
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
理
性
的
な
ら
ぬ

慈
悲
は
真
の
慈
悲
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
記
し
て
い
る
、「
若
し
ひ
と
が
凡
て
の
も
の
を
理

性
に
屈
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
我
々
の
宗
教
は
神
秘
的
な
る
そ
し
て
超
自
然
的
な
る
何
も
の
も
も
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。

若
し
ひ
と
が
理
性
の
原
理
に
背
く
な
ら
ば
、
我
々
の
宗
教
は
無
稽
で
そ
し
て
滑
稽
で
あ
ろ
う
」（273

）。
感
性
に

就
い
て
も
同
様
で
あ
る
。「
信
仰
は
固
よ
り
感
性
の
言
わ
ぬ
こ
と
を
言
う
、
け
れ
ど
そ
れ
は
感
性
の
見
る
と
こ
ろ

の
も
の
に
矛
盾
す
る
こ
と
を
言
わ
な
い
。
信
仰
は
感
性
の
上
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
」



パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究

一
二
一

（265
）。
宗
教
は
感
性
と
理
性
と
に
反
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ
れ
ら
の
も
の
を
包
含
し
統
一
す
る
一
層
高

く
し
て
寛
か
な
る
立
場
で
あ
る
。
人
間
の
存
在
の
全
体
0

0

を
残
り
な
く
理
解
す
る
こ
と
は
唯
宗
教
の
秩
序
に
於
て
の

み
可
能
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
秩
序
に
於
け
る
理
解
の
仕
方
の
特
性
は
観
想
的
な
る
と
共
に
実
践
的
な
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
生
の
全
き
理
解
は
知
る
こ
と
と
行
う
こ
と
と
が
相
合
し
相
擁
す
る
生
に
と
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ

の
意
味
で
生
を
完
全
に
理
解
し
得
る
如
何
な
る
哲
学
も
な
い
。
生
の
哲
学
は
た
だ
ち
に
宗
教
の
生
活
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

三

さ
て
三
つ
の
秩
序
の
う
ち
特
に
人
間
的

0

0

0

0

0

と
呼
ば
る
べ
き
は
第
二
の
秩
序
で
あ
る
。
精
神
は
人
間
のpar 

excellence 

な
る
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。「
私
は
意
識
を
も
た
ぬ
人
間
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
ぬ
、
そ
れ
は
ひ
と
つ

の
石
或
は
一
匹
の
獣
で
あ
る
で
あ
ろ
う
」（339

）。「
理
性
は
彼
の
存
在
を
作
っ
て
い
る
」（439

）。
精
神
の
秩
序

に
於
け
る
生
が
特
に
人
間
的
で
あ
る
と
謂
う
こ
と
は
、
無
論
他
の
秩
序
に
於
け
る
生
が
理
性
を
全
く
除
外
す
る
こ

と
を
意
味
し
な
い
。
身
体
の
次
元
に
あ
る
生
も
、
そ
れ
が
人
間
の
生
で
あ
る
限
り
、
理
性
的
要
素
を
欠
い
て
は
い



一
二
二

な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
そ
こ
で
は
感
性
は
理
性
の
主
人
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
で
は
情
念
は
理
性
の
勝
利
者
で
あ

っ
て
、
理
性
は
自
己
の
固
有
な
る
は
た
ら
き
を
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
か
く
の
如
き
生
は
禽
獣
の
そ
れ
と

選
ぶ
と
こ
ろ
な
く
、
特
に
人
間
的
と
名
附
け
ら
れ
る
に
値
し
な
い
の
で
あ
る
。
慈
悲
の
次
元
に
あ
る
生
の
理
性
的

な
ら
ぬ
筈
の
な
い
こ
と
は
固
よ
り
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
救
済
の
決
定
的
な
る
、
支
配
的
な
る
根
源
は
神
の
意
志
に

あ
っ
て
、
こ
の
と
き
人
間
の
意
志
は
単
に
第
二
次
的
な
る
、
随
伴
的
な
る
原
因
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
（XI, 129

）。

信
仰
は
神
の
賜
物
で
あ
っ
て
、
理
性
的
思
惟
の
贈
物
で
は
な
い
（279

）。
我
々
は
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
功
績
を
も

っ
て
し
て
も
慈
悲
の
段
階
に
独
立
に
到
達
し
能
わ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
慈
悲
の
段
階
に
あ
る
生
を
特
に
人
間

的
と
見
做
す
こ
と
は
最
も
恐
る
べ
き
傲
慢
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
特
に
人
間
的
な
る
生
は
む
し
ろ
身
体
の
秩
序
と

慈
悲
の
秩
序
と
の
間
に
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
ま
た
人
間
の
存
在
が
特
殊
な
る
意
味
に
於
て
中
間
的

0

0

0

で
あ
る
の
を

見
出
す
。
パ
ス
カ
ル
の
有
名
な
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
人
間
は
天
使
で
も
な
け
れ
ば
獣
で
も
な
い
」（L’hom

m
e n’est 

ni ange ni bête, 358

）。「
人
間
は
彼
が
獣
若
く
は
天
使
に
等
し
い
と
信
ず
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
」（418

）。

第
一
の
秩
序
の
生
は
人
間
に
と
っ
て
優
れ
て
「
自
然
」（nature

）
で
あ
る
。
蓋
し
人
間
的
存
在
の
最
も
根
本

的
な
る
規
定
は
動
性
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
人
間
に
は
動
き
（rem

uem
ent

）
が
必
要
で
あ
り
（III, 119

）、
そ
し

て
人
間
は
動
き
を
愛
す
る
（139

）。
ひ
と
は
社
交
を
求
め
、
戦
争
を
喜
び
、
政
治
を
好
む
。
国
王
や
大
臣
や
将
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軍
の
生
活
が
ひ
と
の
最
も
希
望
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
の
は
、
こ
の
種
の
生
活
が
最
も
動
き
に
満
ち
、
そ
し

て
そ
の
た
め
に
彼
の
本
性
に
最
も
媚
び
る
に
因
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
我
々
が
生
と
世
界
と
に
出
逢
う
仕
方
の
う

ち
喧
騒
と
激
動
と
を
最
も
多
く
提
供
し
、
従
っ
て
我
々
の
存
在
を
最
も
多
く
充
満
す
る
も
の
は
情
念
で
あ
る
。
パ

ス
カ
ル
の
謂
う
身
体
の
次
元
に
於
け
る
生
と
は
主
と
し
て
こ
の
よ
う
な
情
念
に
依
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
生
で
あ

る
。
斯
る
生
と
雖
も
、
そ
れ
が
人
間
の
自
然
で
あ
る
と
云
う
意
味
に
於
て
、
そ
し
て
唯
そ
の
限
り
に
於
て
、
自
足

的
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
か
か
る
生
を
生
き
る
者
が
自
己
の
存
在
の
仕
方
に
み
ず
か
ら
は
何
等
の
矛

盾
を
も
発
見
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

生
が
一
層
高
い
秩
序
に
達
す
る
と
き
そ
こ
に
は
著
し
い
転
換
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
転
換
を
規
定
す
る
も
の
は

自
覚
で
あ
る
。
精
神
と
は
自
覚
的
意
識
の
名
で
あ
る
。
こ
の
根
本
的
な
る
転
換
は
な
に
よ
り
も
人
間
の
生
の
理
解

の
特
殊
な
る
仕
方
を
決
定
す
る
。
こ
の
と
き
ひ
と
は「
自
然
」（nature

）で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を「
悲
惨
」（m

isère

）

と
し
て
理
解
す
る
（409

）。
騒
ぎ
と
動
き
と
を
愛
す
る
の
は
人
間
の
自
然
で
あ
る
。
然
し
我
々
は
日
常
の
生
活

に
於
て
ま
の
あ
た
り
見
ら
れ
る
こ
の
事
実
の
理
由
を
問
う
。
自
覚
的
な
る
生
を
生
き
る
者
は
、
パ
ス
カ
ル
の
光
彩

あ
る
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
現
実
の
理
由
」（raison des effets
）
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
問
う
も
の

は
生
の
色
な
き
匂
な
き
原
因
で
は
な
い
。
現
実
の
理
由
と
は
生
の
現
実
を
具
体
的
に
説
明
し
解
釈
す
る
と
こ
ろ
の
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理
由
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
生
の
科
学
的
研
究
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
種
類
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
生
の
存

在
論
的
分
析
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
け
る
生
の
う
ち
に
横
た
わ
り
つ
つ
み
ず
か

ら
生
き
て
は
た
ら
き
、
生
の
生
け
る
姿
を
規
定
す
る
生
そ
の
も
の
の
契
機
で
あ
る
。
人
間
が
か
く
も
騒
ぎ
と
動
き

と
を
愛
す
る
の
は
何
に
因
る
の
で
あ
る
か
。
ひ
と
は
こ
れ
に
依
っ
て
自
己
を
避
け
、
自
己
を
晦
ま
そ
う
と
し
て
い

る
。
人
間
が
賭
事
を
好
み
、
戦
争
を
喜
ぶ
の
は
、
疑
い
も
な
く
賭
事
の
危
険
、
戦
争
の
苦
痛
を
求
め
て
い
る
た
め

で
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
騒
動
に
よ
っ
て
彼
の
心
を
自
己
か
ら
転
じ
さ
せ
て
（divertir

）、
そ
れ
が
自
己
自
身

に
就
い
て
、自
己
の
状
態
に
就
い
て
考
え
る
こ
と
を
妨
げ
ん
が
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち
そ
れ
ら
は
す
べ
て「
慰

戯
」（divertissem

ent

）
で
あ
る
。
我
々
が
日
に
夜
を
重
ね
て
ひ
た
す
ら
に
慰
戯
を
追
う
の
は
如
何
な
る
理
由
に

基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
の
自
然
の
状
態
は
か
よ
わ
い
、
果
敢
無
い
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
そ
れ
に
就
い
て

親
し
く
思
い
廻
ら
す
な
ら
ば
何
物
も
我
々
を
慰
め
る
こ
と
の
出
来
ぬ
ほ
ど
そ
れ
は
不
幸
に
満
ち
て
い
る
。
そ
こ
で

我
々
は
み
ず
か
ら
を
幸
福
な
ら
し
め
る
た
め
に
一
般
に
自
己
の
状
態
に
就
い
て
は
考
え
ぬ
こ
と
を
欲
し
、
か
よ
う

に
し
て
様
々
な
る
慰
戯
を
工
夫
す
る
。
慰
戯
は
自
己
逃
避
で
あ
る
、
慰
戯
の
現
実
の
理
由
は
人
間
の
状
態
の
悲
惨

に
あ
る
。
王
は
彼
を
紛
す
こ
と
を
仕
事
と
す
る
者
を
彼
の
周
囲
に
集
め
て
、
彼
が
彼
み
ず
か
ら
に
就
い
て
考
え
る

の
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
固
よ
り
王
で
は
あ
り
な
が
ら
、
自
己
を
近
く
省
る
と
き
自
身
の
欠
陥
と
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不
幸
と
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。自
己
を
避
け
、自
己
を
晦
ま
す
た
め
に
、ひ
と
つ
の
球
を
投
げ
、

一
匹
の
兎
を
追
う
と
云
う
が
如
き
こ
と
に
さ
え
ひ
と
は
熱
中
し
て
い
る
。
然
る
に
斯
く
の
如
き
最
も
小
さ
き
事
柄

が
彼
を
紛
す
に
足
る
と
云
う
こ
と
は
、
恰
も
ま
さ
し
く
人
間
の
状
態
が
如
何
に
惨
め
で
あ
る
か
を
語
る
も
の
で
あ

ろ
う
。「
僅
か
な
も
の
が
我
々
を
慰
め
る
の
は
僅
か
な
も
の
が
我
々
を
悩
ま
す
の
故
を
も
っ
て
で
あ
る
」（136

）。

然
し
な
が
ら
我
々
を
慰
め
得
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
慰
戯
は
ま
た
そ
れ
自
身
と
し
て
人
間
の
果
敢
無
き
性
質
を
担

っ
て
い
る
。
ひ
と
は
限
り
な
く
慰
戯
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
得
な
い
。
慰
戯
は
あ
ま
り
に
永
き
に
及
ぶ
と
き
却
っ
て

倦
怠
を
喚
び
起
す
の
で
あ
る
。
自
己
を
見
る
に
堪
え
難
く
し
て
人
が
慰
戯
に
向
っ
て
馳
せ
る
と
き
、
却
っ
て
彼
は

更
に
堪
え
難
き
倦
怠
の
う
ち
に
自
己
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
人
間
は
騒
ぎ
と
動
き
と
を
絶
え
ず
欲
し
な
が
ら
、
彼

は
久
し
く
こ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
こ
に
慰
戯
の
矛
盾
が
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、慰
戯
は
我
々

自
身
の
力
の
範
囲
に
な
く
し
て
外
か
ら
来
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
他
の
も
の
に
依
属
的
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ

は
避
け
得
ぬ
苦
悩
を
伴
う
と
こ
ろ
の
幾
多
の
事
故
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
如
何
な

る
慰
戯
も
完
全
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。「
我
々
の
惨
め
さ
か
ら
我
々
を
慰
め
る
唯
一
つ
の
も
の
は
慰
戯
で
あ

る
、
然
し
な
が
ら
こ
の
も
の
は
我
々
の
惨
め
さ
の
う
ち
最
も
大
い
な
る
も
の
で
あ
る
」（171

）。
斯
く
し
て
人
間

の
存
在
は
悲
惨
で
あ
る
。
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人
間
は
自
覚
す
る
と
き
彼
の
自
然
を
彼
の
悲
惨
と
し
て
理
解
す
る
。
け
れ
ど
こ
の
自
覚
的
意
識
そ
の
も
の
は

ま
さ
に
人
間
の
「
偉
大
」（grandeur

）
で
あ
る
。
人
間
は
か
よ
わ
き
芦
に
過
ぎ
な
い
、
し
か
し
彼
は
「
考
え
る

芦
」で
あ
る
。「
空
間
に
よ
っ
て
、宇
宙
は
私
を
恰
も
ひ
と
つ
の
点
の
如
く
に
含
み
そ
し
て
呑
む
。
意
識
に
よ
っ
て
、

私
は
宇
宙
を
含
む
」（348

）。
人
間
の
状
態
は
疑
い
も
な
く
悲
惨
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
彼
の
偉
大
さ
は
悲
惨
が

即
ち
偉
大
で
あ
り
得
る
ほ
ど
明
瞭
で
あ
る
。
け
だ
し
彼
の
悲
惨
を
悲
惨
と
し
て
感
じ
る
と
云
う
こ
と
は
唯
自
覚
を

有
す
る
人
間
に
と
っ
て
の
み
許
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
毀
た
れ
た
家
は
惨
め
で
な
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
己
れ
の

惨
め
さ
を
み
ず
か
ら
知
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
人
間
の
偉
大
さ
は
彼
が
自
己
を
惨
め
な
も
の
と
し
て
自

覚
す
る
と
こ
ろ
に
偉
大
で
あ
る
」（397

）。
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
の
う
ち
人
間
が
特
に
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
の
は

彼
が
み
ず
か
ら
自
己
の
悲
惨
を
意
識
し
て
い
る
の
に
依
る
の
で
あ
る
。ス
ピ
ノ
ザ
は
云
う
、「
人
間
は
自
然
に
於
て
、

ひ
と
つ
の
帝
国
に
於
け
る
ひ
と
つ
の
帝
国
の
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
ひ
と
つ
の
全
体
に
於
け
る
ひ
と
つ
の
部

分
の
如
き
も
の
で
あ
る
。」
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
の
存
在
に
そ
の
独
自
性
を
否
み
、
こ
の
存
在
の
全
体
を
自
然
の
秩

序
の
う
ち
に
収
め
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
パ
ス
カ
ル
は
自
然
に
対
す
る
人
間
の
優
れ
た
位
置
を
認
め
る
。
自
然

が
単
に
自
然
な
る

0

0

0

0

存
在
で
あ
る
に
反
し
て
、
人
間
は
特
に
悲
惨
な
る

0

0

0

0

存
在
で
あ
る
。「
人
間
の
ほ
か
に
惨
め
な
る

も
の
は
な
い
」（399

）。
そ
こ
に
人
間
の
特
殊
性
と
優
越
性
が
あ
る
と
パ
ス
カ
ル
は
考
え
る
。
か
よ
う
に
し
て
人
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間
は
悲
惨
で
あ
る
と
共
に
偉
大
で
あ
る
。
偉
大
と
悲
惨
と
は
人
間
の
「
両
重
性
」（duplicité

）
で
あ
る
。
彼
は
「
宇

宙
の
栄
誉
に
し
て
屑
物
」（gloire et rebut de l’univers, 434

）
で
あ
る
。

両
重
性
は
人
間
の
存
在
の
根
本
的
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
こ
の
存
在
の
理
解

は
正
し
く
あ
り
得
な
い
。
人
間
を
単
に
悲
惨
な
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
誤
で
あ
る
よ
う
に
、
人
間
を
単
に
偉
大
な

る
も
の
と
思
う
こ
と
も
誤
で
あ
る
。
然
る
に
我
々
は
こ
れ
ら
両
つ
の
面
を
共
に
理
解
す
る
と
き
ひ
と
つ
の
矛
盾
に

出
会
う
。
人
間
の
両
重
性
は
、
一
は
偉
大
と
し
て
、
他
は
悲
惨
と
し
て
、
相
撞
着
す
る
二
つ
の
規
定
で
あ
る
。
自

己
の
悲
惨
を
自
覚
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
偉
大
な
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
の
悲
惨
を
自
覚
す
る
こ
と
は
ま

た
疑
い
も
な
く
悲
惨
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
我
々
の
矛
盾
が
あ
る
。
人
間
の
両
重
性
は
や
が
て
こ

の
存
在
の
「
矛
盾
性
」（contrariétés

）
で
あ
る
。
自
己
を
知
る
た
め
に
は
偉
大
と
悲
惨
と
の
い
ず
れ
を
も
知
ら

ね
ば
な
ら
な
い
、
け
れ
ど
こ
の
両
者
を
知
る
こ
と
は
自
己
の
矛
盾
性
を
知
る
こ
と
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
矛
盾
性

は
再
び
自
己
を
不
可
解
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
パ
ス
カ
ル
は
云
っ
て
い
る
、「
若
し
彼
が
自
己
を
賞
揚
す
る
な

ら
ば
、
私
は
彼
を
卑
下
す
る
、
若
し
彼
が
自
己
を
卑
下
す
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
を
賞
揚
す
る
、
そ
し
て
私
は
つ
ね

に
彼
に
言
い
逆
っ
て
、
終
に
彼
を
し
て
彼
が
不
可
解
な
る
怪
物
で
あ
る
こ
と
を
理
解
せ
し
め
る
に
至
ら
し
め
る
」

（420

）。斯
く
の
如
き
矛
盾
を
解
き
得
る
も
の
は
唯
そ
れ
を
綜
合
す
る
と
こ
ろ
の
一
層
高
き
立
場
ば
か
り
で
あ
る
。



一
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即
ち
ひ
と
り
宗
教
の
み
が
人
間
的
存
在
に
於
け
る
偉
大
と
悲
惨
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
に
解
決
を
与
え
る
こ
と
の
出

来
る
理
解
の
仕
方
を
教
え
る
の
で
あ
る
。「
宗
教
は
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
た
め
に
は
、
我
々
の
本
性
を
識
っ
て
い

た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
偉
大
と
弱
小
と
そ
し
て
両
者
の
理
由
を
識
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
」（433

）。

真
の
宗
教
は
人
間
の
本
性
に
属
す
る
偉
大
と
悲
惨
と
の
「
こ
の
驚
く
べ
き
矛
盾
性
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
（430
）。
生
の
全
き
理
解
は
宗
教
の
み
の
能
く
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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第
五　

方
法

一

問
は
ひ
と
を
欺
く
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
仮
初
な
る
問
は
、
屡
々
、
そ
れ
の
導
く
答
の
堂
々
し
き
こ
と
、
業
々

し
き
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
重
大
さ
を
粧
う
こ
と
が
あ
る
。
問
の
仕
方
は
答
の
仕
方
を
決
定
す
る
。
正
し

き
理
解
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
何
よ
り
も
無
意
味
な
る
問
を
持
出
す
こ
と
を
慎
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
問
う
前

に
自
己
の
問
が
一
体
に
意
味
を
有
す
る
か
否
か
を
問
う
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
嘗
て
多
く
の
人
々
は
、
パ
ス

カ
ル
が
懐
疑
論
者
で
あ
る
か
或
は
独
断
論
者
で
あ
る
か
、
神
秘
主
義
者
で
あ
る
か
若
く
は
合
理
主
義
者
で
あ
る
か

を
尋
ね
た
。
然
し
か
く
問
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
か
っ
た
と
同
時
に
ま

た
彼
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
の
問
は
、
パ
ス
カ
ル
自
身
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
凡
て

を
一
つ
の
語
の
う
ち
に
閉
じ
込
め
る
」
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
は
事
柄
を
明
瞭
に
す
る

よ
り
も
却
っ
て
そ
れ
を
混
乱
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。「
自
然
は
一
を
他
の
う
ち
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
な
く
凡
て



一
三
〇

を
そ
の
位
置
に
据
え
付
け
た
」（20

）。
パ
ス
カ
ル
の
魂
は
自
然
の
如
く
具
体
的
で
あ
る
。
具
体
的
な
る
も
の
を

理
解
す
る
た
め
に
は
凡
て
の
側
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
我
々
は
そ
の
高
さ
と
そ
の
拡
が
り
と
そ
の
深
さ
と
を

量
る
べ
き
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
存
在
が
そ
れ
に
特
有
な
方
法
を
も
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
は
パ
ス
カ
ル
の
確
信
で
あ
る
。
如
何
な

る
も
の
に
も
当
て
嵌
ま
る
ひ
と
つ
の passe-partout 

と
し
て
の
方
法
は
彼
に
と
っ
て
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

存
在
に
真
面
目
で
あ
ろ
う
と
す
る
者
は
自
己
の
方
法
に
媚
び
て
は
な
ら
ぬ
。
真
理
と
は
存
在
の
特
殊
な
る
存
在
の

仕
方
の
概
念
で
あ
る
。
然
る
に
各
の
存
在
は
そ
れ
自
身
の
存
在
性
を
も
っ
て
い
る
、
凡
て
の
存
在
は
そ
れ
の
存
在

性
に
従
っ
て
夫
々
特
殊
な
る
真
理
性
を
有
す
る
。
そ
れ
故
に
真
理
を
認
識
す
る
方
法
は
そ
れ
の
特
殊
性
に
応
じ
て

そ
れ
に
充
全
な
各
特
殊
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
『
第
十
八
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
シ
ァ
ル
』【“Les 

Provinciales”

】
の
中
で
こ
の
思
想
を
最
も
明
ら
か
に
伝
え
て
い
る
。「
何
処
か
ら
我
々
は
一
体
事
実
の
真
理
を
知
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
我
が
長
老
よ
、
そ
れ
に
就
い
て
は
正
当
な
る
裁
判
官
で
あ
る
眼
を
も
っ
て
で
あ
ろ
う
、

恰
も
理
性
が
自
然
的
な
る
、
叡
智
的
な
る
事
物
に
就
い
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
し
て
信
仰
が
超
自
然
的
な
る
、
啓

示
さ
れ
た
る
事
物
に
就
い
て
の
そ
れ
で
あ
る
が
如
く
に
。
何
故
な
ら
、御
身
は
私
に
そ
れ
を
求
め
ら
る
る
が
故
に
、

我
が
長
老
よ
、
私
は
御
身
に
、
教
会
の
最
も
大
い
な
る
二
人
の
教
父
、
聖
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
と
聖
ト
マ
と
の
考
に
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依
れ
ば
、
我
々
の
知
識
の
こ
の
三
つ
の
原
理
は
、
各
彼
の
特
殊
な
る
対
象
を
も
ち
、
そ
し
て
各
そ
の
領
域
に
於
て

彼
の
確
実
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
云
お
う
」（VII, 49

）。
感
性
、
理
性
、
信
仰
の
三
つ
は
、
一
般
に
我
々
の
認

識
の
根
源
で
あ
る
。
そ
の
各
は
一
定
の
存
在
の
領
域
を
所
有
し
、
そ
の
領
域
に
適
わ
し
き
夫
々
の
確
実
性
を
も
っ

て
い
る
。
我
々
は
一
の
領
域
を
他
の
領
域
と
、
一
の
確
実
性
を
他
の
確
実
性
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。「
自
然

は
凡
て
の
彼
の
真
理
を
各
そ
れ
自
身
に
お
い
た
」（21

）。
真
理
に
は
種
々
の
種
類
が
あ
り
、
種
々
な
る
段
階
が

あ
る
。

理
性
と
は
理
論
的
な
る
認
識
の
仕
方
の
謂
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
こ
の
概
念
を
方
法
論
的
に
規
定
し
て
、
そ

れ
を
「
幾
何
学
的
な
る
心
」（esprit géom

étrique

）
と
呼
ん
で
い
る
。
即
ち
彼
は
幾
何
学
を
も
っ
て
理
論
的
認
識

の
理
想
と
見
做
し
得
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
幾
何
学
の
方
法
に
対
す
る
尊
敬
と
信
頼
と
は
彼
の
遺
し
た
記
録
の

随
処
に
現
れ
て
い
る
。「
少
し
も
誤
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
方
法
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い

る
。
論
理
学
者
は
そ
れ
へ
ひ
と
を
導
く
と
公
言
す
る
、
併
し
幾
何
学
者
ば
か
り
が
そ
れ
に
達
す
る
、
そ
し
て
、
彼

等
の
学
問
と
そ
れ
を
真
似
る
も
の
の
外
に
は
、
真
の
証
明
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
」（IX, 287

）。「
そ
こ
で
私

は
、
証
明
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
人
間
の
学
問
の
う
ち
誤
謬
な
き
証
明
を
齎
す
と
こ
ろ
の
殆
ど
唯
一

の
も
の
で
あ
る
幾
何
学
を
例
と
し
て
、
説
こ
う
と
思
う
、
な
ぜ
な
ら
、
他
の
凡
て
の
学
問
は
自
然
的
な
必
然
に
よ
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っ
て
、
何
等
か
の
混
乱
、
唯
幾
何
学
者
ば
か
り
が
そ
の
究
極
の
理
由
を
認
識
す
る
こ
と
の
出
来
る
混
乱
、
の
状
態

に
あ
る
に
反
し
て
、
ひ
と
り
幾
何
学
の
み
は
真
の
方
法
を
守
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（IX, 242

．note

）。
真

の
方
法
と
は
定
義
と
証
明
の
方
法
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
二
つ
の
条
件
が
充
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
一
は
、

予
め
そ
の
意
味
が
明
晰
に
説
明
さ
れ
て
い
ぬ
が
如
き
如
何
な
る
名
辞
も
用
い
ぬ
こ
と
、
そ
の
他
は
、
既
に
知
ら
れ

て
い
る
真
理
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
な
し
に
如
何
な
る
命
題
を
も
新
し
く
立
て
ぬ
こ
と
で
あ
っ
て
、
即
ち
一
言

に
し
て
云
え
ば
、「
凡
て
の
名
辞
を
定
義
し
そ
し
て
凡
て
の
命
題
を
証
明
す
る
」
こ
と
で
あ
る
（IX, 242

）。
数
学
、

数
学
を
基
礎
と
す
る
物
理
学
の
真
理
は
こ
の
よ
う
な
方
法
で
認
識
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
領
域
に
於
て
は
理
性
が
唯

一
の
標
準
で
あ
る
。
存
在
が
理
性
の
範
囲
内
に
あ
る
限
り
、
理
性
は
何
物
に
も
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
支
配
す
る

こ
と
が
出
来
る
。「
理
性
は
主
人
よ
り
も
一
層
多
く
の
権
威
を
も
っ
て
我
々
を
命
令
す
る
」（345

）。
幾
何
学
的

な
る
心
は
尽
き
ぬ
生
産
力
を
も
ち
、
彼
の
発
見
は
限
極
と
中
断
と
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
帰
結
の
ひ
と
つ
の
驚

く
べ
き
系
列
」（une suite adm

irable de conséquences, IX
, 285

）
を
導
き
得
る
力
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
最
初

の
王
の
名
を
知
り
、
或
は
ラ
テ
ン
語
の
言
葉
を
学
ぶ
た
め
に
は
、
我
々
は
古
人
の
書
に
依
る
外
に
手
段
を
も
た
な

い
で
あ
ろ
う
。
然
し
数
学
や
物
理
学
に
あ
っ
て
は
古
代
に
典
拠
を
求
め
る
こ
と
は
無
用
で
あ
る
。
我
々
が
古
人
と

呼
ぶ
も
の
は
そ
の
知
識
に
於
て
は
全
く
幼
児
に
過
ぎ
ず
、
我
々
は
彼
等
の
知
識
に
そ
の
後
の
世
紀
の
発
見
を
加
え
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る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
知
識
に
於
て
は
老
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
寧
ろ
我
々
に
於
て
こ
そ
ひ
と
は
我
々
が
他

の
人
々
に
於
て
尊
敬
す
る
と
こ
ろ
の
か
の
古
代
を
見
出
し
得
る
（II, 131, 141

）。
斯
く
し
て
、
徒
ら
に
理
性
の

無
力
を
訴
え
る
の
は
不
正
で
あ
る
。「
人
間
は
明
ら
か
に
考
え
る
た
め
に
創
ら
れ
て
い
る
、
こ
れ
こ
そ
彼
の
品
位

で
あ
り
、
彼
の
価
値
で
あ
る
、
凡
て
彼
の
義
務
は
申
分
の
な
い
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
あ
る
」（146

）。

然
し
な
が
ら
、
幾
何
学
的
な
る
心
に
は
直
に
そ
の
限
界
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
論
理
的
推
理
の
方
法

は
無
限
に
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
凡
て
の
名
辞
を
定
義
し
そ
し
て
凡
て
の
命
題
を
証
明
す
る
と
云

う
こ
と
は
理
性
的
思
惟
の
理
想
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
完
全
に
実
現
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
蓋
し
、

我
々
が
定
義
し
よ
う
と
す
る
第
一
の
名
辞
は
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
る
べ
き
そ
れ
に
先
立
つ
名
辞
を
前

提
し
、
我
々
が
証
明
し
よ
う
と
す
る
第
一
の
命
題
は
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
る
べ
き
そ
れ
に
先
立
つ
命

題
を
前
提
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
我
々
は
決
し
て
究
極
的
に
第
一
な
る
も
の
に
到

達
す
る
こ
と
が
な
い
。
我
々
が
究
理
を
最
後
ま
で
突
き
詰
め
る
と
き
、
我
々
は
必
然
的
に
、
最
早
そ
れ
以
上
定
義

し
得
ぬ
名
辞
、
最
早
そ
れ
以
上
証
明
し
得
ぬ
命
題
に
逢
着
す
る
（IX, 246

）。
即
ち
根
本
概
念

0

0

0

0

と
根
本
原
理

0

0

0

0

と
は

比
量
的
思
惟
に
よ
っ
て
は
認
識
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
数
学
は
、
空
間
、
時
間
、
運
動
、
数
、
同
等
な

ど
の
如
き
概
念
を
定
義
し
な
い
。
同
様
に
数
学
は
、
無
限
な
る
大
と
無
限
な
る
小
の
原
理
、
或
は
空
間
の
三
次
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元
性
の
原
理
を
証
明
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
理
と
概
念
と
を
認
識
す
る
も
の
は
思
惟
で
は
な
く
て
、
寧

ろ
そ
れ
は
、
パ
ス
カ
ル
に
従
え
ば
、「
自
然
的
な
る
光
」（la lum
ière naturelle

）
で
あ
る
。
自
然
的
な
る
光
と
は

「
言
葉
な
く
し
て
」（sans paroles, IX

, 249

）
理
解
す
る
能
力
、
即
ち
ひ
と
つ
の
直
観
0

0

で
あ
る
。
論
理
の
根
柢
に

は
直
観
が
あ
る
。
直
観
は
論
理
の
初
と
終
と
に
立
っ
て
い
る
。
只
管
に
推
理
の
過
程
に
よ
っ
て
真
理
を
自
足
的
に

生
産
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
論
理
は
却
っ
て
自
己
自
ら
の
法
則
を
犯
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
か
な
ら
ば
、
論
理
が

第
一
の
名
辞
を
定
義
し
、
第
一
の
命
題
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
に
至
る
や
否
や
、
論
理
は
循
環
論
ま
た
は petitio 

principii 

に
陥
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
論
理
的
方
法
の
基
礎
と
な
る
根
本
概
念
と
根
本
原
理
と
は
唯
直
観

に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
得
る
。
論
理
的
方
法
の
模
範
と
見
做
さ
れ
る
幾
何
学
と
雖
も
直
観
の
要
素
を
欠
い
て
は

成
立
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

直
観
は
そ
れ
自
身
の
仕
方
に
於
て
確
実
で
あ
る
。
根
本
概
念
が
定
義
さ
れ
ず
、
根
本
原
理
が
証
明
さ
れ
ぬ
と

云
う
の
は
そ
れ
ら
の
曖
昧
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
そ
れ
ら
の
「
極
度
の
明
証
」（extrêm

e évidence

）
か

ら
来
る
（IX, 255, 257

）。
自
然
的
な
る
光
に
依
る
認
識
は
証
明
的
で
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
確
実
で
あ
る
こ

と
を
失
わ
な
い
（IX, 246

）。
直
観
は
論
理
と
同
じ
仕
方
に
於
て
で
は
な
い
け
れ
ど
も
確
実
で
あ
る
こ
と
に
於
て

変
り
は
な
い
。『
パ
ン
セ
』
に
は
か
く
記
さ
れ
て
い
る
、「
原
理
は
感
ぜ
ら
れ
、
命
題
は
論
結
さ
れ
る
、
両
者
は
た
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と
い
相
異
な
る
途
に
依
る
と
雖
も
共
に
み
な
確
実
を
も
っ
て
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」「
空
間
、
時
間
、
運
動
、
数
が

存
在
す
る
と
云
う
が
如
き
第
一
原
理
の
知
識
は
、
我
々
の
理
性
的
推
理
が
我
々
に
与
え
る
如
何
な
る
知
識
に
も
劣

ら
ず
同
じ
程
度
に
確
か
で
あ
る
」（282

）。
直
観
は
「
己
自
身
に
於
て
明
晰
判
明
に
理
性
に
面
し
て
現
前
す
る
」

（paraitre clairem
ent et distinctem

ent de soi-m
êm

e à la raison

）
も
の
の
確
実
性
を
有
し
、
論
理
は
「
原
理
若

く
は
公
理
か
ら
的
確
に
し
て
必
然
的
な
る
推
論
に
よ
っ
て
演
繹
さ
れ
る
」（se déduire par des conséquences 

infaillibles et nécessaires de principes ou axiom
es

）
も
の
の
確
実
性
を
も
っ
て
い
る
（II, 91

）。
論
理
の
確
実

は
推
論
の
前
提
と
な
る
べ
き
原
理
若
く
は
公
理
の
確
実
に
依
存
す
る
が
故
に
制
約
的
で
あ
る
に
反
し
て
、
直
観
の

確
実
は
己
自
身
に
於
て
明
証
を
有
す
る
が
故
に
無
制
約
的
で
あ
る
。
従
っ
て
自
然
的
な
る
光
は
あ
ら
ゆ
る
論
理
的

演
繹
よ
り
も
一
層
多
く
真
理
性
の
保
証
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
人
間
の
学
問
の
採
り
得
る

最
も
完
全
な
る
方
法
は
、
凡
て
を
定
義
し
凡
て
を
証
明
す
る
こ
と
に
於
て
、
或
は
何
物
も
定
義
せ
ず
何
物
も
証
明

せ
ぬ
こ
と
に
於
て
、
成
立
し
て
い
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
こ
れ
ら
両
つ
の
極
端
の
中
間
、
即
ち
自
然
的
な
る
光
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
知
ら
れ
て
い
る
事
柄
を
定
義
し
証
明
す
る
こ
と
な
く
、
そ
し
て
そ
の
他
の
事
柄
を
凡
て
定
義
し
証

明
す
る
こ
と
に
於
て
成
立
し
て
お
る
（IX, 247

）。
数
学
は
こ
の
方
法
を
守
っ
て
い
る
。
彼
の
立
言
は
自
然
的
な

る
光
若
く
は
定
義
と
証
明
と
に
よ
っ
て
悉
く
明
瞭
に
さ
れ
て
い
る
。
数
学
が
あ
ら
ゆ
る
名
辞
を
定
義
せ
ず
、
あ
ら
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ゆ
る
命
題
を
証
明
せ
ぬ
と
云
う
こ
と
は
そ
れ
の
欠
陥
を
現
す
の
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
そ
れ
の
完
全
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
。

す
で
に
数
学
の
範
囲
内
に
於
て
限
界
を
定
め
ら
れ
た
幾
何
学
的
な
る
心
は
、
そ
れ
が
他
の
存
在
の
領
域
に
向

う
と
き
更
に
多
く
の
制
限
に
出
逢
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
存
在
は
幾
何
学
の
外
に
あ
る
。
生
は
ま
さ
し

く
そ
の
具
体
性
の
故
を
も
っ
て
生
で
あ
る
。
具
体
的
な
る
生
は
抽
象
的
論
理
的
方
法
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と

が
不
可
能
で
あ
る
。
メ
レ
が
パ
ス
カ
ル
に
与
え
た
書
簡
の
中
で
云
っ
て
い
る
。「
線
か
ら
線
へ
と
引
か
れ
た
こ
の

長
い
推
論
は
先
ず
君
が
決
し
て
ひ
と
を
欺
く
こ
と
の
な
い
一
層
高
い
知
識
へ
這
入
ら
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
。
私
は

ま
た
君
が
そ
れ
に
よ
っ
て
世
の
中
に
於
て
大
き
な
利
益
を
失
わ
れ
る
こ
と
を
君
に
注
意
す
る
、
そ
の
訳
は
斯
う
で

あ
る
、
ひ
と
が
鋭
敏
な
心
と
繊
細
な
眼
を
も
っ
て
い
る
と
き
、
ひ
と
は
目
前
の
人
間
の
顔
附
や
様
子
に
於
て
多
く

役
立
つ
こ
と
の
出
来
る
沢
山
な
事
柄
を
看
取
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
若
し
君
が
、
君
の
習
慣
に
従
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
観
察
に
よ
っ
て
利
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
に
向
い
、
そ
れ
が
如
何
な
る
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
か
を

尋
ね
ら
れ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
彼
は
君
に
、
彼
は
こ
れ
に
就
い
て
は
何
事
も
知
ら
ず
、
そ
し
て
そ
れ
は
彼
に
と
っ

て
の
み
証
明
で
あ
る
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。」「
君
の
数
も
ま
た
こ
の
技
巧
的
な
推
論
も
事
物
が
具
体
的
に
在
る
態

を
知
ら
し
め
な
い
、
我
々
は
一
つ
の
他
の
途
に
由
っ
て
そ
れ
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（IX, 215, 216

）。
パ
ス
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カ
ル
は
メ
レ
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
幾
何
学
の
心
の
制
限
を
知
り
、
人
間
の
研
究
が
ひ
と
つ
の
他
の
途
に
由
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（par une autre voie

）
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
学
ん
だ
。
生
に
関
す
る
真
理
は
定
義
と
原
理
と
に
始
る
推
論

の
道
に
由
っ
て
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。「
ひ
と
は
愛
の
原
因
を
秩
序
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
依
っ
て
彼

が
愛
さ
る
べ
き
筈
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
証
明
し
な
い
、か
く
す
る
こ
と
は
笑
う
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
」（283

）。

人
間
的
存
在
は
数
学
的
存
在
と
は
存
在
性
を
異
に
す
る
。
人
間
的
存
在
を
「
図
形
と
運
動
」
と
を
も
っ
て
組
立
て

る
の
は
笑
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。「
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
無
用
で
あ
り
、
不
確
実
で
あ
り
、
忍
び
難
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
が
真
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、我
々
は
凡
て
の
哲
学
が
一
時
間
の
労
に
値
す
る
と
も
思
わ
な
い
」（79

）。

こ
の
言
葉
を
も
っ
て
パ
ス
カ
ル
は
数
学
殊
に
代
数
学
の
方
法
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
普
遍
的
に
支
配
し
よ

う
と
し
た
デ
カ
ル
ト
を
批
難
し
て
い
る
。
具
体
的
な
る
生
を
理
解
す
る
た
め
に
は
具
体
的
な
る
認
識
の
仕
方
に
依

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
ひ
と
は
事
物
を
、
推
論
の
過
程
に
よ
っ
て
で
な
く
、
一
撃
に
し
て
そ
れ
の
全
体
性
に

於
て
一
眦
を
も
っ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（Il faut tout d’un coup voir la chose d’un seul regard, et non pas 

par progrès de raisonnem
ent, 1

）。
か
く
の
如
き
認
識
の
仕
方
が
即
ち「
繊
細
の
心
」（esprit de finesse

）で
あ
る
。

二
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繊
細
の
心
は
明
ら
か
に
ひ
と
つ
の
直
観
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
の
故
を
も
っ
て
直
に
こ
の
概
念
に
於
て
何

か
神
秘
的
な
る
も
の
を
想
像
す
る
の
は
誤
解
で
あ
る
。
こ
の
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
は
先
ず
最
初
に
、
パ
ス
カ
ル

の
挙
げ
た
幾
何
学
の
心
と
繊
細
の
心
と
の
区
別
が
メ
レ
に
暗
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
い
起
す
の
が
好

い
。
メ
レ
は
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
事
情
に
通
じ
、
快
く
寛
い
だ
生
活
に
関
す
る
凡
て
の
事
柄
に
秀
い
で
て
い
た
。

彼
は
社
交
を
好
み
、
そ
し
て
最
も
勝
れ
た
座
談
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
殆
ど
見
分
け
の
つ
か
ぬ
ひ
と
の
様
子
に
よ
っ

て
感
情
と
思
想
と
を
知
る
本
能
力
を
も
ち
、
こ
の
洞
察
に
よ
っ
て
彼
は
彼
の
交
わ
る
人
達
に
対
し
て
最
も
適
わ
し

い
も
の
ご
し
を
見
出
す
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
こ
の
メ
レ
が
云
う
、「
エ
ス
プ
リ
は
一
種
の
光
で
あ
る
、
そ
れ
は

恰
も
閃
光
の
如
く
一
瞬
に
於
て
凡
て
の
側
に
拡
が
る
。」「
エ
ス
プ
リ
は
事
物
を
理
解
す
る
こ
と
に
於
て
、
そ
れ
を

凡
て
の
方
面
か
ら
考
察
す
る
に
熟
し
て
い
る
こ
と
に
於
て
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
に
就
い
て
ま
た
そ
れ
の
正
し
い

値
打
に
就
い
て
き
っ
ぱ
り
と
判
断
す
る
こ
と
に
於
て
、
そ
れ
が
他
の
も
の
と
如
何
な
る
共
通
点
を
も
ち
、
ま
た
如

何
な
る
点
で
相
違
し
て
い
る
か
を
識
別
す
る
こ
と
に
於
て
成
立
し
て
い
る
。」
こ
こ
に
謂
わ
れ
た
直
観
的
な
る
エ

ス
プ
リ
が
神
秘
的
な
何
物
を
も
意
味
し
な
い
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
メ
レ
と
の
会
話
は
な
が
く
パ
ス
カ
ル
の
記
憶

に
と
ど
ま
り
、繊
細
の
心
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
彼
は
そ
の
典
型
と
し
て
メ
レ
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
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第
二
に
、
パ
ス
カ
ル
が
人
間
と
生
と
を
語
る
に
際
し
て
、
彼
の
好
ん
で
取
扱
っ
た
も
の
は
賭
事
や
猟
や
恋
愛
で
あ

っ
た
。
彼
は
日
々
眼
前
に
行
わ
れ
る
平
凡
な
る
現
象
を
分
析
し
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
具
体
的
な
る
人

生
の
相
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
人
間
に
関
す
る
知
識
に
於
て
彼
の
重
ん
じ
た
の
は
、「
生
の
日
常
の
対
話
に
由

っ
て
生
れ
た
思
想
」（pensées nées sur les entretiens ordinaires de la vie, 18 bis

）
で
あ
っ
た
。
繊
細
の
心
は

何
よ
り
も
人
生
の
日
常
の
現
象
、
平
凡
な
る
事
実
を
正
し
く
理
解
す
る
方
法
で
あ
る
。「
繊
細
の
心
に
あ
っ
て
は
、

原
理
は
普
通
の
慣
用
の
う
ち
に
、
凡
て
の
人
の
目
の
前
に
（dans l’usage com

m
un et devant les yeux de tout 

le m
onde

）
あ
る
」（1

）
と
パ
ス
カ
ル
は
明
ら
か
に
述
べ
て
い
る
。
繊
細
の
心
が
神
秘
的
な
る
直
観
を
意
味
し
得

な
い
の
は
固
よ
り
で
あ
る＊

。
斯
く
云
う
と
き
、
今
の
時
代
の
人
々
は
生
の
哲
学
を
も
っ
て
「
常
識
の
哲
学
」
に
過

ぎ
ぬ
と
し
て
嘲
笑
う
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
な
が
ら
人
間
の
存
在
を
具
体
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
常
識

に
対
し
て
最
も
真
面
目
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
怠
る
と
き
哲
学
は
地
盤
な
き
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
哲

学
も
ま
た
生
の
現
れ
で
あ
り
、
人
間
の
特
殊
な
る
存
在
の
仕
方
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
在
る
が
ま

ま
の
状
態
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
、
深
邃
な
る
理
論
、
高
遠
な
る
理
想
を
論
議
す
る
に
も
増
し
て
大
切
で
あ

る
。
数
や
時
間
や
空
間
の
無
限
を
論
ず
る
パ
ス
カ
ル
は
、
こ
れ
に
依
っ
て
直
に
人
間
の
存
在
の
根
本
的
な
る
規

定
に
思
い
及
び
、「
こ
の
反
省
は
幾
何
学
そ
の
も
の
の
他
の
凡
て
の
部
分
よ
り
も
一
層
多
く
値
す
る
」（IX, 270

）
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と
云
っ
て
い
る
。
繊
細
の
心
の
原
理
は
平
生
の
経
験
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
知
る

た
め
に
は
ひ
と
は
唯
頭
を
転
じ
さ
え
す
れ
ば
好
い
。
こ
れ
は
最
も
容
易
で
あ
る
か
の
如
く
見
え
る
、
け
れ
ど
そ
れ

は
決
し
て
容
易
で
な
い
。「
そ
こ
で
は
唯
良
き
眼
を
も
つ
こ
と
だ
け
が
問
題
で
あ
る
、
然
し
良
き
0

0

眼
を
も
つ
こ
と

は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
」（Il n’est question que d’avoir bonne vue, m

ais il faut l’avoir bonne, 1

）。
良

き
眼
を
養
お
う
と
す
る
者
は
生
そ
の
も
の
と
絶
え
ず
対
質
す
べ
き
で
あ
る
。

＊
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
云
っ
て
い
る
、「
パ
ス
カ
ル
は
純
粋
理
性
な
ら
ぬ
一
種
の
考
え
方
を
哲
学
へ
導
き
入
れ
た
、
け
だ
し

こ
の
考
え
方
は
繊
細
の
心
に
よ
っ
て
概
念
的
思
惟
が
幾
何
学
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
つ
と
こ
ろ
の
も
の
を
訂
正

す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
ま
た
神
秘
的
な
直
観
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
凡
て
の
人
に
よ
っ
て
検
査
さ
れ
、
吟

味
さ
れ
る
こ
と
の
出
来
る
結
果
に
達
す
る
か
ら
で
あ
る
。」

繊
細
の
心
は
直
観
と
し
て
第
一
に
、
抽
象
的
論
理
的
な
る
認
識
の
仕
方
に
対
し
て
著
し
い
対
立
に
立
っ
て
い

る
。
幾
何
学
的
な
る
心
が
一
歩
一
歩
と
推
論
の
道
を
辿
る
に
反
し
て
、
繊
細
の
心
は
一
撃
に
し
て
、
一
眦
を
も
っ

て
全
体
を
把
捉
す
る
。
こ
の
こ
と
は
無
論
繊
細
の
心
に
あ
ら
ゆ
る
論
理
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
如

何
な
る
意
味
に
於
て
も
論
理
を
も
た
ぬ
心
は
「
偽
な
る
心
」（esprit faux

）
で
あ
る
。
偽
な
る
心
の
人
は
繊
細
な

る
人
で
あ
る
こ
と
も
、
幾
何
学
者
で
あ
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
幾
何
学
の
論
理
が
定
義
し
証
明
す
る
の
に
異
な
っ
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て
、
繊
細
の
心
の
論
理
は
「
沈
黙
に
し
て
、
自
然
的
に
、
技
巧
な
く
し
て
」（tacitem

ent, naturellem
ent et sans 

art, 1

）
行
わ
れ
る
。
我
々
は
こ
の
論
理
を
表
現
し
得
る
言
葉
を
も
た
な
い
か
ら
、
こ
の
論
理
は
沈
黙
的
で
あ
る
。

人
間
の
言
葉
は
一
般
に
抽
象
的
な
事
柄
を
現
す
に
適
当
し
て
創
ら
れ
て
い
て
、
具
体
的
な
事
柄
を
現
す
に
は
不
充

全
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
抽
象
的
概
念
に
依
ら
ぬ
が
故
に
自
然
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
形
式
的
推
理
に
由
ら
ぬ

が
故
に
無
技
巧
的
で
あ
る
。
繊
細
の
心
は
理
性
の
知
ら
ぬ
論
理
を
も
っ
て
い
る
。
沈
黙
な
る
論
理
は
こ
れ
を
み
ず

か
ら
学
ぶ
外
途
が
な
い
。
繊
細
の
心
が
論
理
を
全
く
除
外
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
そ
こ
で
は
全
体
0

0

の
直

接
的
な
る
理
解
が
常
に
先
立
ち
、
凡
て
の
と
き
に
伴
わ
れ
て
い
る
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
個
々
の
特
殊

な
る
事
実
は
い
つ
で
も
全
体
と
の
関
係
に
於
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
幾
何
学
的
な
る
心
は
定
義
と
原

理
と
か
ら
出
発
し
て
、
厳
密
な
る
秩
序
に
従
っ
て
証
明
し
な
が
ら
自
己
を
展
開
す
る
を
も
っ
て
、
そ
の
知
識
は
体

系
的
で
あ
る
。
然
る
に
繊
細
の
心
に
関
す
る
知
識
に
於
て
は
か
か
る
形
式
的
な
る
意
味
で
体
系
を
作
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
云
う
、「
人
間
に
関
す
る
如
何
な
る
学
問
も
秩
序
を
守
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
聖

ト
マ
は
そ
れ
を
守
ら
な
か
っ
た
。
数
学
は
そ
れ
を
守
っ
て
い
る
、
然
し
数
学
は
深
邃
な
る
の
故
に
無
用
で
あ
る
」

（61

）。
数
理
の
認
識
は
、
そ
の
本
質
上
、
体
系
的
で
あ
り
得
、
ま
た
体
系
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ

が
ひ
と
は
屡
々
、
具
体
的
な
る
人
間
の
存
在
を
抽
象
的
に
取
扱
い
、
外
面
的
な
る
体
系
を
樹
て
る
こ
と
に
依
っ
て
、
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あ
た
か
も
彼
が
深
邃
な
る
知
識
を
我
々
に
与
え
得
る
か
の
如
く
見
せ
か
け
る
。
け
れ
ど
こ
の
よ
う
な
体
系
は
「
深

邃
な
る
の
故
に
無
用
」（inutile en sa profondeur

）
で
あ
る
。
若
し
人
間
に
関
す
る
学
問
の
無
秩
序
に
し
て
こ
れ

が
非
方
法
的
で
あ
る
の
に
基
づ
い
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
と
す
れ
ば
、
疑
い
も
な
く
そ
れ
は
最
も
忌
む
べ
き
、
ま
た
最

も
避
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
無
秩
序
は
こ
の
学
問
が
一
時
の
印
象
や
即
座
の
感
興
の
寄
せ
集
め
で

あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
無
秩
序
は
人
間
の
存
在
そ
の
も
の

の
根
本
的
規
定
に
よ
っ
て
必
然
的
に
さ
れ
て
い
る
。
数
学
的
存
在
は
静
か
に
し
て
動
か
ず
、
明
晰
判
明
に
我
々
に

与
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
原
理
は
「
明
瞭
に
し
て
粗
野
」（nets et grossiers, 1

）
で
あ
る
。
こ
れ
に
反

し
て
、
人
間
は
運
動
せ
る
存
在
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
運
動
は
不
安
定
で
あ
り
、
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
。

彼
は
絶
え
ず
自
己
を
逃
避
し
、
自
己
を
隠
蔽
す
る
存
在
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
人
間
の
存
在
は
い
つ
ま

で
も
疑
わ
し
き
、ど
こ
ま
で
も
問
わ
る
べ
き
性
質
を
有
す
る
。
こ
の
存
在
の
原
理
は「
繊
細
に
し
て
多
数
」（délicats 

et nom
breux, 1

）
で
あ
っ
て
我
々
は
そ
れ
を
数
学
的
存
在
の
原
理
と
同
じ
仕
方
で
操
り
得
な
い
。
人
間
に
関
し
て

は
、
妥
当
な
る
命
題
の
無
限
の
系
列
の
基
礎
で
あ
る
が
如
き
原
理
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
抽
象
的
な
る

理
論
、
形
式
的
な
る
体
系
は
却
っ
て
、
最
も
多
く
の
場
合
に
於
て
、
我
々
が
具
体
的
な
る
現
実
的
な
る
人
間
の
存

在
に
接
近
し
、
接
触
す
る
と
こ
ろ
の
道
を
塞
ぐ
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
ま
た
パ
ス
カ
ル
は
云
う
、「
私
は
こ
こ
に
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私
の
思
想
を
秩
序
な
く
、
け
れ
ど
恐
ら
く
計
画
な
き
混
乱
に
於
て
で
は
な
く
、
書
き
記
そ
う
、
そ
れ
が
真
の
秩
序

で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
無
秩
序
の
も
の
に
依
っ
て
私
の
対
象
を
常
に
標
示
す
る
で
あ
ろ
う
。
若
し
私
が
そ
れ
を

秩
序
を
も
っ
て
取
扱
っ
た
な
ら
ば
、
私
は
私
の
取
扱
う
も
の
を
し
て
あ
ま
り
に
光
栄
あ
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
、
と
云
う
の
は
、
私
は
そ
れ
が
秩
序
を
容
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
示
そ
う
と
欲
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
」（373
）。
人
間
の
研
究
に
と
っ
て
は
、
形
式
的
な
る
秩
序
は
偽
の
秩
序
で
あ
っ
て
、
寧
ろ

か
か
る
秩
序
無
き
こ
と
が
真
の
秩
序
で
あ
る
。
何
故
な
ら
人
間
の
存
在
は
、
そ
の
根
本
的
な
る
規
定
に
於
て
、
形

式
的
な
る
秩
序
を
容
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

繊
細
の
心
は
第
二
に
、
そ
れ
が
積
極
的
に
感
情
（sentim

ent

）
で
あ
る
と
云
う
意
味
で
直
観
で
あ
る
。
こ
の

感
情
は
非
合
理
性
の
名
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
心
の
特
殊
な
る
働
き
の
仕
方
を
示
す
概
念
で
あ
る
。
最
初
に
は
感

情
の
名
は
、
心
が
全
体
を
「
一
目
に
し
て
見
る
」（voir d’une vue, 3

）
こ
と
を
表
現
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
理

性
は
「
緩
や
か
に
」（avec lenteur, 252

）
働
く
。
幾
何
学
的
な
る
心
は
定
義
し
証
明
し
つ
つ
系
列
的
に
連
続
的

に
歩
む
が
故
に
、そ
の
認
識
の
仕
方
は
緩
慢
で
剛
直
で
あ
る
。然
し
繊
細
の
心
は
し
な
や
か
で
あ
っ
て
、言
葉
な
く
、

謂
わ
ば
沈
黙
に
し
て
、
事
物
を
そ
れ
の
全
体
性
に
於
て
一
瞬
の
間
に
見
通
す
の
で
あ
る
。
次
に
感
情
の
名
は
、
繊

細
の
心
が
特
に
価
値
に
関
係
す
る
存
在
を
理
解
す
る
能
力
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
蓋
し
人
間
の
存
在
の
最
も
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根
本
的
な
る
原
理
は
幸
福
の
要
求
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
、
そ
れ
に
は
例
外
が

な
い
（425;IX, 273

）。
幸
福
若
く
は
快
楽
は
日
常
の
生
活
に
於
け
る
凡
て
の
人
々
の
普
通
の
使
用
の
う
ち
に

横
た
わ
っ
て
い
る
原
理
で
あ
る
。
か
か
る
情
意
的
な
る
従
っ
て
価
値
的
な
る
原
理
は
、
理
性
に
よ
っ
て
充
全
に
認

識
さ
れ
ず
、
寧
ろ
こ
れ
を
理
解
す
る
も
の
は
情
意
的
な
る
直
観
で
あ
る
。
か
か
る
原
理
を
単
に
知
的
な
る
直
観
を

も
っ
て
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
繊
細
の
心
に
関
し
て
は
、
原
理
は
見
ら
れ
る
と
云
う
よ
り
も
寧
ろ
感
じ
ら

れ
る
（1

）。「
全
体
は
部
分
よ
り
大
で
あ
る
」
と
云
う
が
如
き
知
識
の
原
理
は
、
そ
れ
自
身
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
不

動
で
あ
っ
て
、
ひ
と
た
び
そ
れ
に
眼
を
注
ぐ
や
否
や
ひ
と
は
そ
れ
を
見
紛
う
こ
と
が
な
い
。
然
る
に
情
意
の
原
理

は
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
。「
快
楽
の
原
理
は
堅
固
で
な
く
、
安
定
で
な
い
」（IX, 276

）。

そ
れ
は
凡
て
の
人
の
間
に
、
ま
た
各
の
個
人
に
於
て
、
相
違
し
、
変
化
す
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
原
理
と
個
々
の
具

体
的
な
る
真
理
と
の
聯
関
は
、
幾
何
学
の
方
法
に
倣
っ
て
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
我
々
は
唯
そ
れ
を
繊
細

の
心
に
よ
っ
て
直
接
に
把
捉
す
る
の
外
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
の
理
解
に
於
て
最
も
決
定
的
な
も
の
は
全
体
の
直
観
で
あ
る
。
然
し
若
し
そ
れ
が
そ
れ
だ
け
で
終
る
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
我
々
は
方
法
0

0

に
就
い
て
論
ず
る
余
地
を
も
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
研
究
が
方
法

的
で
あ
る
た
め
に
は
、
全
体
の
直
観
は
何
等
か
の
仕
方
で
自
己
を
分
化
し
、
か
く
分
化
す
る
こ
と
に
依
っ
て
自
己
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を
完
成
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
人
間
の
研
究
は
分
析
的

0

0

0

に
進
ん
で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

分
析
は
固
よ
り
論
理
的
分
析
で
な
く
、
ま
た
自
然
科
学
的
分
析
で
も
な
い
。
分
析
す
る
と
云
う
こ
と
は
む
し
ろ
、

パ
ス
カ
ル
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
識
別
す
る
」（discerner

）
或
は
「
見
分
け
る
」（distinguer

）
と
云
う
こ
と

で
あ
る
。
人
間
の
存
在
の
原
理
は
普
通
の
慣
用
の
う
ち
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
目
の
前
に
あ
る
。
こ
れ
を
理
解
す
る

に
は
「
良
き
眼
」
を
も
っ
て
識
別
す
れ
ば
好
い
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
云
っ
て
い
る
、「
良
き
も
の
ほ
ど
普
通

な
も
の
は
な
い
、
唯
そ
れ
を
識
別
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
良
き
も
の
が
凡
て
自
然
的
で
あ
り
、
我
々
の

手
の
届
く
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
し
て
凡
て
の
人
の
知
っ
て
い
る
も
の
で
さ
え
あ
る
と
云
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

然
し
ひ
と
は
そ
れ
を
見
分
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
」（IX, 288, 289

）。
多
く
の
者
は
我
々
の
存
在
に
関
す
る
真

理
が
何
か
異
常
な
こ
と
、
奇
態
な
こ
と
で
あ
る
か
の
如
く
思
い
誤
っ
て
い
る
。
彼
等
は
現
実
を
遠
ざ
か
っ
て
、
遥

か
な
る
世
界
に
ひ
た
す
ら
に
理
論
を
求
め
る
。人
間
の
研
究
が
真
実
の
知
識
と
な
る
た
め
に
は
、我
々
は
最
も
屡
々

そ
れ
を
こ
の
理
論
の
高
所
か
ら
地
上
へ
引
き
下
ろ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
こ
の
知
識
へ
這
入
る
者
を
彼
等
の

従
う
べ
き
真
の
道
か
ら
却
っ
て
遠
ざ
け
る
と
こ
ろ
の
主
な
る
理
由
の
一
つ
は
、
そ
れ
に
偉
大
な
、
高
貴
な
、
高
遠

な
、
崇
高
な
も
の
の
名
を
与
え
る
こ
と
に
依
っ
て
、
良
き
も
の
が
近
寄
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
予
め
想
像

す
る
こ
と
で
あ
る
」（IX, 289, 290

）。
人
間
に
就
い
て
の
真
理
は
む
し
ろ
卑
近
な
、
あ
り
ふ
れ
た
、
俗
な
も
の
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の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
に
適
わ
し
い
。
か
か
る
真
理
を
認
識
す
る
道
は
手
近
か
な
生
の
事
実
を
具
体
的
に
分
析

す
る
に
存
す
る
。
こ
の
分
折
が
具
体
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
ひ
と
は
全
体
の
直
観
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
間

の
存
在
の
分
析
は
、
ど
こ
ま
で
も
生
の
現
実
に
随
い
、
ど
こ
ま
で
も
生
の
現
実
を
追
っ
て
、
そ
の
網
糸
と
結
目
と

を
見
分
け
る
こ
と
を
仕
事
と
す
べ
き
で
あ
る
。
繊
細
の
心
と
は
、
恰
も
感
性
知
覚
が
赤
と
青
と
の
色
を
識
別
す
る

が
如
く
、
具
体
的
な
る
存
在
を
具
体
的
に
識
別
す
る
心
で
あ
る
。
こ
の
場
合
識
別
性
は
存
在
の
内
容
が
そ
れ
自
身

に
よ
っ
て
互
い
に
相
分
つ
こ
と
以
外
の
何
事
を
も
意
味
し
な
い
。
存
在
の
内
容
そ
の
も
の
の
中
に
識
別
性
は
横
た

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
分
析
に
依
っ
て
区
別
さ
れ
た
も
の
は
抽
象
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ
自
ら
生
け

る
、
力
あ
る
現
実
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
生
の
分
析
に
は
な
お
一
層
特
殊
な
る
構
造
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
人
間
の
存
在
の
規

定
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
に
さ
れ
よ
う
。
人
間
は
自
己
の
在
る
が
侭
の
状
態
を
つ
ね
に
示
し
て
い
る
存

在
で
は
な
く
、
却
っ
て
彼
は
絶
え
ず
自
分
を
蔽
い
隠
し
て
い
る
。
人
間
が
現
実
的
存
在
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
、

そ
れ
が
み
ず
か
ら
の
内
容
を
悉
く
顕
現
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
そ
れ
が
己
自
身
を
閉
鎖

し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
或
る
意
味
で
は
、
現
実
が
現
実
的
で
な
い
と
云
う
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
存
在
の
現
実
性
の

著
し
い
特
色
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
繊
細
の
心
の
識
別
が
感
性
知
覚
の
識
別
に
於
け
る
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
み
で
は
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こ
の
存
在
の
理
解
は
不
十
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
眼
に
見
え
ぬ
も
の
こ
そ
却
っ
て
人
間
の
存
在
に
於
て

決
定
的
な
る
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
眼
に
見
え
る
現
実
を
規
定
し
、
こ
れ
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
力
で
あ
る
。
パ

ス
カ
ル
に
依
れ
ば
、
そ
れ
が
「
現
実
の
理
由
」（raison des effets

）
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
現
実
」
と
呼
ば
れ
た
も

の
は
感
性
的
な
る
も
の
の
如
く
顕
に
自
己
を
現
し
て
い
る
現
実
で
あ
り
、こ
こ
に
「
理
由
」
と
謂
わ
れ
た
も
の
は
、

こ
の
よ
う
な
現
実
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
、
眼
に
見
え
ぬ
、
唯
特
殊
な
る
エ
ス
プ
リ
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
現
実
で

あ
る
。
現
実
の
理
由
は
単
に
生
の
内
容
を
識
別
す
る
こ
と
に
依
っ
て
で
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
を
優
越
な
る
意
味
に
於

て
分
析
す
る
こ
と
に
依
っ
て
理
解
せ
ら
れ
る
。
或
は
真
に
識
別
す
る
こ
と
は
分
析
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
そ
し
て
真
に
分
析
す
る
こ
と
は
現
実
の
理
由
を
知
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
の
理
由
は
最
も
特

殊
な
る
意
味
に
於
て
原
因
若
く
は
理
由
で
あ
る
。
先
ず
こ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
た
と
い
顕
で
な
い
に
せ
よ
、
矢
張

生
に
於
け
る
具
体
的
な
る
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
現
実
で
あ
る
が
故
に
、
原
理
的
に
は
顕
に
見
ゆ
べ
き

性
質
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
見
る
に
は
特
殊
な
光
ま
た
は
見
方
を
必
要
と
す
る
と
云
う
ま
で
で
あ
る
。
現
実

の
理
由
に
於
け
る
因
果
関
係
―
―
若
し
強
い
て
こ
の
名
を
用
い
る
な
ら
ば
、
―
―
に
あ
っ
て
は
、
原
因
と
結
果
と

の
二
つ
の
項
は
共
に
生
け
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
パ
ス
カ
ル
の
好
ん
で
使
っ
た
例
を
吟
味
す
る
こ
と
に
依

っ
て
容
易
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
慰
戯
は
生
の
現
実
で
あ
る
。
こ
の
現
実
の
理
由
は
人
間
の
自
然



一
四
八

の
状
態
の
悲
惨
若
く
は
無
力
に
あ
る
。
我
々
が
単
に
目
前
に
行
わ
れ
て
い
る
慰
戯
の
現
象
に
眼
を
注
い
で
い
る
限

り
、
そ
の
理
由
で
あ
る
人
間
の
悲
惨
は
我
々
の
眼
に
這
入
っ
て
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
見
る
も
の
は
却
っ
て

華
か
な
舞
踏
や
盛
ん
な
饗
宴
に
興
じ
て
い
る
幸
福
な
人
々
で
あ
る
。
併
し
ひ
と
た
び
こ
の
事
実
の
原
因
に
思
い
及

ぶ
と
き
、
我
々
が
そ
こ
に
見
出
す
も
の
は
彼
等
の
惨
め
さ
、
弱
さ
で
あ
る
。
即
ち
ひ
と
は
正
面
か
ら
視
る
に
堪

え
難
き
自
己
の
脆
さ
と
貧
し
さ
と
を
蔽
い
紛
ら
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
人
間
の
生
の
悲
惨
が
凡
て
こ
れ

ら
の
も
の
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
」（167

）。「
人
間
の
弱
さ
は
ひ
と
の
作
る
か
く
も
多
く
の
美
の
原
因
で
あ
る
」

（329

）。
人
間
の
悲
惨
や
弱
小
は
慰
戯
の
事
実
に
於
て
直
接
に
眼
に
見
え
ぬ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
例
え
ば
病
気
や
死

の
如
く
具
体
的
な
る
生
の
現
実
で
あ
る
。
現
実
の
理
由
の
因
果
関
係
に
於
け
る
原
因
と
結
果
と
は
こ
の
よ
う
に
何

れ
も
生
け
る
現
実
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
因
果
関
係
を
認
識
す
る
方
法
は
特
に
分
析
0

0

と
名
附
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来

る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
分
析
は
普
通
に
「
心
理
分
析
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
で
あ
る
が
如
く
見
え
る
か

も
知
れ
な
い
、
け
れ
ど
我
々
の
謂
う
分
析
は
単
な
る
心
理
分
析
で
は
な
い
。
人
間
の
状
態
の
悲
惨
や
欠
陥
は
単
に

心
理
的
な
る
も
の
で
は
な
い
。
慰
戯
の
現
実
の
最
も
主
な
理
由
と
考
え
ら
れ
る
死
は
単
な
る
心
理
的
事
実
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
心
理
的
で
も
物
質
的
で
も
な
く
、
寧
ろ
通
俗
に
身
体
と
精
神
と
か
ら
成
る
と
云
わ
れ
て

い
る
こ
の
具
体
的
な
人
間
の
生
に
於
け
る
具
体
的
な
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
場
合
分
析
は
心
理
の
分
析
で
な
く
し



パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究

一
四
九

て
却
っ
て
生
そ
の
も
の
の
分
析
で
あ
る
。
若
し
そ
れ
を
も
強
い
て
心
理
分
析
と
呼
ぼ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
心
理
学
者
の
心
理
分
析
で
な
く
し
て
芸
術
家
の
心
理
分
析
に
比
較
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
分
析
の
目
的
は

生
の
事
実
相
互
の
間
の
関
係
を
明
瞭
に
す
る
に
あ
る
。
こ
の
関
係
と
云
う
点
に
重
き
を
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、

繊
細
の
心
の
作
用
は
「
識
別
」（discernem

ent

）
に
あ
る
と
云
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
判
断
」（jugem

ent

）
に
あ
る
。

繊
細
の
心
は
眼
に
見
え
ぬ
理
由
に
よ
っ
て
眼
に
見
え
る
現
実
を
判
断
す
る
。
斯
く
判
断
す
る
こ
と
は
解
釈
す
る
こ

と
で
あ
る
。
現
実
の
理
由
に
於
け
る
因
果
関
係
が
自
然
科
学
的
な
る
因
果
関
係
で
な
い
の
は
固
よ
り
云
う
ま
で
も

な
い
、
従
っ
て
こ
の
理
由
の
研
究
を
目
指
す
学
問
は
説
明
的

0

0

0

で
な
い
。
然
し
ま
た
そ
れ
を
純
粋
に
記
述
的

0

0

0

と
考
え

る
こ
と
も
誤
で
あ
る
、
事
実
と
事
実
と
の
内
面
的
関
係
は
単
な
る
記
述
に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
と
こ
ろ

の
も
の
で
あ
る
。
現
実
の
理
由
の
認
識
を
目
的
と
す
る
学
問
は
む
し
ろ
解
釈
的

0

0

0

と
名
附
け
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

人
間
の
存
在
に
関
す
る
研
究
は
、
説
明
学
で
も
な
く
記
述
学
で
も
な
く
し
て
解
釈
学
で
あ
る
。
解
釈
学
は
あ
た
か

も
記
述
学
と
説
明
学
と
の
中
間
に
位
す
る
と
見
做
さ
れ
得
る
。
そ
れ
は
記
述
学
の
如
く
具
体
的
現
実
を
離
れ
る
こ

と
な
く
、
そ
し
て
そ
れ
は
説
明
学
の
如
く
こ
の
事
実
相
互
の
間
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
か
よ
う
に
し
て
現
実

の
理
由
の
概
念
は
特
に
解
釈
学
的
な
る
概
念
で
あ
る
。

人
間
の
存
在
の
解
釈
は
特
殊
な
る
構
造
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
或
る
人
達
が
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
デ
ィ
ア
レ



一
五
〇

ク
テ
ィ
ク
と
呼
ぶ
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
既
に
プ
ラ
ト
ン
は
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
が
、
同
一
の
も
の
を
他
の
も
の

と
、
他
の
も
の
を
同
一
の
も
の
と
混
同
す
る
こ
と
な
く
、
存
在
を
そ
の
種
族
に
従
っ
て
分
つ
こ
と
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
パ
ス
カ
ル
に
あ
っ
て
も
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は
人
間
の
存
在
を
正
し
く
識
別
す
る
方
法
に
外
な
ら

な
い
。
こ
の
方
法
は
人
間
の
存
在
に
関
し
て
は
殊
に
重
要
で
あ
る
。
人
間
は
特
に
問
わ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
そ

れ
は
ど
こ
ま
で
も
疑
わ
し
き
存
在
で
あ
る
か
ら
、
我
々
の
問
に
対
す
る
答
は
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
出
来

な
い
。
答
は
直
に
他
の
問
を
喚
び
起
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
最
初
の
答
が
単
純
に
虚
偽
で
あ
る
の
謂
で
は

な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
部
分
的
な
る
、
従
っ
て
抽
象
的
な
る
真
理
で
あ
り
、
そ
れ
が
具
体
的
真
理
と
な
る
た
め
に

は
必
然
的
に
他
の
反
対
の
真
理
に
移
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
云

う
、「
凡
て
の
者
は
彼
等
が
各
一
つ
の
真
理
に
従
う
こ
と
に
依
っ
て
一
層
危
く
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
。
彼
等
の
間

違
は
一
つ
の
虚
偽
に
従
う
と
云
う
こ
と
で
は
な
く
、む
し
ろ
同
時
に
他
の
真
理
に
従
わ
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
」

（863

）。
種
々
な
る
哲
学
上
の
説
は
、
そ
れ
が
虚
偽
か
ら
出
発
し
て
い
る
た
め
で
な
く
、
却
っ
て
唯
一
つ
の
真
理

か
ら
出
発
し
て
反
対
の
真
理
を
顧
慮
し
な
い
が
故
に
誤
謬
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
説
は
原
理
的
に
は
正
し
い
、
そ
の

各
は
凡
て
或
る
真
理
を
見
て
お
り
、
具
体
的
な
る
真
理
の
ひ
と
つ
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
そ
れ
は
こ
の

抽
象
的
真
理
を
唯
一
の
真
理
と
見
做
し
て
い
る
点
で
誤
っ
て
お
る
。「
凡
て
の
彼
等
の
原
理
は
真
で
あ
る
、
ピ
ロ



パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究

一
五
一

ニ
ア
ン
の
そ
れ
も
、
ス
ト
イ
ッ
ク
の
そ
れ
も
、
無
神
論
者
の
そ
れ
も
。
然
し
彼
等
の
結
論
は
偽
で
あ
る
、
な
ぜ
な

ら
反
対
の
原
理
も
ま
た
真
で
あ
る
か
ら
（394

）。
具
体
的
な
る
真
理
を
発
見
す
る
た
め
に
は
そ
れ
故
に
、
我
々

は
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
の
方
法
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
記
し
て
い
る
、「
二
つ
の
相
反

す
る
理
由
。
ひ
と
は
先
ず
そ
こ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
な
く
し
て
は
ひ
と
は
何
事
も
理
解
し
な
い
、

そ
し
て
凡
て
は
異
教
邪
説
で
あ
る
。
而
も
各
の
真
理
の
終
に
は
、
ひ
と
が
反
対
の
真
理
を
想
い
起
す
こ
と
を
附
言

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」（567
）。
私
は
今
再
び
慰
戯
に
例
を
借
り
て
パ
ス
カ
ル
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
を
説
明

し
て
み
よ
う
。
私
が
か
く
も
屡
々
慰
戯
に
か
え
る
の
は
全
く
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
慰
戯
は
単
に
遊
興

或
は
遊
戯
で
な
く
、
人
生
に
於
け
る
最
も
広
汎
な
、
根
本
的
な
る
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
交
や
政
治
や
賭
事
や

戦
争
、
更
に
は
学
問
の
研
究
ま
で
を
も
含
む
、
あ
ら
ゆ
る
世
間
的
な
る
、
見
た
と
こ
ろ
最
も
真
面
目
な
、
最
も
勤

勉
な
る
行
為
を
も
含
む
概
念
で
あ
る
。パ
ス
カ
ル
は
、「
凡
て
の
特
殊
な
行
動
営
為
を
一
々
吟
味
す
る
こ
と
な
し
に
、

そ
れ
ら
を
慰
戯
の
名
の
も
と
に
包
括
す
れ
ば
足
り
る
」（137

）
と
云
っ
て
い
る
。
人
間
の
最
も
自
然
な
関
心
は

自
己
の
本
来
の
状
態
か
ら
眼
を
背
け
る
に
あ
る
。
従
っ
て
人
生
に
あ
っ
て
最
も
普
通
な
現
実
は
慰
戯
で
あ
る
。
さ

て
慰
戯
の
現
実
の
理
由
は
人
間
の
生
の
悲
惨
に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
「
悲
惨
」
は
人
間
的
存
在
の
真
理
で
あ
る
。

然
る
に
悲
惨
は
ま
た
そ
れ
自
身
生
の
ひ
と
つ
の
現
実
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
進
ん
で
こ
の
現
実
の
理
由
を
問
わ
ね
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ば
な
ら
ぬ
。
人
間
が
自
己
を
悲
惨
と
し
て
感
ず
る
と
こ
ろ
の
理
由
は
、
彼
が
自
覚
的
意
識
を
有
す
る
に
あ
る
。
あ

ら
ゆ
る
被
造
物
の
う
ち
惨
め
な
る
も
の
は
ひ
と
り
自
覚
的
意
識
を
も
つ
人
間
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
は
彼
の
偉
大
を

現
す
。
そ
れ
故
に
「
偉
大
」
は
人
間
的
存
在
の
真
理
で
あ
る
。
悲
惨
と
偉
大
と
は
あ
た
か
も
定
立
と
反
定
立
と
の

関
係
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
は
外
面
的
で
な
い
。
定
立
の
う
ち
に
反
定
立
は
そ
の
理
由
と
し
て
含
ま

れ
て
お
り
、
反
定
立
は
定
立
と
共
に
含
蓄
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
生
の
解
釈
は
一
者
か
ら
他

者
へ
必
然
的
に
動
い
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
情
を
私
は
一
層
詳
し
く
例
示
し
て
み
よ
う
。
名
誉
を
求
め

る
と
云
う
こ
と
は
人
間
の
下
劣
さ
の
最
も
大
い
な
る
も
の
で
あ
る
、
併
し
そ
れ
は
彼
の
優
越
さ
の
最
も
大
い
な
る

兆
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ひ
と
は
、
如
何
な
る
財
産
を
も
ち
、
如
何
な
る
健
康
を
も
つ
と
も
、
若
し
彼
が
他
の
人
々

か
ら
尊
敬
さ
れ
な
い
と
き
に
は
満
足
す
る
こ
と
が
な
い
。
彼
は
か
く
も
人
の
判
断
、
従
っ
て
人
間
の
理
性
を
尊
重

し
て
い
る
。
人
間
の
理
性
は
地
上
に
於
け
る
最
も
美
し
き
場
所
で
あ
る
。
何
人
も
そ
こ
に
於
て
歓
迎
さ
れ
る
こ
と

を
願
っ
て
い
る
。
人
間
を
最
も
甚
し
く
卑
し
み
、
そ
れ
を
禽
獣
に
等
し
い
と
見
做
す
者
も
、
な
お
恰
も
斯
く
論
ず

る
こ
と
に
依
っ
て
他
の
者
か
ら
賞
讃
さ
れ
信
用
さ
れ
よ
う
と
望
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
ま
さ
し
く

彼
自
身
の
主
張
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
卑
賤
を
最
も
よ
く
示
す
情
欲
の
理
由
は
却
っ
て
最
も
よ
く
人

間
の
高
貴
を
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
存
在
の
構
造
は
そ
れ
の
一
つ
の
解
釈
を
し
て
必
ず
他
の
反
対
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の
解
釈
を
促
さ
し
め
る
と
こ
ろ
の
性
質
を
も
つ
。
生
の
正
し
き
解
釈
は
、
パ
ス
カ
ル
の
語
を
用
い
れ
ば
、「
正
か

ら
反
へ
の
連
続
的
な
る
転
換
」（renversem

ent continuel du pour au contre, 328

）
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
デ

ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は
生
を
解
釈
す
る
方
法
で
あ
る
。
現
実
の
理
由
の
考
察
は
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
に
従
っ
て
進

ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
若
し
こ
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
が
単
に
形
式
的
の
も
の
で
あ
り
、
人
間

の
存
在
の
構
造
そ
の
も
の
と
何
等
内
面
的
な
関
係
を
も
た
ぬ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
畢
竟
無
意
味
な
、
む

し
ろ
有
害
な
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
注
意
し
て
い
る
、「
言
葉
を
強
い
る
こ
と
に
依
っ
て

反
定
立　
（antithèses

）
を
作
る
者
は
恰
も
均
斉
の
た
め
に
盲
窓
を
作
る
者
の
如
き
で
あ
る
。
彼
等
の
規
則
は
正

し
く
語
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
正
し
き
形
態
を
作
る
こ
と
で
あ
る
」（27

）。
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は

外
面
的
な
る
形
式
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
ま
た
そ
れ
は
単
に
論
理
的
矛
盾
に
よ
っ
て
発
展
す
る
も
の
で
も
な

い
。
寧
ろ
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
構
造
に
よ
っ
て
必
然
的
に
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
根

本
的
規
定
は
矛
盾
で
あ
る
が
故
に
そ
れ
の
解
釈
は
定
立
と
反
定
立
と
を
要
求
す
る
。
定
立
と
反
定
立
と
は
互
い
に

滅
し
合
う
二
つ
の
真
理
で
な
く
、
却
っ
て
互
い
に
補
い
合
う
二
つ
の
部
分
的
真
理
で
あ
る
。
人
間
の
ま
こ
と
の
名

は
「
両
重
性
」（duplicité

）
で
あ
る
。
矛
盾
は
こ
の
存
在
が
悟
性
の
抽
象
的
な
る
範
疇
を
も
っ
て
規
定
し
得
ぬ
豊

富
な
内
容
を
有
す
る
こ
と
を
現
す
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
存
在
は
唯
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
に
依
っ
て
具
体
的
に
認
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識
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
定
立
と
反
定
立
と
は
綜
合
に
於
て
、
二
つ
の
部
分
的
真
理
は
そ
れ
の
統
一
に
於
て
初

め
て
具
体
的
真
理
と
成
る
。
生
は
矛
盾
を
統
一
し
綜
合
す
る
立
場
に
於
て
初
め
て
完
全
に
解
釈
さ
れ
得
る
の
で
あ

る
。
こ
の
綜
合
の
原
理
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
問
に
答
え
る
前
に
、
私
は
人
間
の
存
在
に
関
す
る
真
理
の
性
質
を
更
に
立
入
っ
て
検
べ
て
お
こ
う
。
こ

の
真
理
が
証
明
的
で
な
い
こ
と
に
就
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
繊
細
の
心
の
論
理
は
沈
黙
的
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は

自
証
さ
れ
る
の
外
な
い
。
私
は
み
ず
か
ら
の
心
臓
に
於
て
そ
れ
の
真
偽
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
愛
の
情
念
を

論
じ
て
パ
ス
カ
ル
は
云
う
、「
ひ
と
は
屡
々
、
読
者
を
し
て
彼
等
自
身
に
就
い
て
反
省
を
な
さ
し
め
、
そ
し
て
彼

等
を
し
て
彼
の
語
る
真
理
を
み
ず
か
ら
見
出
さ
し
め
る
よ
う
に
強
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
証
明
し
得
る
が
如
き

事
柄
を
書
く
。
私
が
こ
こ
に
言
う
こ
と
の
証
明
は
こ
の
種
の
も
の
で
あ
る
」（III, 128

）。
我
々
は
こ
の
よ
う
な

真
理
に
就
い
て
語
る
に
当
っ
て
、
自
分
と
他
人
と
の
間
に
交
わ
り
を
結
び
、
心
の
共
同
を
作
る
こ
と
を
心
掛
け

ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
的
存
在
の
真
理
は
単
に
悟
性
に
訴
え
る
の
み
で
な
く
、
更
に
ま
た
情
意
を
納
得
せ
し
め
る

の
で
な
け
れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
証
明
的
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
証
明
は
知
性
の
「
証
明
」

（dém
onstration

）
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
情
意
の
証
明
の
方
法
で
あ
る
「
説
得
の
法
」（art de persuader

）
に

依
る
べ
き
で
あ
る
。
人
間
に
関
し
て
は
、
ひ
と
は
唯
彼
の
悟
性
を
論
服
せ
し
め
る
の
み
な
る
真
理
を
も
っ
て
は
心
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か
ら
説
得
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
情
意
を
服
従
せ
し
め
る
生
け
る
真
理
に
よ
っ
て
初
め
て
十
分
に
説
得

さ
れ
る
。
全
人
格
を
説
得
せ
ぬ
が
如
き
真
理
は
、
具
体
的
な
る
人
間
の
存
在
に
関
し
て
は
単
に
部
分
的
、
抽
象
的

真
理
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
そ
の
限
り
に
於
て
虚
偽
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
パ
ス
カ
ル
の
謂
う
説

得
の
法
と
は
か
く
の
如
き
全
人
格
的
証
明
の
方
法
で
あ
る
。
具
体
的
真
理
は
唯
具
体
的
に
の
み
証
明
さ
れ
得
る
。

生
の
真
理
の
標
準
は
、
そ
れ
が
論
理
的
に
斉
合
的
で
あ
る
か
否
か
に
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
果
た
し
て

我
々
の
全
き
魂
を
説
得
す
る
か
否
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
面
的
な
る
形
式
に
な
く
し
て
自
己
自
身
の
う

ち
に
あ
る
。
従
っ
て
完
全
な
る
人
間
の
み
が
完
全
に
生
に
関
す
る
事
柄
の
真
偽
を
判
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ひ

と
は
自
分
の
魂
を
磨
く
に
応
じ
て
益
多
く
生
の
真
理
を
発
見
す
る
。
凡
庸
な
る
魂
に
は
真
理
も
そ
の
証
明
の
力
を

現
し
得
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
精
神
の
真
理
は
身
体
の
人
に
は
見
え
ず
、
慈
悲
の
真
理
は
精
神
の
人
に
は
隠
さ
れ
て

あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
生
の
完
き
真
理
を
理
解
す
る
た
め
に
は
自
己
の
人
格
を
向
上
せ
し
め
発
展
せ
し
め
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
他
の
学
問
が
単
に
知
性
の
こ
と
で
あ
り
得
る
に
反
し
て
、
人
間
の
研
究
が
道
徳
的
行
為
で
あ
る

理
由
の
ひ
と
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。

私
は
進
ん
で
人
間
の
存
在
に
関
す
る
真
理
の
更
に
他
の
特
性
に
就
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
普
通
に
真
理
は

絶
対
的
な
も
の
、
最
後
究
極
的
な
る
も
の
と
見
做
さ
れ
、
従
っ
て
そ
れ
の
認
識
は
我
々
を
或
る
安
静
に
お
く
と
考
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え
ら
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
真
理
が
凡
て
斯
く
の
如
き
性
質
を
有
す
る
か
否
か
は
立
入
っ
て
吟
味
さ
る
べ
き
こ

と
で
あ
る
と
思
う
。
斯
く
云
え
ば
ひ
と
は
、
真
理
に
こ
れ
ら
の
性
質
を
認
め
な
い
と
き
に
は
相
対
主
義
或
は
虚
無

主
義
に
陥
る
外
な
く
、
そ
し
て
相
対
主
義
或
は
虚
無
主
義
は
論
理
的
に
自
己
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
反

駁
す
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
論
理
的
に
矛
盾
せ
ぬ
と
云
う
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
真
理
の
有
す
べ
き
必
然
的
な
る
特
徴

で
は
な
い
。「
矛
盾
は
真
理
の
ひ
と
つ
の
悪
い
兆
で
あ
る
。
多
く
の
確
実
な
事
柄
は
矛
盾
す
る
、
多
く
の
虚
偽
な

る
事
柄
は
矛
盾
な
く
し
て
成
立
す
る
。
矛
盾
は
虚
偽
の
兆
で
も
な
け
れ
ば
、
矛
盾
し
な
い
こ
と
は
真
理
の
兆
で
も

な
い
の
で
あ
る
」（384
）。
或
る
種
の
存
在
に
関
し
て
は
、
矛
盾
が
真
理
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
ま
た
或

る
種
の
存
在
は
、
そ
れ
に
就
い
て
究
極
的
な
る
、
絶
対
的
な
る
真
理
を
得
る
こ
と
が
出
来
ぬ
よ
う
な
構
造
を
そ
れ

自
身
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
。
数
学
的
存
在
の
真
理
は
矛
盾
な
き
、
普
遍
妥
当
的
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
の
認
識
は
我
々
に
安
定
を
も
た
ら
し
得
る
と
見
え
る
。
然
し
人
間
の
存
在
に
関
し
て
は
こ

の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。生
の
真
理
の
認
識
が
我
々
を
不
安
に
お
く
と
云
う
こ
と
は
こ
の
真
理
の
特
性
で
あ
る
。

悲
惨
は
人
間
的
存
在
の
真
理
で
あ
る
。
こ
の
真
理
は
悲
惨
と
し
て
我
々
を
不
安
に
導
く
。
悲
惨
の
理
由
は
人
間
の

偉
大
に
あ
り
、
偉
大
は
生
の
真
理
で
あ
る
。
け
れ
ど
悲
惨
と
偉
大
と
は
相
矛
盾
す
る
が
故
に
、
こ
の
真
理
を
知
る

こ
と
は
ま
た
我
々
に
不
安
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
然
か
の
み
な
ら
ず
、
凡
て
の
学
問
的
知
識
、
そ
れ
み
ず
か
ら
は
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絶
対
的
究
極
的
に
し
て
我
々
に
安
定
を
も
た
ら
す
と
見
え
る
凡
て
の
真
理
を
動
揺
せ
し
め
て
、
こ
れ
の
認
識
の
安

定
性
を
奪
い
去
る
こ
と
は
、
蓋
し
生
の
真
理
の
特
徴
で
あ
る
。
具
体
的
な
る
生
に
関
係
さ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
学

問
の
研
究
と
雖
も
ひ
と
つ
の
慰
戯
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
慰
戯
の
理
由
は
人
間
の
状
態
の
悲
惨
に
あ
る
。
ま

た
具
体
的
な
る
生
の
不
安
に
対
し
て
は
、
抽
象
的
な
る
学
問
の
確
実
や
安
定
は
何
の
支
え
と
も
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。死
に
面
し
て
は
抽
象
的
真
理
の
あ
ら
ゆ
る
明
証
や
絶
対
性
は
根
柢
か
ら
揺
り
動
か
さ
れ
る
。パ
ス
カ
ル
は
、「
苦

悩
の
時
に
あ
っ
て
は
、
外
面
的
な
る
事
物
に
就
い
て
の
学
問
は
人
間
に
関
す
る
学
問
の
無
知
か
ら
私
を
慰
め
ぬ
で

あ
ろ
う
」（67

）
と
云
っ
て
い
る
。
人
間
に
適
わ
し
き
真
の
学
問
は
具
体
的
な
る
人
間
を
具
体
的
に
研
究
す
る
こ

と
で
あ
る
。
人
間
を
知
る
こ
と
ほ
ど
人
間
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
記
し
て
お
る
、「
人
間

は
欲
望
に
充
ち
て
い
る
、
彼
は
凡
て
の
欲
望
を
満
し
得
る
も
の
の
ほ
か
愛
さ
な
い
。
こ
の
人
は
よ
き
数
学
者
で
あ

る
、
と
ひ
と
は
云
お
う
。
―
―
然
し
私
は
数
学
を
も
っ
て
何
を
始
め
よ
う
と
云
う
の
だ
、
数
学
者
は
私
を
ひ
と
つ

の
定
理
と
見
做
す
で
あ
ろ
う
」（36

）。
然
る
に
人
間
の
真
理
を
知
る
と
き
ひ
と
は
必
然
的
に
不
安
で
あ
る
。
抽

象
的
な
る
知
識
は
絶
対
的
究
極
的
で
あ
り
得
る
、
け
れ
ど
そ
の
絶
対
性
、
究
極
性
は
抽
象
的
で
あ
る
が
故
に
、
生

の
不
安
の
保
証
と
は
な
ら
な
い
。
生
の
知
識
は
具
体
的
で
あ
る
、
け
れ
ど
そ
れ
は
絶
対
的
究
極
的
で
な
い
が
故
に

生
の
不
安
を
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。
生
の
真
理
も
固
よ
り
真
理
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
身
に
於
て
確
実
で
あ
る
の
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は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
確
実
が
生
に
安
定
を
与
え
ぬ
の
は
、
こ
の
真
理
が
絶
対
的
究
極
的
で
な
い
た
め
で

あ
る
。
人
間
の
存
在
は
そ
れ
に
就
い
て
究
極
的
な
る
真
理
を
得
る
こ
と
が
出
来
ぬ
よ
う
な
構
造
を
そ
れ
自
ら
の
う

ち
に
も
っ
て
い
る
。
寧
ろ
ど
こ
ま
で
も
問
わ
る
べ
き
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
こ
の
存
在
の
根
本
的
規
定
で
あ
る
。

生
の
不
安
に
最
後
の
安
定
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
真
理
は
具
体
性
と
絶
対
性
を
同
時
に
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
か
か
る
真
理
は
人
間
そ
の
も
の
に
な
い
。
こ
の
意
味
で
生
の
真
理
は
生
以
外
に
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。

単
に
知
的
な
る
安
定
の
み
で
な
く
、
ま
た
情
意
的
な
る
慰
安
、
我
々
の
存
在
の
全
体
に
愉
悦
と
平
和
と
を
も
た
ら

す
真
理
は
、
神
の
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
神
は
生
の
真
理
で
あ
る
。

神
は
単
な
る
繊
細
の
心
に
よ
っ
て
は
見
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
神
の
認
識
は
無
論
直
観
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
こ
の
直
観
は
繊
細
の
心
の
そ
れ
で
は
な
い
。
こ
の
直
観
は
、『
罪
人
の
悔
改
に
就
い
て
の
書
』
に
記
さ
れ

て
い
る
如
く
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
魂
が
事
物
と
自
己
自
ら
と
を
全
く
新
し
き
仕
方
を
も
っ
て
観
る
と
こ
ろ
の
、
一

つ
の
全
く
異
常
な
る
知
識
と
見
方
」（une connaissance et une vue tout extraordinaire par laquelle l’âm

e 

considère les choses et elle m
êm

e d’une façon toute nouvelle, X
, 422

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
早
エ
ス
プ
リ
の

問
題
で
は
な
く
、
却
っ
て
、
三
つ
の
秩
序
の
思
想
に
明
ら
か
に
現
れ
て
い
る
如
く
、
他
の
秩
序
の
生
に
関
す
る
問

題
で
あ
る
。
新
し
き
光
は
慈
悲
か
ら
来
る
。
然
る
に
慈
悲
の
秩
序
は
エ
ス
プ
リ
の
人
に
は
見
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
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そ
こ
に
は
生
全
体
の
跳
躍
的
な
る
転
換
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
存
在
の
解
釈
が
定
立
と
反
定
立
と
の
矛

盾
を
含
む
こ
と
に
就
い
て
は
前
に
述
べ
た
。
こ
の
矛
盾
は
単
に
論
理
的
な
も
の
で
な
い
か
ら
、
従
っ
て
こ
れ
を
綜

合
し
て
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
を
冠
す
る
統
一
は
論
理
的
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
矛
盾
は

生
の
存
在
の
仕
方
の
規
定
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
の
綜
合
的
統
一
は
ま
た
何
等
か
の
意
味
で
生
の
存
在
の
仕
方
そ

の
も
の
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ス
カ
ル
に
依
れ
ば
、
か
か
る
矛
盾
の
統
一
と
し
て
の
生
は

自
然
的
な
る
意
味
に
於
け
る
生
の
う
ち
に
は
な
い
。
超
自
然
的
な
る
、
慈
悲
の
秩
序
に
於
け
る
生
に
於
て
初
め
て

こ
の
よ
う
な
綜
合
と
統
一
と
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
高
次
の
生
は
エ
ス
プ
リ
を
も
っ
て
理
解
す

る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
エ
ス
プ
リ
に
依
る
生
の
解
釈
に
は
人
間
の
存
在
の
矛
盾
を
綜
合
的
に
解
釈
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
矛
盾
は
自
然
の
秩
序
の
も
の
で
あ
り
、
解
決
は
超
自
然
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
エ

ス
プ
リ
が
み
ず
か
ら
定
立
と
反
定
立
と
を
樹
て
る
と
云
う
こ
と
は
む
し
ろ
、
こ
の
矛
盾
に
依
っ
て
エ
ス
プ
リ
が
そ

れ
に
本
質
的
な
る
相
対
性
を
現
す
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
パ
ス
カ
ル
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
に
於
け
る
矛
盾
は
、
そ

れ
自
身
に
於
て
、
積
極
的
な
る
意
義
を
有
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
消
極
的
な
る
答
を
意
味
す
る
。
エ
ス
ブ
リ
は

生
の
解
釈
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
を
完
成
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は
第
二
次
的
な
る

0

0

0

0

0

0

生
の
解
釈
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
宗
教
は
こ
れ
を
与
え
る
。
生
の
解
釈
に
段
階
（gradation, 337

）
の
あ
る
こ
と
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〇

は
パ
ス
カ
ル
の
見
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
生
は
種
々
な
る
解
釈
を
容
れ
得
る
性
質
を
有
す
る
。
そ
れ
に
就
い

て
様
々
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
、人
間
の
存
在
の
例
え
ば
数
学
的
存
在
と
は
異
な
る
特
色
で
あ
る
。

そ
し
て
生
の
種
々
の
解
釈
は
相
互
に
異
質
的
な
る
段
階
を
形
造
る
。
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
の
段
階
の
間
に
は
内
面

的
な
る
連
続
は
な
く
、
却
っ
て
超
越
的
な
る
飛
躍
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
生
の
解
釈
は
畢
竟
生
の
自
己
解
釈
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
生
の
解
釈
は
生
の
存
在
の
仕
方
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
は
自
己
の
生
の
属
す

る
秩
序
に
応
じ
て
生
を
解
釈
す
る
。
か
よ
う
に
し
て
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は
生
の
存
在
の
仕
方
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ

ィ
ク
に
外
な
ら
な
い
。
人
間
の
存
在
の
矛
盾
を
綜
合
す
る
見
方
は
エ
ス
プ
リ
の
秩
序
に
あ
る
生
に
は
与
え
ら
れ
て

お
ら
ず
、
こ
れ
を
獲
る
た
め
に
は
生
は
慈
悲
の
秩
序
に
ま
で
昇
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
生
の
宗
教
的
解
釈
に
到

っ
て
初
め
て
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

三

理
性
は
固
よ
り
神
の
認
識
に
適
わ
し
く
な
い
。
慈
悲
の
秩
序
に
関
し
て
は
理
性
は
何
事
も
決
定
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
自
然
的
な
る
認
識
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
る
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は『
パ
ン
セ
』
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断
章
第
二
百
三
十
に
於
て
こ
の
よ
う
な
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
挙
げ
て
い
る
。我
々
は
そ
こ
に
於
て
後
に
カ
ン
ト
が「
純

粋
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
も
の
に
出
会
う
。「
神
が
あ
る
と
云
う
こ
と
は
不
可
解
で
あ
る
。

そ
し
て
神
が
な
い
と
云
う
こ
と
も
不
可
解
で
あ
る
。
霊
魂
が
身
体
と
共
に
あ
る
と
云
う
こ
と
は
不
可
解
で
あ
る
、

そ
し
て
我
々
が
霊
魂
を
も
た
ぬ
と
云
う
こ
と
も
不
可
解
で
あ
る
。
世
界
が
創
造
さ
れ
た
と
云
う
こ
と
は
不
可
解
で

あ
る
。
そ
し
て
世
界
が
創
造
さ
れ
ぬ
と
云
う
こ
と
も
不
可
解
で
あ
る
。
原
罪
が
あ
る
と
云
う
こ
と
は
不
可
解
で
あ

る
、
そ
し
て
原
罪
が
な
い
と
云
う
こ
と
も
不
可
解
で
あ
る
」（230

）。
定
立
と
反
定
立
と
は
概
念
的
に
は
等
し
く

可
能
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
両
者
は
共
に
概
念
的
に
は
理
解
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
今
パ
ス
カ
ル
の

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
審
に
吟
味
す
る
と
き
、
我
々
は
定
立
と
反
定
立
と
の
ふ
た
つ
の
系
列
に
於
け
る
不
可
解
性
の
間

に
本
質
的
な
る
差
異
の
あ
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
定
立
の
系
列
は
我
々
の
理
性
、一
層
精
密
に
は
、

我
々
の
「
論
理
」
に
関
係
し
、
反
定
立
の
系
列
は
「
事
実
」
に
関
係
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
前
者
が
概
念
的
に
理

解
さ
れ
ぬ
の
は
理
性
の
論
理
の
構
造
が
そ
れ
に
反
す
る
に
基
づ
き
、
後
者
が
概
念
的
に
理
解
さ
れ
ぬ
の
は
そ
れ
に

反
す
る
事
実
が
存
在
す
る
に
依
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
神
は
超
越
的
に
し
て
そ
し
て

0

0

0

内
在
的
で
あ
り
、
人
間
の

意
志
を
決
定
的
に
そ
し
て

0

0

0

自
由
に
動
か
す
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
神
が
あ
る
と
云
う
こ
と
は
理
性
の
論
理
を
も
っ

て
は
不
可
解
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
神
を
予
想
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
自
然
、
特
に
歴
史
の
事
実
、
我
々
の
本
性
、



一
六
二

我
々
の
存
在
そ
の
も
の
の
う
ち
に
は
説
明
さ
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
が
故
に
、
神
が
な
い
と
云
う
こ
と
も
不
可
解
で
あ

る
。
定
立
と
反
定
立
と
の
不
可
解
性
の
性
質
に
し
て
斯
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決

が
い
ず
れ
の
方
向
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
は
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
論
理
と
事
実
、
概
念
と

存
在
と
の
間
に
立
っ
て
は
、
我
々
は
い
つ
で
も
後
者
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
、
霊
魂
、
創
造
と
原
罪
と

は
承
認
さ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
。
理
性
は
事
実
の
前
に
屈
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
自
己
の
樹
て
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

を
解
決
す
べ
き
可
能
性

0

0

0

が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
こ
こ
に
謂
う
事
実
は
単
に
事
実
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
特
に
慈
悲
の
秩
序
の
生
に
関
す
る
事

実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
理
性
は
こ
の
よ
う
な
特
殊
の
事
実
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
故
に
理
性
が
事

実
に
道
を
譲
る
こ
と
に
依
っ
て
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
の
可
能
性
が
与
え
ら
れ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
の
み
で
は
こ

の
可
能
性
が
実
現
0

0

さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
生
そ
の
も
の
が
精
神
の
秩
序
か
ら
慈
悲
の

秩
序
に
ま
で
高
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
決
す
る
も
の
は
宗
教
で
あ
る
。
宗
教
は
生
の
事

実
、
従
っ
て
理
性
の
無
力
の
事
実
を
も
、
残
な
く
解
釈
し
て
、
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
決
す
る
。
理
性
が
自
己

の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
自
ら
解
決
し
得
な
い
の
は
生
の
う
ち
に
理
性
の
認
識
し
能
わ
ぬ
高
次
の
事
実
が
存
在
す
る
に

依
る
。
理
性
が
自
己
の
無
力
を
告
白
す
る
こ
と
は
、
こ
の
事
実
を
公
平
に
尊
重
し
、
そ
の
権
利
を
素
直
に
承
認
す
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る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
自
己
の
力
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
理
性
の
否
認
ほ
ど
理
性
に
適
わ
し

き
も
の
は
な
い
」（272

）。「
理
性
の
最
後
の
運
動
は
理
性
を
超
越
す
る
無
限
の
事
物
の
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る

こ
と
で
あ
る
、こ
れ
を
認
知
す
る
ま
で
進
む
の
で
な
け
れ
ば
、理
性
は
弱
い
も
の
に
外
な
ら
な
い
」（267

）。
我
々

は
徒
ら
に
理
性
の
無
力
を
嘆
く
べ
き
で
な
い
。む
し
ろ
パ
ス
カ
ル
は
云
っ
て
い
る
、「
謙
る
べ
き
と
こ
ろ
で
謙
っ
て
、

疑
う
べ
き
と
こ
ろ
で
疑
い
、確
む
べ
き
と
こ
ろ
で
確
め
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」（268

）。
例
え
ば
、

数
学
的
存
在
に
就
い
て
は
理
性
は
絶
対
的
な
る
認
識
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
謂
わ
ば

独
断
論
者
で
あ
る
こ
と
が
正
し
き
態
度
で
あ
る
。
然
し
例
え
ば
人
間
の
存
在
に
就
い
て
は
理
性
は
ど
こ
ま
で
も
問

い
、
ど
こ
ま
で
も
疑
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
と
き
に
は
謂
わ
ば
懐
疑
論
者
で
あ
る
こ
と
が
正
し
き
態
度
で
あ

る
。
そ
し
て
神
に
関
す
る
事
柄
に
就
い
て
は
理
性
は
何
事
も
理
解
し
得
ぬ
が
故
に
、
こ
の
と
き
に
は
理
性
は
み
ず

か
ら
謙
っ
て
信
仰
に
道
を
譲
る
べ
き
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
自
覚
的
な
る
生
を
生
き
る
者
は
、
パ
ス
カ
ル
に
依

れ
ば
、
懐
疑
論
者
、
幾
何
学
者
、
謙
虚
な
る
基
督
者
（pyrrhonien, géom

ètre, chrétien soum
is

）
の
三
つ
の
性

質
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

神
の
認
識
が
究
極
は
ひ
と
つ
の
神
秘
的
な
る
超
自
然
的
な
る
直
観
に
帰
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が

パ
ス
カ
ル
の
最
後
の
確
信
で
あ
っ
た
の
は
疑
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
最
も
人
格
的
な
る
信
仰
を
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告
白
す
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
文
献
、『
覚
書
』（Le M

ém
orial

）
と
『
エ
ス
の
神
秘
』（Le M

ystère de Jésus

）
に

徴
し
て
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
彼
は
彼
の
体
験
を
「
火
」（Feu

）
の
一
字
を
も
っ
て
記
し
た
。
こ
の
火
が
何
を
意
味
す

る
か
を
我
々
は
最
早
言
葉
を
も
っ
て
説
明
し
得
な
い＊

。
唯
パ
ス
カ
ル
は
彼
の
体
験
し
た
神
が「
哲
学
者
や
博
識
者
」

の
神
で
な
く
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
ザ
ク
の
神
、
ヤ
コ
ブ
の
神
で
あ
る
こ
と
を
書
き
遺
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト

は
『
第
五
省
察
』
に
於
て
神
に
就
い
て
語
っ
て
曰
う
、「
私
が
彼
の
観
念
、
即
ち
至
上
に
完
全
な
る
存
在
の
観
念

を
、
如
何
な
る
図
形
若
く
は
如
何
な
る
数
の
観
念
と
も
同
じ
程
度
に
私
の
衷
に
見
出
す
と
云
う
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。
そ
し
て
私
は
彼
の
性
質
に
現
実
的
な
る
永
遠
的
な
る
実
在
性
が
属
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
を
、
或
る
図
形
若

く
は
或
る
数
に
就
い
て
私
の
証
明
し
得
る
凡
て
の
事
柄
が
、
此
の
図
形
若
く
は
此
の
数
の
性
質
に
真
実
に
属
し
て

い
る
と
云
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
同
じ
程
度
に
明
晰
判
明
に
知
っ
て
い
る
。」
完
全
な
る
存
在
の
抽
象
的
な
る

定
義
か
ら
そ
れ
の
実
在
性
を
演
繹
す
る
デ
カ
ル
ト
の
証
明
が
正
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
基
督
者
の
神
は
幾
何
学
的

真
理
で
も
な
け
れ
ば
、「
幾
何
学
的
真
理
の
創
造
者
」（556

）
で
さ
え
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
と
図
形
と
を
コ
ギ

ト
の
立
場
に
於
て
一
様
化
す
る
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
或
い
は
深
邃
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
パ
ス
カ
ル
は
、

「
あ
ま
り
に
学
問
を
深
邃
化
し
過
ぎ
る
者
に
反
対
し
て
書
く
こ
と
。
デ
カ
ル
ト
。」（76

）
と
録
し
て
い
る
。
神
の

直
観
は
数
学
的
確
実
の
直
観
と
同
じ
次
元
の
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
「
確
実
」
の
直
観
で
は
あ
る
が
、
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然
し
そ
れ
は
神
の
在
る
こ
と
の
確
実
で
な
く
、
む
し
ろ
神
を
愛
す
る
こ
と
の
確
実
の
直
観
で
あ
る
。
神
の
直
観
は

「
感
情
、
愉
悦
、
平
和
」
の
体
験
で
あ
り
、「
愉
悦
、
愉
悦
、
愉
悦
、
愉
悦
の
落
涙
」
の
体
験
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
直
観
が
数
学
的
原
理
を
直
観
す
る
「
自
然
的
な
る
光
」
と
等
し
く
な
い
の
は
固
よ
り
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら

ま
た
パ
ス
カ
ル
の
直
観
を
例
え
ば
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
が
如
き
意
味
で
の
神
秘
的
直
観
と
同
一
視
す
る
こ
と

も
誤
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
む
し
ろ
福
音
書
に
現
れ
て
い
る
神
の
体
験
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
、
歴
史

に
生
け
る
人
格
的
な
る
神
と
の
人
格
的
な
る
交
通
で
あ
る
。
こ
の
直
観
の
神
秘
は
無
邪
気
な
る
神
秘
、
赤
児
の
魂

の
神
秘
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
斯
く
の
如
き
直
観
を
特
に
「
心
情
」（cœ

ur

）
と
呼
ん
で
い
る＊
＊。

＊　

パ
ス
カ
ル
の
謂
う
「
火
」
と
関
係
し
て
私
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
語
を
思
い
出
す
、｟Pervenit ad id quod est in 

ictu trepidantis aspectus.

｠C
onfessiones, V

II, 17.

＊
＊　

H
. B

rem
ond, La conversion de Pascal.
参
照
。

そ
こ
で
我
々
は
パ
ス
カ
ル
に
於
て
直
観
の
概
念
の
少
な
く
と
も
三
つ
の
種
類
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
。
自
然
的
な
る
光
、
繊
細
の
心
及
び
心
情
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
三
者
は
そ
れ
ら
が
共
に
等
し

く
直
観
で
あ
る
が
た
め
に
多
く
の
パ
ス
カ
ル
学
徒
に
よ
っ
て
無
造
作
に
混
同
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
混
同
は

パ
ス
カ
ル
の
全
体
の
思
想
の
理
解
の
上
に
屡
々
不
幸
な
る
結
果
を
齎
し
て
い
る
。
パ
ス
カ
ル
自
身
が
時
と
し
て
こ



一
六
六

の
三
者
を
総
括
的
に
心
情
或
は
本
能
（instinct

）
と
称
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る＊

。
こ
の
場
合
心
情
は
直
観
を

そ
の
最
も
優
越
な
る
も
の
に
従
っ
て
表
現
す
る
概
念
と
し
て
、
本
能
は
直
観
が
概
念
的
認
識
と
異
な
っ
て
直
接
的

で
あ
り
、
然
も
独
自
な
る
確
実
性
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
名
と
し
て
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
的
な
る
光

は
全
く
デ
カ
ル
ト
的
な
る
概
念
で
あ
っ
て
、
こ
の
概
念
が
デ
カ
ル
ト
に
於
て
有
す
る
の
と
異
な
る
意
味
を
少
し
も

も
た
な
い
。
そ
れ
は
数
学
の
原
理
の
直
観
の
如
き
純
粋
に
知
的
な
る
直
観
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
他
の
二
つ
は

共
に
情
意
的
な
る
直
観
で
あ
る
が
、
然
し
そ
の
間
に
は
紛
う
べ
か
ら
ざ
る
区
別
が
あ
る
。
繊
細
の
心
は
日
常
の
生

に
属
す
る
。
そ
の
原
理
は
「
普
通
の
慣
用
の
う
ち
に
、
凡
て
の
人
の
目
の
前
に
」
あ
る
。
と
こ
ろ
が
心
情
は
「
そ

れ
に
よ
っ
て
魂
が
事
物
と
自
己
自
ら
と
を
全
く
新
し
き
仕
方
を
も
っ
て
観
る
と
こ
ろ
の
、
ひ
と
つ
の
全
く
異
常
な

る
知
識
と
見
方
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
存
在
の
最
高
の
可
能
性
に
属
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
繊
細
の
心
が
な

お
精
神
の
秩
序
に
於
け
る
生
に
属
す
る
に
反
し
て
、
心
情
は
ひ
と
り
慈
悲
の
秩
序
に
於
け
る
生
に
於
て
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
両
者
は
二
つ
の
相
異
な
る
次
元
の
も
の
で
あ
っ
て
、そ
の
間
に
は
絶
対
的
な
る
異
質
性
が
支
配
す
る
。

＊
『
パ
ン
セ
』
断
片
第
二
百
八
十
一
に
曰
う
、｟C

œ
ur, instinct, principes.

｠

心
情
の
理
解
は
単
な
る
理
解
で
な
く
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
行
為
で
あ
る
が
如
き
理
解
で
あ
る
。「
愛
」、
詳

し
く
は
「
神
の
愛
」
の
概
念
は
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
を
現
す
。
愛
は
理
解
と
行
為
と
の
合
一
で
あ
る
。
我
々
は
パ
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ス
カ
ル
が
神
の
認
識
に
於
け
る
実
践
的
な
る
要
素
を
高
調
し
て
い
る
の
を
到
る
処
に
見
出
す
。
神
を
知
る
た
め
に

は
自
愛
の
心
を
滅
し
、
情
欲
の
火
を
鎮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
情
念
は
ひ
と
を
盲
に
し
て
神
の
真
理
を
観
る
こ

と
を
妨
げ
る
が
故
に
、
ひ
と
は
先
ず
濁
れ
る
情
念
か
ら
自
由
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
彼
等
は
云
う
、
若
し
私
が

信
仰
を
も
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
私
は
程
な
く
快
楽
を
棄
て
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
私
は
諸
君
に
云
う
、
若

し
君
が
快
楽
を
棄
て
た
な
ら
ば
、
君
は
程
な
く
信
仰
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
」（240

）。
神
の
認
識
に
は
生
全
体
の

転
換
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
何
よ
り
も
自
然
的
な
る
生
に
於
て
「
凡
て
の
我
々
の
行
為
の
源
」
で
あ
る

と
こ
ろ
の
情
欲
を
憎
む
こ
と
を
知
る
の
が
大
切
で
あ
る
。斯
よ
う
に
し
て
宗
教
の
真
理
の
認
識
は
知
的
行
で
あ
り
、

行
的
知
で
あ
る
。
人
間
の
存
在
に
於
け
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
、
神
の
存
在
に
関
す
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
決
す

る
も
の
は
宗
教
で
あ
っ
た
。
我
々
は
今
こ
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
、
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
究
極
は
行
い
つ
つ
知

る
こ
と
、
知
り
つ
つ
行
う
こ
と
に
依
っ
て
解
決
さ
れ
る
の
を
知
る
。
生
の
矛
盾
、
不
可
解
性
を
残
な
く
解
く
も
の

は
最
後
に
は
知
識
で
な
く
て
、
却
っ
て
実
行
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
な
る
意
味
に
於
て
、
生
の
問
題
を
解
決
す
る
も

の
は
生0

自
身
で
あ
る
と
言
い
得
る
。
即
ち
生
の
問
題
は
こ
の
問
題
を
優
越
な
る
意
味
に
於
て
生
き
る

0

0

0

こ
と
に
よ
っ

て
解
決
さ
れ
る
。
こ
れ
が
パ
ス
カ
ル
の
確
信
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
我
々
は
そ
こ
に
彼
の
最
も
深
き
思
想
を
見
る
の

で
あ
る
。
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九

第
六　

宗
教
に
お
け
る
生
の
解
釈

一

パ
ス
カ
ル
を
知
ろ
う
と
す
る
者
は
か
の
美
し
い
記
録
『
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
関
す
る
ド
・
サ

シ
氏
と
の
対
話
』（Entretien avec M

. de Saci sur Épictète et M
ontaigne

）
を
繙
く
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
は
パ
ス
カ
ル
の
最
も
親
し
ん
だ
二
つ
の
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
は
人

間
の
状
態
と
運
命
と
に
就
い
て
教
え
る
。
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
は
人
間
が
偉
大
で
あ
り
、
神
の
秩
序
に
合
致
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
人
間
の
義
務
を
誰
よ
り
も
よ
く
理
解
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
人
間
の
悲
惨
に

対
し
て
は
盲
目
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
ひ
と
の
為
し
得
る
能
力
を
量
り
誤
っ
て
傲
慢
を
説
く
こ
と
に
陥
っ
た
の

で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
人
間
の
不
確
実
と
無
力
と
を
描
い
て
い
る
。
彼
は
人
間
の
病
弊
を
何
人
に
も
増
し
て

明
ら
か
に
観
察
し
た
に
し
て
も
、
人
間
の
偉
大
に
対
し
て
は
無
感
覚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
た
め
に
彼
の
疑
い
は
投

遣
と
な
っ
て
怠
惰
を
勧
め
る
こ
と
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
両
重
の
存
在
で
あ
る
。
悲
惨
と
偉
大
と
は
彼
の



一
七
〇

二
つ
の
根
本
的
規
定
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
存
在
の
真
理
を
見
よ
う
と
す
る
者
は
こ
れ
ら
二
つ
の
状
態
を

一
緒
に
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
拘
ら
ず
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
と
は
そ
れ
を
は
な
れ
ば
な
れ
に
考

え
た
が
故
に
、
彼
等
は
傲
慢
と
怠
惰
（l’orgueil et la paresse

）
の
二
つ
の
悪
徳
の
一
つ
に
必
ず
導
か
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
他
の
思
想
が
誤
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
一
の
思
想
は
正
し
い
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
ら
を
組
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
完
全
な
知
識
が
得
ら
れ
る
か
の
よ
う

に
ひ
と
は
想
像
す
る
で
あ
ろ
う
。「
然
し
な
が
ら
、
こ
の
平
和
の
代
り
に
、
彼
等
の
組
合
わ
せ
か
ら
は
ひ
と
つ
の

争
闘
、
ひ
と
つ
の
一
般
的
な
る
破
壊
の
ほ
か
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
一
は
確
実
を
、
他
は
懐
疑
を
、
一
は

人
間
の
偉
大
を
、
他
は
彼
の
無
力
を
樹
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等
は
互
い
に
そ
の
虚
偽
と
同
じ
く
ま
た
そ
の
真

理
を
毀
し
合
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
等
は
彼
等
の
欠
陥
の
故
に
独
り
で
は
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
か
つ

彼
等
の
反
対
の
故
に
共
に
結
合
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
し
て
斯
く
し
て
彼
等
は
互
い
に
砕
き
合
い
、
滅
し
合
っ

て
、
福
音
書
の
真
理
に
場
所
を
譲
る
こ
と
と
な
る
」（IV, 53

）。
キ
リ
ス
ト
教
は
人
間
的
存
在
の
悲
惨
と
偉
大
と

の
矛
盾
を
調
和
す
る
高
き
真
理
の
所
有
者
で
あ
る
。
如
何
な
る
仕
方
に
於
て
宗
教
の
真
理
は
必
然
的
な
る
生
の
矛

盾
を
綜
合
的
に
解
釈
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

生
の
解
釈
の
主
な
る
仕
事
は
現
実
の
理
由

0

0

0

0

0

を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
る
。
哲
学
は
生
の
現
実
の
理
由
を
悲
惨
と
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し
て
、
偉
大
と
し
て
発
見
し
た
。
し
か
る
に
こ
の
現
実
の
理
由
は
た
と
い
顕
に
眼
に
見
え
ぬ
に
せ
よ
そ
れ
自
身
生

の
現
実
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
偉
大
と
悲
惨
と
の
矛
盾
そ
の
も
の
が
生
の
現
実
と
し
て
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
矛
盾
は
矛
盾
と
し
て
我
々
は
そ
こ
に
安
ら
い
得
ぬ
が
故
に
、
我
々
は
進
ん
で
こ
の
矛
盾
の
現
実
の
理
由
を
問

う
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
謂
う
現
実
の
理
由
は
精
密
に
は
第
二
次
的
な
る

0

0

0

0

0

0

現
実
の
理
由
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
悲
惨
と
偉
大
と
は
そ
れ
み
ず
か
ら
現
実
の
理
由
で
あ
っ
て
、
今
の
場
合
の
現
実
の
理
由
は
恰
も
こ

の
理
由
の
理
由
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
的
な
る
、
謂
わ
ば
第
一
次
的
な
る
、
現
実
の
理
由
は
エ
ス
プ
リ

に
依
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
エ
ス
プ
リ
の
見
出
し
た
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
矛
盾
の
理

由
は
矛
盾
の
綜
合
の
外
に
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
然
し
な
が
ら
パ
ス
カ
ル
に
従
え
ば
こ
の
綜
合
の
原
理
は
エ
ス

プ
リ
に
は
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
唯「
ひ
と
つ
の
他
の
一
層
高
い
光
に
よ
っ
て
」（par 

une autre lum
ière supérieure, 337

）見
ら
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。一
層
高
い
光
を
所
有
す
る
も
の
は
心
情
0

0

で
あ
る
。

自
然
的
な
る
現
実
の
理
由
が
ま
た
み
ず
か
ら
ひ
と
つ
の
現
実
で
あ
る
に
反
し
て
、
第
二
次
的
な
る
現
実
の
理

由
は
こ
れ
を
単
純
に
現
実
と
称
す
る
に
適
わ
し
く
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
そ
れ
を
特
に
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
現

実
、
す
な
わ
ち
「
実
在
」（réalité

）
ま
た
は
「
真
理
」（vérité
）
と
呼
ん
で
い
る
。
斯
く
の
如
き
真
理
を
理
由
と

し
て
現
実
が
解
釈
さ
れ
る
と
き
、
現
実
は
も
は
や
裸
か
な
る
現
実
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
。
こ
の
と
き
現
実
で
あ



一
七
二

る
も
の
は
真
理
若
く
は
実
在
に
対
す
る
「
象
徴
」（figuratif, signe

）
と
な
る
。
象
徴
は
宗
教
が
存
在
を
解
釈
す

る
に
あ
た
っ
て
無
く
て
は
な
ら
ぬ
概
念
で
あ
る
。「
こ
の
思
想
は
ひ
と
が
そ
れ
に
就
い
て
注
意
深
く
思
い
め
ぐ
ら

す
こ
と
な
く
し
て
多
く
の
時
間
を
放
っ
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
ほ
ど
一
般
的
に
し
て
有
用
で
あ
る
」（II, 249

）、

と
パ
ス
カ
ル
は
云
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
し
て
私
は
象
徴
の
概
念
に
就
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
考
え
て
み
よ

う
。象

徴
の
概
念
は
象
徴
さ
れ
た
も
の
の
概
念
と
共
に
与
え
ら
れ
る
。
象
徴
さ
れ
た
も
の
は
真
理
で
あ
る
。
こ
の

真
理
は
す
な
わ
ち
宗
教
の
真
理
内
容
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
真
理
は
唯
愛
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
得
る
ば
か
り
で

あ
る
。
人
間
的
な
る
事
物
に
於
て
は
、
ひ
と
の
語
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
愛
す
る
前
に
そ
れ
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。し
か
し
神
的
な
る
事
物
に
関
し
て
は
、そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
そ
れ
を
愛
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
ひ

と
は
愛
に
よ
っ
て
の
ほ
か
真
理
に
入
る
こ
と
が
な
い
」（IX, 272

）。
純
粋
に
理
論
的
に
神
を
認
識
し
得
る
と
考

え
る
者
は
真
理
を
知
る
者
で
な
く
し
て
却
っ
て
偶
像
を
作
る
者
で
あ
る
。「
ひ
と
は
真
理
そ
の
も
の
さ
え
も
の
偶

像
を
作
り
出
す
。
け
だ
し
愛
を
ほ
か
に
し
て
は
真
理
は
神
で
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
影
像
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
偶
像

で
あ
り
、
ひ
と
は
そ
れ
を
愛
す
る
こ
と
も
崇
め
る
こ
と
も
要
し
な
い
」（582

）。「
神
を
思
弁
的
に
知
る
こ
と
は

神
を
識
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
」（I, 76

）。
宗
教
的
真
理
の
認
識
は
愛
を
俟
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
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っ
て
、そ
し
て
こ
の
よ
う
に
愛
に
も
と
づ
く
理
解
の
仕
方
が
心
情
で
あ
る
。
神
は「
心
情
に
感
ぜ
ら
れ
る
神
」（D

ieu 

sensible au cœ
ur, 278

）
で
あ
る
。
い
ま
象
徴
の
概
念
は
か
く
の
如
き
真
理
の
概
念
に
伴
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
ま
た
お
の
ず
か
ら
心
情
と
関
係
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
象
徴
は
心
情
が
世
界
と

人
間
と
を
解
釈
す
る
最
も
固
有
な
る
仕
方
を
原
理
的
に
規
定
す
る
概
念
で
あ
る
。
心
情
は
自
然
と
人
生
と
に
到
る

処
真
理
の
象
徴
の
形
に
於
て
出
逢
う
。
か
く
し
て
、「
自
然
は
恩
寵
の
ひ
と
つ
の
象
徴
で
あ
る
」（675

）。「
物
体

的
な
る
も
の
は
精
神
的
な
る
も
の
の
象
徴
に
過
ぎ
ず
、
神
は
眼
に
見
え
ぬ
も
の
を
眼
に
見
ゆ
る
も
の
の
う
ち
に
現

し
た
」（II, 249

）。
凡
て
の
事
物
に
於
て
二
つ
の
意
味
が
あ
る
、
そ
こ
に
は
象
徴
そ
の
も
の
が
あ
り
、
そ
し
て

象
徴
さ
れ
た
実
在
が
あ
る
の
で
あ
る
。

心
情
は
明
ら
か
に
ひ
と
つ
の
情
意
的
な
る
直
観
で
あ
る
。
そ
れ
は「
内
面
的
に
し
て
直
接
的
な
る
感
情
」（732

）

の
謂
で
あ
る
。
従
っ
て
象
徴
が
特
に
情
意
的
な
る

0

0

0

0

0

理
解
の
仕
方
の
特
性
を
示
す
概
念
で
あ
る
の
は
固
よ
り
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
我
々
は
こ
の
場
合
心
情
を
抽
象
的
に
考
え
る
こ
と
を
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
或

る
と
き
に
は
感
情
の
語
を
も
っ
て
心
情
に
代
え
、
他
の
と
き
に
は
こ
れ
を
意
志
と
同
一
視
し
て
い
る
。
然
し
な
が

ら
本
質
的
に
は
心
情
は
彼
に
と
っ
て
感
情
と
意
志
と
を
含
み
そ
れ
ら
の
も
の
よ
り
も
高
次
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
高
次
と
謂
う
の
は
単
に
論
理
的
な
る
包
摂
関
係
に
於
け
る
高
次
の
こ
と
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
具
体
的
な
る



一
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生
の
立
場
に
於
て
高
次
の
生
に
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
感
情
や
意
志
が
、
普
通
の
意
味
に
あ
っ
て
は
、
自
然

的
な
る
生
の
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
心
情
は
超
自
然
的
な
る
慈
悲
の
秩
序
に
あ
る
生
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
象
徴
は
単
純
に
情
意
的
な
る
理
解
の
仕
方
を
現
す
概
念
と
し
て
で
な
く
、
却
っ
て
実
に
慈
悲
の
秩
序

0

0

0

0

0

に

於
け
る
生
そ
の
も
の
が
凡
て
の
存
在
に
出
逢
う
仕
方
を
規
定
す
る
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ

と
は
例
え
ば
次
の
事
情
か
ら
容
易
に
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。「
意
志
は
自
然
に
愛
す
る
」（81

）。
愛
は
意

志
の
自
然
の
運
動
で
あ
る
。「
心
情
は
普
遍
的
存
在
を
自
然
に
愛
す
る
」（277

）。
心
情
の
運
動
の
本
性
も
ま
た

愛
で
あ
る
。
意
志
と
心
情
と
の
は
た
ら
き
は
共
に
愛
で
あ
り
な
が
ら
、
両
者
の
愛
は
相
逆
い
、
相
鬩
ぐ
。
け
だ
し

前
者
の
自
然
に
愛
す
る
も
の
は
自
我
で
あ
り
、
後
者
の
自
然
的
な
る
愛
の
内
容
は
神
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
自
我
の

愛
は
神
の
愛
の
最
も
大
い
な
る
障
碍
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
神
の
真
理
を
知
る
た
め
に
は「
障
碍
を
取
除
く
」（ôter 

les obstacles, 246

）
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
愛
な
く
し
て
は
神
は
決
し
て
見
ら
れ
な
い
、
け
れ
ど
こ
の
愛
が
自
然

的
な
る
秩
序
に
於
け
る
生
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
却
っ
て
神
を
見
る
た
め
の
障
碍
と
な
る
。
恰
も

そ
の
よ
う
に
、
象
徴
は
そ
れ
が
自
然
的
な
る
秩
序
に
あ
る
生
の
理
解
の
仕
方
に
属
し
て
い
る
限
り
、
信
仰
と
は
何

の
関
係
も
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
の
妨
害
と
な
る
。
こ
こ
に
例
え
ば
想
像
力
（fantaisie

）
が
心
情

と
区
別
さ
る
べ
き
理
由
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
想
像
力
は
単
に
そ
の
直
接
的
な
る
、
非
合
理
的
な
る
性
質
の
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故
の
み
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
象
徴
化
す
る
点
に
於
て
最
も
よ
く
心
情
と
類
似
し
て
い
る
。
然

し
こ
の
象
徴
が
自
然
的
な
る
象
徴
で
あ
っ
て
宗
教
的
真
理
と
必
然
的
に
交
渉
す
る
こ
と
な
く
、
そ
し
て
そ
の
意
味

で
偶
然
的
な
る
、
外
面
的
な
る
、
虚
偽
な
る
象
徴
で
あ
る
限
り
に
於
て
は
、
想
像
力
は
心
情
と
最
も
反
対
し
て
お

る
。
想
像
力
ほ
ど
心
情
に
似
た
も
の
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
ほ
ど
こ
れ
に
反
し
た
も
の
は
な
い
（274

）。

神
の
真
理
は
自
然
的
な
る
生
を
生
き
る
人
の
眼
に
は
見
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
彼
の
眼
は
障
碍
を
も
っ
て
遮
ら

れ
て
い
る
。
宗
教
の
真
理
は
、
例
え
ば
数
学
的
真
理
の
如
く
、
こ
れ
に
眼
を
注
ぐ
や
否
や
、
紛
う
方
な
く
明
ら
か

に
誰
に
も
自
己
を
現
す
も
の
で
は
な
い
。
神
は
「
隠
さ
れ
た
る
神
」（D

ieu caché, D
eus absconditus, 242

）
で

あ
る
。
絶
対
的
に
証
明
的
な
る
神
の
真
理
は
存
在
し
な
い
。「
或
る
人
々
を
照
ら
し
そ
し
て
他
の
人
々
を
暗
く
す

る
た
め
に
、
そ
こ
に
は
光
と
闇
と
が
あ
る
」（564

）。
そ
こ
に
は
真
理
を
避
け
る
者
を
咎
め
る
に
は
十
分
な
明
証

が
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
を
避
け
し
め
る
も
の
は
理
性
で
な
く
し
て
情
欲
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に

は
真
理
を
証
明
す
る
に
は
十
分
な
明
証
が
な
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
従
わ
し
め
る
も
の
は
理
性
で
な
く
し
て
愛
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
神
の
真
理
は
盲
た
る
情
欲
、
頑
な
る
精
神
を
有
す
る
者
に
は
見
え
ず
、
唯
和
ら
げ
る
、
純
な

る
心
情
の
人
に
よ
っ
て
の
み
見
ら
れ
る
。
―
―
「
か
く
も
純
な
る
神
が
浄
め
ら
れ
た
心
情
を
も
て
る
人
々
に
対
し

て
の
ほ
か
自
己
を
顕
さ
な
い
の
は
正
当
で
あ
る
」（737

）。
―
―
斯
く
の
如
く
真
理
は
隠
さ
れ
た
る
神
の
真
理
で
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あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
物
に
於
て
存
在
す
る
二
つ
の
意
味
、
象
徴
そ
の
も
の
と
象
徴
さ
れ
た
真
理
は
、
一
は
表
面
0

0

的
意
味

0

0

0

（sens littéral

）
と
な
り
、
他
は
神
秘
的
意
味

0

0

0

0

0

（sens m
ystique

）
と
な
る
。
け
だ
し
象
徴
そ
の
も
の
は

ひ
と
つ
の
現
実
と
し
て
何
人
に
も
見
ゆ
る
に
反
し
て
、
象
徴
さ
れ
た
真
理
は
そ
の
理
由
と
し
て
単
な
る
エ
ス
プ
リ

に
と
っ
て
は
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
象
徴
は
、
本
来
、
見
ゆ
る
も
の
と
見
え
ざ
る
も
の
と
の
内
面

的
関
係
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
固
有
な
る
意
義
を
示
す
概
念
で
あ
る
。

如
何
な
る
物
も
何
等
か
の
神
秘
を
宿
し
て
い
る
。
こ
の
神
秘
は
、
こ
れ
こ
そ
真
理
で
あ
り
な
が
ら
、
ひ
と
つ

の
神
秘
と
し
て
肉
の
眼
に
は
貫
き
視
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
唯
信
仰
の
ひ
と
つ
の
異
常
な
る
新
し
き
光
に
よ
っ
て

理
解
さ
れ
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。そ
こ
で
人
々
は
自
然
的
な
る
現
実
を
見
て
そ
の
理
由
を
直
に
ま
た
自
然
に
帰
し
、

そ
し
て
そ
こ
に
他
の
0

0

理
由
の
あ
る
こ
と
を
思
わ
な
い
（VI, 90

）。
彼
等
は
現
実
の
理
由
を
再
び
現
実
に
求
め
て

そ
れ
を
原
理
的
に
他
の
も
の
を
理
由
と
す
る
現
実
と
し
て
解
釈
し
な
い
。
彼
等
は
現
実
の
理
由
の
聯
関
が
そ
れ
自

身
唯
ひ
と
つ
の
秩
序
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
秩
序
そ
の
も
の
が
他
の
高
次
の
秩
序
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
、
彼
等
は
象
徴
を
見
て
こ
の
象
徴
が
象
徴
す
る
も
の
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
ひ

と
は
ひ
と
つ
の
「
背
後
の
思
想
」（pensée de derrière, 336
）
を
も
ち
そ
れ
か
ら
凡
て
を
判
断
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
が
出
来
な
い
な
ら
ば
、
象
徴
は
彼
に
は
真
理
を
隠
す
邪
魔
物
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
彼
に
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
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は
神
を
蔽
う
帳
で
あ
る
。
信
仰
あ
る
者
に
と
っ
て
は
象
徴
（
従
っ
て
現
実
）
は
神
を
見
出
す
機
縁
で
あ
り
、
信
仰

な
き
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
却
っ
て
神
を
蔽
い
隠
す
障
碍
で
あ
る
。
即
ち
象
徴
（
従
っ
て
現
実
）
は
或
る
人
々
に

光
を
与
え
る
と
同
時
に
他
の
人
々
に
は
闇
を
投
ず
る
と
こ
ろ
の
両
面
的
存
在

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
事
物
の
有
す
る
こ
の
両
面

的
性
質
を
理
解
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。「
若
し
ひ
と
が
、
神
が
或
る
人
々
を
盲
に
し
、
そ
し
て
他
の
人
々
を

照
ら
す
の
を
欲
し
た
と
云
う
こ
と
を
、
原
理
と
し
て
と
ら
な
い
な
ら
ば
、
ひ
と
は
神
の
業
に
つ
い
て
は
何
事
も
理

解
し
な
い
」（566

）、
と
書
か
れ
て
あ
る
。
神
の
真
理
の
象
徴
と
し
て
事
物
の
有
す
る
聖
な
る
性
格
は
超
自
然
的

な
る
光
な
く
し
て
は
識
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
凡
て
の
物
は
神
を
知
る
者
に
は
神
に
就
い
て
語
り
、
神
を
愛
す
る

者
に
は
神
を
顕
に
す
る
に
拘
ら
ず
、
こ
の
同
じ
物
は
神
を
知
ら
ぬ
凡
て
の
人
に
は
神
を
隠
す
の
で
あ
る
。
人
々
は

象
徴
を
そ
れ
が
現
す
者
と
交
わ
る
た
め
に
役
立
た
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
拘
ら
ず
、
象
徴
を
実
在
そ
の
も
の
と
思

い
做
す
誤
に
陥
っ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
象
徴
は
ど
こ
ま
で
も
象
徴
で
あ
っ
て
、
実
在
で
も
真
理
で
も
な
い
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
象
徴
が
実
に
単
な
る
象
徴

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
を
特
に
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
を
見
出
す
で
あ

ろ
う
。「
慈
悲
に
ま
で
到
ら
ざ
る
も
の
の
凡
て
は
象
徴
で
あ
る
」（670

）
と
パ
ス
カ
ル
が
記
し
た
と
き
、
こ
の
象

徴
は
特
に
単
な
る
象
徴
を
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
。

象
徴
が
単
な
る
象
徴
と
し
て
ア
ク
セ
ン
ト
附
け
ら
れ
て
見
ら
れ
る
と
き
、
真
理
そ
の
も
の
は
ま
た
特
に
目
的
0

0
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（fin
）
と
し
て
ア
ク
セ
ン
ト
附
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
神
は
人
間
の
最
後
の
目
的
で
あ
る
、
な
ぜ

な
ら
神
は
彼
の
存
在
の
全
体
を
充
満
し
、
彼
の
不
安
に
究
極
的
な
る
平
和
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ひ

と
は
神
を
彼
の
生
の
目
的
と
し
な
い
。「
凡
て
の
人
間
が
目
的
に
つ
い
て
は
少
し
も
熟
慮
せ
ず
、
唯
手
段
に
つ
い

て
し
か
考
え
な
い
の
を
見
る
の
は
歎
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
」（98

）。
彼
等
は
習
慣
に
従
い
、
彼
等
は
慰
戯
し
、

彼
等
は
外
観
に
欺
か
れ
て
、
彼
等
自
身
を
盲
目
に
す
る
。
啓
示
の
光
を
奪
わ
れ
た
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
星
や
空
、

植
物
や
動
物
、
黒
死
病
や
饑
饉
な
ど
、
自
然
に
於
け
る
如
何
な
る
も
の
も
神
の
座
を
占
め
得
ぬ
も
の
と
て
は
な
か

っ
た
（425

）。
彼
等
に
と
っ
て
は
、ボ
シ
ュ
エ
の
言
葉
に
従
え
ば
、「
神
自
身
を
除
い
て
は
、凡
て
が
神
で
あ
っ
た
」

（Tout était D
ieu, excepté D

ieu m
êm

e

）
の
で
あ
る
。
神
が
神
の
力
を
顕
す
た
め
に
作
っ
た
世
界
は
偶
像
の
宮
と

成
り
終
っ
た
か
の
如
く
見
え
た
の
で
あ
る
。
神
を
人
間
の
存
在
の
最
後
の
目
的
と
し
て
理
解
す
る
の
は
神
の
恵
み

に
属
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
解
そ
の
も
の
が
す
で
に
そ
の
起
源
を
直
接
に
神
に
負
う
。「
若
し
神
が
元
で

な
い
な
ら
ば
、
彼
が
苟
く
も
終
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」（488

）、
と
云
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
意
味
で

あ
ろ
う
。
こ
の
目
的
に
到
る
た
め
に
は
生
は
神
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
道
に
従
っ
て
慈
悲
の
秩
序
に
ま
で
達
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
慈
悲
の
秩
序
に
於
け
る
生
に
固
有
な
る
理
解
の
仕
方
は
即
ち
心
情
の
秩
序
に
外
な
ら
な
い
。『
パ
ン
セ
』

の
う
ち
最
も
美
し
い
断
片
の
ひ
と
つ
は
心
情
に
固
有
な
る
秩
序
を
規
定
し
て
い
る
。「
こ
の
秩
序
は
、
主
と
し
て
、
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目
的
を
つ
ね
に
示
す
た
め
に
、
ひ
と
が
こ
の
目
的
に
関
係
さ
せ
る
各
の
点
へ
分
れ
拡
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
於
て
成

立
し
て
い
る
」（283

）。
心
情
は
神
を
目
的
と
し
て
理
解
す
る
能
力
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
存

在
へ
拡
が
り
わ
た
っ
て
ゆ
き
そ
れ
を
つ
ね
に
こ
の
目
的
へ
導
き
来
る
と
こ
ろ
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
凡
て

の
現
実
を
目
的
の
象
徴
と
し
て
理
解
す
る
。
目
的
は
唯
一
で
あ
る
、
し
か
る
に
象
徴
は
多
様
で
あ
る
。
唯
一
な
る

目
的
に
対
し
て
多
様
な
る
象
徴
が
存
在
す
る
と
云
う
こ
と
は
偶
然
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
パ
ス
カ
ル
は
云
う
、「
神

は
か
く
し
て
慈
悲
と
云
う
こ
の
唯
一
な
る
掟
を
、
我
々
の
唯
一
つ
の
必
要
な
る
も
の
へ
我
々
を
つ
ね
に
連
れ
て
ゆ

く
と
こ
ろ
の
こ
の
多
様
に
よ
っ
て
、
多
様
を
求
め
る
我
々
の
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
多
様
化
す
る
。
け

だ
し
唯
一
つ
の
も
の
が
必
要
で
あ
る
、
そ
し
て
我
々
は
多
様
を
愛
す
る
。
そ
し
て
神
は
、
唯
一
つ
の
必
要
な
る
も

の
へ
連
れ
て
ゆ
く
、
こ
れ
ら
の
多
様
に
よ
っ
て
一
と
共
に
他
に
満
足
を
与
え
る
」（670

）。
唯
一
な
る
目
的
は
多

様
に
於
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
。け
れ
ど
こ
の
多
様
な
る
象
徴
は
唯
一
な
る
目
的
に
帰
一
さ
れ
て
い
る
多
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
凡
て
は
一
で
あ
り
、
凡
て
は
多
様
で
あ
る
」（Tout est un, tout est divers, 116

）。
既
に
プ

ラ
ト
ン
が
神
的
な
る
起
源
を
も
つ
も
の
の
如
く
語
っ
た
か
の e}n kai; pollav 

と
云
う
古
い
尊
敬
す
べ
き
原
理
は

ま
た
存
在
の
象
徴
的
解
釈
の
原
理
で
あ
る
。
多
様
な
る
象
徴
を
多
様
な
る
象
徴
と
し
て
見
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を

唯
一
つ
の
必
要
な
る
も
の
に
関
係
さ
せ
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
、
心
情
の
理
解
が
例
え
ば
想
像
力
の
理
解
と
異
な
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る
性
質
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
神
が
多
様
に
於
て
自
己
を
顕
現
す
る
と
云
う
こ
と
は
、
多
様
を
求
め
る

人
間
の
弱
さ
と
制
限
と
に
対
す
る
神
の
思
い
遣
り
を
現
す
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
自
身
と
し
て
、
神
の
人
間

に
対
す
る
愛
の
ひ
と
つ
の
象
徴
0

0

で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
心
情
の
理
解
が
唯
一
な
る
目
的
の
理
解
の
う
ち
に
と

ど
ま
ら
ず
、
却
っ
て
絶
え
ず
多
様
な
る
現
実
に
向
う
の
は
、
こ
の
目
的
を
つ
ね
に
顕
さ
ん
が
た
め
に
外
な
ら
な
い

の
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
自
身
と
し
て
、
人
間
の
神
に
対
す
る
愛
の
ひ
と
つ
の
象
徴
0

0

で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
か

く
て
宗
教
に
於
け
る
生
の
解
釈
は
、
現
実
と
そ
れ
の
理
由
と
の
関
係
を
象
徴
と
真
理
と
の
関
係
と
し
て
の
み
な
ら

ず
、
更
に
そ
れ
を
象
徴
と
目
的
と
の
関
係
と
し
て
解
釈
す
る
に
到
る
。
こ
の
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

宗
教
的
真
理
は
単
に
理
論
的
で
な
く
し
て
同
時
に
実
践
的
で
あ
り
、
宗
教
的
な
る
理
解
の
仕
方
は
観
想
的
な
る
と

共
に
実
践
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
象
徴
的
解
釈
は
や
が
て
目
的
論
的
解
釈
で
あ
る
。
そ
し
て

他
方
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
目
的
論
的
解
釈
は
や
が
て
象
徴
的
解
釈
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
真
に

実
践
的
な
る
知
識
は
純
粋
に
理
論
的
で
な
く
、
実
践
に
於
け
る
真
の
智
慧
は
い
つ
で
も
象
徴
的
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

二
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「
人
間
は
快
楽
の
た
め
に
生
れ
て
い
る
」（III, 126

）。「
彼
は
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
、
幸
福
で
あ
る
よ
り

ほ
か
で
あ
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
そ
し
て
幸
福
で
あ
る
の
を
欲
し
な
い
こ
と
が
出
来
な
い
」（169

）。「
凡
て
の
人

間
は
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
、
そ
れ
に
は
例
外
が
な
い
、
彼
等
が
そ
こ
に
用
い
る
手
段
が
如
何
に
異
な
っ
た

も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
彼
等
は
凡
て
こ
の
目
的
に
向
っ
て
努
力
し
て
い
る
」（425

）。
こ
の
事
実
が
疑
わ
れ
ぬ
と

同
じ
よ
う
に
、
他
の
事
実
、
嘗
て
何
人
も
、
信
仰
な
し
に
は
、
彼
が
絶
え
ず
目
指
し
て
い
る
こ
の
点
に
到
達
し
た

こ
と
が
な
い
と
云
う
こ
と
も
ま
た
否
み
難
い
事
実
で
あ
る
。
凡
て
の
者
は
歎
き
訴
え
て
い
る
。
貴
族
も
平
民
も
、

老
い
た
る
者
も
若
き
者
も
、
知
あ
る
者
も
無
知
な
る
者
も
、
健
か
な
る
者
も
病
め
る
者
も
、
凡
て
の
国
、
凡
て
の

時
代
、
凡
て
の
年
齢
、
凡
て
の
境
遇
の
人
間
の
誰
も
が
自
己
の
不
幸
を
悲
し
み
か
こ
っ
て
い
る
。
我
々
の
現
実
は

悲
惨
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、「
我
々
に
触
れ
、
我
々
の
咽
喉
を
絞
め
上
げ
る
と
こ
ろ
の
凡
て
の
我
々
の
悲
惨
の

光
景
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
は
我
々
の
抑
止
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
、
我
々
を
立
た
し
め
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
本
能

を
も
っ
て
い
る
」（411

）。
こ
の
本
能
は
ひ
と
つ
の
「
真
理
の
観
念
」（idée de la vérité, 395

）
で
あ
る
。
こ
の

真
理
と
は
何
を
謂
う
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
宗
教
的
真
理
す
な
わ
ち
「
原
罪
」（péché originel

）
の

そ
れ
で
あ
る
。
幸
福
に
対
す
る
限
り
な
き
こ
の
渇
望
と
そ
れ
の
獲
得
に
対
す
る
限
り
な
き
こ
の
無
力
と
は
、
嘗
て
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人
間
に
は
真
の
幸
福
が
あ
り
、
そ
し
て
今
は
そ
の
空
し
き
痕
跡
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
云
う
こ
と
を
叫
ぶ
の
で
な

く
し
て
何
を
叫
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
幸
福
を
も
つ
こ
と
が
出
来
ぬ
に
拘
ら
ず
、
我
々
は
幸
福
で
あ
る
こ
と

を
願
わ
ず
に
い
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
こ
の
制
し
難
き
欲
望
は
我
々
を
罰
す
る
た
め
に
、
し
か
し
ま
た
我
々
を
し

て
我
々
が
何
処
か
ら
堕
落
し
た
か
を
悟
ら
し
め
る
た
め
に
我
々
に
遺
さ
れ
て
い
る
。
我
々
を
囲
繞
す
る
何
物
も
が

我
々
を
満
し
得
ぬ
と
云
う
こ
と
は
、
我
々
の
抱
く
空
虚
が
無
限
で
あ
り
従
っ
て
そ
れ
が
無
限
な
る
も
の
に
よ
っ
て

の
ほ
か
充
さ
れ
な
い
こ
と
を
現
す
。
人
間
は
無
限
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
悲
惨
は
彼
の
偉
大
を
語
る
。

そ
し
て
そ
れ
か
ら
我
々
は
人
間
の
本
性
が
今
日
で
は
堕
落
に
よ
っ
て
腐
敗
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
昔
は
善

良
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
を
認
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
ぜ
な
ら
位
を
奪
わ
れ
た
王
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
誰

が
王
で
な
い
こ
と
を
不
幸
で
あ
る
と
思
う
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
謂
わ
ば
「
廃
王
」（roi dépossédé, 409

）
で
あ

る
。
彼
の
惨
め
さ
は
太
守
の
惨
め
さ
で
あ
り
、
彼
は
彼
が
高
所
か
ら
堕
ち
た
だ
け
一
層
惨
め
で
あ
る
。
お
よ
そ
人

間
の
本
性
は
二
つ
の
仕
方
で
考
察
さ
れ
る
、
ひ
と
つ
は
彼
の
目
的
に
従
っ
て
、
そ
の
と
き
彼
は
偉
大
で
あ
り
比
類

な
き
者
で
あ
る
、
他
は
多
様
性
に
従
っ
て
、
そ
の
と
き
人
間
は
卑
賤
で
あ
り
価
値
な
き
者
で
あ
る
。
我
々
は
我
々

の
現
実
が
惨
め
で
あ
る
こ
と
を
経
験
す
る
、
け
れ
ど
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
我
々
は
無
限
を
求
め
る
本
能
を
も
っ
て
い

る
。「
二
つ
の
も
の
が
人
間
に
全
て
の
彼
の
性
質
に
つ
い
て
教
え
る
、
本
能
と
経
験
」（396

）。
一
は
真
の
福
に
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対
す
る
憧
憬
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
の
原
始
的
状
態
の
偉
大
と
完
全
と
を
現
し
、
他
は
我
々
の
現
在
の
状
態
の
悲

惨
と
我
々
の
堕
落
と
を
示
す
。
人
間
の
存
在
に
於
け
る
偉
大
と
悲
惨
と
の
ひ
と
を
惑
わ
す
矛
盾
の
理
由
0

0

は
原
罪
の

真
理
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
は
こ
の
矛
盾
を
綜
合
的
に
解
釈
す
る
原
理
を
提
出
し
て
云
う
、「
諸

君
は
諸
君
の
創
造
の
状
態
に
な
い
」（430

）。
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
こ
の
真
理
を
知
ら
な
か
っ
た

が
故
に
誤
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。「
こ
れ
ら
二
つ
の
教
派
の
誤
の
根
源
は
人
間
の
現
在
の
状
態
が
彼
の
創
造
の
状

態
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
に
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
」（IV, 52

）、
と
パ
ス
カ
ル
は
云
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
ひ
と
り
は
、
人
間
に
於
て
彼
の
最
初
の
偉
大
さ
に
目
を
つ
け
、
そ
し
て
彼
の
堕
落
に
は
気
附
か

ず
し
て
、
彼
の
本
性
が
健
全
で
あ
り
、
彼
が
彼
自
身
で
完
全
で
あ
る
と
考
え
、
こ
こ
に
傲
慢
の
頂
上
へ
導
か
れ
た
。

他
の
ひ
と
り
は
、
人
間
の
現
在
の
悲
惨
を
感
じ
、
彼
の
最
初
の
高
貴
さ
を
知
ら
ず
し
て
、
彼
の
本
性
が
癈
疾
に
し

て
恢
復
の
見
込
な
き
も
の
で
あ
る
と
思
い
做
し
、
絶
望
の
結
果
こ
こ
に
極
端
な
る
遊
惰
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
然

る
に
原
罪
の
真
理
は
単
に
こ
れ
ら
二
つ
の
思
想
を
組
合
わ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
調
和
し
統
一
す
る
。

そ
れ
は
凡
て
腐
敗
し
た
も
の
が
堕
落
し
た
性
質
に
属
し
、
凡
て
健
全
な
る
も
の
が
創
造
さ
れ
た
性
質
に
属
す
る
こ

と
を
理
解
せ
し
め
る
。
我
々
の
知
識
か
ら
最
も
距
り
、
我
々
の
理
性
に
最
も
逆
う
と
こ
ろ
の
原
罪
の
神
秘
は
、
驚

く
べ
き
こ
と
に
、
こ
れ
な
く
し
て
は
我
々
が
我
々
自
身
に
つ
い
て
如
何
な
る
知
識
も
も
つ
こ
と
が
出
来
ぬ
と
こ
ろ
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の
も
の
で
あ
る
。「
か
く
て
人
間
は
こ
の
神
秘
な
く
し
て
は
、こ
の
神
秘
が
人
間
に
と
っ
て
不
可
解
で
あ
る
よ
り
も
、

一
層
不
可
解
で
あ
る
」（434

）。

然
し
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
は
、ユ
ダ
ヤ
教
の
相
続
者
で
あ
る
と
共
に
、そ
れ
の
遂
行
者
そ
れ
の
完
成
者
と
し
て
、

単
に
我
々
に
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
説
明
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
の
救
済
の
方
法
を
我
々
に
教
示

す
る
。
こ
の
真
理
は
神0

・
人0

（H
om

m
e-D

ieu

）
と
し
て
の
、贖
主
0

0

（R
édem

pteur

）
と
し
て
の
、「
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」

（Jésus-C
hrist

）
で
あ
る
。
第
一
に
、
キ
リ
ス
ト
は
神
・
人
と
し
て
、
人
間
の
存
在
の
矛
盾
に
於
て
象
徴
さ
れ
た

真
理
で
あ
る
。
福
音
書
は
ひ
と
つ
の
神
的
な
る
智
慧
に
よ
っ
て
人
間
の
思
想
に
於
て
は
両
立
し
難
き
偉
大
と
悲
惨

と
の
矛
盾
を
調
和
す
る
。
即
ち
こ
の
矛
盾
は
「
神
・
人
の
唯
一
な
る
人
格
に
於
け
る
二
つ
の
性
質
の
不
思
議
な
る

結
合
の
象
徴
で
あ
り
、
結
果
で
あ
る
」（IV, 54

）。
人
々
に
約
束
さ
れ
そ
し
て
人
々
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
神
と

人
と
の
仲
裁
者
は
斯
く
の
如
き
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
矛
盾
の
根
源

0

0

0

0

0

。
―
―
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
辱
め

ら
れ
た
る
神
、
彼
の
死
に
よ
っ
て
死
に
打
勝
つ
救
世
主
。
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
於
け
る
二
つ
の
性
質
、
二
つ
の
生
、

人
間
の
本
性
の
二
つ
の
状
態
」（765

）、と
パ
ス
カ
ル
は
最
も
意
味
深
き
言
葉
を
も
っ
て
書
き
遺
し
て
い
る
。「
ひ

と
り
我
々
は
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
の
ほ
か
神
を
識
ら
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
我
々
は
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

に
よ
っ
て
の
ほ
か
我
々
自
身
を
み
ず
か
ら
知
ら
な
い
。
我
々
は
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
の
ほ
か
生
、
死
を
知
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ら
な
い
。
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
ほ
か
に
し
て
は
、
我
々
は
我
々
の
生
、
我
々
の
死
、
神
、
我
々
自
身
が
何
で
あ
る

か
を
知
ら
な
い
」（548

）。
か
く
し
て
、「
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
凡
て
の
目
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
凡
て
が
向
う
中

心
で
あ
る
。
彼
を
識
る
者
は
、
凡
て
の
も
の
の
理
由
を
識
る
」（556

）。
こ
の
知
識
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
、
殊
に
人

間
の
存
在
に
異
常
な
る
光
を
投
げ
与
え
る
。
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
死
と
こ
の
死
そ
の
も
の
に
よ
る

彼
の
復
活
と
が
彼
の
唯
一
な
る
人
格
に
於
て
結
合
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
は
、
我
々
の
本
性
に
於
け
る
悲
惨
と
偉

大
と
の
矛
盾
の
存
在
の
理
由
で
あ
り
、
む
し
ろ
後
者
は
前
者
の
象
徴
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
第
二
に
、
キ
リ
ス
ト

の
知
識
は
単
に
我
々
に
人
間
に
就
い
て
の
全
き
真
理

0

0

0

0

（vérité entière

）を
教
え
る
の
み
な
ら
ず
、こ
の
知
識
は
我
々

に
完
き
徳

0

0

0

（parfaite vertu

）
を
示
す
。
彼
の
悲
惨
を
知
る
こ
と
な
く
し
て
神
を
知
る
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
危

険
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
傲
慢
を
惹
き
起
す
か
ら
。
そ
し
て
贖
主
を
知
る
こ
と
な
く
し
て
彼
の
悲
惨
を
知
る

こ
と
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
危
険
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
絶
望
の
原
因
と
な
る
か
ら
。
ひ
と
は
彼
の
悲
惨
の
知

識
な
く
し
て
神
を
知
る
こ
と
も
出
来
よ
う
、
そ
し
て
神
の
知
識
な
く
し
て
彼
の
悲
惨
を
知
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

け
れ
ど
も
ひ
と
は
神
と
彼
の
悲
惨
と
を
全
体
と
し
て
一
緒
に
知
る
こ
と
な
く
し
て
は
キ
リ
ス
ト
を
知
り
得
な
い
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
は
傲
慢
と
怠
惰
と
の
二
つ
の
悪
徳
を
治
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
「
地
上
の
智

慧
に
よ
っ
て
、
他
に
よ
っ
て
一
を
追
い
遣
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
く
、
む
し
ろ
福
音
書
の
単
純
さ
に
よ
っ
て
、
一
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と
共
に
他
を
追
い
遣
る
こ
と
に
よ
っ
て
」（435

）
そ
れ
ら
を
療
す
。
そ
れ
は
神
性
の
も
の
に
与
る
ま
で
高
め
ら

れ
た
義
し
き
人
に
向
っ
て
、
彼
が
な
お
堕
落
の
根
源
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
諭
し
、
最
も
憐
れ
む
べ
き
人
々
に
対

し
て
、
彼
等
が
な
お
贖
主
の
恩
寵
に
与
り
得
る
こ
と
を
叫
ぶ
。
そ
れ
は
そ
れ
が
義
し
と
す
る
者
を
戦
か
し
め
、
そ

れ
が
咎
め
る
者
を
慰
め
つ
つ
、か
く
し
て
傲
慢
と
怠
惰
と
を
共
に
退
け
て
恐
怖
と
希
望（la crainte et l’espérance

）

を
樹
て
る
。
ひ
と
が
不
安
で
あ
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
原
人
の
堕
落
は
真
理
で
あ
る
か
ら
。
ひ
と
が

絶
望
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
と
き
ひ
と
は
他
の
一
層
大
い
な
る
真
理
、
贖
主
の
到
来
の
真
理

を
忘
れ
て
い
る
か
ら
。
却
っ
て
ひ
と
は
恐
怖
を
希
望
に
よ
っ
て
和
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
的
と
神
的
と
の
二
つ
の

性
質
を
彼
に
於
て
結
合
す
る
キ
リ
ス
ト
は
、
贖
主
と
し
て
、
人
間
を
彼
の
神
的
な
る
性
質
に
於
て
神
と
和
解
せ
し

め
る
た
め
に
、
人
間
の
罪
を
負
う
て
み
ず
か
ら
を
死
に
ま
で
賤
し
め
た
の
で
あ
る
。
凡
て
の
人
の
罪
は
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
に
よ
っ
て
贖
わ
れ
た
。
人
々
は
希
望
を
も
つ
が
好
い
、
そ
し
て
人
々
は
彼
に
従
え
。
我
々
は
彼
の
如
く
愛

し
、
我
々
は
彼
の
ご
と
く
へ
り
く
だ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
謙
遜
（hum

ilité

）
こ
そ
彼
の
最
も
勧
め
る
大
い
な
る
徳

で
あ
る
。
謙
遜
と
は
な
に
よ
り
も
自
己
の
ほ
か
憎
ま
ず
、
神
の
ほ
か
愛
さ
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
キ
リ
ス
ト
は
人

間
に
彼
等
が
彼
等
自
身
を
愛
し
て
い
た
の
を
教
え
る
と
云
う
ほ
か
の
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
十
字

架
に
於
け
る
死
に
よ
っ
て
人
間
が
自
己
み
ず
か
ら
を
厭
う
べ
き
こ
と
を
示
し
た
。
我
々
の
罪
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
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て
贖
わ
れ
て
い
る
が
故
に
、
我
々
は
キ
リ
ス
ト
の
手
足
の
如
く
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
真
の
福
は
神
に

あ
る
こ
と
に
あ
り
、
我
々
の
唯
一
の
禍
は
神
か
ら
離
れ
て
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
パ
ス
カ
ル
は
云
う
、

「
若
し
人
間
が
神
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
何
故
に
彼
は
神
に
於
て
の
ほ
か
幸
福
で
な
い
の
で
あ
る

か
」（438

）。
神
と
人
と
を
媒
介
す
る
も
の
は
贖
主
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
世
界
の
存
在

は
こ
の
贖
主
の
真
理
の
象
徴
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。「
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
な
し
に
は
世
界
は
存
続
し
な
い
で
あ
ろ
う
、

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
破
壊
さ
れ
て
い
た
か
、
若
く
は
地
獄
の
如
く
で
あ
っ
た
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。」

若
し
贖
主
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
世
界
は
人
間
の
堕
落
の
た
め
に
破
滅
し
て
い
た
か
、
或
は
彼
の
罪
の
た
め
に
地

獄
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。「
し
か
し
世
界
は
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の

た
め
に
、
そ
し
て
彼
の
堕
落
と
彼
の
贖
い
と
に
つ
い
て
人
間
を
教
え
る
た
め
に
の
ほ
か
存
続
し
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
凡
て
は
そ
こ
で
は
こ
の
二
つ
の
真
理
の
証
拠
を
顕
に
す
る
」（556

）。
現
実
の
世
界
の
存
在
は
贖
主
と
し
て

の
キ
リ
ス
ト
の
真
理
の
象
徴
0

0

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
は
宗
教
的
真
理
の
中
心
に
お
か
れ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
パ
ス
カ
ル
の
宗
教
思
想

に
於
け
る
最
も
著
し
い
特
色
の
ひ
と
つ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。「
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
な
し
に
神
を
知
る
こ
と
は
単

に
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
無
用
で
あ
る
」（549
）。
神
の
存
在
、
あ
る
い
は
三
位
一
体
、
あ
る
い



一
八
八

は
霊
魂
の
不
死
な
ど
と
云
う
が
如
き
こ
と
を
ひ
と
が
知
る
と
し
て
も
、「
こ
の
知
識
は
、
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
な
し

に
は
、
無
用
で
あ
り
無
駄
で
あ
る
」、
と
彼
は
主
張
す
る
。「
ひ
と
り
の
人
間
が
、
数
の
関
係
が
非
物
質
的
な
る
、

永
遠
な
る
、
そ
し
て
そ
れ
の
基
礎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
が
神
と
呼
ぶ
第
一
真
理
に
依
存
す
る
真
理
で
あ
る
こ
と

を
説
得
さ
れ
た
と
き
、
私
は
彼
が
彼
の
救
済
に
向
っ
て
多
く
進
ん
だ
と
は
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
」（556

）、
と
彼

は
語
を
続
け
る
。
凡
て
は
キ
リ
ス
ト
に
集
ま
る
。「
人
間
の
真
の
性
質
、
彼
の
真
の
福
、
そ
し
て
真
の
徳
、
そ
し

て
真
の
宗
教
は
、そ
れ
の
知
識
が
分
つ
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」（442

）、と
彼
が
書
き
お
ろ
す
と
き
、

こ
の
離
す
べ
か
ら
ざ
る
知
識
の
統
一
点
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
、
上
に
述
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら

明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
私
は
繰
り
返
し
て
し
た
た
め
て
お
こ
う
、「
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
凡
て
の
目
的
で
あ
り
、

そ
こ
に
凡
て
が
向
う
中
心
で
あ
る
。
彼
を
識
る
者
は
凡
て
の
も
の
の
理
由
を
識
る
。」
彼
こ
そ
最
も
具
体
的
な
る

真
理
で
あ
る
。

さ
て
今
特
に
生
の
解
釈
に
関
係
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
真
理
の
有
す
る
注
目
す
べ
き
性
質
は
そ

れ
が
人
間
の
存
在
に
於
け
る
矛
盾
を
綜
合
す
る
原
理
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
哲
学
は
生
の
存
在
の
仕
方
を
悲
惨
と

偉
大
と
の
両
重
性
に
於
て
発
見
し
た
。
然
る
に
こ
の
両
重
性
は
ひ
と
つ
は
悲
惨
と
し
て
ひ
と
つ
は
偉
大
と
し
て
矛

盾
で
あ
る
。
エ
ス
プ
リ
は
こ
の
矛
盾
を
脱
し
得
る
方
法
を
も
た
な
い
。
け
だ
し
悲
惨
は
偉
大
か
ら
帰
結
し
、
そ
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し
て
偉
大
は
悲
惨
か
ら
帰
結
し
、
か
く
て
限
り
な
き
循
環
に
よ
っ
て
一
は
つ
ね
に
他
に
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る

（416
）。
限
り
な
き
循
環
に
終
る
矛
盾
を
綜
合
す
る
も
の
は
唯
一
な
る
人
格
に
於
て
神
的
と
人
間
的
と
の
二
つ
の

性
質
を
結
合
す
る
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。「
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
於
て
凡
て
の
矛
盾
は
調
和
さ
れ
て
い
る
」（684

）。

彼
は
調
和
し
難
く
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
結
合
す
る
（862

）。
然
し
な
が
ら
こ
の
綜
合
の
原
理
は
単
な
る
エ

ス
プ
リ
に
は
見
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
の
う
ち
最
も
深
邃
な
る
断
片
の
ひ
と
つ
の
な
か
で

云
う
、「
凡
て
の
こ
れ
ら
の
人
々
は
結
果
を
見
た
、
し
か
し
彼
等
は
原
因
を
見
な
か
っ
た
、
彼
等
は
原
因
を
発
見

し
た
人
々
に
比
す
れ
ば
恰
も
眼
し
か
も
た
ぬ
人
々
が
エ
ス
プ
リ
を
も
て
る
人
々
に
対
す
る
が
如
く
で
あ
る
、
な
ぜ

な
ら
結
果
は
恰
も
感
覚
に
触
れ
る
も
の
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
原
因
は
唯
エ
ス
プ
リ
に
と
っ
て
の
み
見
ゆ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
た
と
い
そ
れ
ら
の
結
果
は
エ
ス
プ
リ
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
に
せ
よ
、
こ
の
エ
ス
プ
リ
は

原
因
を
見
る
エ
ス
プ
リ
に
比
し
て
は
恰
も
肉
体
的
な
る
感
官
が
エ
ス
プ
リ
に
対
す
る
が
如
く
で
あ
る
」（234

）。

こ
の
本
文
に
於
て
結
果
と
謂
わ
れ
た
の
は
現
実
の
こ
と
で
あ
り
、
原
因
と
謂
わ
れ
た
の
は
そ
れ
の
理
由
の
こ
と
で

あ
る
。
前
段
に
於
け
る
原
因
は
悲
惨
や
偉
大
の
よ
う
な
理
由
を
指
し
、
後
段
に
於
け
る
結
果
は
悲
惨
と
偉
大
と
の

矛
盾
と
云
う
よ
う
な
、
み
ず
か
ら
現
実
の
理
由
で
は
あ
る
が
し
か
も
そ
れ
自
身
ま
た
ひ
と
つ
の
現
実
で
あ
る
と
こ

ろ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
。
従
っ
て
後
段
に
於
け
る
原
因
は
例
え
ば
こ
の
矛
盾
そ
の
も
の
の
理
由
を
意
味
し
、
そ
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れ
故
に
こ
の
場
合
の
エ
ス
プ
リ
は
前
段
に
於
け
る
エ
ス
プ
リ
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
り
、
謂
わ
ば
高
次
の
エ
ス
プ

リ
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
パ
ス
カ
ル
の
思
想
は
明
ら
か
で
あ
る
、
矛
盾
の
理
由
を
見
る
高
次
の
エ
ス
プ
リ
―
―
そ

れ
は
心
情
そ
の
も
の
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
―
―
が
エ
ス
プ
リ
を
超
越
す
る
こ
と
は
、
恰
も
エ
ス
プ
リ
が
肉
体
的

な
る
感
官
を
超
越
す
る
が
如
く
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
生
の
三
つ
の
秩
序
の
各
に
固
有
な
る
理
解
の
仕
方
と
そ

れ
ら
相
互
の
間
の
非
連
続
性
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
矛
盾
の
綜
合
の
原
理
は
唯
心
情

に
よ
っ
て
見
ら
れ
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
エ
ス
プ
リ
の
理
解
と
心
情
の
理
解
と
の
あ
い
だ
の
異
質
性
は
そ
れ
ら
が

相
異
な
る
次
元
に
於
け
る
生
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
。
矛
盾
は
ひ
と
つ
の
秩
序
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

の
綜
合
は
他
の
秩
序
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
が
論
題
的
で
な
く
て
却
っ
て
生
の
存
在
の
仕
方
そ
の
も
の
に
属

す
る
よ
う
に
、
こ
の
綜
合
も
ま
た
論
理
的
で
な
く
て
却
っ
て
生
の
存
在
の
仕
方
そ
の
も
の
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
の
過
程
は
上
昇
的
に
は
互
い
に
超
越
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
各
の
段
階
は
絶
対
的
に
異

質
的
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
下
降
的
に
は
内
在
的
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
高
次
の
秩
序
は
低
次

の
秩
序
を
つ
ね
に
自
己
の
象
徴
0

0

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

驚
く
べ
く
天
才
的
な
る
パ
ス
カ
ル
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は
斯
く
の
如
く
に
し
て
明
瞭
に
な
っ
た
。
現
実
の
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矛
盾
を
綜
合
し
統
一
す
る
も
の
は
や
は
り
事
実
で
あ
る
、
け
れ
ど
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
超
自
然
的
な
る

0

0

0

0

0

0

事
実
で
あ

る
。
従
っ
て
そ
れ
は
も
は
や
生
の
自
然
的
な
る
分
析
に
よ
っ
て
は
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
も
こ
の

超
自
然
的
な
る
事
実
は
、
こ
れ
こ
そ
そ
れ
な
く
し
て
は
自
然
的
な
る
生
そ
の
も
の
も
理
解
さ
れ
ぬ
が
如
き
も
の
で

あ
る
。
生
は
生
そ
の
も
の
か
ら
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
云
う
生
の
哲
学
の
勿
論
そ
れ
自
身
と
し
て
尊
敬
に
値

す
る
原
理
は
、
こ
こ
に
そ
の
限
界
を
自
覚
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
生
は
純
粋
に
内
在
的
な
る
分
析
に
よ
っ
て

は
理
解
し
尽
さ
れ
ぬ
性
質
を
そ
れ
み
ず
か
ら
に
担
っ
て
い
る
。
生
の
理
解
は
そ
れ
が
超
越
的
な
る
も
の
に
関
係
さ

せ
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
る
と
き
初
め
て
完
全
で
あ
り
得
る
。
そ
こ
に
生
の
最
も
深
き
神
秘
は
存
在
す
る
。
こ
の
超
越

的
な
る
も
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
同
時
に
内
在
的
な
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
全
体
と
し
て
超
自
然
的

で
あ
る
が
故
に
エ
ス
プ
リ
に
は
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
生
の
内
在
的
解
釈
の
限
界
は
や
が
て

生
の
哲
学
そ
の
も
の
の
限
界
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
固
よ
り
超
越
的
な
る
も
の
を
樹
て
得
る
、
し
か
し
そ

れ
は
全
体
の
生
に
と
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
抽
象
的
で
あ
っ
て
具
体
的
な
る
生
の
真
理
と
は
な
り
得
な
い
。
哲
学
に

限
界
の
あ
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
哲
学
と
雖
も
生
の
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方
と
し
て
生
の
ひ
と
つ
の

秩
序
に
属
し
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
。
生
の
一
層
高
い
秩
序
に
あ
る
宗
教
は
人
間
の
存
在
を
完
全
に
解
釈
す
る
。

そ
れ
は
生
の
事
実
を
曲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
く
、
却
っ
て
生
の
現
実
に
即
し
て
、
そ
れ
の
意
味
と
聯
関
と
を
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理
解
せ
し
め
る
。
そ
し
て
パ
ス
カ
ル
は
宗
教
が
斯
く
の
如
く
人
間
の
存
在
の
状
態
と
そ
れ
の
理
由
と
を
満
足
に
解

釈
し
得
る
と
こ
ろ
に
そ
れ
の
真
理
性
は
証
拠
立
て
ら
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
生
の
事
実
よ
り
出
発
し

て
宗
教
の
真
理
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
、
そ
し
て
彼
は
云
う
、「
宗
教
の
知
識
か
ら
私
を
最
も
遠
ざ
け
る

よ
う
に
見
え
た
凡
て
の
こ
の
矛
盾
は
、
私
を
最
も
は
や
く
真
の
宗
教
へ
導
い
た
も
の
で
あ
る
」（424

）。
宗
教
は

愛
で
あ
る
と
共
に
真
理
で
あ
る
、
そ
こ
で
ま
た
パ
ス
カ
ル
は
云
っ
た
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
の
う
ち
最
も
大
い

な
る
も
の
は
真
理
の
愛
で
あ
る
」（945

）。
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死
に
つ
い
て

近
頃
私
は
死
と
い
う
も
の
を
そ
ん
な
に
恐
し
く
思
わ
な
く
な
っ
た
。
年
齢
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。
以
前
は
あ
ん

な
に
死
の
恐
怖
に
つ
い
て
考
え
、
ま
た
書
い
た
私
で
は
あ
る
が
。

思
い
が
け
な
く
来
る
通
信
に
黒
枠
の
も
の
が
次
第
に
多
く
な
る
年
齢
に
私
も
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
数
年

の
間
に
私
は
一
度
な
ら
ず
近
親
の
死
に
会
っ
た
。
そ
し
て
私
は
ど
ん
な
に
苦
し
ん
で
い
る
病
人
に
も
死
の
瞬
間
に

は
平
和
が
来
る
こ
と
を
目
撃
し
た
。
墓
に
詣
で
て
も
、
昔
の
よ
う
に
陰
惨
な
気
持
に
な
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
墓

場
を
フ
リ
ー
ド
ホ
ー
フ
（
平
和
の
庭
―
―
但
し
語
原
学
に
は
関
係
が
な
い
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
感
覚
的
な
実
感
を
ぴ

っ
た
り
言
い
表
し
て
い
る
こ
と
を
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

私
は
あ
ま
り
病
気
を
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
病
床
に
横
に
な
っ
た
時
に
は
、
不
思
議
に
心
の
落
ち
着
き
を
覚

え
る
の
で
あ
る
。
病
気
の
場
合
の
ほ
か
真
実
に
心
の
落
ち
着
き
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
現
代

人
の
一
つ
の
顕
著
な
特
徴
、
す
で
に
現
代
人
に
極
め
て
特
徴
的
な
病
気
の
一
つ
で
あ
る
。

実
際
、
今
日
の
人
間
の
多
く
は
コ
ン
ヴ
ァ
レ
サ
ン
ス
（
病
気
の
恢
復
【convalescence

】）
と
し
て
し
か
健
康
を
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感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
青
年
の
健
康
感
と
は
違
っ
て
い
る
。
恢
復
期
の
健
康
感

は
自
覚
的
で
あ
り
、
不
安
定
で
あ
る
。
健
康
と
い
う
の
は
元
気
な
若
者
に
お
い
て
の
よ
う
に
自
分
が
健
康
で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
な
い
状
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
健
康
と
い
う
こ
と
も
で
き
ぬ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
で

に
ル
ネ
サ
ン
ス
に
は
そ
の
よ
う
な
健
康
が
な
か
っ
た
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
な
ど
が
味
わ
っ
た
の
は
病
気
恢
復
期
の
健
康

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
生
ず
る
リ
リ
シ
ズ
ム
が
ル
ネ
サ
ン
ス
的
人
間
を
特
徴
附
け
て
い
る
。
だ
か
ら
古
典
を
復
興
し

よ
う
と
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
は
古
典
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
浪
漫
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
古

典
主
義
は
そ
の
時
代
に
お
い
て
新
た
に
興
り
つ
つ
あ
っ
た
科
学
の
精
神
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
。
ル
ネ
サ

ン
ス
の
古
典
主
義
者
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
で
な
く
て
リ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
で
あ
っ
た
。
健
康
が
恢
復
期
の
健

康
と
し
て
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
現
代
の
根
本
的
な
抒
情
的
、
浪
漫
的
性
格
が
あ
る
。
い
ま
も
し
現
代
が

新
し
い
ル
ネ
サ
ン
ス
で
あ
る
と
し
た
な
ら
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
新
し
い
古
典
主
義
の
精
神
は
如
何
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

愛
す
る
者
、
親
し
い
者
の
死
ぬ
る
こ
と
が
多
く
な
る
に
従
っ
て
、
死
の
恐
怖
は
反
対
に
薄
ら
い
で
ゆ
く
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
生
れ
て
く
る
者
よ
り
も
死
ん
で
い
っ
た
者
に
一
層
近
く
自
分
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
年
齢
の



人
生
論
ノ
ー
ト

一
九
七

影
響
に
依
る
で
あ
ろ
う
。
三
十
代
の
者
は
四
十
代
の
者
よ
り
も
二
十
代
の
者
に
、
し
か
し
四
十
代
に
入
っ
た
者
は

三
十
代
の
者
よ
り
も
五
十
代
の
者
に
、
一
層
近
く
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
四
十
歳
を
も
っ
て
初
老
と
す
る
こ
と
は
東

洋
の
智
慧
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
身
体
の
老
衰
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
精
神
の
老
熟
を
意
味
し

て
い
る
。
こ
の
年
齢
に
達
し
た
者
に
と
っ
て
は
死
は
慰
め
と
し
て
さ
え
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
死
の

恐
怖
は
つ
ね
に
病
的
に
、
誇
張
し
て
語
ら
れ
て
い
る
、
今
も
私
の
心
を
捉
え
て
離
さ
な
い
パ
ス
カ
ル
に
お
い
て
さ

え
も
。
真
実
は
死
の
平
和
で
あ
り
、
こ
の
感
覚
は
老
熟
し
た
精
神
の
健
康
の
徴
表
で
あ
る
。
ど
ん
な
場
合
に
も
笑

っ
て
死
ん
で
ゆ
く
と
い
う
支
那
人
は
世
界
中
で
最
も
健
康
な
国
民
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ゲ
ー
テ
が
定

義
し
た
よ
う
に
、
浪
漫
主
義
と
い
う
の
は
一
切
の
病
的
な
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
古
典
主
義
と
い
う
の
は
一
切
の

健
康
な
も
の
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
死
の
恐
怖
は
浪
漫
的
で
あ
り
、
死
の
平
和
は
古
典
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
死
の
平
和
が
感
じ
ら
れ
る
に
至
っ
て
初
め
て
生
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
達
す
る
と
も
い
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
支
那
人
が
世
界
の
い
ず
れ
の
国
民
よ
り
も
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
意
味
が

あ
る
。
わ
れ
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
い
ず
く
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
、
と
い
っ
た
孔
子
の
言
葉
も
、
こ
の
支
那
人
の
性
格

を
背
景
に
し
て
実
感
が
に
じ
み
出
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
死
に
対
し
て
無
関
心
で

あ
る
と
い
っ
て
非
難
し
た
が
、
私
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
読
ん
で
、
彼
に
は
何
か
東
洋
の
智
慧
に
近
い
も
の
が
あ
る
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の
を
感
じ
る
。
最
上
の
死
は
予
め
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
死
で
あ
る
、
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
支
那
人
と
フ
ラ
ン
ス

人
と
の
類
似
は
と
も
か
く
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

死
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
無
意
味
で
あ
る
な
ど
と
私
は
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
死
は
観
念
で

あ
る
。
そ
し
て
観
念
ら
し
い
観
念
は
死
の
立
場
か
ら
生
れ
る
、
現
実
或
い
は
生
に
対
立
し
て
思
想
と
い
わ
れ
る
よ

う
な
思
想
は
そ
の
立
場
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
生
と
死
と
を
鋭
い
対
立
に
お
い
て
見
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の

地
盤
―
―
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
深
い
影
響
が
あ
る
―
―
に
お
い
て
思
想
と
い
う
も
の
が
作
ら
れ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
東
洋
に
は
思
想
が
な
い
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
此
処
に
も
思
想
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
、

た
だ
そ
の
思
想
と
い
う
も
の
の
意
味
が
違
っ
て
い
る
。
西
洋
思
想
に
対
し
て
東
洋
思
想
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
場

合
、
思
想
と
は
何
か
と
い
う
認
識
論
的
問
題
か
ら
吟
味
し
て
か
か
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

私
に
と
っ
て
死
の
恐
怖
は
如
何
に
し
て
薄
ら
い
で
い
っ
た
か
。
自
分
の
親
し
か
っ
た
者
と
死
別
す
る
こ
と
が

次
第
に
多
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
も
し
私
が
彼
等
と
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
―
―
こ
れ
は
私
の
最
大
の
希
望

で
あ
る
―
―
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
の
死
に
お
い
て
の
ほ
か
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
仮
に
私
が
百
万
年
生
き
な
が
ら
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え
る
と
し
て
も
、
私
は
こ
の
世
に
お
い
て
再
び
彼
等
と
会
う
こ
と
の
な
い
の
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
プ
ロ
バ
ビ
リ

テ
ィ
は
零
で
あ
る
。
私
は
も
ち
ろ
ん
私
の
死
に
お
い
て
彼
等
に
会
い
得
る
こ
と
を
確
実
に
は
知
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
そ
の
プ
ロ
バ
ビ
リ
テ
ィ
が
零
で
あ
る
と
は
誰
も
断
言
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
、
死
者
の
国
か
ら
帰
っ
て
き
た
者

は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
二
つ
の
プ
ロ
バ
ビ
リ
テ
ィ
を
比
較
す
る
と
き
、
後
者
が
前
者
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
可

能
性
は
存
在
す
る
。
も
し
私
が
い
ず
れ
か
に
賭
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
私
は
後
者
に
賭
け
る
の
ほ
か
な
い
で

あ
ろ
う
。

仮
に
誰
も
死
な
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
俺
だ
け
は
死
ん
で
み
せ
る
ぞ
と
い
っ
て
死
を
企
て
る
者

が
き
っ
と
出
て
く
る
に
違
い
な
い
と
思
う
。
人
間
の
虚
栄
心
は
死
を
も
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
大
き

い
。
そ
の
よ
う
な
人
間
が
虚
栄
的
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
直
ち
に
理
解
し
て
嘲
笑
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
世

の
中
に
は
こ
れ
に
劣
ら
ぬ
虚
栄
の
出
来
事
が
多
い
こ
と
に
ひ
と
は
容
易
に
気
附
か
な
い
の
で
あ
る
。

執
着
す
る
何
も
の
も
な
い
と
い
っ
た
虚
無
の
心
で
は
人
間
は
な
か
な
か
死
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
。
執
着
す

る
も
の
が
あ
る
か
ら
死
に
切
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、執
着
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
死
ね
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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深
く
執
着
す
る
も
の
が
あ
る
者
は
、
死
後
自
分
の
帰
っ
て
ゆ
く
べ
き
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
死
に

対
す
る
準
備
と
い
う
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
執
着
す
る
も
の
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
に
真
に
愛
す
る
も
の

が
あ
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
が
私
の
永
生
を
約
束
す
る
。

死
の
問
題
は
伝
統
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
死
者
が
蘇
り
ま
た
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
を
信
じ
な
い
で
、

伝
統
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
蘇
り
ま
た
生
き
な
が
ら
え
る
の
は
業
績
で
あ
っ
て
、
作
者
で
は

な
い
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
作
ら
れ
た
も
の
が
作
る
も
の
よ
り
も
偉
大
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
可
能
で
あ
る
か
。
原
因
は
結
果
に
少
な
く
と
も
等
し
い
か
、
も
し
く
は
よ
り
大
き
い
と
い
う
の
が
、
自
然
の

法
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
人
の
作
っ
た
も
の
が
蘇
り
ま
た
生
き
な
が
ら
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人

自
身
が
蘇
り
ま
た
生
き
な
が
ら
え
る
力
を
そ
れ
以
上
に
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う

か
。
も
し
我
々
が
プ
ラ
ト
ン
の
不
死
よ
り
も
彼
の
作
品
の
不
滅
を
望
む
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々
の
心
の
虚
栄
を

語
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
ん
じ
つ
我
々
は
、
我
々
の
愛
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
永
生
よ
り
以
上

に
そ
の
者
の
為
し
た
こ
と
が
永
続
的
で
あ
る
こ
と
を
願
う
で
あ
ろ
う
か
。

原
因
は
少
な
く
と
も
結
果
に
等
し
い
と
い
う
の
は
自
然
の
法
則
で
あ
っ
て
、
歴
史
に
お
い
て
は
逆
に
結
果
は
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つ
ね
に
原
因
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
の
が
法
則
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
歴
史
の
よ
り
優
越
な
原
因
が
我
々
自
身
で
な
く
て
我
々
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
我
々
を
超
え
た
も
の
は
、
歴
史
に
お
い
て
作
ら
れ
た
も
の
が
蘇
り
ま
た
生
き

な
が
ら
え
る
こ
と
を
欲
し
て
、
そ
れ
を
作
る
に
与
っ
て
原
因
で
あ
っ
た
も
の
が
蘇
り
ま
た
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と

は
決
し
て
欲
し
な
い
と
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
ま
た
我
々
自
身
が
過
去
の
も
の
を
蘇
ら
せ
、
生
き
な

が
ら
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
力
を
も
っ
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
作
る

も
の
を
蘇
ら
せ
、生
き
な
が
ら
え
さ
せ
る
こ
と
が
一
層
容
易
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
い
ま
人
間
の
不
死
を
立
証
し
よ
う
と
も
、
或
い
は
ま
た
否
定
し
よ
う
と
も
す
る
の
で
は
な
い
。
私
の
い

お
う
と
欲
す
る
の
は
、
死
者
の
生
命
を
考
え
る
こ
と
は
生
者
の
生
命
を
考
え
る
こ
と
よ
り
も
論
理
的
に
一
層
困
難

で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
は
観
念
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
観
念
の
力
に
頼
っ
て
人
生

を
生
き
よ
う
と
す
る
も
の
は
死
の
思
想
を
掴
む
こ
と
か
ら
出
発
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
す
べ
て
の
宗
教
が
そ
う

で
あ
る
。

伝
統
の
問
題
は
死
者
の
生
命
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
き
て
い
る
者
の
生
長
の
問
題
で
は
な
い
。
通
俗
の
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伝
統
主
義
の
誤
謬
―
―
こ
の
誤
謬
は
し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
き
ド
イ
ツ
の
最
大
の
哲
学
者
で
さ
え

も
が
共
に
し
て
い
る
―
―
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
過
去
か
ら
次
第
に
生
長
し
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝

統
主
義
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
か
よ
う
な
根
本
に
お
い
て
自
然
哲
学
的
な
見
方
か
ら
は
絶
対
的
な

真
理
で
あ
ろ
う
と
す
る
伝
統
主
義
の
意
味
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
伝
統
の
意
味
が
自
分
自
身
で
自
分
自

身
の
中
か
ら
生
成
す
る
も
の
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
絶
対
的
な
伝

統
主
義
は
、
生
け
る
も
の
の
生
長
の
論
理
で
な
く
て
死
せ
る
も
の
の
生
命
の
論
理
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
る
。
過

去
は
死
に
切
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
で
に
死
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
現
在
に
生
き
て
い
る
も
の

に
と
っ
て
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
半
ば
生
き
半
ば
死
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
普
通
に
漠
然
と
表
象
さ
れ
て
い
る

過
去
は
、
生
き
て
い
る
現
在
に
と
っ
て
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
。
過
去
は
何
よ
り
も
ま
ず
死
せ
る
も
の
と

し
て
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
的
な
も
の
は
、
た
だ
絶
対
的
な
死
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
絶
対
的
な
生

命
で
あ
る
か
。
死
せ
る
も
の
は
今
生
き
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
生
長
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
老
衰
す
る
こ
と
も
な

い
。
そ
こ
で
死
者
の
生
命
が
信
ぜ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
生
命
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
絶
対
的

な
生
命
は
真
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
言
い
換
え
る
と
、
過
去
は
真
理
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
無
で
あ
る
か
。

伝
統
主
義
は
ま
さ
に
こ
の
二
者
択
一
に
対
す
る
我
々
の
決
意
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
中
へ
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自
然
的
に
流
れ
込
み
、
自
然
的
に
我
々
の
生
命
の
一
部
分
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
過
去
を
問
題
に

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

か
よ
う
な
伝
統
主
義
は
い
わ
ゆ
る
歴
史
主
義
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
主
義
は
進
化
主
義

と
同
様
近
代
主
義
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
進
化
主
義
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う
な
伝
統
主
義
は
キ
リ

ス
ト
教
、
特
に
そ
の
原
罪
説
を
背
景
に
し
て
考
え
る
と
、
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
も

し
そ
の
よ
う
な
原
罪
の
観
念
が
存
し
な
い
か
或
い
は
失
わ
れ
た
と
す
れ
ば
如
何
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
ペ
ト
ラ
ル
カ

の
如
き
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
原
罪
を
原
罪
と
し
て
で
な
く
む
し
ろ
病
気
と
し
て
体
験
し
た
。
ニ
ー

チ
ェ
は
も
ち
ろ
ん
、
ジ
イ
ド
の
如
き
今
日
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
も
、
同
様
の
意
味
に
お

け
る
病
気
の
体
験
で
あ
る
。
病
気
の
体
験
が
原
罪
の
体
験
に
代
っ
た
と
こ
ろ
に
近
代
主
義
の
始
と
終
が
あ
る
。
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
罪
の
観
念
で
な
く
て
病
気
の
観
念
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
罪
と
病
気
と
の
差
異
は
何

処
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
罪
は
死
で
あ
り
、
病
気
は
な
お
生
で
あ
る
の
か
。
死
は
観
念
で
あ
り
、
病
気
は
経
験

で
あ
る
の
か
。
と
も
か
く
病
気
の
観
念
か
ら
伝
統
主
義
を
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
罪
の
観

念
の
存
し
な
い
と
い
わ
れ
る
東
洋
思
想
に
お
い
て
、
伝
統
主
義
と
い
う
も
の
は
、
そ
し
て
ま
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

と
い
う
も
の
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
死
の
見
方
に
関
わ
っ
て
い
る
。
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幸
福
に
つ
い
て

今
日
の
人
間
は
幸
福
に
つ
い
て
殆
ど
考
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
試
み
に
近
年
現
れ
た
倫
理
学
書
、
と
り
わ
け

我
が
国
で
書
か
れ
た
倫
理
の
本
を
開
い
て
見
た
ま
え
。
只
の
一
個
所
も
幸
福
の
問
題
を
取
扱
っ
て
い
な
い
書
物
を

発
見
す
る
こ
と
は
諸
君
に
と
っ
て
甚
だ
容
易
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
書
物
を
倫
理
の
本
と
信
じ
て
よ
い
の
か
ど
う

か
、
そ
の
著
者
を
倫
理
学
者
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
疑
い
な
く
確
か
な
こ

と
は
、
過
去
の
す
べ
て
の
時
代
に
お
い
て
つ
ね
に
幸
福
が
倫
理
の
中
心
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ギ

リ
シ
ア
の
古
典
的
な
倫
理
学
が
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
ス
ト
ア
の
厳
粛
主
義
の
如
き
も
幸
福
の
た
め
に
節
欲
を
説
い

た
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
パ
ス
カ
ル
な
ど
は
、
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
幸

福
を
求
め
る
と
い
う
事
実
を
根
本
と
し
て
彼
等
の
宗
教
論
や
倫
理
学
を
出
立
し
た
の
で
あ
る
。
幸
福
に
つ
い
て
考

え
な
い
こ
と
は
今
日
の
人
間
の
特
徴
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
倫
理
の
混
乱
は
種
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
倫

理
の
本
か
ら
幸
福
論
が
喪
失
し
た
と
い
う
こ
と
は
こ
の
混
乱
を
代
表
す
る
事
実
で
あ
る
。
新
た
に
幸
福
論
が
設
定

さ
れ
る
ま
で
は
倫
理
の
混
乱
は
救
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
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幸
福
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
す
で
に
一
つ
の
、
恐
ら
く
最
大
の
、
不
幸
の
兆
し
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
も

知
れ
な
い
。
健
全
な
胃
を
も
っ
て
い
る
者
が
胃
の
存
在
を
感
じ
な
い
よ
う
に
、
幸
福
で
あ
る
者
は
幸
福
に
つ
い
て

考
え
な
い
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
今
日
の
人
間
は
果
た
し
て
幸
福
で
あ
る
た
め
に
幸
福
に
つ
い

て
考
え
な
い
の
で
あ
る
か
。
む
し
ろ
我
々
の
時
代
は
人
々
に
幸
福
に
つ
い
て
考
え
る
気
力
を
さ
え
失
わ
せ
て
し
ま

っ
た
ほ
ど
不
幸
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
幸
福
を
語
る
こ
と
が
す
で
に
何
か
不
道
徳
な
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
今
の
世
の
中
は
不
幸
に
充
ち
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
幸
福
を
知
ら
な
い

者
に
不
幸
の
何
で
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
の
人
間
も
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
い
わ
ば
本
能
的
に
幸

福
を
求
め
て
い
る
に
相
違
な
い
。
し
か
も
今
日
の
人
間
は
自
意
識
の
過
剰
に
苦
し
む
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

極
め
て
自
意
識
的
な
人
間
が
幸
福
に
つ
い
て
は
殆
ど
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
代
の
精
神
的
状
況
の
性
格

で
あ
り
、
こ
れ
が
現
代
人
の
不
幸
を
特
徴
附
け
て
い
る
。

良
心
の
義
務
と
幸
福
の
要
求
と
を
対
立
的
に
考
え
る
の
は
近
代
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
【rigorism

厳
粛
主
義
】
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
私
は
考
え
る
。
今
日
の
良
心
と
は
幸
福
の
要
求
で
あ
る
、
と
。
社
会
、
階
級
、
人
類
、
等
々
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
の
名
に
お
い
て
人
間
的
な
幸
福
の
要
求
が
抹
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
、
幸
福
の
要
求
ほ
ど
良
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心
的
な
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
幸
福
の
要
求
と
結
び
附
か
な
い
限
り
、
今
日
倫
理
の
概
念
と
し
て
絶
え
ず
流

用
さ
れ
て
い
る
社
会
、
階
級
、
人
類
、
等
々
も
、
何
等
倫
理
的
な
意
味
を
有
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
倫
理

の
問
題
が
幸
福
の
問
題
か
ら
分
離
さ
れ
る
と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
も
の
を
倫
理
の
概
念
と
し
て
流
用
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
幸
福
の
要
求
が
今
日
の
良
心
と
し
て
復
権
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
が
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
ト
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
主
と
し
て
こ
の
点
に
懸
っ
て
い
る
。

幸
福
の
問
題
が
倫
理
の
問
題
か
ら
抹
殺
さ
れ
る
に
従
っ
て
多
く
の
倫
理
的
空
語
を
生
じ
た
。
例
え
ば
、
倫
理

的
と
い
う
こ
と
と
主
体
的
と
い
う
こ
と
と
が
一
緒
に
語
ら
れ
る
の
は
正
し
い
。
け
れ
ど
も
主
体
的
と
い
う
こ
と
も

今
日
で
は
幸
福
の
要
求
か
ら
抽
象
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
倫
理
的
空
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
た
現

代
の
倫
理
学
か
ら
抹
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
動
機
論
で
あ
り
、
主
体
的
と
い
う
語
の
流
行
と
共
に
倫
理
学

は
却
っ
て
客
観
論
に
陥
る
に
至
っ
た
。
幸
福
の
要
求
が
す
べ
て
の
行
為
の
動
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
前
の

倫
理
学
の
共
通
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
現
代
の
哲
学
は
か
よ
う
な
考
え
方
を
心
理
主
義
と
名
附
け
て
排
斥
す
る
こ

と
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
他
方
に
お
い
て
現
代
人
の
心
理
の
無
秩
序
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

無
秩
序
は
、
自
分
の
行
為
の
動
機
が
幸
福
の
要
求
で
あ
る
の
か
ど
う
か
が
分
ら
な
く
な
っ
た
と
き
に
始
ま
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
心
理
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
疑
わ
し
く
な
り
、
人
間
解
釈
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
観
念
主
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義
が
生
じ
た
。
心
理
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
心
理
の
う
ち
に
秩
序
が
存
在
す
る
場
合
に
あ
か
し
さ
れ
る
。
幸
福
の
要
求

は
そ
の
秩
序
の
基
底
で
あ
り
、
心
理
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
幸
福
の
要
求
の
事
実
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
幸
福

論
を
抹
殺
し
た
倫
理
は
、
一
見
い
か
に
論
理
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
虚
無
主
義
に
ほ
か
な
ら

ぬ
。以

前
の
心
理
学
は
心
理
批
評
の
学
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
芸
術
批
評
な
ど
と
い
う
批
評
の
意
味
に
お
け
る
心
理

批
評
を
目
的
と
し
て
い
た
。
人
間
精
神
の
も
ろ
も
ろ
の
活
動
、
も
ろ
も
ろ
の
側
面
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ

れ
を
秩
序
附
け
る
と
い
う
の
が
心
理
学
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕
事
に
お
い
て
哲
学
者
は
文
学
者
と
同
じ
で
あ

っ
た
。
か
よ
う
な
価
値
批
評
と
し
て
の
心
理
学
が
自
然
科
学
的
方
法
に
基
づ
く
心
理
学
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し

ま
う
危
険
の
生
じ
た
と
き
、
こ
れ
に
反
抗
し
て
現
れ
た
の
が
人
間
学
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
人
間

学
も
今
日
で
は
最
初
の
動
機
か
ら
逸
脱
し
て
人
間
心
理
の
批
評
と
い
う
固
有
の
意
味
を
抛
棄
し
、
あ
ら
ゆ
る
任
意

の
も
の
が
人
間
学
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。哲
学
に
お
け
る
芸
術
家
的
な
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
、

心
理
批
評
の
仕
事
は
た
だ
文
学
者
に
の
み
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
心
理
学
を
も
た
な
い
こ
と
が
一

般
的
に
な
っ
た
今
日
の
哲
学
の
抽
象
性
が
あ
る
。
そ
の
際
見
逃
し
て
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ
の
現
代
哲
学
の
一
つ
の
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特
徴
が
幸
福
論
の
抹
殺
と
関
聯
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

幸
福
を
単
に
感
性
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
主
知
主
義
が
倫
理
上
の
幸
福
説
と

結
び
附
く
の
が
つ
ね
で
あ
る
こ
と
を
思
想
の
歴
史
は
示
し
て
い
る
。
幸
福
の
問
題
は
主
知
主
義
に
と
っ
て
最
大
の

支
柱
で
あ
る
と
さ
え
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
幸
福
論
を
抹
殺
し
て
か
か
る
な
ら
、
主
知
主
義
を
扼
殺
す
る
こ

と
は
容
易
で
あ
る
。
実
際
、
今
日
の
反
主
知
主
義
の
思
想
の
殆
ど
す
べ
て
は
こ
の
よ
う
に
幸
福
論
を
抹
殺
す
る
こ

と
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
今
日
の
反
主
知
主
義
の
秘
密
が
あ
る
。

幸
福
は
徳
に
反
す
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
幸
福
そ
の
も
の
が
徳
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
人
の
幸
福
に
つ

い
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
正
し
い
。
し
か
し
我
々
は
我
々
の
愛
す
る
者
に
対
し
て
、
自
分
が
幸
福
で
あ

る
こ
と
よ
り
な
お
以
上
の
善
い
こ
と
を
為
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

愛
す
る
も
の
の
た
め
に
死
ん
だ
故
に
彼
等
は
幸
福
で
あ
っ
た
の
で
な
く
、
反
対
に
、
彼
等
は
幸
福
で
あ
っ
た

故
に
愛
す
る
も
の
の
た
め
に
死
ぬ
る
力
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
日
常
の
小
さ
な
仕
事
か
ら
、
喜
ん
で
自
分
を
犠
牲
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に
す
る
と
い
う
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
お
い
て
、
幸
福
は
力
で
あ
る
。
徳
が
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

幸
福
の
何
よ
り
も
よ
く
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

死
は
観
念
で
あ
る
、
と
私
は
書
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
生
は
何
で
あ
る
か
。
生
と
は
想
像
で
あ
る
、
と
私
は

い
お
う
と
思
う
。
い
か
に
生
の
現
実
性
を
主
張
す
る
者
も
、
翻
っ
て
こ
れ
を
死
と
比
較
す
る
と
き
、
生
が
い
か
に

想
像
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
想
像
的
な
も
の
は
非
現
実
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
現

実
的
な
も
の
は
想
像
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
現
実
は
私
の
い
う
構
想
力
（
想
像
力
）
の
論
理
に
従
っ
て
い

る
。
人
生
は
夢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
誰
が
感
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
単
な
る
比
喩
で
は
な
い
、
そ

れ
は
実
感
で
あ
る
。
こ
の
実
感
の
根
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
言
い
換
え
る
と
、
夢
或
い
は
空
想
的
な

も
の
の
現
実
性
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
証
明
を
与
え
る
も
の
は
構
想
力
の
形
成
作
用
で
あ
る
。
生

が
想
像
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
幸
福
も
想
像
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

人
間
を
一
般
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
に
は
、
死
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
死
は
も
と
よ
り

全
く
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
全
く
具
体
的
な
死
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。「
ひ
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と
は
唯
ひ
と
り
死
ぬ
る
で
あ
ろ
う
」、
と
パ
ス
カ
ル
は
い
っ
た
。
各
人
が
み
な
別
々
に
死
ん
で
ゆ
く
、
け
れ
ど
も

そ
の
死
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
死
と
し
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
祖
ア
ダ
ム
と
い
う
思
想
は
こ
こ
に
根
拠
を
も

っ
て
い
る
。
死
の
有
す
る
こ
の
不
思
議
な
一
般
性
こ
そ
我
々
を
困
惑
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
死
は
そ
の
一
般
性
に

お
い
て
人
間
を
分
離
す
る
。
ひ
と
び
と
は
唯
ひ
と
り
死
ぬ
る
故
に
孤
独
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
死
が
一
般
的
な
も

の
で
あ
る
故
に
ひ
と
び
と
は
死
に
会
っ
て
孤
独
で
あ
る
の
で
あ
る
。
私
が
生
き
残
り
、
汝
が
唯
ひ
と
り
死
ん
で
ゆ

く
と
し
て
も
、
も
し
汝
の
死
が
一
般
的
な
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
私
は
汝
の
死
に
お
い
て
孤
独
を
感
じ
な
い
で
あ

ろ
う
。

し
か
る
に
生
は
つ
ね
に
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
死
が
分
離
す
る
に
反
し
て
、
特
殊
的
な
生
は
結

合
す
る
。
死
は
一
般
的
な
も
の
と
い
う
意
味
に
お
い
て
観
念
と
考
え
ら
れ
る
に
対
し
て
、
生
は
特
殊
的
な
も
の
と

い
う
意
味
に
お
い
て
想
像
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
の
想
像
力
は
特
殊
的
な
も
の
に
お
い
て
の
ほ
か
楽
し
ま
な
い
。

（
芸
術
家
は
本
性
上
多
神
論
者
で
あ
る
）。
も
と
よ
り
人
間
は
単
に
特
殊
的
な
も
の
で
な
く
同
時
に
一
般
的
な
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
生
の
有
す
る
一
般
性
は
死
の
有
す
る
一
般
性
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
死
の
一
般
性
が
観
念
の
有

す
る
一
般
性
に
類
す
る
と
す
れ
ば
、
生
の
一
般
性
は
想
像
力
に
関
わ
る
と
こ
ろ
の
タ
イ
プ
の
一
般
性
と
同
様
の
も

の
で
あ
る
。
個
性
と
は
別
に
タ
イ
プ
が
あ
る
の
で
な
く
、
タ
イ
プ
は
個
性
で
あ
る
。
死
そ
の
も
の
に
は
タ
イ
プ
が
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な
い
。
死
の
タ
イ
プ
を
考
え
る
の
は
死
を
な
お
生
か
ら
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
個
性
は
多
様
の
統
一
で
あ
る
が
、

相
矛
盾
す
る
多
様
な
も
の
を
統
一
し
て
一
つ
の
形
に
形
成
す
る
も
の
が
構
想
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
感
性
か
ら
も

知
性
か
ら
も
考
え
ら
れ
な
い
個
性
は
構
想
力
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
生
と
同
じ
く
幸
福
が
想
像
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
個
性
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

自
然
は
そ
の
発
展
の
段
階
を
昇
る
に
従
っ
て
益
々
多
く
の
個
性
に
分
化
す
る
。
そ
の
こ
と
は
闇
か
ら
光
を
求

め
て
創
造
す
る
自
然
の
根
源
的
な
欲
求
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
語
っ
て
い
る
。

人
格
は
地
の
子
ら
の
最
高
の
幸
福
で
あ
る
と
い
う
ゲ
ー
テ
の
言
葉
ほ
ど
、
幸
福
に
つ
い
て
の
完
全
な
定
義
は

な
い
。
幸
福
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
人
格
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

幸
福
は
肉
体
的
快
楽
に
あ
る
か
精
神
的
快
楽
に
あ
る
か
、
活
動
に
あ
る
か
存
在
に
あ
る
か
と
い
う
が
如
き
問

は
、
我
々
を
た
だ
紛
糾
に
引
き
入
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
か
よ
う
な
問
に
対
し
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
る
と
答

え
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
人
格
は
肉
体
で
あ
る
と
共
に
精
神
で
あ
り
、
活
動
で
あ
る
と
共
に
存

在
で
あ
る
か
ら
。そ
し
て
か
か
る
こ
と
は
人
格
と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。



二
一
二

今
日
ひ
と
が
幸
福
に
つ
い
て
考
え
な
い
の
は
、
人
格
の
分
解
の
時
代
と
呼
ば
れ
る
現
代
の
特
徴
に
相
応
し
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
事
実
は
逆
に
幸
福
が
人
格
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
い
わ
ば
世
界
史
的
規
模
に
お
い
て
証
明
す

る
も
の
で
あ
る
。

幸
福
は
人
格
で
あ
る
。
ひ
と
が
外
套
を
脱
ぎ
す
て
る
よ
う
に
い
つ
で
も
気
楽
に
ほ
か
の
幸
福
は
脱
ぎ
す
て
る

こ
と
の
で
き
る
者
が
最
も
幸
福
な
人
で
あ
る
。
し
か
し
真
の
幸
福
は
、
彼
は
こ
れ
を
捨
て
去
ら
な
い
し
、
捨
て
去

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
彼
の
幸
福
は
彼
の
生
命
と
同
じ
よ
う
に
彼
自
身
と
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
幸
福
を
も

っ
て
彼
は
あ
ら
ゆ
る
困
難
と
闘
う
の
で
あ
る
。幸
福
を
武
器
と
し
て
闘
う
者
の
み
が
斃
れ
て
も
な
お
幸
福
で
あ
る
。

機
嫌
が
よ
い
こ
と
、
丁
寧
な
こ
と
、
親
切
な
こ
と
、
寛
大
な
こ
と
、
等
々
、
幸
福
は
つ
ね
に
外
に
現
れ
る
。

歌
わ
ぬ
詩
人
と
い
う
も
の
は
真
の
詩
人
で
な
い
如
く
、
単
に
内
面
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
幸
福
は
真
の
幸
福
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
幸
福
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
鳥
の
歌
う
が
如
く
お
の
ず
か
ら
外
に
現
れ
て
他
の
人
を
幸

福
に
す
る
も
の
が
真
の
幸
福
で
あ
る
。
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懐
疑
に
つ
い
て

懐
疑
の
意
味
を
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
或
る
場
合
に
は
懐
疑
は
神
秘
化
さ

れ
、
そ
れ
か
ら
一
つ
の
宗
教
が
生
ず
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
神
秘
を
払
い
の
け
る
こ
と
が
懐
疑
の
仕

事
で
あ
る
で
あ
ろ
う
に
。
反
対
に
他
の
場
合
に
は
如
何
な
る
懐
疑
も
懐
疑
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
容
赦
な
く
不
道

徳
と
し
て
貶
せ
ら
れ
て
い
る
。
懐
疑
は
知
性
の
一
つ
の
徳
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
に
。
前
の
場
合
、
懐
疑
そ
の
も

の
が
一
つ
の
独
断
と
な
る
。
後
の
場
合
、
懐
疑
を
頭
か
ら
敲
き
つ
け
よ
う
と
す
る
の
も
や
は
り
独
断
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
確
か
な
こ
と
は
、
懐
疑
が
特
に
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
に
は
懐

疑
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
ま
た
動
物
に
も
懐
疑
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
懐
疑
は
天
使
で
も
な
く
獣
で
も
な
い
人
間
に
固

有
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
知
性
に
よ
っ
て
動
物
に
ま
さ
る
と
い
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
懐
疑
に
よ
っ
て
特
色

附
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、多
少
と
も
懐
疑
的
で
な
い
よ
う
な
知
性
人
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
独
断
家
は
或
る
場
合
に
は
天
使
の
如
く
見
え
、
或
る
場
合
に
は
獣
の
如
く
見
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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人
間
的
な
知
性
の
自
由
は
さ
し
あ
た
り
懐
疑
の
う
ち
に
あ
る
。
自
由
人
と
い
わ
れ
る
者
で
懐
疑
的
で
な
か
っ

た
よ
う
な
人
を
私
は
知
ら
な
い
。
あ
のhonnête hom

m
e

（
真
人
間
）
と
い
わ
れ
た
者
に
は
み
な
懐
疑
的
な
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
自
由
人
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
哲
学
者
が
自
由
の
概
念
を
ど
の
よ

う
に
規
定
す
る
に
し
て
も
、
現
実
の
人
間
的
な
自
由
は
節
度
の
う
ち
に
あ
る
。
古
典
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お

い
て
最
も
重
要
な
徳
で
あ
っ
た
こ
の
節
度
と
い
う
も
の
は
現
代
の
思
想
に
お
い
て
は
稀
に
な
っ
て
い
る
。
懐
疑
が

知
性
の
徳
で
あ
る
た
め
に
は
節
度
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
般
に
思
想
家
の
節
度
と
い
う
も
の
が
問
題
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
最
大
の
智
慧
は
懐
疑
に
お
い
て
節
度
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
実
に
、
節
度
を
知

ら
な
い
よ
う
な
懐
疑
は
真
の
懐
疑
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
度
を
越
え
た
懐
疑
は
純
粋
に
懐
疑
に
止
ま
っ
て
い
る
の

で
な
く
、
一
つ
の
哲
学
説
と
し
て
の
懐
疑
論
に
な
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
懐
疑
の
神
秘
化
、
宗
教
化
に
陥
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
も
は
や
懐
疑
で
は
な
く
、
一
つ
の
独
断
で
あ
る
。

懐
疑
は
知
性
の
徳
と
し
て
人
間
精
神
を
浄
化
す
る
。
ち
ょ
う
ど
泣
く
こ
と
が
生
理
的
に
我
々
の
感
情
を
浄
化

す
る
よ
う
に
。
し
か
し
懐
疑
そ
の
も
の
は
泣
く
こ
と
に
類
す
る
よ
り
も
笑
う
こ
と
に
類
す
る
で
あ
ろ
う
。
笑
は
動

物
に
は
な
い
人
間
的
な
表
情
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
懐
疑
と
笑
と
の
間
に
類
似
が
存
在
す
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
笑
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も
我
々
の
感
情
を
浄
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
懐
疑
家
の
表
情
は
渋
面
ば
か
り
で
は
な
い
。
知
性
に
固
有
な
快
活

さ
を
有
し
な
い
懐
疑
は
真
の
懐
疑
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

真
の
懐
疑
家
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
で
は
な
く
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
懐
疑
が
無
限
の
探
求
に

ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
彼
は
ま
た
真
の
悲
劇
家
は
真
の
喜
劇
家
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
哲
学
の
う
ち
永
続
的
な
生
命
を
有
す
る
も
の
で
何
等
か
懐
疑
的
な
と
こ
ろ
を
含
ま
な
い
も
の
が
あ
る

で
あ
ろ
う
か
。
唯
一
つ
の
偉
大
な
例
外
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
、歴
史
の
示
す
よ
う
に
、

一
時
は
熱
狂
的
な
信
奉
者
を
作
る
が
、
や
が
て
全
く
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
特
質
を
具
え
て
い
る
。
こ
の
事

実
の
う
ち
に
恐
ら
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
の
秘
密
が
あ
る
。

論
理
学
者
は
論
理
の
根
柢
に
直
観
が
あ
る
と
い
う
。
ひ
と
は
無
限
に
証
明
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ぬ
、
あ
ら

ゆ
る
論
証
は
も
は
や
そ
れ
自
身
は
論
証
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
、
直
観
的
に
確
実
な
も
の
を
前
提
し
、
そ
れ
か

ら
出
立
し
て
推
論
す
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
論
理
の
根
柢
に
あ
る
直
観
的
な
も
の
が
つ
ね
に
確
実
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
証
明
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
が
つ
ね
に
確
実
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
故
に
ひ
と
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は
そ
の
直
観
に
止
ま
ら
な
い
で
、
な
お
論
理
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
確
実
な
も
の
の
直
観
が
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
不
確
実
な
も
の
の
直
観
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
直
観
を
つ
ね
に
疑
う
の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
り
、

直
観
を
つ
ね
に
信
じ
る
の
も
至
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
普
通
に
い
わ
れ
る
の
と
は
逆
に
、
感
性
的
な
直
観
が

そ
れ
自
身
の
種
類
に
お
い
て
確
実
な
も
の
の
直
観
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
知
性
的
な
直
観
の
特
徴
は
む
し
ろ
不
確

実
な
も
の
の
直
観
に
存
す
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
確
実
な
も
の
の
直
観
は
―
―
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
に
せ

よ
、
超
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
―
―
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
論
理
の
証
明
を
要
し
な
い
の
に
反
し
て
、

不
確
実
な
も
の
の
直
観
―
―
懐
疑
的
直
観
も
し
く
は
直
観
的
懐
疑
―
―
こ
そ
論
理
を
必
要
と
す
る
も
の
、
論
理
を

動
か
す
も
の
で
あ
る
。
論
理
に
よ
っ
て
懐
疑
が
出
て
く
る
の
で
な
く
、
懐
疑
か
ら
論
理
が
求
め
ら
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。
か
よ
う
に
論
理
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
知
性
の
矜
持
が
あ
り
、
自
己
尊
重
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
論
理
家
は
公

式
主
義
者
で
あ
り
、
独
断
家
の
一
つ
の
種
類
に
過
ぎ
な
い
。

不
確
実
な
も
の
が
確
実
な
も
の
の
基
礎
で
あ
る
。
哲
学
者
は
自
己
の
う
ち
に
懐
疑
が
生
き
て
い
る
限
り
哲
学

し
、
物
を
書
く
。
も
と
よ
り
彼
は
不
確
実
な
も
の
の
た
め
に
働
く
の
で
は
な
い
。
―
―
「
ひ
と
は
不
確
実
な
も
の

の
た
め
に
働
く
」、
と
パ
ス
カ
ル
は
書
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
正
確
に
い
う
と
、
ひ
と
は
不
確
実
な
も
の
の
た
め
0

0

に0

働
く
の
で
な
く
、
む
し
ろ
不
確
実
な
も
の
か
ら
0

0

働
く
の
で
あ
る
。
人
生
が
た
だ
動
く
こ
と
で
な
く
て
作
る
こ
と
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で
あ
り
、
単
な
る
存
在
で
な
く
て
形
成
作
用
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
ひ

と
は
不
確
実
な
も
の
か
ら
働
く
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、あ
ら
ゆ
る
形
成
作
用
の
根
柢
に
賭
が
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
。

独
断
に
対
す
る
懐
疑
の
力
と
無
力
と
は
、
情
念
に
対
す
る
知
性
の
力
と
無
力
と
で
あ
る
。
独
断
は
、
そ
れ
が

一
つ
の
賭
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
知
性
的
で
あ
り
得
る
。
情
念
は
つ
ね
に
た
だ
単
に
肯
定
的
で
あ
り
、
独
断
の
多

く
は
情
念
に
基
づ
い
て
い
る
。

多
く
の
懐
疑
家
は
外
見
に
現
れ
る
ほ
ど
懐
疑
家
で
は
な
い
。
ま
た
多
く
の
独
断
家
は
外
見
に
現
れ
る
ほ
ど
独

断
家
で
は
な
い
。

ひ
と
は
時
と
し
て
他
に
対
す
る
虚
栄
か
ら
懐
疑
的
に
な
る
が
、
更
に
よ
り
多
く
他
に
対
す
る
虚
栄
の
た
め
に

独
断
的
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
他
面
、
人
間
に
お
い
て
政
治
的
欲
望
即
ち
他
に
対
す
る
支
配
の
欲
望
が
普
遍
的

で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
共
に
、
彼
に
お
い
て
ま
た
教
育
的
欲
望
が
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
政
治
に

と
っ
て
は
独
断
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
教
育
に
と
っ
て
同
様
に
独
断
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
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あ
る
。
た
だ
、
政
治
的
欲
望
を
含
ま
な
い
よ
う
な
教
育
的
欲
望
が
稀
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

い
か
な
る
人
も
他
を
信
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
己
を
信
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
人
を
信
仰

に
導
く
宗
教
家
は
必
ず
し
も
絶
対
に
懐
疑
の
な
い
人
間
で
は
な
い
。
彼
が
他
の
人
に
滲
透
す
る
力
は
む
し
ろ
そ
の

一
半
を
彼
の
う
ち
に
な
お
生
き
て
い
る
懐
疑
に
負
う
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
で
な
い
よ
う
な
宗
教
家
は
思

想
家
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

自
分
で
は
疑
い
な
が
ら
発
表
し
た
意
見
が
他
人
に
よ
っ
て
自
分
の
疑
っ
て
い
な
い
も
の
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ

る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
遂
に
自
分
で
も
そ
の
意
見
を
信
じ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
信
仰

の
根
源
は
他
者
に
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
の
場
合
で
も
そ
う
で
あ
っ
て
、
宗
教
家
は
自
分
の
信
仰
の
根
源
は
神
に
あ

る
と
い
っ
て
い
る
。

懐
疑
と
い
う
も
の
は
散
文
で
し
か
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
懐
疑
の
性
質
を
示
す

と
共
に
、
逆
に
散
文
の
固
有
の
面
白
さ
、
ま
た
そ
の
難
か
し
さ
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
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真
の
懐
疑
家
は
論
理
を
追
求
す
る
。
し
か
る
に
独
断
家
は
全
く
論
証
し
な
い
か
、
た
だ
形
式
的
に
論
証
す
る

の
み
で
あ
る
。
独
断
家
は
甚
だ
し
ば
し
ば
敗
北
主
義
者
、
知
性
の
敗
北
主
義
者
で
あ
る
。
彼
は
外
見
に
現
れ
る
ほ

ど
決
し
て
強
く
は
な
い
、
彼
は
他
人
に
対
し
て
も
自
己
に
対
し
て
も
強
が
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
を
感
じ
る
ほ
ど
弱

い
の
で
あ
る
。

ひ
と
は
敗
北
主
義
か
ら
独
断
家
に
な
る
。
ま
た
ひ
と
は
絶
望
か
ら
独
断
家
に
な
る
。
絶
望
と
懐
疑
と
は
同
じ

で
な
い
。
た
だ
知
性
の
加
わ
る
場
合
に
の
み
絶
望
は
懐
疑
に
変
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
想
像
さ
れ
る
よ
う

に
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

純
粋
に
懐
疑
に
止
ま
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ひ
と
が
懐
疑
し
始
め
る
や
否
や
、
情
念
が
彼
を
捕
え
る
た
め

に
待
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
真
の
懐
疑
は
青
春
の
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
既
に
精
神
の
成
熟
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

青
春
の
懐
疑
は
絶
え
ず
感
傷
に
伴
わ
れ
、
感
傷
に
変
っ
て
ゆ
く
。

懐
疑
に
は
節
度
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
節
度
の
あ
る
懐
疑
の
み
が
真
に
懐
疑
の
名
に
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
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懐
疑
が
方
法
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
懐
疑
が
方
法
で
あ
る
こ
と
は
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
真

理
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
一
見
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
極
端
な
も
の
で
な
く
、
つ
ね
に
注
意
深
く
節
度
を
守

っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
彼
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
彼
が
方
法
叙
説
第
三
部
に
お
け
る
道
徳
論

を
暫
定
的
な
或
い
は
一
時
し
の
ぎ
の
も
の
と
称
し
た
こ
と
は
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。

方
法
に
つ
い
て
の
熟
達
は
教
養
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
懐
疑
に
お
い
て
節
度
が
あ
る
と
い
う

こ
と
よ
り
も
決
定
的
な
教
養
の
し
る
し
を
私
は
知
ら
な
い
。
し
か
る
に
世
の
中
に
は
も
は
や
懐
疑
す
る
力
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
教
養
人
、
或
い
は
い
ち
ど
懐
疑
的
に
な
る
と
も
は
や
何
等
方
法
的
に
考
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
教
養
人

が
多
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
落
ち
て
ゆ
く
教
養
の
デ
カ
ダ
ン
ス
で
あ
る
。

懐
疑
が
方
法
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
者
で
あ
っ
て
初
め
て
独
断
も
ま
た
方
法
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
得
る
。

前
の
こ
と
を
先
ず
理
解
し
な
い
で
、
後
の
こ
と
を
の
み
主
張
す
る
者
が
あ
る
と
し
た
ら
、
彼
は
未
だ
方
法
の
何
物

で
あ
る
か
を
理
解
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

懐
疑
は
一
つ
の
所
に
止
ま
る
と
い
う
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
精
神
の
習
慣
性
を
破
る
も
の
が
懐
疑
で
あ
る
。
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精
神
が
習
慣
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
精
神
の
う
ち
に
自
然
が
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
懐
疑

は
精
神
の
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム
【A

utom
atism

e

】
を
破
る
も
の
と
し
て
既
に
自
然
に
対
す
る
知
性
の
勝
利
を
現
し

て
い
る
。
不
確
実
な
も
の
が
根
源
で
あ
り
、
確
実
な
も
の
は
目
的
で
あ
る
。
す
べ
て
確
実
な
も
の
は
形
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
結
果
で
あ
っ
て
、
端
初
と
し
て
の
原
理
は
不
確
実
な
も
の
で
あ
る
。
懐
疑
は
根
源
へ
の
関
係
附
け

で
あ
り
、
独
断
は
目
的
へ
の
関
係
附
け
で
あ
る
。
理
論
家
が
懐
疑
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
実
践
家
は
独
断
的
で
あ

り
、
動
機
論
者
が
懐
疑
家
で
あ
る
の
に
対
し
て
結
果
論
者
は
独
断
家
で
あ
る
と
い
う
の
が
つ
ね
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
れ
に
依
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
独
断
も
懐
疑
も
共
に
方
法
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

肯
定
が
否
定
に
お
い
て
あ
る
よ
う
に
、
物
質
が
精
神
に
お
い
て
あ
る
よ
う
に
、
独
断
は
懐
疑
に
お
い
て
あ
る
。

す
べ
て
の
懐
疑
に
も
拘
ら
ず
人
生
は
確
実
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
生
は
形
成
作
用
で
あ
る
故
に
、

単
に
在
る
も
の
で
な
く
、
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
故
に
。
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習
慣
に
つ
い
て

人
生
に
お
い
て
或
る
意
味
で
は
習
慣
が
す
べ
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
あ
る
も
の

は
形
を
も
っ
て
い
る
、
生
命
と
は
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
る
に
習
慣
は
そ
れ
に
よ
っ
て
行
為

に
形
が
出
来
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
習
慣
は
単
に
空
間
的
な
形
で
は
な
い
。
単
に
空
間
的
な
形
は
死
ん

だ
も
の
で
あ
る
。
習
慣
は
こ
れ
に
反
し
て
生
き
た
形
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
単
に
空
間
的
な
も
の
で
な

く
、
空
間
的
で
あ
る
と
同
時
に
時
間
的
、
時
間
的
で
あ
る
と
同
時
に
空
間
的
な
も
の
、
即
ち
弁
証
法
的
な
形
で
あ

る
。
時
間
的
に
動
い
て
ゆ
く
も
の
が
同
時
に
空
間
的
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
生
命
的
な
形
が
出
来
て

く
る
。
習
慣
は
機
械
的
な
も
の
で
な
く
て
ど
こ
ま
で
も
生
命
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
形
を
作
る
と
い
う
生
命

に
内
的
な
本
質
的
な
作
用
に
属
し
て
い
る
。

普
通
に
習
慣
は
同
じ
行
為
を
反
覆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
厳
密
に
い

う
と
、
人
間
の
行
為
に
お
い
て
全
く
同
一
の
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
行
為
に
は
つ
ね
に
偶
然
的
な
と
こ

ろ
が
あ
る
。
我
々
の
行
為
は
偶
然
的
な
、
自
由
な
も
の
で
あ
る
故
に
習
慣
も
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
習
慣
は
同
じ

こ
と
の
反
覆
の
物
理
的
な
結
果
で
は
な
い
。
確
定
的
な
も
の
は
不
確
定
な
も
の
か
ら
出
て
く
る
。
個
々
の
行
為
が
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偶
然
的
で
あ
る
か
ら
習
慣
も
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
習
慣
は
多
数
の
偶
然
的
な
行
為
の
い
わ
ば
統
計
的
な
規
則
性

で
あ
る
。
自
然
の
法
則
も
統
計
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
習
慣
は
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

習
慣
が
自
然
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
然
も
習
慣
で
あ
る
。
た
だ
、
習
慣
と
い
う
場
合
、
自
然
は
具
体
的
に
形

と
し
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

模
倣
と
習
慣
と
は
或
る
意
味
に
お
い
て
相
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
或
る
意
味
に
お
い
て
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。

模
倣
は
特
に
外
部
の
も
の
、
新
し
い
も
の
の
模
倣
と
し
て
流
行
の
原
因
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
流
行
に
対
し
て
習

慣
は
伝
統
的
な
も
の
で
あ
り
、
習
慣
を
破
る
も
の
は
流
行
で
あ
る
。
流
行
よ
り
も
容
易
に
習
慣
を
破
り
得
る
も
の

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
習
慣
も
そ
れ
自
身
一
つ
の
模
倣
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
部
の
も
の
、
旧
い
も
の
の
模
倣

で
あ
る
。
習
慣
に
お
い
て
自
己
は
自
己
を
模
倣
す
る
。
自
己
が
自
己
を
模
倣
す
る
と
こ
ろ
か
ら
習
慣
が
作
ら
れ
て

く
る
。
流
行
が
横
の
模
倣
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
習
慣
は
縦
の
模
倣
で
あ
る
。
と
も
か
く
習
慣
も
す
で
に
模
倣
で
あ

る
以
上
、
習
慣
に
お
い
て
も
我
々
の
一
つ
の
行
為
は
他
の
行
為
に
対
し
て
外
部
に
あ
る
も
の
の
如
く
独
立
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
習
慣
を
単
に
連
続
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
誤
で
あ
る
。
非
連
続
的
な
も
の
が
同
時
に
連
続
的

で
あ
り
、
連
続
的
な
も
の
が
同
時
に
非
連
続
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
習
慣
は
生
ず
る
。
つ
ま
り
習
慣
は
生
命
の
法
則
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を
現
し
て
い
る
。

習
慣
と
同
じ
く
流
行
も
生
命
の
一
つ
の
形
式
で
あ
る
。
生
命
は
形
成
作
用
で
あ
り
、
模
倣
は
形
成
作
用
に
と

っ
て
一
つ
の
根
本
的
な
方
法
で
あ
る
。
生
命
が
形
成
作
用
（
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が

教
育
（
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
教
育
に
対
す
る
模
倣
の
意
義
に
つ
い
て
は
古
来
し
ば

し
ば
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
習
慣
が
一
つ
の
模
倣
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
共
に
、
流
行
が
ま
た
模
倣
と
し

て
い
か
に
大
き
な
教
育
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

流
行
が
環
境
か
ら
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
習
慣
も
環
境
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
習
慣
は
主
体
の
環
境
に
対

す
る
作
業
的
適
応
と
し
て
生
ず
る
。
た
だ
、
流
行
に
お
い
て
は
主
体
は
環
境
に
対
し
て
よ
り
多
く
受
動
的
で
あ
る

の
に
反
し
て
、
習
慣
に
お
い
て
は
よ
り
多
く
能
動
的
で
あ
る
。
習
慣
の
こ
の
力
は
形
の
力
で
あ
る
。
し
か
し
流
行

が
習
慣
を
破
り
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
習
慣
の
形
が
主
体
と
環
境
と
の
関
係
か
ら
生
じ
た
弁
証
法
的
な
も
の

で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
流
行
の
こ
の
力
は
、
そ
れ
が
習
慣
と
相
反
す
る
方
向
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ

い
て
い
る
。
流
行
は
最
大
の
適
応
力
を
有
す
る
と
い
わ
れ
る
人
間
に
特
徴
的
で
あ
る
。
習
慣
が
自
然
的
な
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
流
行
は
知
性
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
え
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

習
慣
は
自
己
に
よ
る
自
己
の
模
倣
と
し
て
自
己
の
自
己
に
対
す
る
適
応
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
の
環
境
に
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対
す
る
適
応
で
あ
る
。
流
行
は
環
境
の
模
倣
と
し
て
自
己
の
環
境
に
対
す
る
適
応
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、

流
行
に
も
自
己
が
自
己
を
模
倣
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
流
行
に
従
う
の
は
、
何
か
自
己

に
媚
び
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
流
行
が
形
と
し
て
は
不
安
定
で
あ
り
、
流
行
に
は
形
が
な
い
と
も

い
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
習
慣
は
形
と
し
て
安
定
し
て
い
る
。
し
か
る
に
習
慣
が
形
と
し
て
安
定
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
習
慣
が
技
術
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
形
は
技
術
的
に
出
来
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
流
行
に
は
か
よ
う
な
技
術
的
な
能
動
性
が
欠
け
て
い
る
。

一
つ
の
情
念
を
支
配
し
得
る
の
は
理
性
で
な
く
て
他
の
情
念
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
実
を
い
う
と
、

習
慣
こ
そ
情
念
を
支
配
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
情
念
を
支
配
し
得
る
の
は
理
性
で
な
く
て
他
の
情
念
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
情
念
の
力
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
単
に
情
念
の
う
ち
に
あ
る
の
で

な
く
、
む
し
ろ
情
念
が
習
慣
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
私
が
恐
れ
る
の
は
彼
の
憎
み
で
は
な
く
て
、
私
に

対
す
る
彼
の
憎
み
が
習
慣
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
習
慣
に
形
作
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
情
念
も
力

が
な
い
。
一
つ
の
習
慣
は
他
の
習
慣
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
。
習
慣
を
支
配
し
得
る
の
は
理
性
で
な
く

て
他
の
習
慣
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
一
つ
の
形
を
真
に
克
服
し
得
る
も
の
は
他
の
形
で
あ
る
。
流
行
も
習
慣
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に
な
る
ま
で
は
不
安
定
な
力
に
過
ぎ
な
い
。
情
念
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
形
の
具
わ
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
習
慣
に

対
す
る
情
念
の
無
力
も
そ
こ
に
あ
る
。
一
つ
の
情
念
が
他
の
情
念
を
支
配
し
得
る
の
も
、
知
性
が
加
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
作
ら
れ
る
秩
序
の
力
に
基
づ
い
て
い
る
。
情
念
は
形
の
具
わ
ら
ぬ
も
の
と
し
て
自
然
的
な
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
情
念
に
対
す
る
形
の
支
配
は
自
然
に
対
す
る
精
神
の
支
配
で
あ
る
。
習
慣
も
形
と
し
て
単
な
る
自
然
で
な

く
、
す
で
に
精
神
で
あ
る
。

形
を
単
に
空
間
的
な
形
と
し
て
し
か
、
従
っ
て
物
質
的
な
形
と
し
て
し
か
表
象
し
得
な
い
と
い
う
の
は
近
代

の
機
械
的
な
悟
性
の
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
精
神
こ
そ
形
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
的
哲
学
は
物
質
は
無
限
定

な
質
料
で
あ
っ
て
精
神
は
形
相
で
あ
る
と
考
え
た
。
現
代
の
生
の
哲
学
は
逆
に
精
神
的
生
命
そ
の
も
の
を
無
限
定

な
流
動
の
如
く
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
生
の
哲
学
も
形
に
関
す
る
近
代
の
機
械
的
な
考
え
方
に
影
響
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
精
神
を
形
相
と
考
え
た
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
形
相
を
な
お
空
間
的
に
表
象
し
た
。
東
洋
の
伝
統

的
文
化
は
習
慣
の
文
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
習
慣
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
、
東
洋
文
化
の
根
柢
に
あ

る
の
は
或
る
自
然
で
あ
る
。
ま
た
習
慣
が
単
な
る
自
然
で
な
く
文
化
で
あ
る
よ
う
に
、
東
洋
的
自
然
は
同
時
に
文

化
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
文
化
主
義
的
な
西
洋
に
お
い
て
形
が
空
間
的
に
表
象
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
自
然
主
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義
的
な
東
洋
の
文
化
は
却
っ
て
精
神
の
真
に
精
神
的
な
形
を
追
究
し
た
。
し
か
し
す
で
に
形
と
い
う
以
上
、
そ
れ

は
純
粋
な
精
神
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
習
慣
が
自
然
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
精
神
の
形
と
い
っ
て
も
同
時
に

自
然
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
習
慣
は
単
な
る
精
神
で
も
単
な
る
身
体
で
も
な
い
具
体
的
な
生
命
の
内
的
な

法
則
で
あ
る
。
習
慣
は
純
粋
に
精
神
的
と
い
わ
れ
る
活
動
の
う
ち
に
も
見
出
さ
れ
る
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。

思
惟
の
範
疇
と
い
う
も
の
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
習
慣
か
ら
説
明
し
た
の
は
、
現
代
の
認
識
論
の
批
評
す
る
よ
う
に
、

そ
れ
ほ
ど
笑
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ど
う
か
、
私
は
知
ら
な
い
。
範
疇
の
単
に
論
理
的
な
意
味
で
な
く
て
そ
の
存

在
論
的
な
意
味
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
れ
を
習
慣
か
ら
説
明
す
る
よ
り
も
一
層
適
切
に
説
明
す
る
仕
方
が

あ
る
か
ど
う
か
、
私
は
知
ら
な
い
。
た
だ
そ
の
際
、
習
慣
を
単
な
る
経
験
か
ら
生
ず
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
る
機

械
的
な
見
方
を
排
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
経
験
論
は
機
械
論
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
違
っ
て
い
る
。
経
験

の
反
覆
と
い
う
こ
と
は
習
慣
の
本
質
の
説
明
に
と
っ
て
つ
ね
に
不
十
分
で
あ
る
。
石
は
た
と
い
百
万
遍
同
じ
方
向

に
同
じ
速
度
で
投
げ
ら
れ
た
に
し
て
も
そ
の
た
め
に
習
慣
を
得
る
こ
と
が
な
い
、
習
慣
は
生
命
の
内
的
な
傾
向
に

属
し
て
い
る
。
経
験
論
に
反
対
す
る
先
験
論
は
普
通
に
、
経
験
を
習
慣
の
影
響
の
全
く
な
い
感
覚
と
同
一
視
し
て

い
る
。
感
覚
を
喚
び
起
す
作
用
の
う
ち
に
現
れ
る
習
慣
か
ら
影
響
さ
れ
な
い
よ
う
な
知
識
の
「
内
容
」
と
い
う
も
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の
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
習
慣
は
思
惟
の
う
ち
に
も
作
用
す
る
。

社
会
的
習
慣
と
し
て
の
慣
習
が
道
徳
で
あ
り
、
権
威
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
単
に
そ
れ
が
社
会
的
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
依
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
表
現
的
な
も
の
と
し
て
形
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で

あ
る
。
如
何
な
る
形
も
つ
ね
に
超
越
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
形
を
作
る
と
い
う
生
命
に
本
質
的
な
作
用
は
生

命
に
内
在
す
る
超
越
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
形
を
作
る
こ
と
は
同
時
に
生
命
が
自
己
を
否
定
す
る
こ
と

で
あ
る
。
生
命
は
形
に
よ
っ
て
生
き
、
形
に
お
い
て
死
ぬ
る
。
生
命
は
習
慣
に
よ
っ
て
生
き
、
習
慣
に
お
い
て
死

ぬ
る
。
死
は
習
慣
の
極
限
で
あ
る
。

習
慣
を
自
由
に
な
し
得
る
者
は
人
生
に
お
い
て
多
く
の
こ
と
を
為
し
得
る
。
習
慣
は
技
術
的
な
も
の
で
あ
る

故
に
自
由
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
た
い
て
い
の
習
慣
は
無
意
識
的
な
技
術
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
意
識

的
に
技
術
的
に
自
由
に
す
る
と
こ
ろ
に
道
徳
が
あ
る
。
修
養
と
い
う
も
の
は
か
よ
う
な
技
術
で
あ
る
。
も
し
習
慣

が
た
だ
自
然
で
あ
る
な
ら
ば
、
習
慣
が
道
徳
で
あ
る
と
は
い
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
道
徳
に
は
技
術
的

な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
習
慣
は
我
々
に
最
も
手
近
か
な
も
の
、
我
々
の
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力
の
う
ち
に
あ
る
手
段
で
あ
る
。

習
慣
が
技
術
で
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
技
術
は
習
慣
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
技
術
で
あ
る
こ
と
が

で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
天
才
も
習
慣
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
何
事
も
成
就
し
得
な
い
。

従
来
修
養
と
い
わ
れ
る
も
の
は
道
具
時
代
の
社
会
に
お
け
る
道
徳
的
形
成
の
方
法
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
社

会
は
有
機
的
で
、
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
今
日
で
は
道
具
時
代
か
ら
機
械
時
代
に
変
り
、
我
々

の
生
活
の
環
境
も
全
く
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
道
徳
に
お
い
て
も
修
養
と
い
う
も
の
だ
け
で

は
不
十
分
に
な
っ
た
。
道
具
の
技
術
に
比
し
て
機
械
の
技
術
は
習
慣
に
依
存
す
る
こ
と
が
少
な
く
、
知
識
に
依
存

す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
、
今
日
で
は
道
徳
に
お
い
て
も
知
識
が
特
に
重
要
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

ま
た
道
徳
は
有
機
的
な
身
体
を
離
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
そ
し
て
知
性
の
う
ち
に
も
習
慣
が
働
く
と
い
う
こ
と
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

デ
カ
ダ
ン
ス
は
情
念
の
不
定
な
過
剰
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
デ
カ
ダ
ン
ス
は
情
念
の
特
殊
な
習
慣
で
あ
る
。

人
間
の
行
為
が
技
術
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
デ
カ
ダ
ン
ス
の
根
源
が
あ
る
。
情
念
が
習
慣
的
に
な
り
、
技
術
的
に
な
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る
と
こ
ろ
か
ら
デ
カ
ダ
ン
ス
が
生
ず
る
。
自
然
的
な
情
念
の
爆
発
は
む
し
ろ
習
慣
を
破
る
も
の
で
あ
り
、
デ
カ
ダ

ン
ス
と
は
反
対
の
も
の
で
あ
る
。す
べ
て
の
習
慣
に
は
何
等
か
デ
カ
ダ
ン
ス
の
臭
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

習
慣
に
よ
っ
て
我
々
が
死
ぬ
る
と
い
う
の
は
、
習
慣
が
デ
カ
ダ
ン
ス
に
な
る
た
め
で
あ
っ
て
、
習
慣
が
静
止
で
あ

る
た
め
で
は
な
い
。

習
慣
に
よ
っ
て
我
々
は
自
由
に
な
る
と
共
に
習
慣
に
よ
っ
て
我
々
は
束
縛
さ
れ
る
。
し
か
し
習
慣
に
お
い
て

恐
る
べ
き
も
の
は
、
そ
れ
が
我
々
を
束
縛
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
り
も
、
習
慣
の
う
ち
に
デ
カ
ダ
ン
ス
が
含
ま
れ
る

こ
と
で
あ
る
。

あ
の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
は
世
の
中
に
い
か
に
多
く
の
奇
怪
な
習
慣
が
存
在
す
る
か
に
つ
い
て
つ
ね
に
語
っ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
は
い
か
に
習
慣
が
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
り
易
い
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
奇
怪
な
芸
術
が

存
在
す
る
よ
う
に
多
く
の
奇
怪
な
習
慣
が
存
在
す
る
。
し
か
る
に
そ
の
こ
と
は
ま
た
習
慣
が
芸
術
と
同
様
、
構
想

力
に
属
す
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

習
慣
に
対
し
て
流
行
は
よ
り
知
性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
流
行
に
は
同
じ
よ
う
な
デ
カ
ダ
ン
ス

が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
流
行
の
生
命
的
価
値
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
流
行
そ
の
も
の
が
デ
カ
ダ
ン
ス
に
な
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る
場
合
、
そ
れ
は
最
も
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
流
行
は
不
安
定
で
、
そ
れ
を
支
え
る
形
と
い
う
も
の
が
な
い
か

ら
。
流
行
は
直
接
に
虚
無
に
つ
ら
な
る
故
に
、
そ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
に
は
底
が
な
い
。
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虚
栄
に
つ
い
て

Vanitati creatura subjecta est etiam
 nolens.

―
―
「
造
ら
れ
た
る
も
の
の
虚
無
に
服
せ
し
は
、
己
が
願
に
よ

る
に
あ
ら
ず
、
服
せ
し
め
給
ひ
し
者
に
よ
る
な
り
。」
ロ
マ
書
第
八
章
廿
節
。

虚
栄
は
人
間
的
自
然
に
お
け
る
最
も
普
遍
的
な
且
つ
最
も
固
有
な
性
質
で
あ
る
。
虚
栄
は
人
間
の
存
在
そ
の

も
の
で
あ
る
。
人
間
は
虚
栄
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
。
虚
栄
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
も
の
の
う
ち
最
も
人
間
的
な

も
の
で
あ
る
。

虚
栄
に
よ
っ
て
生
き
る
人
間
の
生
活
は
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
人
間
の
生
活
は
フ
ィ

ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
芸
術
的
意
味
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
人
生
は

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
小
説
）
で
あ
る
。
だ
か
ら
ど
の
よ
う
な
人
で
も
一
つ
だ
け
は
小
説
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
普

通
の
人
間
と
芸
術
家
と
の
差
異
は
、
た
だ
一
つ
し
か
小
説
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
そ
れ
と
も
種
々
の
小
説

を
書
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
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人
生
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
何
等
の
実
在
性
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
た
だ
そ
の
実
在
性
は
物
的
実
在
性
と
同
じ
で
な
く
、
む
し
ろ
小
説
の
実
在
性
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
。
即

ち
実
体
の
な
い
も
の
が
如
何
に
し
て
実
在
的
で
あ
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
が
人
生
に
お
い
て
、
小
説
に
お
い
て
と

同
様
、
根
本
問
題
で
あ
る
。

人
生
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
元
来
た
だ
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
現
実
性
は
我
々
の
生
活

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
初
め
て
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

い
か
な
る
作
家
が
神
や
動
物
に
つ
い
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
こ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
神
や
動
物
は
、
人

間
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
が
彼
等
の
う
ち
に
移
入
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
の
み
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
人
間
の
生
活
の
み
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
小
説
的
動
物
で
あ

る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

自
然
は
芸
術
を
模
倣
す
る
と
い
う
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
芸
術
を
模
倣
す
る
の
は
固
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有
な
意
味
に
お
い
て
は
自
然
の
う
ち
人
間
の
み
で
あ
る
。
人
間
が
小
説
を
模
倣
し
ま
た
模
倣
し
得
る
の
は
、
人
間

が
本
性
上
小
説
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
人
間
的

0

0

0

に
な
り
始
め
る
や
否
や
、
自
己
と

自
己
の
生
活
を
小
説
化
し
始
め
る
。

す
べ
て
の
人
間
的

0

0

0

と
い
わ
れ
る
パ
ッ
シ
ョ
ン
は
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
【vanity

】
か
ら
生
れ
る
。
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
パ

ッ
シ
ョ
ン
は
人
間
的

0

0

0

で
あ
る
が
、
仮
に
人
間
に
動
物
的

0

0

0

な
パ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
ヴ
ァ

ニ
テ
ィ
に
と
ら
え
ら
れ
得
る
と
こ
ろ
に
人
間
的
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
は
い
わ
ば
そ
の
実
体
に
従
っ
て
考
え
る
と
虚
無
で
あ
る
。
ひ
と
び
と
が
虚
栄
と
い
っ
て
い
る
も

の
は
い
わ
ば
そ
の
現
象
に
過
ぎ
な
い
。
人
間
的
な
す
べ
て
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
は
虚
無
か
ら
生
れ
、
そ
の
現
象
に
お
い

て
虚
栄
的
で
あ
る
。
人
生
の
実
在
性
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
者
は
虚
無
の
実
在
性
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

あ
ら
ゆ
る
人
間
的
創
造
は
か
よ
う
に
し
て
虚
無
の
実
在
性
を
証
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

「
虚
栄
を
あ
ま
り
全
部
自
分
の
う
ち
に
た
く
わ
え
、
そ
し
て
そ
れ
に
酷
使
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
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そ
れ
に
対
し
て
割
れ
目
を
開
い
て
お
く
の
が
宜
い
。
い
わ
ば
毎
日
の
排
水
が
必
要
な
の
で
あ
る
。」
か
よ
う
に
い

っ
た
ジ
ュ
ー
ベ
ー
ル
は
常
識
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
常
識
に
は
賢
明
な
処
世
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
虚
栄
に

よ
っ
て
滅
亡
し
な
い
た
め
に
、
人
間
は
そ
の
日
々
の
生
活
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
小
事
に
つ
い
て
、
虚
栄
的
で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
英
雄
は
例
外
で
あ
る
。
英
雄
は
そ
の
最
後
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
滅
亡
に
よ
っ
て
自
己
を
証

明
す
る
。
喜
劇
の
主
人
公
に
は
英
雄
が
な
い
、
英
雄
は
た
だ
悲
劇
の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
間
は
虚
栄
に
よ
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
彼
の
生
活
に
と
っ
て
智
慧
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
人
生
の
智
慧
は
す
べ
て
虚
無
に
到
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

紙
幣
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
金
貨
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
紙
幣
と
金
貨
と
の
間
に
は
差
別
が
考
え
ら
れ
る
。
世
の
中
に
は
不
換
紙
幣
と
い
う
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。

す
べ
て
が
虚
栄
で
あ
る
人
生
に
お
い
て
智
慧
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
金
貨
と
紙
幣
と
を
、
特
に
不
換
紙
幣
と
を
区
別

す
る
判
断
力
で
あ
る
。
尤
も
金
貨
も
そ
れ
自
身
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
は
な
い
。
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し
か
し
人
間
が
虚
栄
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
人
間
の
よ
り
高
い
性
質
を
示
し
て
い
る
。
虚
栄
心
と

い
う
の
は
自
分
が
あ
る
よ
り
も
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
人
間
的
な
パ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ

れ
は
仮
装
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
一
生
仮
装
し
通
し
た
者
に
お
い
て
、
そ
の
人
の
本
性
と
仮
性

と
を
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
道
徳
も
ま
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
不
換
紙

幣
に
対
す
る
金
貨
ほ
ど
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

人
間
が
虚
栄
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
社
会
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
社
会
も
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
従
っ
て
社
会
に
お
い
て
は
信
用
が
す
べ
て
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
が
虚
栄
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
活
す
る
人
間
が
虚
栄
的
で
あ
り
得
る
の
で

あ
る
。

文
明
の
進
歩
と
い
う
の
は
人
間
の
生
活
が
よ
り
多
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
上
に
築
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
文
明
の
進
歩
と
共
に
虚
栄
は
日
常
茶
飯
事
と
な
る
。
そ
し
て
英
雄
的
な
悲
劇
も
ま
た
少
な
く
な
る
。
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フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
も
の
を
自
然
的
と
思
わ
れ
る
も
の
に
す
る
の
は
習
慣
の
力
で
あ
る
。
む
し
ろ
習
慣
的

に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
初
め
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
意
味
を
有
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
た
だ
単
に
虚
栄
で
あ
る
も
の
は
未
だ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
い
わ
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
虚
栄
で

あ
る
に
し
て
も
、
す
で
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
妥
当
す
る
以
上
、
単
な
る
虚
栄
で
あ
る
こ
と
か
ら
よ
り
高
い
人

間
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
習
慣
は
す
で
に
か
よ
う
な
よ
り
高
い
人
間
性
を
現
し
て
い
る
。
習
慣
は
単
に
自
然

的
な
も
の
で
な
く
、
す
で
に
知
性
的
な
も
の
の
一
つ
の
形
で
あ
る
。

す
べ
て
の
人
間
の
悪
は
孤
独
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
。

い
か
に
し
て
虚
栄
を
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
虚
無
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
そ
れ
と
も
虚
無
の
実

在
性
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
。言
い
換
え
る
と
、創
造
に
よ
っ
て
。創
造
的
な
生
活
の
み
が
虚
栄
を
知
ら
な
い
。

創
造
と
い
う
の
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
作
る
こ
と
で
あ
る
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
実
在
性
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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虚
栄
は
最
も
多
く
の
場
合
消
費
と
結
び
附
い
て
い
る
。

人
に
気
に
入
ら
ん
が
た
め
に
、
或
い
は
他
の
者
に
対
し
て
自
分
を
快
き
も
の
に
せ
ん
が
た
め
に
虚
栄
的
で
あ

る
こ
と
は
、
ジ
ュ
ー
ベ
ー
ル
の
い
っ
た
如
く
、
す
で
に
「
半
分
の
徳
」
で
あ
る
。
す
べ
て
の
虚
栄
は
こ
の
半
分
の

徳
の
た
め
に
許
さ
れ
て
い
る
。
虚
栄
を
排
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
虚
栄
で
あ
り
得
る
の
み
で
な
く
、
心

の
や
さ
し
さ
の
敵
で
あ
る
傲
慢
に
堕
し
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

そ
の
理
想
国
か
ら
芸
術
家
を
追
放
し
よ
う
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
に
は
一
つ
の
智
慧
が
あ
る
。
し
か
し
自
己
の
生

活
に
つ
い
て
真
の
芸
術
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
立
場
に
お
い
て
虚
栄
を
駆
逐
す
る
た
め
の
最
高
の
も

の
で
あ
る
。

虚
栄
は
生
活
に
お
い
て
創
造
か
ら
区
別
さ
れ
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
。
虚
栄
を
芸
術
に
お
け
る

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
比
し
て
考
え
る
者
は
、
虚
栄
の
適
切
な
処
理
法
を
発
見
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
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名
誉
心
に
つ
い
て

名
誉
心
と
虚
栄
心
と
ほ
ど
混
同
さ
れ
易
い
も
の
は
な
い
。
し
か
も
両
者
ほ
ど
区
別
の
必
要
な
も
の
は
な
い
。

こ
の
二
つ
の
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
が
人
生
に
つ
い
て
の
智
慧
の
少
な
く
と
も
半
分
で
あ
る
と
さ
え
い
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
名
誉
心
が
虚
栄
心
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
は
甚
だ
多
い
、
し
か
し
ま
た
名
誉
心
は
極
め
て
容
易

に
虚
栄
心
に
変
ず
る
も
の
で
あ
る
。個
々
の
場
合
に
つ
い
て
両
者
を
区
別
す
る
に
は
良
い
眼
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

人
生
に
対
し
て
ど
ん
な
に
厳
格
な
人
間
も
名
誉
心
を
抛
棄
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ス
ト
イ
ッ
ク
と
い
う
の
は
む

し
ろ
名
誉
心
と
虚
栄
心
と
を
区
別
し
て
、
後
者
に
誘
惑
さ
れ
な
い
者
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
区
別
が
で
き
な
い
場

合
、
ス
ト
イ
ッ
ク
と
い
っ
て
も
一
つ
の
虚
栄
に
過
ぎ
ぬ
。

虚
栄
心
は
ま
ず
社
会
を
対
象
と
し
て
い
る
。
し
か
る
に
名
誉
心
は
ま
ず
自
己
を
対
象
と
す
る
。
虚
栄
心
が
対

世
間
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
名
誉
心
は
自
己
の
品
位
に
つ
い
て
の
自
覚
で
あ
る
。

す
べ
て
の
ス
ト
イ
ッ
ク
は
本
質
的
に
個
人
主
義
者
で
あ
る
。
彼
の
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
が
自
己
の
品
位
に
つ
い
て
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の
自
覚
に
も
と
づ
く
場
合
、
彼
は
善
き
意
味
に
お
け
る
個
人
主
義
者
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
虚
栄
の
一
種
で
あ

る
場
合
、
彼
は
悪
し
き
意
味
に
お
け
る
個
人
主
義
者
に
過
ぎ
ぬ
。
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
の
価
値
も
限
界
も
、
そ
れ
が
本

質
的
に
個
人
主
義
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
は
自
己
の
も
の
で
あ
る
諸
情
念
を
自
己
と
は
関
わ
り

の
な
い
自
然
物
の
如
く
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
御
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
自
己
或
い
は
人
格

と
い
う
抽
象
的
な
も
の
を
確
立
し
た
。こ
の
抽
象
的
な
も
の
に
対
す
る
情
熱
が
そ
の
道
徳
の
本
質
を
な
し
て
い
る
。

名
誉
心
と
個
人
意
識
と
は
不
可
分
で
あ
る
。
た
だ
人
間
だ
け
が
名
誉
心
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
も
、

人
間
に
お
い
て
は
動
物
に
お
い
て
よ
り
も
遥
か
に
多
く
個
性
が
分
化
し
て
い
る
こ
と
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
名

誉
心
は
個
人
意
識
に
と
っ
て
い
わ
ば
構
成
的
で
あ
る
。
個
人
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
人
間
の
最
深
の
、

ま
た
最
高
の
名
誉
心
で
あ
る
。

名
誉
心
も
、
虚
栄
心
と
同
様
、
社
会
に
向
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
虚

栄
心
に
お
い
て
は
相
手
は
「
世
間
」
と
い
う
も
の
、
詳
し
く
い
う
と
、
甲
で
も
な
く
乙
で
も
な
い
と
同
時
に
甲
で

も
あ
り
乙
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
「
ひ
と
」、
ア
ノ
ニ
ム
な
【anonym

匿
名
】「
ひ
と
」
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
名
誉

心
に
お
い
て
は
相
手
は
甲
で
あ
り
或
い
は
乙
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
個
人
と
し
て
の
独
自
性
を
失
わ
な
い
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で
い
る
と
こ
ろ
の
社
会
で
あ
る
。
虚
栄
心
は
本
質
的
に
ア
ノ
ニ
ム
で
あ
る
。

虚
栄
心
の
虜
に
な
る
と
き
、
人
間
は
自
己
を
失
い
、
個
人
の
独
自
性
の
意
識
を
失
う
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
そ

の
と
き
彼
は
ア
ノ
ニ
ム
な
「
ひ
と
」
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
自
身
ア
ノ
ニ
ム
な
「
ひ
と
」
と
な
り
、
虚

無
に
帰
す
る
。
し
か
る
に
名
誉
心
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
虚
栄
心
に
変
ず
る
こ
と
な
く
真
に
名
誉
心
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
限
り
、
人
間
は
自
己
と
自
己
の
独
自
性
の
自
覚
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ひ
と
は
何
よ
り
も
多
く
虚
栄
心
か
ら
模
倣
し
、
流
行
に
身
を
委
せ
る
。
流
行
は
ア
ノ
ニ
ム
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
名
誉
心
を
も
っ
て
い
る
人
間
が
最
も
嫌
う
の
は
流
行
の
模
倣
で
あ
る
。
名
誉
心
と
い
う
の
は
す
べ
て

ア
ノ
ニ
ム
な
も
の
に
対
す
る
戦
い
で
あ
る
。

発
生
的
に
い
う
と
、
四
足
で
地
に
這
う
こ
と
を
や
め
た
と
き
人
間
に
は
名
誉
心
が
生
じ
た
。
彼
が
直
立
し
て

歩
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
名
誉
心
の
最
初
の
、
最
大
の
行
為
で
あ
っ
た
。

直
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
抽
象
的
な
存
在
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
彼
に
は
手
と
い
う
も
の
、
こ
の
あ

ら
ゆ
る
器
官
の
う
ち
最
も
抽
象
的
な
器
官
が
出
来
た
、
そ
れ
は
同
時
に
彼
に
と
っ
て
抽
象
的
な
思
考
が
可
能
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
、
等
々
、
―
―
そ
し
て
名
誉
心
と
い
う
の
は
す
べ
て
抽
象
的
な
も
の
に
対
す
る
情
熱
で
あ
る
。
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抽
象
的
な
も
の
に
対
す
る
情
熱
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
名
誉
心
に
と
っ
て
基
準
で
あ
る
。
か
く
し
て
世

の
中
に
お
い
て
名
誉
心
か
ら
出
た
も
の
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
実
は
虚
栄
心
に
も
と
づ
く
も
の
が
如
何

に
多
い
で
あ
ろ
う
。

抽
象
的
な
存
在
に
な
っ
た
人
間
は
も
は
や
環
境
と
直
接
に
融
合
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
環
境

に
対
立
し
、
こ
れ
と
戦
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
。
―
―
名
誉
心
と
い
う
の
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
け

る
戦
士
の
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
騎
士
道
と
か
武
士
道
と
か
に
お
い
て
名
誉
心
が
根
本
的
な
徳
と
考
え
ら
れ
た
の
も
こ

れ
に
関
聯
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
名
を
惜
し
む
と
い
う
。
名
と
い
う
の
は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
抽
象
的
な
も
の

で
な
い
な
ら
、
そ
こ
に
名
誉
心
は
な
く
、
虚
栄
心
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
い
ま
世
間
の
評
判
と
い
う
も
の
は
ア
ノ

ニ
ム
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
評
判
を
気
に
す
る
こ
と
は
名
誉
心
で
な
く
て
虚
栄
心
に
属
し
て
い
る
。
ア
ノ
ニ
ム

な
も
の
と
抽
象
的
な
も
の
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

す
べ
て
の
名
誉
心
は
何
等
か
の
仕
方
で
永
遠
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
永
遠
と
い
う
も
の
は
抽
象
的
な
も
の
で
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あ
る
。
た
と
え
ば
名
を
惜
し
む
と
い
う
場
合
、
名
は
個
人
の
品
位
の
意
識
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
抽
象
的
な
も

の
と
し
て
の
永
遠
に
関
係
附
け
ら
れ
て
い
る
。
虚
栄
心
は
し
か
る
に
時
間
的
な
も
の
の
最
も
時
間
的
な
も
の
で
あ

る
。抽

象
的
な
も
の
に
対
す
る
情
熱
に
よ
っ
て
個
人
と
い
う
最
も
現
実
的
な
も
の
の
意
識
が
成
立
す
る
、
―
―
こ

れ
が
人
間
の
存
在
の
秘
密
で
あ
る
。
た
と
え
ば
人
類
と
い
う
の
は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
人
類

と
い
う
抽
象
的
な
も
の
に
対
す
る
情
熱
な
し
に
は
人
間
は
真
の
個
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

名
誉
心
の
抽
象
性
の
う
ち
に
そ
の
真
理
と
同
時
に
そ
の
虚
偽
が
あ
る
。

名
誉
心
に
お
い
て
滅
ぶ
者
は
抽
象
的
な
も
の
に
お
い
て
滅
ぶ
者
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
抽
象
的
な
も
の
に
お

い
て
滅
び
得
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
固
有
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
彼
の
名
誉
心
に
属
し
て
い
る
。

名
誉
心
は
自
己
意
識
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
が
、
自
己
と
い
っ
て
も
こ
の
場
合
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
名
誉
心
は
自
己
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
絶
え
ず
外
に
向
っ
て
、
社
会
に
対
し
て
出
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
名

誉
心
の
矛
盾
が
あ
る
。
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名
誉
心
は
白
日
の
う
ち
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
白
日
と
は
何
か
。
抽
象
的
な
空
気
で
あ
る
。

名
誉
心
は
ア
ノ
ニ
ム
な
社
会
を
相
手
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
な
お
抽
象
的
な
甲
、

抽
象
的
な
乙
、
つ
ま
り
抽
象
的
な
社
会
を
相
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

愛
は
具
体
的
な
も
の
に
対
し
て
の
ほ
か
動
か
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
愛
は
名
誉
心
と
対
蹠
的
で
あ
る
。
愛

は
謙
虚
で
あ
る
こ
と
を
求
め
、
そ
し
て
名
誉
心
は
最
も
し
ば
し
ば
傲
慢
で
あ
る
。

宗
教
の
秘
密
は
永
遠
と
か
人
類
と
か
い
う
抽
象
的
な
も
の
が
そ
こ
で
は
最
も
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
あ
る
。
宗
教
こ
そ
名
誉
心
の
限
界
を
明
瞭
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

名
誉
心
は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
昔
の
社
会
は
今
の
社
会
ほ
ど
抽
象
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
故

に
、
名
誉
心
は
な
お
根
柢
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
今
日
社
会
が
抽
象
的
な
も
の
に
な
る
に
従
っ
て
名

誉
心
も
ま
た
ま
す
ま
す
抽
象
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
【G

em
einschaft

】
的
な
具
体
的
な
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社
会
に
お
い
て
は
抽
象
的
な
情
熱
で
あ
る
と
こ
ろ
の
名
誉
心
は
一
つ
の
大
き
な
徳
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ゲ
ゼ

ル
シ
ャ
フ
ト
【G

esellschaft

】
的
な
抽
象
的
な
社
会
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
名
誉
心
は
根
柢
の
な
い
も
の
に
さ
れ
、

虚
栄
心
と
名
誉
心
と
の
区
別
も
見
分
け
難
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
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怒
に
つ
い
て

Ira D
ei

（
神
の
怒
）、
―
―
キ
リ
ス
ト
教
の
文
献
を
見
る
た
び
に
つ
ね
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。

な
ん
と
い
う
恐
し
い
思
想
で
あ
ろ
う
。
ま
た
な
ん
と
い
う
深
い
思
想
で
あ
ろ
う
。

神
の
怒
は
い
つ
現
れ
る
の
で
あ
る
か
、
―
―
正
義
の
蹂
躪
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
怒
の
神
は
正
義
の
神
で
あ
る
。

神
の
怒
は
い
か
に
現
れ
る
の
で
あ
る
か
、
―
―
天
変
地
異
に
お
い
て
で
あ
る
か
、
予
言
者
の
怒
に
お
い
て
で

あ
る
か
、
そ
れ
と
も
大
衆
の
怒
に
お
い
て
で
あ
る
か
。
神
の
怒
を
思
え
！

し
か
し
正
義
と
は
何
か
。怒
る
神
は
隠
れ
た
る
神
で
あ
る
。正
義
の
法
則
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、

人
間
に
と
っ
て
神
の
怒
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
怒
は
啓
示
の
一
つ
の
形
式
で
あ
る
。
怒
る
神
は
法
則
の
神
で

は
な
い
。

怒
る
神
に
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
神
は
も
と
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
る
に
今
で
は
神
は
人
間
的
に
さ
れ
て
い
る
、
デ
ー
モ
ン
も
ま
た
人
間
的
な
も
の
に
さ
れ
て
い
る
。
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
の
は
怒
を
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
し
た
な
ら
、
今
日
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

愛
の
神
は
人
間
を
人
間
的
に
し
た
。
そ
れ
が
愛
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
る
に
世
界
が
人
間
的
に
、
余
り
に
人

間
的
に
な
っ
た
と
き
必
要
な
の
は
怒
で
あ
り
、
神
の
怒
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

今
日
、
愛
に
つ
い
て
は
誰
も
語
っ
て
い
る
。
誰
が
怒
に
つ
い
て
真
剣
に
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
怒
の

意
味
を
忘
れ
て
た
だ
愛
に
つ
い
て
の
み
語
る
と
い
う
こ
と
は
今
日
の
人
間
が
無
性
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
し
る

し
で
あ
る
。

切
に
義
人
を
思
う
。
義
人
と
は
何
か
、
―
―
怒
る
こ
と
を
知
れ
る
者
で
あ
る
。

今
日
、
怒
の
倫
理
的
意
味
ほ
ど
多
く
忘
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
怒
は
た
だ
避
く
べ
き
も
の
で
あ
る
か

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、も
し
何
物
か
が
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
避
く
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
憎
み
で
あ
っ
て
怒
で
は
な
い
。
憎
み
も
怒
か
ら
直
接
に
発
し
た
場
合
に
は
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
、

つ
ま
り
怒
は
憎
み
の
倫
理
性
を
基
礎
附
け
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
怒
と
憎
み
と
は
本
質
的
に
異
な
る
に
も
拘

ら
ず
極
め
て
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
い
る
、
―
―
怒
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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怒
は
よ
り
深
い
も
の
で
あ
る
。
怒
は
憎
み
の
直
接
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
反
し
、
憎
み
は
た
だ

附
帯
的
に
し
か
怒
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

す
べ
て
の
怒
は
突
発
的
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
怒
の
純
粋
性
或
い
は
単
純
性
を
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
憎

み
は
殆
ど
す
べ
て
習
慣
的
な
も
の
で
あ
り
、習
慣
的
に
永
続
す
る
憎
み
の
み
が
憎
み
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

憎
み
の
習
慣
性
が
そ
の
自
然
性
を
現
す
と
す
れ
ば
、
怒
の
突
発
性
は
そ
の
精
神
性
を
現
し
て
い
る
。
怒
が
突
発
的

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
啓
示
的
な
深
さ
を
語
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
憎
み
が
何
か

深
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
憎
み
が
習
慣
的
な
永
続
性
を
も
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

怒
ほ
ど
正
確
な
判
断
を
乱
す
も
の
は
な
い
と
い
わ
れ
る
の
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
怒
る
人
間
は
怒
を

表
さ
な
い
で
憎
ん
で
い
る
人
間
よ
り
も
つ
ね
に
恕
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

ひ
と
は
愛
に
種
類
が
あ
る
と
い
う
。
愛
は
神
の
愛
（
ア
ガ
ペ
）、
理
想
に
対
す
る
愛
（
プ
ラ
ト
ン
的
エ
ロ
ス
）、

そ
し
て
肉
体
的
な
愛
と
い
う
三
つ
の
段
階
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、そ
れ
に
相
応
し
て
怒
に
も
、
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神
の
怒
、
名
誉
心
か
ら
の
怒
、
気
分
的
な
怒
と
い
う
三
つ
の
種
類
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
怒
に

段
階
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
怒
の
深
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
憎
み
に
つ
い
て
は
同
様
の
段
階

を
区
別
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
怒
の
内
面
性
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

愛
と
憎
み
と
を
つ
ね
に
対
立
的
に
考
え
る
こ
と
は
機
械
的
に
過
ぎ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も

神
の
弁
証
法
は
愛
と
憎
み
の
弁
証
法
で
な
く
て
愛
と
怒
の
弁
証
法
で
あ
る
。
神
は
憎
む
こ
と
を
知
ら
ず
、
怒
る
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
神
の
怒
を
忘
れ
た
多
く
の
愛
の
説
は
神
の
愛
を
も
人
間
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。

我
々
の
怒
の
多
く
は
気
分
的
で
あ
る
。
気
分
的
な
も
の
は
生
理
的
な
も
の
に
結
び
附
い
て
い
る
。
従
っ
て
怒

を
鎮
め
る
に
は
生
理
的
な
手
段
に
訴
え
る
の
が
宜
い
。
一
般
に
生
理
は
道
徳
に
深
い
関
係
が
あ
る
。
昔
の
人
は
そ

の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
知
っ
て
よ
く
実
行
し
た
が
、
今
で
は
そ
の
智
慧
は
次
第
に
乏
し
く
な
っ
て
い
る
。

生
理
学
の
な
い
倫
理
学
は
、
肉
体
を
も
た
ぬ
人
間
と
同
様
、
抽
象
的
で
あ
る
。
そ
の
生
理
学
は
一
つ
の
技
術
と
し

て
体
操
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
体
操
は
身
体
の
運
動
に
対
す
る
正
し
い
判
断
の
支
配
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

精
神
の
無
秩
序
も
整
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
情
念
の
動
く
ま
ま
に
ま
か
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
身
体
に
対
し

て
適
当
な
体
操
を
心
得
て
い
る
こ
と
は
情
念
を
支
配
す
る
に
肝
要
な
こ
と
で
あ
る
。
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怒
を
鎮
め
る
最
上
の
手
段
は
時
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
怒
は
と
り
わ
け
突
発
的
な
も
の
で
あ
る
か

ら
。神

は
時
に
惨
め
な
人
間
を
慰
め
る
よ
う
に
命
令
し
た
。
し
か
し
時
は
人
間
を
救
う
で
あ
ろ
う
か
。
時
に
よ
っ

て
慰
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
は
か
な
さ
一
般
に
属
し
て
い
る
。
時
と
は
消
滅
性
で
あ
る
。

我
々
の
怒
の
多
く
は
神
経
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
神
経
を
苛
立
た
せ
る
原
因
に
な
る
よ
う
な
こ
と
、

例
え
ば
、
空
腹
と
か
睡
眠
不
足
と
か
い
う
こ
と
が
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
べ
て
小
さ
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず

る
も
の
は
小
さ
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
極
め
て
小
さ
い
こ
と
に
よ
っ

て
に
せ
よ
一
旦
生
じ
た
も
の
は
極
め
て
大
き
な
禍
を
惹
き
起
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

社
会
と
文
化
の
現
状
は
人
間
を
甚
だ
神
経
質
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
怒
も
常
習
的
に
な
り
、
常
習
的
に
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
怒
は
本
来
の
性
質
を
失
お
う
と
し
て
い
る
。
怒
と
焦
躁
と
が
絶
え
ず
混
淆
し
て
い
る
。
同
じ
理
由

か
ら
、
今
日
で
は
怒
と
憎
み
と
の
区
別
も
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
怒
る
人
を
見
る
と
き
、
私
は
な
ん
だ
か
古
風
な

人
間
に
会
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
。
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怒
は
復
讐
心
と
し
て
永
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
復
讐
心
は
憎
み
の
形
を
取
っ
た
怒
で
あ
る
。
し
か
し
怒
は

永
続
す
る
場
合
そ
の
純
粋
性
を
保
つ
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
怒
か
ら
発
し
た
復
讐
心
も
単
な
る
憎
み
に
転
じ
て
し

ま
う
の
が
殆
ど
つ
ね
で
あ
る
。

肉
欲
的
な
愛
も
永
続
す
る
場
合
次
第
に
浄
化
さ
れ
て
一
層
高
次
の
愛
に
高
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ

こ
に
愛
と
い
う
も
の
の
神
秘
が
あ
る
。
愛
の
道
は
上
昇
の
道
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
観
念
と

一
致
し
易
い
。
す
べ
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
柢
に
は
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
怒
に
お
い
て
は
永
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
高
次
の
怒
に
高
ま
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
し
か

し
そ
れ
だ
け
深
く
神
の
怒
と
い
う
も
の
の
神
秘
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
怒
に
は
た
だ
下
降
の
道
が
あ
る
だ
け

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
怒
の
根
源
の
深
さ
を
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

愛
は
統
一
で
あ
り
、
融
合
で
あ
り
、
連
続
で
あ
る
。
怒
は
分
離
で
あ
り
、
独
立
で
あ
り
、
非
連
続
で
あ
る
。

神
の
怒
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
神
の
愛
と
人
間
的
な
愛
と
の
区
別
を
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ユ
ダ
ヤ
の
予
言
者

な
し
に
キ
リ
ス
ト
は
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
旧
約
な
し
に
新
約
は
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
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神
で
さ
え
自
己
が
独
立
の
人
格
で
あ
る
こ
と
を
怒
に
よ
っ
て
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

特
に
人
間
的
と
い
わ
れ
得
る
怒
は
名
誉
心
か
ら
の
怒
で
あ
る
。
名
誉
心
は
個
人
意
識
と
不
可
分
で
あ
る
。
怒

に
お
い
て
人
間
は
無
意
識
的
に
せ
よ
自
己
が
個
人
で
あ
る
こ
と
、
独
立
の
人
格
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
怒
の
倫
理
的
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

今
日
、
怒
と
い
う
も
の
が
曖
昧
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
社
会
に
お
い
て
名
誉
心
と
虚
栄
心
と
の
区
別
が
曖
昧

に
な
っ
た
と
い
う
事
情
に
相
応
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
こ
の
社
会
に
お
い
て
無
性
格
な
人
間
が
多
く
な
っ
た
と

い
う
事
実
を
反
映
し
て
い
る
。
怒
る
人
間
は
少
な
く
と
も
性
格
的
で
あ
る
。

ひ
と
は
軽
蔑
さ
れ
た
と
感
じ
た
と
き
最
も
よ
く
怒
る
。
だ
か
ら
自
信
の
あ
る
者
は
あ
ま
り
怒
ら
な
い
。
彼
の

名
誉
心
は
彼
の
怒
が
短
気
で
あ
る
こ
と
を
防
ぐ
で
あ
ろ
う
。
ほ
ん
と
に
自
信
の
あ
る
者
は
静
か
で
、
し
か
も
威
厳

を
具
え
て
い
る
。
そ
れ
は
完
成
し
た
性
格
の
こ
と
で
あ
る
。
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相
手
の
怒
を
自
分
の
心
に
お
い
て
避
け
よ
う
と
し
て
自
分
の
優
越
を
示
そ
う
と
す
る
の
は
愚
で
あ
る
。
そ
の

場
合
自
分
が
優
越
を
示
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
相
手
は
更
に
軽
蔑
さ
れ
た
の
を
感
じ
、
そ
の
怒
は
募
る
。
ほ
ん

と
に
自
信
の
あ
る
者
は
自
分
の
優
越
を
示
そ
う
な
ど
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

怒
を
避
け
る
最
上
の
手
段
は
機
智
で
あ
る
。

怒
に
は
ど
こ
か
貴
族
主
義
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
善
い
意
味
に
お
い
て
も
、
悪
い
意
味
に
お
い
て
も
。

孤
独
の
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
者
の
み
が
真
に
怒
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

ア
イ
ロ
ニ
イ
と
い
う
一
つ
の
知
的
性
質
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
（
驕
り
）
に
対
応
す
る
。

ギ
リ
シ
ア
人
の
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
は
彼
等
の
怒
り
易
い
性
質
を
離
れ
て
存
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
名
誉
心
と
虚
栄
心

と
の
区
別
が
曖
昧
に
な
り
、
怒
の
意
味
が
曖
昧
に
な
っ
た
今
日
に
お
い
て
は
、
た
と
い
ア
イ
ロ
ニ
イ
は
稀
に
な
っ

て
い
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
効
用
の
大
部
分
を
失
っ
た
。
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人
間
の
条
件
に
つ
い
て

ど
ん
な
方
法
で
も
よ
い
、
自
己
を
集
中
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
私
は
自
己
が
何
か
の
上
に
浮
い
て
い

る
よ
う
に
感
じ
る
。
い
っ
た
い
何
の
上
に
で
あ
ろ
う
か
。
虚
無
の
上
に
と
い
う
の
ほ
か
な
い
。
自
己
は
虚
無
の
中

の
一
つ
の
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
限
り
な
く
縮
小
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
ん
な
に
小
さ
く
な

っ
て
も
、
自
己
が
そ
の
中
に
浮
き
上
っ
て
い
る
虚
無
と
一
つ
の
も
の
で
は
な
い
。
生
命
は
虚
無
で
な
く
、
虚
無
は

む
し
ろ
人
間
の
条
件
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
条
件
は
、
恰
も
一
つ
の
波
、
一
つ
の
泡
沫
で
さ
え
も
が
、
海
と
い

う
も
の
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
な
し
に
は
人
間
が
考
え
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
人
生
は
泡
沫
の

如
し
と
い
う
思
想
は
、
そ
の
泡
沫
の
条
件
と
し
て
の
波
、
そ
し
て
海
を
考
え
な
い
場
合
、
間
違
っ
て
い
る
。
し
か

し
ま
た
泡
沫
や
波
が
海
と
一
つ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
人
間
も
そ
の
条
件
で
あ
る
と
こ
ろ
の
虚
無
と
一
つ
の
も

の
で
あ
る
。
生
命
と
は
虚
無
を
掻
き
集
め
る
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
虚
無
か
ら
の
形
成
力
で
あ
る
。
虚
無
を
掻
き
集

め
て
形
作
ら
れ
た
も
の
は
虚
無
で
は
な
い
。
虚
無
と
人
間
と
は
死
と
生
と
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
虚

無
は
人
間
の
条
件
で
あ
る
。
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人
間
の
条
件
と
し
て
他
の
無
数
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
こ
の
室
、
こ
の
机
、
こ
の
書

物
、
或
い
は
こ
の
書
物
が
与
え
る
知
識
、
ま
た
こ
の
家
の
庭
、
全
体
の
自
然
、
或
い
は
家
族
、
そ
し
て
全
体
の
社

会
…
…
世
界
。
こ
の
い
く
つ
か
の
言
葉
で
表
さ
れ
た
も
の
は
更
に
無
数
の
要
素
に
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
ら
無
数
の
要
素
は
互
い
に
関
係
し
て
い
る
。
ま
た
人
間
と
い
う
も
の
も
、
そ
の
身
体
も
、
そ
の
精
神
も
、
そ
れ

ら
の
要
素
と
同
じ
秩
序
の
も
の
に
限
り
な
く
分
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
一
つ
の
細
胞
に
と
っ
て
他

の
す
べ
て
の
細
胞
は
条
件
で
あ
り
、
一
つ
の
心
象
に
と
っ
て
他
の
す
べ
て
の
心
象
は
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条

件
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
条
件
と
関
係
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
ど
こ
ま
で
も
分
解
を
進
め
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
条
件
以
外

に
何
等
か
人
間
そ
の
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
自
己
が
世
界
の
要
素
と

同
じ
要
素
に
分
解
さ
れ
て
し
ま
う
の
を
見
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
私
が
世
界
と
異
な
る
或
る
も
の

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
人
間
と
人
間
の
条
件
と
は
ど
こ
ま
で
も
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

物
が
人
間
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
虚
無
の
中
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
よ
う
な
物
と
し
て
顕
れ

る
と
い
う
こ
と
に
依
っ
て
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
世
界
―
―
そ
れ
を
無
限
に
大
き
く
考
え
る
に
せ
よ
、
無
限
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に
小
さ
く
考
え
る
に
せ
よ
―
―
が
人
間
の
条
件
で
あ
る
こ
と
に
と
っ
て
虚
無
は
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
。
虚
無

と
い
う
人
間
の
根
本
的
条
件
に
制
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
虚
無
に
帰
し
得
る
も
の
、
い
な
、
虚
無
で

あ
る
も
の
と
し
て
、
世
界
の
物
は
人
間
の
条
件
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
初
め
て
、
人
間
は
世
界
と
同
じ
要
素
に
、

そ
れ
ら
の
要
素
の
関
係
に
、
限
り
な
く
分
解
さ
れ
得
る
に
し
て
も
、
人
間
と
世
界
と
の
間
に
、
人
間
と
人
間
の
条

件
と
の
間
に
、
ど
こ
ま
で
も
区
別
が
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
。
虚
無
が
人
間
の
条
件
の
条
件
で
な
い
な
ら
ば
、
如

何
に
し
て
私
の
自
己
は
世
界
の
要
素
と
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
或
る
も
の
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

虚
無
が
人
間
の
条
件
或
い
は
人
間
の
条
件
で
あ
る
も
の
の
条
件
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
生
は
形
成
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
従
っ
て
く
る
。
自
己
は
形
成
力
で
あ
り
、
人
間
は
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
は
な

い
、
世
界
も
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
初
め
て
人
間
的
生
命
に
と
っ
て
現
実
的
に
環
境
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
生
命
は
み
ず
か
ら
形
と
し
て
外
に
形
を
作
り
、
物
に
形
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
に
形
を

与
え
る
。
か
よ
う
な
形
成
は
人
間
の
条
件
が
虚
無
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。

世
界
は
要
素
に
分
解
さ
れ
、
人
間
も
こ
の
要
素
的
世
界
の
う
ち
へ
分
解
さ
れ
、
そ
し
て
要
素
と
要
素
と
の
間

に
は
関
係
が
認
め
ら
れ
、
要
素
そ
の
も
の
も
関
係
に
分
解
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
関
係
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は
い
く
つ
か
の
法
則
に
お
い
て
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
は
生

命
は
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
で
あ
る
か
。
生
命
は
抽
象
的
な
法
則
で
な
く
、
単
な
る
関
係
で
も
、
関

係
の
和
で
も
積
で
も
な
く
、
生
命
は
形
で
あ
り
、
し
か
る
に
か
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
は
形
と
い
う
も
の
は
考
え

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
形
成
は
何
処
か
他
の
と
こ
ろ
か
ら
、
即
ち
虚
無
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
形
成
は

つ
ね
に
虚
無
か
ら
の
形
成
で
あ
る
。
形
の
成
立
も
、
形
と
形
と
の
関
係
も
、
形
か
ら
形
へ
の
変
化
も
た
だ
虚
無
を

根
柢
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
形
と
い
う
も
の
の
本
質
的
な
特
徴
が
あ
る
。

古
代
は
実
体
概
念
に
よ
っ
て
思
考
し
、
近
代
は
関
係
概
念
或
い
は
機
能
概
念
（
函
数
概
念
）
に
よ
っ
て
思
考

し
た
。
新
し
い
思
考
は
形
の
思
考
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
形
は
単
な
る
実
体
で
な
く
、
単
な
る
関
係
乃
至
機
能
で

も
な
い
。
形
は
い
わ
ば
両
者
の
綜
合
で
あ
る
。
関
係
概
念
と
実
体
概
念
と
が
一
つ
で
あ
り
、
実
体
概
念
と
機
能
概

念
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
形
が
考
え
ら
れ
る
。

以
前
の
人
間
は
限
定
さ
れ
た
世
界
の
う
ち
に
生
活
し
て
い
た
。
そ
の
住
む
地
域
は
端
か
ら
端
ま
で
見
通
し
の

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
用
い
る
道
具
は
何
処
の
何
某
が
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
技
倆
は
ど
れ
ほ
ど
の
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も
の
で
あ
る
か
が
分
っ
て
い
た
。
ま
た
彼
が
得
る
報
道
や
知
識
に
し
て
も
、何
処
の
何
某
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
人
が
ど
れ
ほ
ど
信
用
の
で
き
る
男
で
あ
る
か
が
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
生
活
条
件
、
彼
の
環
境

が
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
従
っ
て
形
の
見
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
人
間
自
身
も
、

そ
の
精
神
に
お
い
て
も
、
そ
の
表
情
に
お
い
て
も
、
そ
の
風
貌
に
お
い
て
も
、
は
っ
き
り
し
た
形
の
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
以
前
の
人
間
に
は
性
格
が
あ
っ
た
。

し
か
る
に
今
日
の
人
間
の
条
件
は
異
な
っ
て
い
る
。
現
代
人
は
無
限
定
な
世
界
に
住
ん
で
い
る
。
私
は
私
の

使
っ
て
い
る
道
具
が
何
処
の
何
某
の
作
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
し
、
私
が
拠
り
所
に
し
て
い
る
報
道
や

知
識
も
何
処
の
何
某
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
。
す
べ
て
が
ア
ノ
ニ
ム
（
無
名
）
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
の
み
で
な
い
。
す
べ
て
が
ア
モ
ル
フ
（
無
定
形
）
の
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
生
活
条
件
の
う
ち
に
生
き
る

も
の
と
し
て
現
代
人
自
身
も
無
名
な
、
無
定
形
な
も
の
と
な
り
、
無
性
格
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
現
代
人
の
世
界
が
か
よ
う
に
無
限
定
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
実
は
、
そ
れ
が
最
も
限
定
さ
れ
た
結

果
と
し
て
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
交
通
の
発
達
に
よ
っ
て
世
界
の
隅
々
ま
で
互
い
に
関
係
附
け
ら
れ
て
い
る
。
私

は
見
え
な
い
無
数
の
も
の
に
繋
が
れ
て
い
る
。
孤
立
し
た
も
の
は
無
数
の
関
係
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
極
め
て
よ

く
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
実
体
的
な
も
の
は
関
係
に
分
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
厳
密
に
限
定
さ
れ
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た
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
限
定
さ
れ
た
世
界
に
対
し
て
以
前
の
世
界
が
む
し
ろ
無
限
定
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
今
日
の
世
界
は
無
限
定
で
あ
る
、
関
係
的
乃
至
函
数
的
に
は
限

定
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
或
い
は
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
尽
し
た
結
果
、
形
と
し
て
は
却
っ
て
無
限
定

な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
無
限
定
が
実
は
特
定
の
限
定
の
仕
方
の
発
達
し
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
こ

ろ
に
、
現
代
人
の
無
性
格
と
い
わ
れ
る
も
の
の
特
殊
な
複
雑
さ
が
あ
る
。

今
日
の
人
間
の
最
大
の
問
題
は
、
か
よ
う
に
形
の
な
い
も
の
か
ら
如
何
に
し
て
形
を
作
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
問
題
は
内
在
的
な
立
場
に
お
い
て
は
解
決
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
無
定
形
な
状
態
は
限
定
の
発

達
し
尽
し
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
こ
に
現
代
の
あ
ら
ゆ
る
超
越
的
な
考
え
方
の
意
義
が
あ
る
。
形

成
は
虚
無
か
ら
の
形
成
、
科
学
を
超
え
た
芸
術
的
と
も
い
う
べ
き
形
成
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
種
芸
術
的
な
世

界
観
、
し
か
も
観
照
的
で
な
く
て
形
成
的
な
世
界
観
が
支
配
的
に
な
る
に
至
る
ま
で
は
、
現
代
に
は
救
済
が
な
い

と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

現
代
の
混
乱
と
い
わ
れ
る
も
の
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
混
合
し
つ
つ
あ
る
。
対
立
す
る
も
の
が
綜
合

さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
対
立
す
る
も
の
が
混
合
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
実
際
に
近
い
。
こ
の
混
合
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か
ら
新
し
い
形
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
形
の
生
成
は
綜
合
の
弁
証
法
で
あ
る
よ
り
も
混
合
の
弁
証
法
で
あ
る
。

私
の
い
う
構
想
力
の
論
理
は
混
合
の
弁
証
法
と
し
て
特
徴
附
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
混
合
は
不
定
な
も

の
の
結
合
で
あ
り
、
そ
の
不
定
な
も
の
の
不
定
性
の
根
拠
は
虚
無
の
存
在
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
虚
無
に
お

い
て
あ
り
、
且
つ
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
的
に
虚
無
を
抱
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
混
合
が
考
え
ら
れ
る
。
虚
無
は
一
般
的

な
存
在
を
有
す
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
特
殊
的
な
存
在
を
有
す
る
。
混
合
の
弁
証
法
は
虚
無
か
ら

の
形
成
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
カ
オ
ス
か
ら
コ
ス
モ
ス
へ
の
生
成
を
説
い
た
古
代
人
の
哲
学
に
は
深
い
真
理
が
含

ま
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
そ
の
意
味
を
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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孤
独
に
つ
い
て

「
こ
の
無
限
の
空
間
の
永
遠
の
沈
黙
は
私
を
戦
慄
さ
せ
る
」（
パ
ス
カ
ル
）。

孤
独
が
恐
し
い
の
は
、
孤
独
そ
の
も
の
の
た
め
で
な
く
、
む
し
ろ
孤
独
の
条
件
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
恰
も
、

死
が
恐
し
い
の
は
、
死
そ
の
も
の
の
た
め
で
な
く
、
む
し
ろ
死
の
条
件
に
よ
っ
て
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し

か
し
孤
独
の
条
件
以
外
に
孤
独
そ
の
も
の
が
あ
る
の
か
。
死
の
条
件
以
外
に
死
そ
の
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
条
件
以
外
に
そ
の
実
体
を
捉
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
、
―
―
死
も
、
孤
独
も
、
ま
こ
と
に
か
く
の
如
き
も

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
実
体
性
の
な
い
も
の
は
実
在
性
の
な
い
も
の
と
い
え
る
か
、
ま
た
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。

古
代
哲
学
は
実
体
性
の
な
い
と
こ
ろ
に
実
在
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
、死
も
、

そ
し
て
孤
独
も
、
恰
も
闇
が
光
の
欠
乏
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
単
に
欠
乏
（
ス
テ
レ
ー
シ
ス
）
を
意
味
す
る
に
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過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
近
代
人
は
条
件
に
依
っ
て
思
考
す
る
。
条
件
に
依
っ
て
思
考
す
る
こ
と
を

教
え
た
の
は
近
代
科
学
で
あ
る
。
だ
か
ら
近
代
科
学
は
死
の
恐
怖
や
孤
独
の
恐
怖
の
虚
妄
性
を
明
ら
か
に
し
た
の

で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
実
在
性
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

孤
独
と
い
う
の
は
独
居
の
こ
と
で
は
な
い
。
独
居
は
孤
独
の
一
つ
の
条
件
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
の
外
的
な

条
件
で
あ
る
。
む
し
ろ
ひ
と
は
孤
独
を
逃
れ
る
た
め
に
独
居
し
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
隠
遁
者
と
い
う
も
の
は
し

ば
し
ば
か
よ
う
な
人
で
あ
る
。

孤
独
は
山
に
な
く
、街
に
あ
る
。
一
人
の
人
間
に
あ
る
の
で
な
く
、大
勢
の
人
間
の
「
間
」
に
あ
る
の
で
あ
る
。

孤
独
は
「
間
」
に
あ
る
も
の
と
し
て
空
間
の
如
き
も
の
で
あ
る
。「
真
空
の
恐
怖
」
―
―
そ
れ
は
物
質
の
も
の
で

な
く
て
人
間
の
も
の
で
あ
る
。

孤
独
は
内
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
で
は
な
い
。
孤
独
を
感
じ
る
と
き
、
試
み
に
、
自
分
の
手
を
伸
し
て
、
じ
っ

と
見
詰
め
よ
。
孤
独
の
感
じ
は
急
に
迫
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
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孤
独
を
味
わ
う
た
め
に
、
西
洋
人
な
ら
街
に
出
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
東
洋
人
は
自
然
の
中
に
入
っ
た
。

彼
等
に
は
自
然
が
社
会
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
東
洋
人
に
社
会
意
識
が
な
い
と
い
う
の
は
、
彼
等
に

は
人
間
と
自
然
と
が
対
立
的
に
考
え
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。

東
洋
人
の
世
界
は
薄
明
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
る
に
西
洋
人
の
世
界
は
昼
の
世
界
と
夜
の
世
界
で
あ
る
。
昼

と
夜
と
の
対
立
の
な
い
と
こ
ろ
が
薄
明
で
あ
る
。
薄
明
の
淋
し
さ
は
昼
の
淋
し
さ
と
も
夜
の
淋
し
さ
と
も
性
質
的

に
違
っ
て
い
る
。

孤
独
に
は
美
的
な
誘
惑
が
あ
る
。
孤
独
に
は
味
わ
い
が
あ
る
。
も
し
誰
も
が
孤
独
を
好
む
と
し
た
ら
、
こ
の

味
わ
い
の
た
め
で
あ
る
。
孤
独
の
美
的
な
誘
惑
は
女
の
子
も
知
っ
て
い
る
。
孤
独
の
よ
り
高
い
倫
理
的
意
義
に
達

す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
の
だ
。

そ
の
一
生
が
孤
独
の
倫
理
的
意
義
の
探
求
で
あ
っ
た
と
い
い
得
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
さ
え
、
そ
の
美
的
な

誘
惑
に
し
ば
し
ば
負
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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感
情
は
主
観
的
で
知
性
は
客
観
的
で
あ
る
と
い
う
普
通
の
見
解
に
は
誤
謬
が
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
逆
が
一
層

真
理
に
近
い
。
感
情
は
多
く
の
場
合
客
観
的
な
も
の
、
社
会
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
知
性
こ
そ
主
観
的
な
も
の
、

人
格
的
な
も
の
で
あ
る
。
真
に
主
観
的
な
感
情
は
知
性
的
で
あ
る
。
孤
独
は
感
情
で
な
く
知
性
に
属
す
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

真
理
と
客
観
性
、
従
っ
て
非
人
格
性
と
を
同
一
視
す
る
哲
学
的
見
解
ほ
ど
有
害
な
も
の
は
な
い
。
か
よ
う
な

見
解
は
真
理
の
内
面
性
の
み
で
な
く
、
ま
た
特
に
そ
の
表
現
性
を
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。

い
か
な
る
対
象
も
私
を
し
て
孤
独
を
超
え
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
孤
独
に
お
い
て
私
は
対
象
の
世
界
を
全

体
と
し
て
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

孤
独
で
あ
る
と
き
、
我
々
は
物
か
ら
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
我
々
が
物
に
お
い
て
滅
ぶ
の
は
孤
独
を
知

ら
な
い
時
で
あ
る
。
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物
が
真
に
表
現
的
な
も
の
と
し
て
我
々
に
迫
る
の
は
孤
独
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
が
孤
独
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
そ
の
呼
び
掛
け
に
応
え
る
自
己
の
表
現
活
動
に
お
い
て
の
ほ
か
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
、
植
物
は
人
間
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
見
ら
れ
る
こ
と
が
そ
れ
に
と
っ
て
救
済
で
あ
る
と
い

っ
た
が
、
表
現
す
る
こ
と
は
物
を
救
う
こ
と
で
あ
り
、
物
を
救
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
救
う
こ
と
で
あ
る
。
か

よ
う
に
し
て
、
孤
独
は
最
も
深
い
愛
に
根
差
し
て
い
る
。
そ
こ
に
孤
独
の
実
在
性
が
あ
る
。
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も
し
私
に
人
間
の
性
の
善
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
人
間
の
心
に
お
け
る

嫉
妬
の
存
在
で
あ
る
。
嫉
妬
こ
そ
ベ
ー
コ
ン
が
い
っ
た
よ
う
に
悪
魔
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
属
性
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
嫉
妬
は
狡
猾
に
、
闇
の
中
で
、
善
い
も
の
を
害
す
る
こ
と
に
向
っ
て
働
く
の
が
一
般
で
あ
る
か
ら
。

ど
の
よ
う
な
情
念
で
も
、
天
真
爛
漫
に
現
れ
る
場
合
、
つ
ね
に
或
る
美
し
さ
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
嫉

妬
に
は
天
真
爛
漫
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
愛
と
嫉
妬
と
は
、
種
々
の
点
で
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
先
ず
こ
の
一

点
で
全
く
違
っ
て
い
る
。
即
ち
愛
は
純
粋
で
あ
り
得
る
に
反
し
て
、
嫉
妬
は
つ
ね
に
陰
険
で
あ
る
。
そ
れ
は
子
供

の
嫉
妬
に
お
い
て
す
ら
そ
う
で
あ
る
。

愛
と
嫉
妬
と
は
あ
ら
ゆ
る
情
念
の
う
ち
最
も
術
策
的
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
他
の
情
念
に
比
し
て
遥
か
に
持
続

的
な
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
こ
に
理
智
の
術
策
が
入
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
逆
に
理
智
の
術
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策
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
情
念
は
持
続
性
を
増
す
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
情
念
も
愛
と
嫉
妬
と
ほ
ど
人
間
を
苦
し
め

な
い
、
な
ぜ
な
ら
他
の
情
念
は
そ
れ
ほ
ど
持
続
的
で
な
い
か
ら
。
こ
の
苦
し
み
の
中
か
ら
あ
ら
ゆ
る
術
策
が
生
れ

て
く
る
。
し
か
も
愛
は
嫉
妬
の
混
入
に
よ
っ
て
術
策
的
に
な
る
こ
と
が
如
何
に
多
い
か
。
だ
か
ら
術
策
的
な
愛
に

よ
っ
て
の
ほ
か
楽
し
ま
な
い
者
は
、
相
手
に
嫉
妬
を
起
さ
せ
る
よ
う
な
手
段
を
用
い
る
。

嫉
妬
は
平
生
は
「
考
え
」
な
い
人
間
に
も
「
考
え
」
さ
せ
る
。

愛
と
嫉
妬
と
の
強
さ
は
、
そ
れ
ら
が
烈
し
く
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
想
像
力
は
魔
術

的
な
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
自
分
の
想
像
力
で
作
り
出
し
た
も
の
に
対
し
て
嫉
妬
す
る
。
愛
と
嫉
妬
と
が
術
策
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
ら
が
想
像
力
を
駆
り
立
て
、
想
像
力
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
動
く
と
こ
ろ
か
ら
生
ず

る
。
し
か
も
嫉
妬
に
お
い
て
想
像
力
が
働
く
の
は
そ
の
中
に
混
入
し
て
い
る
何
等
か
の
愛
に
依
っ
て
で
あ
る
。
嫉

妬
の
底
に
愛
が
な
く
、
愛
の
う
ち
に
悪
魔
が
い
な
い
と
、
誰
が
知
ろ
う
か
。

嫉
妬
は
自
分
よ
り
も
高
い
地
位
に
あ
る
者
、
自
分
よ
り
も
幸
福
な
状
態
に
あ
る
者
に
対
し
て
起
る
。
だ
が
そ
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の
差
異
が
絶
対
的
で
な
く
、
自
分
も
彼
の
よ
う
に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
全
く
異
質
的

で
な
く
、
共
通
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
嫉
妬
は
、
嫉
妬
さ
れ
る
者
の
位
置
に
自
分
を
高
め
よ
う
と

す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
彼
を
自
分
の
位
置
に
低
め
よ
う
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
嫉
妬
が
よ
り
高
い
も
の
を

目
差
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
表
面
上
の
こ
と
で
あ
る
、
そ
れ
は
本
質
的
に
は
平
均
的
な
も
の
に
向
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
愛
が
そ
の
本
性
に
お
い
て
つ
ね
に
よ
り
高
い
も
の
に
憧
れ
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
嫉
妬
は
、
愛
と
相
反
す
る
性
質
の
も
の
と
し
て
、
人
間
的
な
愛
に
何
か
補
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も

の
が
あ
る
か
の
如
く
、
絶
え
ず
そ
の
中
に
干
渉
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

同
じ
職
業
の
者
が
真
の
友
達
に
な
る
こ
と
は
違
っ
た
職
業
の
者
の
間
に
お
い
て
よ
り
も
遥
か
に
困
難
で
あ
る
。

嫉
妬
は
性
質
的
な
も
の
の
上
に
働
く
の
で
な
く
、
量
的
な
も
の
の
上
に
働
く
の
で
あ
る
。
特
殊
的
な
も
の
、

個
性
的
な
も
の
は
、
嫉
妬
の
対
象
と
は
な
ら
ぬ
。
嫉
妬
は
他
を
個
性
と
し
て
認
め
る
こ
と
、
自
分
を
個
性
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
一
般
的
な
も
の
に
関
し
て
ひ
と
は
嫉
妬
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
愛
の
対

象
と
な
る
の
は
一
般
的
な
も
の
で
な
く
て
特
殊
的
な
も
の
、
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
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嫉
妬
は
心
の
奥
深
く
燃
え
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
何
等
内
面
性
を
知
ら
ぬ
。

嫉
妬
と
は
す
べ
て
の
人
間
が
神
の
前
に
お
い
て
は
平
等
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
者
の
人
間
の
世
界
に
お
い
て

平
均
化
を
求
め
る
傾
向
で
あ
る
。

嫉
妬
は
出
歩
い
て
、
家
を
守
ら
な
い
。
そ
れ
は
自
分
に
留
ま
ら
な
い
で
絶
え
ず
外
へ
出
て
ゆ
く
好
奇
心
の
ひ

と
つ
の
大
き
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
嫉
妬
の
ま
じ
ら
な
い
無
邪
気
な
好
奇
心
と
い
う
も
の
は
如
何
に
稀
で
あ
る

か
。一

つ
の
情
念
は
知
性
に
依
っ
て
よ
り
も
他
の
情
念
に
依
っ
て
一
層
よ
く
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、

一
般
的
な
真
理
で
あ
る
。
英
雄
は
嫉
妬
的
で
な
い
と
い
う
言
葉
が
も
し
ほ
ん
と
で
あ
る
と
し
た
ら
、
彼
等
に
お
い

て
は
功
名
心
と
か
競
争
心
と
か
い
う
他
の
情
念
が
嫉
妬
よ
り
も
強
く
、
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
一
層
持
続
的
な

力
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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功
名
心
や
競
争
心
は
し
ば
し
ば
嫉
妬
と
間
違
え
ら
れ
る
。
し
か
し
両
者
の
差
異
は
明
瞭
で
あ
る
。
先
ず
功
名

心
や
競
争
心
は
公
共
的
な
場
所
を
知
っ
て
い
る
に
反
し
、
嫉
妬
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
。
嫉
妬
は
す
べ
て
の
公
事
を

私
事
と
解
し
て
考
え
る
。
嫉
妬
が
功
名
心
や
競
争
心
に
転
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
逆
の
場
合
よ
り
も
遥
か
に
困

難
で
あ
る
。

嫉
妬
は
つ
ね
に
多
忙
で
あ
る
。
嫉
妬
の
如
く
多
忙
で
、
し
か
も
不
生
産
的
な
情
念
の
存
在
を
私
は
知
ら
な
い
。

も
し
無
邪
気
な
心
と
い
う
も
の
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
嫉
妬
的
で
な
い
心
と
い
う
の
が
何
よ
り
も
適

当
で
あ
ろ
う
。

自
信
が
な
い
こ
と
か
ら
嫉
妬
が
起
る
と
い
う
の
は
正
し
い
。
尤
も
何
等
の
自
信
も
な
け
れ
ば
嫉
妬
の
起
り
よ

う
も
な
い
わ
け
で
あ
る
が
。
し
か
し
嫉
妬
は
そ
の
対
象
に
お
い
て
自
己
が
嫉
妬
し
て
い
る
当
の
点
を
避
け
て
他
の

点
に
触
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
嫉
妬
は
詐
術
的
で
あ
る
。
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嫉
妬
心
を
な
く
す
る
た
め
に
、
自
信
を
持
て
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
自
信
は
如
何
に
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
か
。

自
分
で
物
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
嫉
妬
か
ら
は
何
物
も
作
ら
れ
な
い
。
人
間
は
物
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己

を
作
り
、
か
く
て
個
性
に
な
る
。
個
性
的
な
人
間
ほ
ど
嫉
妬
的
で
な
い
。
個
性
を
離
れ
て
幸
福
が
存
在
し
な
い
こ

と
は
こ
の
事
実
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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成
功
に
つ
い
て

今
日
の
倫
理
学
の
殆
ど
す
べ
て
に
お
い
て
置
き
忘
れ
ら
れ
た
二
つ
の
最
も
著
し
い
も
の
は
、
幸
福
と
成
功
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
相
反
す
る
意
味
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
幸
福

は
も
は
や
現
代
的
な
も
の
で
な
い
故
に
。
そ
し
て
成
功
は
あ
ま
り
に
現
代
的
な
も
の
で
あ
る
故
に
。

古
代
人
や
中
世
的
人
間
の
モ
ラ
ル
の
う
ち
に
は
、
我
々
の
意
味
に
お
け
る
成
功
と
い
う
も
の
は
何
処
に
も
存

し
な
い
よ
う
に
思
う
。
彼
等
の
モ
ラ
ル
の
中
心
は
幸
福
で
あ
っ
た
の
に
反
し
て
、
現
代
人
の
そ
れ
は
成
功
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
成
功
す
る
と
い
う
こ
と
が
人
々
の
主
な
問
題
と
な
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
幸
福
と

い
う
も
の
は
も
は
や
人
々
の
深
い
関
心
で
な
く
な
っ
た
。

成
功
の
モ
ラ
ル
が
近
代
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
進
歩
の
観
念
が
近
代
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る

の
に
似
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
実
は
両
者
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。
近
代
啓
蒙
主
義
の
倫
理
に
お
け

る
幸
福
論
は
幸
福
の
モ
ラ
ル
か
ら
成
功
の
モ
ラ
ル
へ
の
推
移
を
可
能
に
し
た
。
成
功
と
い
う
も
の
は
、
進
歩
の
観
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念
と
同
じ
く
、
直
線
的
な
向
上
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
幸
福
に
は
、
本
来
、
進
歩
と
い
う
も
の
は
な
い
。

中
庸
は
一
つ
の
主
要
な
徳
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
徳
の
根
本
的
な
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
こ
の
観
点
を
破
っ
た
と
こ
ろ
に
成
功
の
モ
ラ
ル
の
近
代
的
な
新
し
さ
が
あ
る
。

成
功
の
モ
ラ
ル
は
お
よ
そ
非
宗
教
的
な
も
の
で
あ
り
、
近
代
の
非
宗
教
的
な
精
神
に
相
応
し
て
い
る
。

成
功
と
幸
福
と
を
、
不
成
功
と
不
幸
と
を
同
一
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
人
間
は
真
の
幸
福
が
何
で
あ

る
か
を
理
解
し
得
な
く
な
っ
た
。
自
分
の
不
幸
を
不
成
功
と
し
て
考
え
て
い
る
人
間
こ
そ
、
ま
こ
と
に
憐
れ
む
べ

き
で
あ
る
。

他
人
の
幸
福
を
嫉
妬
す
る
者
は
、
幸
福
を
成
功
と
同
じ
に
見
て
い
る
場
合
が
多
い
。
幸
福
は
各
人
の
も
の
、

人
格
的
な
、
性
質
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
成
功
は
一
般
的
な
も
の
、
量
的
に
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
成
功
は
、
そ
の
本
性
上
、
他
人
の
嫉
妬
を
伴
い
易
い
。
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幸
福
が
存
在
に
関
わ
る
の
に
反
し
て
、
成
功
は
過
程
に
関
わ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
他
人
か
ら
は
彼
の
成
功

と
見
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
自
分
で
は
自
分
に
関
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
無
関
心
で
い
る
人
間

が
あ
る
。
か
よ
う
な
人
間
は
二
重
に
他
人
か
ら
嫉
妬
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。

Streber

―
―
こ
の
ド
イ
ツ
語
で
最
も
適
切
に
表
さ
れ
る
種
類
の
成
功
主
義
者
こ
そ
、
俗
物
中
の
俗
物
で
あ
る
。

他
の
種
類
の
俗
物
は
時
と
し
て
気
紛
れ
に
俗
物
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。
し
か
る
に
こ
の
努
力
家
型
の
成
功
主
義

者
は
、
決
し
て
軌
道
を
は
ず
す
こ
と
が
な
い
故
に
、
そ
れ
だ
け
俗
物
と
し
て
完
全
で
あ
る
。

シ
ュ
ト
レ
ー
バ
ー
【
ガ
リ
勉
】
と
い
う
の
は
、
生
き
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
冒
険
で
あ
る
と
い
う
形
而
上
学
的
真

理
を
如
何
な
る
場
合
に
も
理
解
す
る
こ
と
の
な
い
人
間
で
あ
る
。
想
像
力
の
欠
乏
が
こ
の
努
力
家
型
を
特
徴
附
け

て
い
る
。

成
功
も
人
生
に
本
質
的
な
冒
険
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
と
き
、
成
功
主
義
は
意
味
を
な
さ
な
く

な
る
で
あ
ろ
う
。
成
功
を
冒
険
の
見
地
か
ら
理
解
す
る
か
、
冒
険
を
成
功
の
見
地
か
ら
理
解
す
る
か
は
、
本
質
的
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に
違
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
成
功
主
義
は
後
の
場
合
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
真
の
冒
険
は
な
い
。
人
生
は
賭
で
あ
る
と

い
う
言
葉
ほ
ど
勝
手
に
理
解
さ
れ
て
濫
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。

一
種
の
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
成
功
を
追
求
す
る
者
は
健
全
で
あ
る
。

純
粋
な
幸
福
は
各
人
に
お
い
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
成
功
は
そ
う
で
は
な
い
。
エ
ピ
ゴ
ー

ネ
ン
ト
ゥ
ム
（
追
随
者
風
【Epigonentum

】）
は
多
く
の
場
合
成
功
主
義
と
結
び
附
い
て
い
る
。

近
代
の
成
功
主
義
者
は
型
と
し
て
は
明
瞭
で
あ
る
が
個
性
で
は
な
い
。

古
代
に
お
い
て
は
、
個
人
意
識
は
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
型
的
な
人
間
が
個
性
的
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
個
人
意
識
の
発
達
し
た
現
代
に
お
い
て
は
却
っ
て
、
型
的
な
人
間
は
量
的
な
平
均
的
な

人
間
で
あ
っ
て
個
性
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
生
じ
た
。
現
代
文
化
の
悲
劇
、
或
い
は
む
し
ろ
喜
劇
は
、
型
と
個

性
と
の
分
離
に
あ
る
。
そ
こ
に
個
性
と
し
て
は
型
的
な
強
さ
が
な
く
、
型
と
し
て
は
個
性
的
な
鮮
か
さ
の
な
い
人

間
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
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成
功
の
モ
ラ
ル
は
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
人
生
に
対
す
る
意
義
は
主
と
し
て
こ
の

オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
意
義
で
あ
る
。
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
根
柢
に
は
合
理
主
義
或
い
は
主
知
主
義
が
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
し
か
る
に
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
こ
の
方
向
に
洗
煉
さ
れ
た
場
合
、
な
お
何
等
か
成
功
主
義
と
い
う
も
の
が

残
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

成
功
主
義
者
が
非
合
理
主
義
者
で
あ
る
場
合
、
彼
は
恐
る
べ
き
で
あ
る
。

近
代
的
な
冒
険
心
と
、
合
理
主
義
と
、
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
、
進
歩
の
観
念
と
の
混
合
か
ら
生
ま
れ
た
最
高

の
も
の
は
企
業
家
的
精
神
で
あ
る
。
古
代
の
人
間
理
想
が
賢
者
で
あ
り
、中
世
の
そ
れ
が
聖
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

近
代
の
そ
れ
は
企
業
家
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
る
べ
き
多
く
の
理
由

が
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
が
一
般
に
は
そ
の
よ
う
に
純
粋
に
把
握
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
近
代
の
拝
金
主
義
の
結
果

で
あ
る
。

も
し
ひ
と
が
い
く
ら
か
の
権
力
を
持
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
成
功
主
義
者
ほ
ど
御
し
易
い
も
の
は
な
い
で
あ
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ろ
う
。
部
下
を
御
し
て
ゆ
く
手
近
な
道
は
、
彼
等
に
立
身
出
世
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
吹
き
込
む
こ
と
で
あ
る
。

私
は
今
ニ
ー
チ
ェ
の
モ
ラ
ル
の
根
本
が
成
功
主
義
に
対
す
る
極
端
な
反
感
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
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瞑
想
に
つ
い
て

た
と
え
ば
人
と
対
談
し
て
い
る
最
中
に
私
は
突
然
黙
り
込
む
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
時
、
私
は
瞑
想
に
訪
問

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
瞑
想
は
つ
ね
に
不
意
の
客
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
招
く
の
で
な
く
、
ま
た
招
く
こ
と
も
で
き

な
い
。
し
か
し
そ
れ
の
来
る
と
き
に
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
も
拘
ら
ず
来
る
の
で
あ
る
。「
こ
れ
か
ら
瞑
想
し
よ
う
」

な
ど
と
い
う
こ
と
は
お
よ
そ
愚
に
も
附
か
ぬ
こ
と
だ
。
私
の
為
し
得
る
こ
と
は
せ
い
ぜ
い
こ
の
不
意
の
客
に
対
し

て
常
に
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。

思
索
は
下
か
ら
昇
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
瞑
想
は
上
か
ら
降
り
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

或
る
天
与
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
瞑
想
と
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
の
最
も
深
い
結
び
附
き
が
あ
る
。
瞑
想

は
多
か
れ
少
な
か
れ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
思
い
設
け
ぬ
客
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
来
る
こ
と
が
で
き
る
。
単
に
ひ
と
り
静
か
に
居
る
時
の
み
で
は
な
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い
、
全
き
喧
騒
の
中
に
お
い
て
も
そ
れ
は
来
る
の
で
あ
る
。
孤
独
は
瞑
想
の
条
件
で
あ
る
よ
り
も
結
果
で
あ
る
。

例
え
ば
大
勢
の
聴
衆
に
向
っ
て
話
し
て
い
る
時
、
私
は
不
意
に
瞑
想
に
襲
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
こ
の

不
可
抗
の
闖
入
者
は
、
私
は
そ
れ
を
虐
殺
す
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
に
全
く
身
を
委
せ
て
つ
い
て
ゆ
く
か
で
あ
る
。

瞑
想
に
は
条
件
が
な
い
。条
件
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
を
天
与
の
も
の
と
思
わ
せ
る
根
本
的
な
理
由
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ポ
テ
ィ
ダ
イ
ア
の
陣
営
に
お
い
て
一
昼
夜
立
ち
続
け
て
瞑
想
に
耽
っ
た
と
い
う

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
時
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ま
さ
に
瞑
想
し
た
の
で
あ
っ
て
、
思
索
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
が

思
索
し
た
の
は
却
っ
て
彼
が
市
場
に
現
れ
て
誰
で
も
を
捉
え
て
談
論
し
た
時
で
あ
る
。
思
索
の
根
本
的
な
形
式
は

対
話
で
あ
る
。
ポ
テ
ィ
ダ
イ
ア
の
陣
営
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ア
テ
ナ
イ
の
市
場
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
―
―

こ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
瞑
想
と
思
索
と
の
差
異
を
現
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。

思
索
と
瞑
想
と
の
差
異
は
、
ひ
と
は
思
索
の
た
だ
な
か
に
お
い
て
さ
え
瞑
想
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事

実
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
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瞑
想
に
は
過
程
が
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は
本
質
的
に
過
程
的
な
思
索
と
異
な
っ
て
い
る
。

す
べ
て
の
瞑
想
は
甘
美
で
あ
る
。
こ
の
故
に
ひ
と
は
瞑
想
を
欲
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
す
べ
て
の
人
間

は
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
嗜
好
を
も
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
瞑
想
は
本
来
我
々
の
意
欲
に
依
存
す
る
も
の
で

は
な
い
。

す
べ
て
の
魅
力
的
な
思
索
の
魅
力
は
瞑
想
に
、
こ
の
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
、
形
而
上
学
的
な
も
の
に
も
と

づ
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
す
べ
て
の
思
想
は
、
元
来
、
甘
い
も
の
で
あ
る
。
思
索
が
甘
い
も
の
で
あ
る

の
で
は
な
い
、
甘
い
思
索
と
い
う
も
の
は
何
等
思
索
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
思
索
の
根
柢
に
あ
る
瞑
想
が
甘
美
な

も
の
な
の
で
あ
る
。

瞑
想
は
そ
の
甘
さ
の
故
に
ひ
と
を
誘
惑
す
る
。
真
の
宗
教
が
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
反
対
す
る
の
は
か
よ
う
な

誘
惑
の
故
で
あ
ろ
う
。
瞑
想
は
甘
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
誘
惑
さ
れ
る
と
き
、
瞑
想
は
も
は
や
瞑
想
で
は
な

く
な
り
、
夢
想
か
空
想
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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瞑
想
を
生
か
し
得
る
も
の
は
思
索
の
厳
し
さ
で
あ
る
。
不
意
の
訪
問
者
で
あ
る
瞑
想
に
対
す
る
準
備
と
い
う

の
は
思
索
の
方
法
的
訓
練
を
具
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

瞑
想
癖
と
い
う
言
葉
は
矛
盾
で
あ
る
。
瞑
想
は
何
等
習
慣
に
な
り
得
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

性
癖
と
な
っ
た
瞑
想
は
何
等
瞑
想
で
は
な
く
、
夢
想
か
空
想
か
で
あ
る
。

瞑
想
の
な
い
思
想
家
は
存
在
し
な
い
。
瞑
想
は
彼
に
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を

も
た
ぬ
如
何
な
る
真
の
思
想
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
真
に
創
造
的
な
思
想
家
は
つ
ね
に
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま

え
て
厳
し
い
思
索
に
集
中
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

勤
勉
は
思
想
家
の
主
要
な
徳
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
思
想
家
と
い
わ
ゆ
る
瞑
想
家
或
い
は
夢
想
家
と
が
区

別
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
ひ
と
は
勤
勉
だ
け
で
思
想
家
に
な
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
そ
こ
に
は
瞑
想
が
与
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
か
ら
。
し
か
し
真
の
思
想
家
は
ま
た
絶
え
ず
瞑
想
の
誘
惑
と
戦
っ
て
い
る
。
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ひ
と
は
書
き
な
が
ら
、
も
し
く
は
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
思
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
瞑
想
は
そ
う
で

は
な
い
。
瞑
想
は
い
わ
ば
精
神
の
休
日
で
あ
る
。
そ
し
て
精
神
に
は
仕
事
と
同
様
、
閑
暇
が
必
要
で
あ
る
。
余
り

に
多
く
書
く
こ
と
も
全
く
書
か
ぬ
こ
と
も
共
に
精
神
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
。

哲
学
的
文
章
に
お
け
る
パ
ウ
ゼ
【Pause

】
と
い
う
も
の
は
瞑
想
で
あ
る
。
思
想
の
ス
タ
イ
ル
は
主
と
し
て
瞑
想

的
な
も
の
に
依
存
し
て
い
る
。
瞑
想
が
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
思
索
は
タ
ク
ト
で
あ
る
。

瞑
想
の
甘
さ
の
う
ち
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
つ
ね
に
エ
ロ
ス
的
な
も
の
が
あ
る
。

思
索
が
瞑
想
に
お
い
て
あ
る
こ
と
は
、
精
神
が
身
体
に
お
い
て
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

瞑
想
は
思
想
的
人
間
の
い
わ
ば
原
罪
で
あ
る
。
瞑
想
の
う
ち
に
、
従
っ
て
ま
た
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
う
ち
に

救
済
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
異
端
で
あ
る
。
宗
教
的
人
間
に
と
っ
て
と
同
様
に
、
思
想
的
人
間
に
と
っ
て
も
、
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救
済
は
本
来
た
だ
言
葉
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
。



二
八
四

噂
に
つ
い
て

噂
は
不
安
定
な
も
の
、不
確
定
な
も
の
で
あ
る
。し
か
も
自
分
で
は
手
の
下
し
よ
う
も
な
い
も
の
で
あ
る
。我
々

は
こ
の
不
安
定
な
も
の
、
不
確
定
な
も
の
に
取
り
巻
か
れ
な
が
ら
生
き
て
ゆ
く
の
ほ
か
な
い
。

し
か
ら
ば
噂
は
我
々
に
と
っ
て
運
命
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
運
命
で
あ
る
に
し
て
は
余
り
に
偶

然
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
偶
然
的
な
も
の
は
時
と
し
て
運
命
よ
り
も
強
く
我
々
の
存
在
を
決
定
す
る
の

で
あ
る
。

も
し
も
そ
れ
が
運
命
で
あ
る
な
ら
、
我
々
は
そ
れ
を
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
も
し
そ
れ
が
運
命
で
あ

る
な
ら
、
我
々
は
そ
れ
を
開
拓
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
噂
は
運
命
で
は
な
い
。
そ
れ
を
運
命
の
如
く
愛
し
た

り
開
拓
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
の
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
る
。我
々
の
少
し
も
拘
泥
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
の
も
の
が
、

我
々
の
運
命
を
さ
え
決
定
す
る
と
い
う
の
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

噂
は
つ
ね
に
我
々
の
遠
く
に
あ
る
。
我
々
は
そ
の
存
在
を
さ
え
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
の
遠
い
も
の
が
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我
々
に
か
く
も
密
接
に
関
係
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
関
係
は
掴
む
こ
と
の
で
き
ぬ
偶
然
の
集
合
で
あ

る
。
我
々
の
存
在
は
無
数
の
眼
に
見
え
ぬ
偶
然
の
糸
に
よ
っ
て
何
処
と
も
知
れ
ぬ
処
に
繋
が
れ
て
い
る
。

噂
は
評
判
と
し
て
一
つ
の
批
評
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
の
批
評
に
は
如
何
な
る
基
準
も
な
く
、
も
し
く
は
無

数
の
偶
然
的
な
基
準
が
あ
り
、
従
っ
て
本
来
な
ん
ら
批
評
で
な
く
、
極
め
て
不
安
定
で
不
確
定
で
あ
る
。
し
か
も

こ
の
不
安
定
で
不
確
定
な
も
の
が
、
我
々
の
社
会
的
に
存
在
す
る
一
つ
の
最
も
重
要
な
形
式
な
の
で
あ
る
。

評
判
を
批
評
の
如
く
受
取
り
、
こ
れ
と
真
面
目
に
対
質
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
無
駄
で
あ
る
。
い
っ
た
い

誰
を
相
手
に
し
よ
う
と
い
う
の
か
。
相
手
は
何
処
に
も
い
な
い
、
も
し
く
は
到
る
処
に
い
る
。
し
か
も
我
々
は
こ

の
対
質
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
絶
え
ず
対
質
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

噂
は
誰
の
も
の
で
も
な
い
、
噂
さ
れ
て
い
る
当
人
の
も
の
で
さ
え
な
い
。
噂
は
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
に
し

て
も
、
厳
密
に
い
う
と
、
社
会
の
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
実
体
の
な
い
も
の
は
、
誰
も
そ
れ
を
信
じ
な
い
と
し
な

が
ら
、
誰
も
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
。
噂
は
原
初
的
な
形
式
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
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噂
は
あ
ら
ゆ
る
情
念
か
ら
出
て
く
る
。
嫉
妬
か
ら
、
猜
疑
心
か
ら
、
競
争
心
か
ら
、
好
奇
心
か
ら
、
等
々
。

噂
は
か
か
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
噂
と
し
て
存
在
す
る
に
至
っ
て
は
も
は
や
情
念
的
な
も
の
で
な
く
て
観
念
的
な

も
の
で
あ
る
。
―
―
熱
情
を
も
っ
て
語
ら
れ
た
噂
は
噂
と
し
て
受
取
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
―
―
そ
こ
に
い
わ
ば

第
一
次
の
観
念
化
作
用
が
あ
る
。
第
二
次
の
観
念
化
作
用
は
噂
か
ら
神
話
へ
の
転
化
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
神
話

は
高
次
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
噂
の
根
源
が
不
安
で
あ
る
と
い
う
の
は
真
理
を
含
ん
で
い
る
。
ひ
と
は
自
己
の
不
安
か
ら
噂
を
作

り
、
受
取
り
、
ま
た
伝
え
る
。
不
安
は
情
念
の
中
の
一
つ
の
情
念
で
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
情
念
を
動
か
す
も

の
、
情
念
の
情
念
と
も
い
う
べ
く
、
従
っ
て
ま
た
情
念
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
不
安
と
虚
無
と
が
一
つ
に
考
え

ら
れ
る
の
も
こ
れ
に
依
っ
て
で
あ
る
。
虚
無
か
ら
生
れ
た
も
の
と
し
て
噂
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

噂
は
過
去
も
未
来
も
知
ら
な
い
。
噂
は
本
質
的
に
現
在
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
浮
動
的
な
も
の
に
我
々
が
次

か
ら
次
へ
移
し
入
れ
る
情
念
や
合
理
化
に
よ
る
加
工
は
そ
れ
を
神
話
化
し
て
ゆ
く
結
果
に
な
る
。
だ
か
ら
噂
は
永

続
す
る
に
従
っ
て
神
話
に
変
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
噂
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
我
々
は
噂
さ
れ
る
こ
と
に
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よ
っ
て
滅
び
る
こ
と
は
な
い
。
噂
を
い
つ
ま
で
も
噂
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
賢
明
に
無
関
心
で
冷

静
で
あ
り
得
る
人
間
は
少
な
い
か
ら
。

噂
に
は
誰
も
責
任
者
と
い
う
も
の
が
な
い
。
そ
の
責
任
を
引
受
け
て
い
る
も
の
を
我
々
は
歴
史
と
呼
ん
で
い

る
。噂

と
し
て
存
在
す
る
か
否
か
は
、
物
が
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
区
別
す
る
一
つ
の
し
る
し
で
あ
る
。

自
然
の
も
の
に
し
て
も
、
噂
と
な
る
場
合
、
そ
れ
は
歴
史
の
世
界
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
場
合
に
し

て
も
、
歴
史
的
人
物
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
彼
は
一
層
多
く
噂
に
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
す
べ
て
か
く
の
如

く
不
安
定
な
も
の
の
上
に
拠
っ
て
い
る
。
尤
も
噂
は
物
が
歴
史
に
入
る
入
口
に
過
ぎ
ぬ
。
た
い
て
い
の
も
の
は
こ

の
入
口
に
立
つ
だ
け
で
消
え
て
し
ま
う
。
ほ
ん
と
に
歴
史
的
に
な
っ
た
も
の
は
、
も
は
や
噂
と
し
て
存
在
す
る
の

で
な
く
、
む
し
ろ
神
話
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
噂
か
ら
神
話
へ
の
範
疇
転
化
、
そ
こ
に
歴
史
の
観
念
化
作

用
が
あ
る
。

か
く
の
如
く
歴
史
は
情
念
の
中
か
ら
観
念
も
し
く
は
理
念
を
作
り
出
し
て
く
る
。
こ
れ
は
歴
史
の
深
い
秘
密
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に
属
し
て
い
る
。

噂
は
歴
史
に
入
る
入
口
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
は
こ
の
世
界
に
入
る
た
め
に
一
度
は
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
入
口

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
噂
と
い
う
こ
の
荒
々
し
い
も
の
、
不
安
定
な
も
の
の
中
か
ら
出
て

く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
が
結
晶
す
る
前
に
先
ず
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
震
盪
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

歴
史
的
な
も
の
は
批
評
の
中
か
ら
よ
り
も
噂
の
中
か
ら
決
定
さ
れ
て
く
る
。
物
が
歴
史
的
に
な
る
た
め
に
は
、

批
評
を
通
過
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
噂
と
い
う
更
に
気
紛
れ
な
も
の
、
偶
然
的
な
も
の
、
不
確

定
な
も
の
の
中
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

噂
よ
り
も
有
力
な
批
評
と
い
う
も
の
は
甚
だ
稀
で
あ
る
。

歴
史
は
不
確
定
な
も
の
の
中
か
ら
出
て
く
る
。
噂
と
い
う
も
の
は
そ
の
最
も
不
確
定
な
も
の
で
あ
る
。
し
か

も
歴
史
は
最
も
確
定
的
な
も
の
で
は
な
い
の
か
。

噂
の
問
題
は
確
率
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
物
理
的
確
率
と
は
異
な
る
歴
史
的
確
率
の
問
題
で
あ
る
。
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誰
が
そ
の
確
率
を
計
算
し
得
る
か
。

噂
す
る
よ
う
に
批
評
す
る
批
評
家
は
多
い
。
け
れ
ど
も
批
評
を
歴
史
的
確
率
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
批

評
家
は
稀
で
あ
る
。
私
の
知
る
限
り
で
は
ヴ
ァ
レ
リ
イ
が
そ
れ
だ
。
か
よ
う
な
批
評
家
に
は
数
学
者
の
よ
う
な
知

性
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
如
何
に
多
く
の
批
評
家
が
独
断
的
で
あ
る
か
。
そ
こ
で
ま
た
如
何
に
多
く
の
批
評
家

が
、
自
分
も
世
間
も
信
じ
て
い
る
の
と
は
反
対
に
、
批
評
的
で
あ
る
よ
り
も
実
践
的
で
あ
る
か
。
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利
己
主
義
に
つ
い
て

一
般
に
我
々
の
生
活
を
支
配
し
て
い
る
の
は give and take 

の
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
純
粋
な
利
己
主
義

と
い
う
も
の
は
全
く
存
在
し
な
い
か
或
い
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
い
っ
た
い
誰
が
取
ら
な
い
で
た
だ
与
え
る
ば
か

り
で
あ
り
得
る
ほ
ど
有
徳
或
い
は
む
し
ろ
有
力
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
逆
に
い
っ
た
い
誰
が
与
え
な
い
で
た

だ
取
る
ば
か
り
で
あ
り
得
る
ほ
ど
有
力
或
い
は
む
し
ろ
有
徳
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
純
粋
な
英
雄
主
義
が
稀

で
あ
る
よ
う
に
、
純
粋
な
利
己
主
義
も
ま
た
稀
で
あ
る
。

我
々
の
生
活
を
支
配
し
て
い
る
ギ
ヴ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
の
原
則
は
、
た
い
て
い
の
場
合
我
々
は
意
識
し
な

い
で
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、我
々
は
意
識
的
に
の
ほ
か
利
己
主
義
者
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

利
己
主
義
者
が
不
気
味
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
利
己
的
な
人
間
で
あ
る
た
め
で
あ
る
よ
り
も
、
彼
が
意

識
的
な
人
間
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
利
己
主
義
者
を
苦
し
め
る
も
の
は
、
彼
の
相
手
で
は
な
く
、

彼
の
自
意
識
で
あ
る
。
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利
己
主
義
者
は
原
則
的
な
人
間
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
意
識
的
な
人
間
で
あ
る
か
ら
。
―
―
ひ
と
は
習
慣

に
よ
っ
て
の
ほ
か
利
己
主
義
者
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
、
前
の
命
題
と
も
反
し
、
ま
た
相
互

に
矛
盾
す
る
命
題
の
う
ち
に
、
人
間
の
力
と
無
力
と
が
言
い
表
さ
れ
る
。

我
々
の
生
活
は
一
般
に
ギ
ヴ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
の
原
則
に
従
っ
て
い
る
と
言
え
ば
た
い
て
い
の
者
が
な
に

ほ
ど
か
は
反
感
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
人
生
に
お
い
て
実
証
的
で
あ
る
こ
と
が
如
何
に
困
難
で
あ
る

か
を
示
し
て
い
る
。
利
己
主
義
と
い
う
も
の
で
す
ら
、
殆
ど
す
べ
て
が
想
像
上
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
利
己
主

義
者
で
あ
る
要
件
は
、
想
像
力
を
も
た
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

利
己
主
義
者
が
非
情
に
思
わ
れ
る
の
は
、
彼
に
愛
情
と
か
同
情
と
か
が
な
い
た
め
で
あ
る
よ
り
も
、
彼
に
想

像
力
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
想
像
力
は
人
生
に
と
っ
て
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
理
性
に
よ

っ
て
と
い
う
よ
り
も
想
像
力
に
よ
っ
て
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
愛
情
で
す
ら
、
想
像
力
な
く
し
て
何
物
で
あ
る

か
。
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愛
情
は
想
像
力
に
よ
っ
て
量
ら
れ
る
。

実
証
主
義
は
本
質
的
に
非
情
で
あ
る
。
実
証
主
義
の
果
て
が
虚
無
主
義
で
あ
る
の
は
だ
か
ら
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。

利
己
主
義
者
は
中
途
半
端
な
実
証
主
義
者
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
自
覚
に
達
し
な
い
虚
無
主
義
者
で
あ
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
か
。

利
己
的
で
あ
る
こ
と
と
実
証
的
で
あ
る
こ
と
と
は
、
し
ば
し
ば
摩
り
替
え
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
自
己
弁
解
の

た
め
に
、
逆
に
は
他
人
攻
撃
の
た
め
に
。

我
々
の
生
活
を
支
配
す
る
ギ
ヴ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
の
原
則
は
、
期
待
の
原
則
で
あ
る
。
与
え
る
こ
と
に
は

取
る
こ
と
が
、
取
る
こ
と
に
は
与
え
る
こ
と
が
、
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
期
待
の
原
則
と
し
て
、
決
定
論
的

な
も
の
で
な
く
て
む
し
ろ
確
率
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
生
は
蓋
然
的
な
も
の
の
上
に
成
り
立
っ
て

い
る
。
人
生
に
お
い
て
は
蓋
然
的
な
も
の
が
確
実
な
も
の
で
あ
る
。
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我
々
の
生
活
は
期
待
の
上
に
な
り
立
っ
て
い
る
。

期
待
は
他
人
の
行
為
を
拘
束
す
る
魔
術
的
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
我
々
の
行
為
は
絶
え
ず
そ
の
呪
縛
の
も
と

に
あ
る
。
道
徳
の
拘
束
力
も
そ
こ
に
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。
他
人
の
期
待
に
反
し
て
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
考

え
ら
れ
る
よ
り
も
遥
か
に
困
難
で
あ
る
。
時
に
は
人
々
の
期
待
に
全
く
反
し
て
行
動
す
る
勇
気
を
も
た
ね
ば
な
ら

ぬ
。
世
間
が
期
待
す
る
通
り
に
な
ろ
う
と
す
る
人
は
遂
に
自
分
を
発
見
し
な
い
で
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
秀
才
と

呼
ば
れ
た
者
が
平
凡
な
人
間
で
終
る
の
は
そ
の
一
つ
の
例
で
あ
る
。

利
己
主
義
者
は
期
待
し
な
い
人
間
で
あ
る
、
従
っ
て
ま
た
信
用
し
な
い
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
つ
ね

に
猜
疑
心
に
苦
し
め
ら
れ
る
。

ギ
ヴ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
の
原
則
を
期
待
の
原
則
と
し
て
で
な
く
打
算
の
原
則
と
し
て
考
え
る
も
の
が
利
己

主
義
者
で
あ
る
。

人
間
が
利
己
的
で
あ
る
か
否
か
は
、
そ
の
受
取
勘
定
を
ど
れ
ほ
ど
遠
い
未
来
に
延
ば
し
得
る
か
と
い
う
問
題
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で
あ
る
。
こ
の
時
間
的
な
問
題
は
し
か
し
単
な
る
打
算
の
問
題
で
な
く
て
、
期
待
の
、
想
像
力
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
世
で
得
ら
れ
な
い
も
の
を
死
後
に
お
い
て
期
待
す
る
人
は
宗
教
的
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
神

の
存
在
の
証
明
の
要
約
で
あ
る
。

利
己
主
義
者
は
他
の
人
間
が
自
分
と
は
同
じ
よ
う
で
な
い
こ
と
を
暗
黙
に
前
提
し
て
い
る
。
も
し
す
べ
て
の

人
間
が
利
己
的
で
あ
る
と
し
た
な
ら
、
彼
の
利
己
主
義
も
成
立
し
得
な
い
筈
で
あ
る
か
ら
。
利
己
主
義
者
の
誤
算

は
、
そ
の
差
異
が
た
だ
勘
定
の
期
限
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
彼
に

想
像
力
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
拠
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

利
己
主
義
者
は
自
分
で
は
十
分
合
理
的
な
人
間
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
彼
は
公
言
も
す
る
し
、

誇
り
に
さ
え
も
し
て
い
る
。
彼
は
、彼
の
理
智
の
限
界
が
想
像
力
の
欠
乏
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
人
間
が
利
己
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
た
社
会
契
約
説
は
、
想
像
力
の
な
い
合
理
主
義
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の
産
物
で
あ
る
。
社
会
の
基
礎
は
契
約
で
な
く
て
期
待
で
あ
る
。
社
会
は
期
待
の
魔
術
的
な
拘
束
力
の
上
に
建
て

ら
れ
た
建
物
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
利
己
主
義
者
も
自
己
の
特
殊
的
な
利
益
を
一
般
的
な
利
益
と
し
て
主
張
す
る
。
―
―
そ
こ
か
ら

如
何
に
多
く
の
理
論
が
作
ら
れ
て
い
る
か
。
―
―
こ
れ
に
反
し
て
愛
と
宗
教
と
に
お
い
て
は
、
ひ
と
は
却
っ
て
端

的
に
自
己
を
主
張
す
る
。
そ
れ
ら
は
理
論
を
軽
蔑
す
る
の
で
あ
る
。

利
己
主
義
と
い
う
言
葉
は
殆
ど
つ
ね
に
他
人
を
攻
撃
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
。
主
義
と
い
う
も
の
は
自
分
で

称
す
る
よ
り
も
反
対
者
か
ら
押
し
附
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
最
も
日
常
的
な
例
が
こ
こ
に
あ
る
。
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健
康
に
つ
い
て

何
が
自
分
の
為
に
な
り
、
何
が
自
分
の
害
に
な
る
か
、
の
自
分
自
身
の
観
察
が
、
健
康
を
保
つ
最
上
の
物
理

学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
物
理
学
の
規
則
を
超
え
た
智
慧
が
あ
る
。
―
―
私
は
こ
こ
に
こ
の
ベ
ー
コ
ン
の
言

葉
を
記
す
の
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
極
め
て
重
要
な
養
生
訓
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
根
柢
に
あ
る

の
は
、
健
康
は
各
自
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
単
純
な
、
単
純
な
故
に
敬
虔
な
と
さ
え
い
い
得
る
真
理
で
あ
る
。

誰
も
他
人
の
身
代
り
に
健
康
に
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
ま
た
誰
も
自
分
の
身
代
り
に
健
康
に
な
る
こ
と
が
で

き
ぬ
。
健
康
は
全
く
銘
々
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て
平
等
の
も
の
で
あ
る
。
私
は
そ
こ

に
或
る
宗
教
的
な
も
の
を
感
じ
る
。
す
べ
て
の
養
生
訓
は
そ
こ
か
ら
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

風
采
や
気
質
や
才
能
に
つ
い
て
は
、
各
人
に
個
性
が
あ
る
こ
と
は
誰
も
知
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
健
康
に
つ

い
て
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
が
全
く
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誰
も
理
解
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
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ひ
と
は
た
だ
丈
夫
な
と
か
弱
い
と
か
い
う
甚
だ
一
般
的
な
判
断
で
満
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が

恋
愛
や
結
婚
や
交
際
に
お
い
て
幸
福
と
不
幸
を
決
定
す
る
ひ
と
つ
の
最
も
重
要
な
要
素
は
、
各
自
の
健
康
に
お
け

る
極
め
て
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
生
理
的
親
和
性
は
心
理
的
親
和
性
に
劣
ら
ず
微
妙
で
、
大
切
で
あ
る
。
多
く

の
人
間
は
そ
れ
に
気
附
か
な
い
、
し
か
し
本
能
が
彼
等
の
た
め
に
選
択
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
健
康
は
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
健
康
に
つ
い
て
の
規
則
は
人
間
的
個
性
に
関
す
る
規

則
と
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
即
ち
先
ず
自
己
の
個
性
を
発
見
す
る
こ
と
、
そ
の
個
性
に
忠
実

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
個
性
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
生
理
学
の
規
則
と
心
理
学
の
規
則
と
は
同
じ

で
あ
る
。
或
い
は
、
生
理
学
の
規
則
は
心
理
学
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
逆
に
心
理
学
の
規
則
は
生
理
学
的
に
な

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

養
生
論
の
根
柢
に
は
全
自
然
哲
学
が
あ
る
。
こ
れ
は
以
前
、
東
洋
に
お
い
て
も
西
洋
に
お
い
て
も
、
そ
う
で

あ
っ
た
し
、
今
日
も
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
自
然
哲
学
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
あ
の
医
学
や
生

理
学
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
自
然
哲
学
と
近
代
科
学
と
の
相
違
は
、
後
者
が
窮
迫
感
か
ら
出
発
す
る
の
に
反
し

て
、
前
者
は
所
有
感
か
ら
出
立
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
発
明
は
窮
迫
感
か
ら
生
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ず
る
。
故
に
後
者
が
発
明
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
前
者
は
発
見
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

近
代
医
学
は
健
康
の
窮
迫
感
か
ら
、
そ
の
意
味
で
の
病
気
感
か
ら
出
て
き
た
。
し
か
る
に
以
前
の
養
生
論
に
お
い

て
は
、
所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
健
康
か
ら
出
立
し
て
、
如
何
に
し
て
こ
の
自
然
の
も
の
を
形
成
し
つ
つ

維
持
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
。
健
康
は
発
明
さ
せ
な
い
、
病
気
が
発
明
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

健
康
の
問
題
は
人
間
的
自
然
の
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
単
な
る
身
体
の
問
題
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
健
康
に
は
身
体
の
体
操
と
共
に
精
神
の
体
操
が
必
要
で
あ
る
。

私
の
身
体
は
世
の
中
の
物
の
う
ち
私
の
思
想
が
変
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
想
像
の
病
気
は
実

際
の
病
気
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
物
に
お
い
て
は
私
の
仮
定
が
物
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の

に
。
何
よ
り
も
自
分
の
身
体
に
関
す
る
恐
怖
を
遠
ざ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
恐
怖
は
効
果
の
な
い
動
揺
を
生
ず
る
だ
け

で
あ
り
、
そ
し
て
思
案
は
つ
ね
に
恐
怖
を
増
す
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
自
分
が
破
滅
し
た
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
、

と
こ
ろ
が
一
旦
何
か
緊
急
の
用
事
が
出
来
る
と
、
彼
は
自
分
の
生
命
が
完
全
で
あ
る
の
を
見
出
す
と
い
っ
た
例
は

多
い
。
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自
然
に
従
え
と
い
う
の
が
健
康
法
の
公
理
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
、
こ
の
言
葉
の
意
味
を
形
而
上
学
的
な
深

み
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
こ
の
自
然
は
一
般
的
な
も
の
で
な
く
て
個
別
的
な
も
の
、
ま

た
自
己
形
成
的
な
も
の
で
あ
る
。
自
然
に
従
う
と
い
う
の
は
自
然
を
模
倣
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
模
倣

の
思
想
は
近
代
的
な
発
明
の
思
想
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
―
―
そ
の
利
益
は
、
無
用
の
不
安
を
除
い
て
安
心
を
与

え
る
と
い
う
道
徳
的
効
果
に
あ
る
。

健
康
は
物
の
形
と
い
う
よ
う
に
直
観
的
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。

近
代
医
学
が
発
達
し
た
後
に
お
い
て
も
、
健
康
の
問
題
は
究
極
に
お
い
て
自
然
形
而
上
学
の
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
に
何
か
変
化
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
の
形
而
上
学
が
新
し
い
も
の
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

だ
け
で
あ
る
。
医
者
の
不
養
生
と
い
う
諺
は
、
養
生
に
つ
い
て
は
、
医
者
に
も
形
而
上
学
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を

示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
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客
観
的
な
も
の
は
健
康
で
あ
り
、
主
観
的
な
も
の
は
病
的
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
形
而
上

学
か
ら
、
ひ
と
は
立
派
な
養
生
訓
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

健
康
の
観
念
に
最
も
大
き
な
変
化
を
与
え
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。
こ
の
影
響
は
そ
の
主
観
性
の
哲

学
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。
健
康
の
哲
学
を
求
め
た
ニ
ー
チ
ェ
が
あ
の
よ
う
に
厳
し
く
キ
リ
ス
ト
教
を
攻
撃
し
た

の
は
当
然
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
主
観
主
義
は
、
彼
が
あ
れ
ほ
ど
求
め
た
健
康
の
哲
学
に
対
し
て

破
壊
的
で
あ
る
の
ほ
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
近
代
科
学
の
客
観
主
義
は
近
代
の
主
観
主
義

を
単
に
裏
返
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
双
生
児
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
主
観
主
義
が
出

て
き
て
か
ら
、
病
気
の
観
念
は
独
自
性
を
も
ち
、
固
有
の
意
味
を
得
て
き
た
の
で
あ
る
。
病
気
は
健
康
の
欠
乏
と

い
う
よ
り
積
極
的
な
意
味
の
も
の
と
な
っ
た
。

近
代
主
義
の
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
は
人
格
の
分
解
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
と
共
に
重
要
な
出

来
事
は
、
健
康
の
観
念
が
同
じ
よ
う
に
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
人
は
も
は
や
健
康
の
完

全
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
な
い
。
そ
こ
に
現
代
人
の
不
幸
の
大
き
な
原
因
が
あ
る
。
如
何
に
し
て
健
康
の
完
全
な
イ
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メ
ー
ジ
を
取
り
戻
す
か
、
こ
れ
が
今
日
の
最
大
の
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。

「
健
康
そ
の
も
の
と
い
う
も
の
は
な
い
」、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
い
っ
た
。
こ
れ
は
科
学
的
判
断
で
は
な
く
、
ニ
ー

チ
ェ
の
哲
学
を
表
明
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。「
何
が
一
般
に
病
気
で
あ
る
か
は
、
医
者
の
判
断
よ
り
も
患
者

の
判
断
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
の
支
配
的
な
見
解
に
依
存
し
て
い
る
」、
と
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
い
う
。

そ
し
て
彼
の
考
え
る
よ
う
に
、
病
気
や
健
康
は
存
在
判
断
で
な
く
て
価
値
判
断
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
哲
学

に
属
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
経
験
的
な
存
在
概
念
と
し
て
は
平
均
と
い
う
も
の
を
持
ち
出
す
ほ
か
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
平
均
的
な
健
康
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
な
健
康
に
つ
い
て
何
等
本
質
的
な
も
の

を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
も
し
ま
た
健
康
は
目
的
論
的
概
念
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
さ

に
そ
れ
は
科
学
の
範
囲
を
脱
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

自
然
哲
学
或
い
は
自
然
形
而
上
学
が
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
時
代
に
か
く
も
健
康
が
失
わ
れ
て
い

る
原
因
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
こ
の
科
学
的
時
代
に
、
病
気
に
関
し
て
か
く
も
多
く
の
迷
信
が
存
在
す
る

理
由
で
あ
る
。
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実
際
、
健
康
に
関
す
る
多
く
の
記
述
は
つ
ね
に
何
等
か
の
形
而
上
学
的
原
理
を
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
い
う
、

変
化
を
行
い
、
反
対
の
こ
と
を
交
換
せ
よ
、
し
か
し
よ
り
穏
か
な
極
端
に
対
す
る
好
み
を
も
っ
て
。
絶
食
と
飽
食

と
を
用
い
よ
、
し
か
し
む
し
ろ
飽
食
を
。
覚
め
て
い
る
こ
と
と
眠
る
こ
と
と
を
、
し
か
し
む
し
ろ
眠
る
こ
と
を
。

坐
っ
て
い
る
こ
と
と
動
く
こ
と
と
を
、
し
か
し
む
し
ろ
動
く
こ
と
を
。
―
―
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
形
而
上
学
的
思
考

で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
い
う
、
唯
一
つ
の
こ
と
を
変
え
る
の
は
善
く
な
い
、
一
つ
の
こ
と
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を

変
え
る
の
が
よ
り
安
全
で
あ
る
。
―
―
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
形
而
上
学
的
原
理
を
現
し
て
い
る
。

健
康
と
い
う
の
は
平
和
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
に
如
何
に
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
多
く
の
価
値
の

相
違
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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秩
序
に
つ
い
て

例
え
ば
初
め
て
来
た
家
政
婦
に
自
分
の
書
斎
の
掃
除
を
ま
か
せ
る
と
す
る
。
彼
女
は
机
の
上
や
ま
わ
り
に
乱

雑
に
置
か
れ
た
本
や
書
類
や
文
房
具
な
ど
を
整
頓
し
て
き
れ
い
に
並
べ
る
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
彼
女
は
満
足
す
る
。

と
こ
ろ
で
今
私
が
机
に
向
っ
て
仕
事
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
私
は
何
か
整
わ
な
い
も
の
、
落
ち
着
か
な
い
も
の

を
感
じ
、
一
時
間
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
せ
っ
か
く
き
ち
ん
と
整
頓
さ
れ
て
い
る
も
の
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
元
の

よ
う
に
乱
雑
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
秩
序
と
い
う
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
示
す
一
つ
の
単
純
な
場
合
で
あ
る
。
外
見
上
極
め
て
よ
く
整
理

さ
れ
て
い
る
も
の
必
ず
し
も
秩
序
の
あ
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
一
見
無
秩
序
に
見
え
る
と
こ
ろ
に
却
っ
て
秩
序

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
秩
序
と
い
う
も
の
が
、心
の
秩
序
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
外
的
秩
序
も
心
の
秩
序
に
合
致
し
な
い
限
り
真
の
秩
序
で
は
な
い
。
心
の
秩
序
を
度
外
視
し
て
ど
の

よ
う
に
外
面
の
秩
序
を
整
え
た
に
し
て
も
空
疎
で
あ
る
。
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秩
序
は
生
命
あ
ら
し
め
る
原
理
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
つ
ね
に
温
か
さ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
は
温
か
さ

に
よ
っ
て
生
命
の
存
在
を
感
知
す
る
。

ま
た
秩
序
は
充
実
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
切
り
捨
て
た
り
取
り
払
っ
た
り
す
る
だ
け
で
秩

序
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
虚
無
は
明
ら
か
に
秩
序
と
は
反
対
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
秩
序
は
つ
ね
に
経
済
的
な
も
の
で
あ
る
。
最
少
の
費
用
で
最
大
の
効
用
を
挙
げ
る
と
い
う
経
済
の
原

則
は
秩
序
の
原
則
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
手
近
か
な
事
実
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。
節
約
―
―
普
通
の
経
済

的
な
意
味
で
の
―
―
は
秩
序
尊
重
の
一
つ
の
形
式
で
あ
る
。こ
の
場
合
節
約
は
大
き
な
教
養
で
あ
る
の
み
で
な
く
、

宗
教
的
な
敬
虔
に
さ
え
近
づ
く
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
う
と
、
節
約
は
秩
序
崇
拝
の
一
つ
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
の
み
倫
理
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
無
秩
序
は
多
く
の
場
合
浪
費
か
ら
来
る
。
そ
れ
は
、
心
の
秩

序
に
関
し
て
、
金
銭
の
濫
費
に
お
い
て
す
で
に
そ
う
で
あ
る
。

時
の
利
用
と
い
う
も
の
は
秩
序
の
愛
の
現
れ
で
あ
る
。
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最
少
の
費
用
で
最
大
の
効
用
を
挙
げ
る
と
い
う
経
済
の
法
則
が
同
時
に
心
の
秩
序
の
法
則
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
経
済
の
法
則
が
実
は
美
学
の
法
則
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

美
学
の
法
則
は
政
治
上
の
秩
序
に
関
し
て
さ
え
模
範
的
で
あ
り
得
る
。「
時
代
の
政
治
的
問
題
を
美
学
に
よ
っ

て
解
決
す
る
」
と
い
う
シ
ラ
ー
の
言
葉
は
、
何
よ
り
も
秩
序
の
問
題
に
関
し
て
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

知
識
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
能
力
が
問
題
で
あ
る
。
能
力
は
技
術
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
秩
序
は
、

心
の
秩
序
に
関
し
て
も
、
技
術
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
能
力
と
し
て
獲
得
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

最
少
の
費
用
で
最
大
の
効
用
を
挙
げ
る
と
い
う
経
済
の
法
則
は
実
は
経
済
的
法
則
で
あ
る
よ
り
も
技
術
的
法

則
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
美
学
の
中
に
も
入
り
込
む
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
の
中
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
徳
は
心
の
秩
序
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
も
具
体
的
で
実
証

的
な
徳
の
規
定
を
私
は
知
ら
な
い
。
今
日
最
も
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
徳
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
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て
徳
は
心
の
秩
序
で
あ
る
と
い
う
定
義
の
論
証
に
あ
た
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
用
い
た
方
法
は
、
注
意
す
べ
き
こ
と

に
、
建
築
術
、
造
船
術
等
、
も
ろ
も
ろ
の
技
術
と
の
比
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
比
論
以
上
の
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

心
と
い
う
実
体
性
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
如
何
に
し
て
技
術
は
可
能
で
あ
る
か
、
と
ひ
と
は
い
う
で
あ
ろ
う
。

現
代
物
理
学
は
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
の
説
以
来
物
質
と
い
う
も
の
か
ら
物
体
性
を
奪
い
去
っ
た
。
こ
の
説
は
全
物

質
界
を
完
全
に
実
体
性
の
な
い
も
の
に
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
我
々
は
「
実
体
」
の
概
念
を
避
け
て
、そ
れ
を
「
作

用
」
の
概
念
で
置
き
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
数
学
的
に
記
述
さ
れ
た
物
質
は
あ
ら
ゆ
る
日
常

的
な
親
し
さ
を
失
っ
た
。

不
思
議
な
こ
と
は
、
こ
の
物
質
観
の
変
革
に
相
応
す
る
変
革
が
、
そ
れ
に
何
等
関
係
も
な
い
人
間
の
心
の
中

で
準
備
さ
れ
、
実
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
人
の
心
理
―
―
必
ず
し
も
現
存
の
心
理
学
を
い
わ
な
い

―
―
と
現
代
物
理
学
と
の
平
行
を
批
評
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
新
し
い
倫
理
学
の
出
発
点
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
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知
識
人
と
い
う
の
は
、
原
始
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
物
を
作
り
得
る
人
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
他
の
人
間

の
作
り
得
な
い
も
の
を
作
り
得
る
人
間
が
知
識
人
で
あ
っ
た
。
知
識
人
の
こ
の
原
始
的
な
意
味
を
我
々
は
も
う
一

度
は
っ
き
り
我
々
の
心
に
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。

ホ
メ
ロ
ス
の
英
雄
た
ち
は
自
分
で
手
工
業
を
行
っ
た
。
エ
ウ
マ
イ
オ
ス
は
自
分
で
革
を
截
断
し
て
履
物
を
作

っ
た
と
い
わ
れ
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
非
常
に
器
用
な
大
工
で
指
物
師
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
我
々

に
と
っ
て
こ
れ
は
羨
望
に
価
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

道
徳
の
中
に
も
手
工
業
的
な
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
道
徳
の
基
礎
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
困
難
は
、
今
日
物
的
技
術
に
お
い
て
「
道
具
」
の
技
術
か
ら
「
機
械
」
の
技
術
に
変
化
し
た
よ
う
な

大
き
な
変
革
が
、
道
徳
の
領
域
に
お
い
て
も
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

作
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
が
近
代
科
学
に
お
け
る
実
証
的
精
神
で
あ
り
、

道
徳
も
そ
の
意
味
に
お
い
て
全
く
実
証
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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プ
ラ
ト
ン
が
心
の
秩
序
に
相
応
し
て
国
家
の
秩
序
を
考
え
た
こ
と
は
奇
体
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
構
想
に

は
深
い
智
慧
が
含
ま
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
秩
序
の
構
想
の
根
柢
に
は
価
値
体
系
の
設
定
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
今
日
流
行
の
新
秩

序
論
の
基
礎
に
ど
の
よ
う
な
価
値
体
系
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
倫
理
学
で
さ
え
今
日
で
は
価
値
体
系
の
設
定

を
抛
擲
し
て
し
か
も
狡
猾
に
も
平
然
と
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
が
一
切
の
価
値
の
転
換
を
唱
え
て
以
後
、
ま
だ
ど
の
よ
う
な
承
認
さ
れ
た
価
値
体
系
も
存
在
し
な

い
。
そ
れ
以
後
、
新
秩
序
の
設
定
は
つ
ね
に
何
等
か
独
裁
的
な
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
切
の
価
値
の

転
換
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
そ
の
も
の
が
実
は
近
代
社
会
の
辿
り
着
い
た
価
値
の
ア
ナ
ー
キ
ー
の
表
現
で
あ
っ

た
。
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
内
面
的
に
は
い
わ
ゆ
る
価
値
の
多
神
論
か
ら
無
神
論
に
、
即
ち
虚
無
主
義
に
落
ち
て

ゆ
く
危
険
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
最
も
深
く
理
解
し
た
の
が
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
よ
う
な
虚
無
主
義
、

内
面
的
な
ア
ナ
ー
キ
ー
こ
そ
独
裁
政
治
の
地
盤
で
あ
る
。
も
し
独
裁
を
望
ま
な
い
な
ら
ば
、
虚
無
主
義
を
克
服
し

て
内
か
ら
立
直
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
今
日
我
が
国
の
多
く
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
は
独
裁
を
極
端

に
嫌
い
な
が
ら
自
分
自
身
は
ど
う
し
て
も
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
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外
的
秩
序
は
強
力
に
よ
っ
て
も
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
心
の
秩
序
は
そ
う
で
は
な
い
。

人
格
と
は
秩
序
で
あ
る
、自
由
と
い
う
も
の
も
秩
序
で
あ
る
。
…
…
か
よ
う
な
こ
と
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
し
て
そ
れ
が
理
解
さ
れ
る
と
き
、
主
観
主
義
は
不
十
分
と
な
り
、
何
等
か
客
観
的
な
も
の
を
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
近
代
の
主
観
主
義
は
秩
序
の
思
想
の
喪
失
に
よ
っ
て
虚
無
主
義
に
陥
っ
た
。
い
わ
ゆ
る

無
の
哲
学
も
、
秩
序
の
思
想
、
特
に
ま
た
価
値
体
系
の
設
定
な
し
に
は
、
そ
の
絶
対
主
義
の
虚
無
主
義
と
同
じ
に

な
る
危
険
が
大
き
い
。



三
一
〇

感
傷
に
つ
い
て

精
神
が
何
で
あ
る
か
は
身
体
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
私
は
動
き
な
が
ら
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
喜
び
は
私
の

運
動
を
活
溌
に
し
さ
え
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
動
き
な
が
ら
怒
る
こ
と
が
で
き
る
、
怒
は
私
の
運
動
を
激
烈
に
し

さ
え
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
感
傷
の
場
合
、
私
は
立
ち
停
ま
る
、
少
な
く
と
も
静
止
に
近
い
状
態
が
私
に
必

要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
動
き
始
め
る
や
否
や
、
感
傷
は
や
む
か
、
も
し
く
は
他
の
も
の
に
変
っ
て
ゆ
く
。

故
に
人
を
感
傷
か
ら
脱
し
さ
せ
よ
う
と
す
る
に
は
、
先
ず
彼
を
立
た
せ
、
彼
に
動
く
こ
と
を
強
要
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
こ
と
が
感
傷
の
心
理
的
性
質
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。
日
本
人
は
特
別
に
感
傷
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々
の
久
し
い
間
の
生
活
様
式
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う

か
。感

傷
の
場
合
、
私
は
坐
っ
て
眺
め
て
い
る
、
起
っ
て
そ
こ
ま
で
動
い
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
。
い
な
、
私
は
ほ

ん
と
に
は
眺
め
て
さ
え
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
感
傷
は
、
何
に
つ
い
て
感
傷
す
る
に
し
て
も
、
結
局
自
分
自
身
に
止
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ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
物
の
中
に
入
っ
て
ゆ
か
な
い
。
批
評
と
い
い
、
懐
疑
と
い
う
も
、
物
の
中
に
入
っ
て

ゆ
か
な
い
限
り
、
一
個
の
感
傷
に
過
ぎ
ぬ
。
真
の
批
評
は
、
真
の
懐
疑
は
、
物
の
中
に
入
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

感
傷
は
愛
、憎
み
、悲
し
み
、等
、他
の
情
念
か
ら
区
別
さ
れ
て
そ
れ
ら
と
並
ぶ
情
念
の
一
つ
の
種
類
で
は
な
い
。

む
し
ろ
感
傷
は
あ
ら
ゆ
る
情
念
の
と
り
得
る
一
つ
の
形
式
で
あ
る
。
す
べ
て
の
情
念
は
、
最
も
粗
野
な
も
の
か
ら

最
も
知
的
な
も
の
に
至
る
ま
で
、
感
傷
の
形
式
に
お
い
て
存
在
し
乃
至
作
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
愛
も
感
傷
と

な
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
憎
み
も
感
傷
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
感
傷
は
情
念
の
一
つ
の
普
遍

的
な
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
か
実
体
の
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
情
念
の
一
つ
の
種
類
で

な
く
て
一
つ
の
存
在
様
相
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

感
傷
は
す
べ
て
の
情
念
の
い
わ
ば
表
面
に
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
す
べ
て
の
情
念
の
入
口
で

あ
る
と
共
に
出
口
で
あ
る
。
先
ず
後
の
場
合
が
注
意
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
の
情
念
は
そ
の
活
動
を
や
め
る
と
き
、
感

傷
と
し
て
あ
と
を
引
き
、
感
傷
と
し
て
終
る
。
泣
く
こ
と
が
情
念
を
鎮
め
る
こ
と
で
あ
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

泣
く
こ
と
は
激
し
い
情
念
の
活
動
を
感
傷
に
変
え
る
た
め
の
手
近
か
な
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
泣
く
だ
け
で
は
足
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り
な
い
で
あ
ろ
う
。
泣
き
崩
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
つ
ま
り
静
止
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
特
に
感
傷
的
と
い

わ
れ
る
人
間
は
、
あ
ら
ゆ
る
情
念
に
そ
の
固
有
の
活
動
を
与
え
な
い
で
、
表
面
の
入
口
で
拡
散
さ
せ
て
し
ま
う
人

間
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
感
傷
的
な
人
間
は
決
し
て
深
い
と
は
い
わ
れ
な
い
が
無
害
な
人
間
で
あ
る
。

感
傷
は
矛
盾
を
知
ら
な
い
。ひ
と
は
愛
と
憎
み
と
に
心
が
分
裂
す
る
と
い
う
。し
か
し
そ
れ
が
感
傷
に
な
る
と
、

愛
も
憎
み
も
一
つ
に
解
け
合
う
。
運
動
は
矛
盾
か
ら
生
ず
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
感
傷
は
動
く
も
の
と
は

考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
だ
流
れ
る
、む
し
ろ
た
だ
漂
う
。
感
傷
は
和
解
の
手
近
か
な
手
段
で
あ
る
。

だ
か
ら
ま
た
そ
れ
は
し
ば
し
ば
宗
教
的
な
心
、
砕
か
れ
た
心
と
い
う
も
の
と
混
同
さ
れ
る
。
我
々
の
感
傷
的
な
心

は
仏
教
の
無
常
観
に
影
響
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
両
者
を
厳
格
に
区
別
す

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

感
傷
は
た
だ
感
傷
を
喚
び
起
す
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
た
だ
消
え
て
ゆ
く
。

情
念
は
そ
の
固
有
の
力
に
よ
っ
て
創
造
す
る
、
乃
至
は
破
壊
す
る
。
し
か
し
感
傷
は
そ
う
で
は
な
い
。
情
念
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は
そ
の
固
有
の
力
に
よ
っ
て
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
【im

agination

】
を
喚
び
起
す
。
し
か
し
感
傷
に
伴
う
の
は
ド
ゥ

リ
ー
ム
【dream

】
で
し
か
な
い
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
創
造
的
で
あ
り
得
る
。
し
か
し
ド
ゥ
リ
ー
ム
は
そ
う
で

は
な
い
。
そ
こ
に
は
動
く
も
の
と
動
か
ぬ
も
の
と
の
間
の
差
異
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

感
傷
的
で
あ
る
こ
と
が
芸
術
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
一
つ
の
感
傷
で
し
か
な
い
。
感
傷
的
で

あ
る
こ
と
が
宗
教
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
者
に
至
っ
て
は
、
更
に
そ
れ
以
上
感
傷
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
宗
教
は
も
と
よ
り
、
芸
術
も
、
感
傷
か
ら
の
脱
出
で
あ
る
。

瞑
想
は
多
く
の
場
合
感
傷
か
ら
出
て
く
る
、
少
な
く
と
も
感
傷
を
伴
い
、
或
い
は
感
傷
に
変
っ
て
ゆ
く
。
思

索
す
る
者
は
感
傷
の
誘
惑
に
負
け
て
は
な
ら
ぬ
。

感
傷
は
趣
味
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
し
ば
し
ば
そ
う
な
っ
て
い
る
。
感
傷
は
そ
の
よ
う
に
甘
味
な
も
の

で
あ
り
、
誘
惑
的
で
あ
る
。
瞑
想
が
趣
味
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
感
傷
的
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

す
べ
て
の
趣
味
と
同
じ
よ
う
に
、
感
傷
は
本
質
的
に
は
た
だ
過
去
の
も
の
の
上
に
の
み
働
く
の
で
あ
る
。
そ
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れ
は
出
来
つ
つ
あ
る
も
の
に
対
し
て
で
な
く
出
来
上
っ
た
も
の
に
対
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
す
べ
て
過
ぎ
去
っ
た

も
の
は
感
傷
的
に
美
し
い
。
感
傷
的
な
人
間
は
回
顧
す
る
こ
と
を
好
む
。
ひ
と
は
未
来
に
つ
い
て
感
傷
す
る
こ
と

が
で
き
ぬ
。
少
な
く
と
も
感
傷
の
対
象
で
あ
る
よ
う
な
未
来
は
真
の
未
来
で
は
な
い
。

感
傷
は
制
作
的
で
な
く
て
鑑
賞
的
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
感
傷
に
よ
っ
て
何
を
鑑
賞
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

物
の
中
に
入
ら
な
い
で
私
は
物
を
鑑
賞
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
感
傷
に
お
い
て
私
は
物
を
味
わ
っ
て
い
る
の
で
な

く
自
分
自
身
を
味
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
な
、
正
確
に
い
う
と
、
私
は
自
分
自
身
を
味
わ
っ
て
い
る
の
で
さ

え
な
く
、
た
だ
感
傷
そ
の
も
の
を
味
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

感
傷
は
主
観
主
義
で
あ
る
。
青
年
が
感
傷
的
で
あ
る
の
は
こ
の
時
代
が
主
観
的
な
時
期
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

主
観
主
義
者
は
、
ど
れ
ほ
ど
概
念
的
或
い
は
論
理
的
に
装
お
う
と
も
、
内
実
は
感
傷
家
で
し
か
な
い
こ
と
が
多
い
。

あ
ら
ゆ
る
情
念
の
う
ち
喜
び
は
感
傷
的
に
な
る
こ
と
が
最
も
少
な
い
情
念
で
あ
る
。
そ
こ
に
喜
び
の
も
つ
特

殊
な
積
極
性
が
あ
る
。
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感
傷
に
は
個
性
が
な
い
、
そ
れ
は
真
の
主
観
性
で
は
な
い
か
ら
。
そ
の
意
味
で
感
傷
は
大
衆
的
で
あ
る
。
だ

か
ら
大
衆
文
学
と
い
う
も
の
は
本
質
的
に
感
傷
的
で
あ
る
。
大
衆
文
学
の
作
家
は
過
去
の
人
物
を
取
扱
う
の
が
つ

ね
で
あ
る
の
も
、
こ
れ
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
等
と
純
文
学
の
作
家
と
の
差
異
は
、
彼
等
が
現
代
の
人
物
を

同
じ
よ
う
に
巧
に
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
点
に
あ
る
。
こ
の
簡
単
な
事
柄
の
う
ち
に
芸
術
論
に
お
け
る
種
々
の
重

要
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。

感
傷
は
た
い
て
い
の
場
合
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
る
。

身
体
の
外
観
が
精
神
の
状
態
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
は
、
一
見
極
め
て
頑
丈
な
人
間
が
甚
だ
感
傷
的

で
あ
る
場
合
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

旅
は
人
を
感
傷
的
に
す
る
と
い
う
。
彼
は
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
感
傷
的
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
の
最
初
の
定
義
は
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
う
で
は
な
い
。
旅
に
お
い
て
人

が
感
傷
的
に
な
り
易
い
の
は
、
む
し
ろ
彼
が
そ
の
日
常
の
活
動
か
ら
脱
け
出
す
た
め
で
あ
り
、
無
為
に
な
る
た
め
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で
あ
る
。
感
傷
は
私
の
ウ
ィ
ー
ク
・
エ
ン
ド
で
あ
る
。

行
動
的
な
人
間
は
感
傷
的
で
な
い
。
思
想
家
は
行
動
人
と
し
て
の
如
く
思
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
勤
勉
が

思
想
家
の
徳
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
彼
が
感
傷
的
に
な
る
誘
惑
の
多
い
た
め
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
物
が
流
転
す
る
の
を
見
て
感
傷
的
に
な
る
の
は
、
物
を
捉
え
て
そ
の
中
に
入
る
こ
と
の
で
き
ぬ
自

己
を
感
じ
る
た
め
で
あ
る
。
自
己
も
ま
た
流
転
の
中
に
あ
る
の
を
知
る
と
き
、
私
は
単
な
る
感
傷
に
止
ま
り
得
る

で
あ
ろ
う
か
。

感
傷
に
は
常
に
何
等
か
の
虚
栄
が
あ
る
。
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仮
説
に
つ
い
て

思
想
が
何
で
あ
る
か
は
、
こ
れ
を
生
活
に
対
し
て
考
え
て
み
る
と
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
生
活
は
事
実
で

あ
る
、
ど
こ
ま
で
も
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
思
想
に
は
つ
ね
に
仮
説
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
仮

説
的
な
と
こ
ろ
の
な
い
よ
う
な
思
想
は
思
想
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
思
想
が
純
粋
に
思
想
と
し
て
も
っ
て

い
る
力
は
仮
説
の
力
で
あ
る
。
思
想
は
そ
の
仮
説
の
大
い
さ
に
従
っ
て
偉
大
で
あ
る
。
も
し
思
想
に
仮
説
的
な
と

こ
ろ
が
な
い
と
す
れ
ば
、
如
何
に
し
て
そ
れ
は
生
活
か
ら
区
別
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
も

そ
れ
自
身
と
し
て
は
明
ら
か
に
我
々
の
生
活
の
一
部
分
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
別
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
そ

の
も
の
が
な
お
生
活
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
本
質
的
に
は
仮
説
的
に
考
え
る
こ
と
で
あ

る
た
め
で
あ
る
。

考
え
る
と
い
う
こ
と
は
過
程
的
に
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
過
程
的
な
思
考
で
あ
っ
て
方
法
的
で
あ
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
る
に
思
考
が
過
程
的
で
あ
る
の
は
仮
説
的
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
仮
説
的
な
思
考
で
あ
っ

て
方
法
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。懐
疑
に
し
て
も
方
法
的
で
あ
る
た
め
に
は
仮
説
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
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デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
い
て
模
範
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

仮
説
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
と
単
純
に
同
じ
で
は
な
い
。
仮
説
は
或
る

意
味
で
論
理
よ
り
も
根
源
的
で
あ
り
、
論
理
は
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
。
論
理
そ
の
も
の
が
一
つ
の
仮
説
で

あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
仮
説
は
自
己
自
身
か
ら
論
理
を
作
り
出
す
力
を
さ
え
も
っ
て
い
る
。
論

理
よ
り
も
不
確
実
な
も
の
か
ら
論
理
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
論
理
も
仮
説
を
作
り
出
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
限

り
そ
れ
自
身
仮
説
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

す
べ
て
確
実
な
も
の
は
不
確
実
な
も
の
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
深

く
考
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
確
実
な
も
の
は
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

仮
説
は
こ
の
形
成
的
な
力
で
あ
る
。認
識
は
模
写
で
な
く
て
形
成
で
あ
る
。精
神
は
芸
術
家
で
あ
り
、鏡
で
は
な
い
。

し
か
し
思
想
の
み
が
仮
説
的
で
あ
っ
て
、
人
生
は
仮
説
的
で
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
生
も
或
る
仮
説
的
な

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
仮
説
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
虚
無
に
繋
が
る
た
め
で
あ
る
。
各
人
は
い
わ
ば
一
つ
の
仮

説
を
証
明
す
る
た
め
に
生
れ
て
い
る
。
生
き
て
い
る
こ
と
は
、
た
だ
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
―
―
そ
の
よ
う
な
証
明
は
お
よ
そ
不
要
で
あ
る
、
―
―
実
に
、
一
つ
の
仮
説
を
証
明
す
る
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た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
生
は
実
験
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
―
―
仮
説
な
し
に
実
験
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な

い
。
―
―
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
何
で
も
勝
手
に
や
っ
て
み
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
が
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に

生
れ
た
固
有
の
仮
説
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。

人
生
が
仮
説
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
思
想
が
人
生
に
対
し
て
仮
説
的
な
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
る
の

と
同
じ
仕
方
で
、
人
生
が
そ
の
も
の
に
対
し
て
仮
説
的
な
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
る
或
る
も
の
が
あ
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。

仮
説
が
単
に
論
理
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
文
学
の
思
考
な
ど
の
う
ち
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
小
説
家
の
創
作
行
動
は
た
だ
ひ
と
す
じ
に
彼
の
仮
説
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
生

が
仮
説
の
証
明
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
こ
れ
に
類
似
し
て
い
る
。
仮
説
は
少
な
く
と
も
こ
の
場
合
単
な
る
思
惟
に

属
す
る
の
で
な
く
、構
想
力
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

仮
説
は
不
定
な
も
の
、
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
不
定

な
も
の
、
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
単
に
論
理
的
意
味
に
お
い
て
で
な
く
、
む
し
ろ
存
在
論
的
意
味
に



三
二
〇

お
い
て
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
人
間
の
存
在
が
虚
無
を
条
件
と
す
る
の
み
で
な
く
虚
無
と
混
合
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
仮
説
の
証
明
が
創
造
的
形
成
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
小
説
に
お
け

る
と
同
じ
で
あ
る
。
人
生
に
お
い
て
実
験
と
い
う
の
は
か
よ
う
な
形
成
を
い
う
の
で
あ
る
。

常
識
を
思
想
か
ら
区
別
す
る
最
も
重
要
な
特
徴
は
、
常
識
に
は
仮
説
的
な
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。思

想
は
仮
説
で
な
く
て
信
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
る
に
思
想
が
信
念
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
思
想
が
仮
説
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
常
識
の
場
合
に
は
こ
と

さ
ら
信
仰
は
要
ら
な
い
、
常
識
に
は
仮
説
的
な
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
常
識
は
既
に
0

0

或
る
信
仰
で
あ
る
、

こ
れ
に
反
し
て
思
想
は
信
念
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

0

0

0

0

0

。

す
べ
て
の
思
想
ら
し
い
思
想
は
つ
ね
に
極
端
な
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
仮
説
の
追
求
で

あ
る
か
ら
。
こ
れ
に
対
し
て
常
識
の
も
っ
て
い
る
大
き
な
徳
は
中
庸
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
真
の
思
想
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は
行
動
に
移
す
と
生
き
る
か
死
ぬ
る
か
と
い
っ
た
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
思
想
の
こ
の
危
険
な
性
質
は
、
行
動
人

は
理
解
し
て
い
る
が
、
思
想
に
従
事
す
る
者
に
お
い
て
は
却
っ
て
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
偉
大
な
思
想
家
の
み

は
そ
の
こ
と
を
行
動
人
よ
り
も
深
く
知
っ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
従
容
と
し
て
死
に
就
い
た
の
は
そ
の
た
め
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

誤
解
を
受
け
る
こ
と
が
思
想
家
の
つ
ね
の
運
命
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
世
の
中
に
は
彼
の
思
想
が
一

つ
の
仮
説
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
者
が
少
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
罪
の
一
半
は
た
い
て
い
の
場
合
思

想
家
自
身
に
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
そ
の
思
想
が
仮
説
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
彼
の
怠
惰
に
依
る
こ
と
が
多
い
。
探
求
の
続
い
て
い
る
限
り
思
想
の
仮
説
的
性
質
は
絶
え
ず
顕
で
あ
る
。

折
衷
主
義
が
思
想
と
し
て
無
力
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
で
は
仮
説
の
純
粋
さ
が
失
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ

は
好
む
と
好
ま
な
い
と
に
拘
ら
ず
常
識
に
近
づ
く
、
常
識
に
は
仮
説
的
な
と
こ
ろ
が
な
い
。

仮
説
と
い
う
思
想
は
近
代
科
学
の
も
た
ら
し
た
恐
ら
く
最
大
の
思
想
で
あ
る
。
近
代
科
学
の
実
証
性
に
対
す
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る
誤
解
は
、
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
仮
説
の
精
神
を
全
く
見
逃
し
た
か
、
正
し
く
把
握
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

生
じ
た
。
か
よ
う
に
し
て
実
証
主
義
は
虚
無
主
義
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
仮
説
の
精
神
を
知
ら
な
い
な
ら

ば
、
実
証
主
義
は
虚
無
主
義
【
底
本
で
は
「
主
意
」】
に
落
ち
て
ゆ
く
の
ほ
か
な
い
。
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偽
善
に
つ
い
て

「
人
間
は
生
れ
つ
き
嘘
吐
き
で
あ
る
」、
と
ラ
・
ブ
リ
ュ
イ
エ
ー
ル
【Jean de La B

ruyère

】
は
い
っ
た
。「
真
理
は

単
純
で
あ
り
、
そ
し
て
人
間
は
け
ば
け
ば
し
い
こ
と
、
飾
り
立
て
る
こ
と
を
好
む
。
真
理
は
人
間
に
属
し
な
い
、

そ
れ
は
い
わ
ば
出
来
上
っ
て
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
完
全
性
に
お
い
て
、
天
か
ら
来
る
。
そ
し
て
人
間
は
自
分
自
身
の

作
品
、
作
り
事
と
お
伽
噺
の
ほ
か
愛
し
な
い
。」
人
間
が
生
れ
つ
き
嘘
吐
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
虚
栄
が
彼
の

存
在
の
一
般
的
性
質
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
け
ば
け
ば
し
い
こ
と
、
飾
り
立
て
る
こ
と
を
好
む
。
虚

栄
は
そ
の
実
体
に
従
っ
て
い
う
と
虚
無
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
間
は
作
り
事
や
お
伽
噺
を
作
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
自
分
自
身
の
作
品
を
愛
す
る
の
で
あ
る
。
真
理
は
人
間
の
仕
事
で
は
な
い
。
そ
れ
は
出
来
上
っ
て
、
そ
の
あ

ら
ゆ
る
完
全
性
に
お
い
て
、
人
間
と
は
関
係
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
本
性
に
お
い
て
虚
栄
的
で
あ
る
人
間
は
偽
善
的
で
あ
る
。
真
理
と
は
別
に
善
が
あ
る
の
で
な
い
よ
う
に
、

虚
栄
と
は
別
に
偽
善
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
善
が
真
理
と
一
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
者
で
あ
っ
て
偽
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善
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
虚
栄
が
人
生
に
若
干
の
効
用
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
、
偽
善
も

人
生
に
若
干
の
効
用
を
も
っ
て
い
る
。
偽
善
が
虚
栄
と
本
質
的
に
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
い
者
は
、

偽
善
に
対
す
る
反
感
か
ら
と
称
し
て
自
分
自
身
ひ
と
つ
の
虚
栄
の
虜
に
な
っ
て
い
る
。
偽
善
に
対
し
て
偽
悪
と
い

う
妙
な
言
葉
で
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
偽
悪
と
い
う
も
の
こ
そ
明
ら
か
に
人
間
の
お
ぼ
つ
か
な
い

虚
栄
で
は
な
い
か
。
そ
の
も
の
は
偽
善
が
虚
栄
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
他
面
か
ら
明
瞭
に
す
る
の
で
あ
る
。
か
よ

う
な
偽
悪
家
の
特
徴
は
感
傷
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
嘗
て
私
は
偽
悪
家
と
称
す
る
者
で
感
傷
家
で
な
い

よ
う
な
人
間
を
見
た
こ
と
が
な
い
。偽
善
に
反
感
を
感
じ
る
彼
の
モ
ラ
ル
も
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
し
か
な
い
。

偽
悪
家
は
と
か
く
自
分
で
想
像
し
て
い
る
よ
う
に
深
い
人
間
で
は
な
い
。
そ
の
彼
の
想
像
が
ま
た
一
つ
の
セ
ン
チ

メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
属
し
て
い
る
。
も
し
彼
が
無
害
な
人
間
で
あ
る
と
し
た
な
ら
、
そ
れ
は
一
般
に
感
傷
的
な
人
間

は
深
く
は
な
い
が
無
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。

ひ
と
は
た
だ
他
の
人
間
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
の
み
偽
善
的
に
な
る
と
考
え
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
偽

善
は
虚
栄
で
あ
り
、
虚
栄
の
実
体
は
虚
無
で
あ
る
、
そ
し
て
虚
無
は
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る

徳
が
本
来
自
己
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
悪
徳
も
ま
た
本
来
自
己
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
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の
自
己
を
忘
れ
て
、
た
だ
他
の
人
間
、
社
会
を
の
み
相
手
に
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
偽
善
者
と
い
う
も
の
が
生
じ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
道
徳
の
社
会
性
と
い
う
が
如
き
こ
と
が
力
説
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
い
か
に
多
く
の
偽
善
者

が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
む
し
ろ
道
徳
の
社
会
性
と
い
う
が
如
き
理
論
は
現
代
に
特
徴
的
な
偽
善
を
か
ば

う
た
め
に
こ
と
さ
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
誰
が
偽
善
的
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
虚
栄
は
人
間
の
存
在
の
一
般
的
性
質
で
あ
る
。
偽
善
者
が
恐
し

い
の
は
、
彼
が
偽
善
的
で
あ
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
彼
が
意
識
的
な
人
間
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か

し
彼
が
意
識
し
て
い
る
の
は
自
己
で
な
く
、
虚
無
で
も
な
く
、
た
だ
他
の
人
間
、
社
会
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

虚
無
に
根
差
す
人
生
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
道
徳
も
ま
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
偽
善
も
存
在
し
得
る
の
で
あ
り
、
若
干
の
効
用
を
さ
え
も
ち
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に

フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
は
、
そ
れ
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
の
実
在
性
が
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
偽
善
者
と

そ
う
で
な
い
人
間
と
の
区
別
は
、
そ
の
証
明
の
誠
意
と
熱
情
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
人
生
に
お
い
て

証
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
内
部
と
外
部
と
が
一
つ
に
な
る
こ

と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
偽
善
者
に
あ
っ
て
は
内
部
と
外
部
と
が
別
で
あ
る
。
偽
善
者
に
は
創
造
と
い
う
も
の
が
な
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い
。虚

言
の
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
が
真
理
と
し
て
受
取
ら
れ
る
性
質
を
そ
れ
自

身
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
も
の
は
表
現
さ
れ
る
と
我
々
に
無
関
係
に
な
る
。
表
現
と
い
う
も
の
は

そ
の
よ
う
に
恐
し
い
も
の
で
あ
る
。
恋
を
す
る
人
間
は
言
葉
と
い
う
も
の
、
表
現
と
い
う
も
の
が
如
何
に
恐
し
い

も
の
で
あ
る
か
を
考
え
て
お
の
の
い
て
い
る
。
今
日
ど
れ
だ
け
の
著
作
家
が
表
現
の
恐
し
さ
を
ほ
ん
と
に
理
解
し

て
い
る
か
。

絶
え
ず
他
の
人
を
相
手
に
意
識
し
て
い
る
偽
善
者
が
阿
諛
的
で
な
い
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
偽
善
が
他
の
人
を

破
滅
さ
せ
る
の
は
、
偽
善
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
阿
諛
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
偽
善

者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
区
別
は
、
阿
諛
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と

に
阿《
お
も
ね
》る
こ
と
は
間
違
っ
た
こ
と
を
言
う
よ
り
も
遥
か
に
悪
い
。後
者
は
他
人
を
腐
敗
さ
せ
は
し
な
い
が
、

前
者
は
他
人
を
腐
敗
さ
せ
、
そ
の
心
を
か
ど
わ
か
し
て
真
理
の
認
識
に
対
し
て
無
能
力
に
す
る
の
で
あ
る
。
嘘
吐

く
こ
と
で
さ
え
も
が
阿
る
こ
と
よ
り
も
道
徳
的
に
ま
さ
っ
て
い
る
。
虚
言
の
害
で
さ
え
も
が
主
と
し
て
そ
の
う
ち
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に
混
入
す
る
阿
諛
に
依
る
の
で
あ
る
。
真
理
は
単
純
で
率
直
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
裏
は
千
の
相
貌
を
具
え
て

い
る
。
偽
善
が
阿
る
た
め
に
と
る
姿
も
ま
た
無
限
で
あ
る
。

多
少
と
も
権
力
を
有
す
る
地
位
に
あ
る
者
に
最
も
必
要
な
徳
は
、
阿
る
者
と
純
真
な
人
間
と
を
ひ
と
め
で
識

別
す
る
力
で
あ
る
。
こ
れ
は
小
さ
い
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
彼
が
こ
の
徳
を
も
っ
て
い
る
な
ら
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る

他
の
徳
を
も
っ
て
い
る
と
認
め
て
も
宜
い
で
あ
ろ
う
。

「
善
く
隠
れ
る
者
は
善
く
生
き
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
生
活
に
お
け
る
深
い
智
慧
が
含
ま
れ
て
い
る
。
隠
れ

る
と
い
う
の
は
偽
善
で
も
偽
悪
で
も
な
い
、
却
っ
て
自
然
の
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
の
ま
ま
に
生
き

る
こ
と
が
隠
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ほ
ど
、
世
の
中
は
虚
栄
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
と
見
抜
い
て

生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

現
代
の
道
徳
的
頽
廃
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
偽
善
が
そ
の
頽
廃
の
普
遍
的
な
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
頽
廃
の
新
し
い
形
式
で
あ
る
。
頽
廃
と
い
う
の
は
普
通
に
形
が
く
ず
れ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
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の
場
合
表
面
の
形
は
ま
こ
と
に
よ
く
整
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
形
は
決
し
て
旧
い
も
の
で
は
な
く
全
く
新
し
い

も
の
で
さ
え
あ
る
。
し
か
も
そ
の
形
の
奥
に
は
何
等
の
生
命
も
な
い
、
形
が
あ
っ
て
も
心
は
そ
の
形
に
支
え
ら
れ

て
い
る
の
で
な
く
、
虚
無
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
代
の
虚
無
主
義
の
性
格
で
あ
る
。
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娯
楽
に
つ
い
て

生
活
を
楽
し
む
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
生
活
術
」
と
い
う
の
は
そ
れ
以
外
の
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
技

術
で
あ
り
、
徳
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
物
の
中
に
い
て
し
か
も
物
に
対
し
て
自
律
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ら

ゆ
る
技
術
の
本
質
で
あ
る
。
生
活
の
技
術
も
同
様
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
生
活
の
中
に
い
て
し
か
も
生
活
を
超
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
は
可
能
に
な
る
。

娯
楽
と
い
う
観
念
は
恐
ら
く
近
代
的
な
観
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
機
械
技
術
の
時
代
の
産
物
で
あ
り
、
こ
の
時

代
の
あ
ら
ゆ
る
特
徴
を
具
え
て
い
る
。
娯
楽
と
い
う
も
の
は
生
活
を
楽
し
む
こ
と
を
知
ら
な
く
な
っ
た
人
間
が
そ

の
代
り
に
考
え
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
幸
福
に
対
す
る
近
代
的
な
代
用
品
で
あ
る
。
幸
福
に
つ
い
て
ほ
ん

と
に
考
え
る
こ
と
を
知
ら
な
い
近
代
人
は
娯
楽
に
つ
い
て
考
え
る
。

娯
楽
と
い
う
も
の
は
、
簡
単
に
定
義
す
る
と
、
他
の
仕
方
に
お
け
る
生
活
で
あ
る
。
こ
の
他
と
は
何
で
あ
る
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か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
他
と
は
元
来
宗
教
的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
た
。
従
っ
て
人
間
に
と
っ
て
娯
楽
は
祭
と

し
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
。

か
よ
う
な
観
念
が
失
わ
れ
た
と
き
、
娯
楽
は
た
だ
単
に
、
働
い
て
い
る
時
間
に
対
す
る
遊
ん
で
い
る
時
間
、

真
面
目
な
活
動
に
対
す
る
享
楽
的
な
活
動
、つ
ま
り「
生
活
」と
は
別
の
或
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

楽
し
み
は
生
活
そ
の
も
の
の
う
ち
に
な
く
、
生
活
の
他
の
も
の
即
ち
娯
楽
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ

の
生
活
に
ほ
か
な
ら
ぬ
娯
楽
が
生
活
と
対
立
さ
せ
ら
れ
る
。
生
活
の
分
裂
か
ら
娯
楽
の
観
念
が
生
じ
た
。
娯
楽
を

求
め
る
現
代
人
は
多
か
れ
少
な
か
れ
二
重
生
活
者
と
し
て
そ
れ
を
求
め
て
い
る
。
近
代
的
生
活
は
そ
の
よ
う
に
非

人
間
的
に
な
っ
た
。
生
活
を
苦
痛
と
し
て
の
み
感
じ
る
人
間
は
生
活
の
他
の
も
の
と
し
て
娯
楽
を
求
め
る
が
、
そ

の
娯
楽
と
い
う
も
の
は
同
じ
よ
う
に
非
人
間
的
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
。

娯
楽
は
生
活
の
附
加
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
断
念
さ
れ
て
も
宜
い

も
の
、
む
し
ろ
断
念
さ
る
べ
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

祭
は
他
の
秩
序
の
も
の
、
よ
り
高
い
秩
序
の
も
の
と
結
び
附
い
て
い
る
。
し
か
る
に
生
活
と
娯
楽
と
は
同
じ

秩
序
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
現
代
に
お
け
る
秩
序
の
思
想
の
喪
失
が
そ
れ
ら
の
対
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立
的
に
見
ら
れ
る
根
源
で
あ
る
。

他
の
、
よ
り
高
い
秩
序
か
ら
見
る
と
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
営
み
は
、
真
面
目
な
仕
事
も
道
楽
も
、
す
べ
て
慰

戯
（divertissem

ent
）
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
。
一
度
こ
の
思
想
に
ま
で
戻

っ
て
考
え
る
こ
と
が
、
生
活
と
娯
楽
と
い
う
対
立
を
払
拭
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
娯
楽
の
観
念
の
根
柢
に
も

形
而
上
学
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

た
と
え
ば
、
自
分
の
専
門
は
娯
楽
で
な
く
、
娯
楽
と
い
う
の
は
自
分
の
専
門
以
外
の
も
の
で
あ
る
。
画
は
画

家
に
と
っ
て
は
娯
楽
で
な
く
、
会
社
員
に
と
っ
て
は
娯
楽
で
あ
る
。
音
楽
は
音
楽
家
に
と
っ
て
は
娯
楽
で
な
く
、

タ
イ
ピ
ス
ト
に
と
っ
て
は
娯
楽
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
つ
い
て
、
娯
楽
的
な
対
し
方
と
い
う

も
の
が
出
来
た
。
そ
こ
に
現
代
の
文
化
の
堕
落
の
一
つ
の
原
因
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

現
代
の
教
養
の
欠
陥
は
、
教
養
と
い
う
も
の
が
娯
楽
の
形
式
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

専
門
は
「
生
活
」
で
あ
っ
て
、
教
養
は
専
門
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
結
局
娯
楽
で
あ
る
と
思
わ
れ
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て
い
る
の
で
あ
る
。

専
門
と
い
う
見
地
か
ら
生
活
と
娯
楽
が
区
別
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
娯
楽
を
専
門
と
す
る
者
が
生
じ
た
。
彼
に

と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
娯
楽
は
生
活
で
あ
っ
て
娯
楽
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
こ
に
純
粋
な
娯
楽
そ
の
も
の
が
作

ら
れ
、
娯
楽
は
い
よ
い
よ
生
活
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
。

娯
楽
を
専
門
と
す
る
者
が
生
じ
、
純
粋
な
娯
楽
そ
の
も
の
が
作
ら
れ
る
に
従
っ
て
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て

娯
楽
は
自
分
が
そ
れ
を
作
る
の
に
参
加
す
る
も
の
で
な
く
、
た
だ
外
か
ら
見
て
享
楽
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
彼
等

が
参
加
し
て
い
る
と
い
う
の
は
た
だ
、彼
等
が
他
の
観
衆
と
か
聴
衆
の
中
に
加
わ
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

祭
が
娯
楽
の
唯
一
の
形
式
で
あ
っ
た
時
代
に
比
較
し
て
考
え
る
と
、
大
衆
が
、
も
し
く
は
純
粋
な
娯
楽
そ
の
も
の

が
、
も
し
く
は
享
楽
が
、
神
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
娯
楽
の
大
衆
性
と
い
う
も
の
は

概
し
て
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

生
活
と
娯
楽
と
は
区
別
さ
れ
な
が
ら
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
抽
象
的
に
対
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

娯
楽
に
つ
い
て
の
、
ま
た
生
活
に
つ
い
て
の
、
種
々
の
間
違
っ
た
観
念
が
生
じ
て
い
る
。
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娯
楽
が
生
活
に
な
り
生
活
が
娯
楽
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
活
と
娯
楽
と
が
人
格
的
統
一
に
齎
さ
れ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
生
活
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
幸
福
と
い
う
も
の
が
そ
の
際
根
本
の
観
念
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

娯
楽
が
芸
術
に
な
り
、
生
活
が
芸
術
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
活
の
技
術
は
生
活
の
芸
術
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

娯
楽
は
生
活
の
中
に
あ
っ
て
生
活
の
ス
タ
イ
ル
を
作
る
も
の
で
あ
る
。
娯
楽
は
単
に
消
費
的
、
享
受
的
な
も

の
で
な
く
、
生
産
的
、
創
造
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
楽
し
む
の
で
な
く
、
作

る
こ
と
に
よ
っ
て
楽
し
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

娯
楽
は
他
の
仕
方
に
お
け
る
生
活
と
し
て
我
々
の
平
生
使
わ
れ
て
い
な
い
器
官
や
能
力
を
働
か
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
教
養
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
も
ち
ろ
ん
娯
楽
は
た
だ
他
の
仕
方
に
お
け
る
生
活
で
あ
っ
て
、

生
活
の
他
の
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

生
活
の
他
の
も
の
と
し
て
の
娯
楽
と
い
う
抽
象
的
な
観
念
が
生
じ
た
の
は
近
代
技
術
が
人
間
生
活
に
及
ぼ
し

た
影
響
に
依
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
機
械
技
術
を
支
配
す
る
技
術
が
必
要
で
あ
る
。
技
術
を
支
配
す
る
技
術
と
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い
う
も
の
が
現
代
文
化
の
根
本
問
題
で
あ
る
。

今
日
娯
楽
と
い
わ
れ
る
も
の
の
持
っ
て
い
る
唯
一
の
意
義
は
生
理
的
な
も
の
で
あ
る
。「
健
全
な
娯
楽
」
と
い

う
合
言
葉
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
私
は
今
日
娯
楽
と
い
わ
れ
る
も
の
の
う
ち
体
操
と
ス
ポ
ー
ツ
だ
け
は

信
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
娯
楽
は
衛
生
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
身
体
の
衛
生
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
精
神
の

衛
生
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
身
体
の
衛
生
が
血
液
の
運
行
を
善
く
す
る
こ
と
に
あ
る
如
く
、
精
神
の
衛

生
は
観
念
の
運
行
を
善
く
す
る
こ
と
に
あ
る
。
凝
結
し
た
観
念
が
今
日
か
く
も
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
娯
楽
の
意

義
と
そ
の
方
法
が
ほ
ん
と
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
。

生
活
を
楽
し
む
者
は
リ
ア
リ
ス
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
技
術
の
リ
ア
リ
ズ
ム

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
生
活
の
技
術
の
尖
端
に
は
つ
ね
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
ら
ゆ
る
小
さ
な
事
柄
に
至
る
ま
で
、
工
夫
と
発
明
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
発
明
は

単
に
手
段
の
発
明
に
止
ま
ら
な
い
で
、
目
的
の
発
明
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
級
の
発

明
は
、
い
わ
ゆ
る
技
術
に
お
い
て
も
、
新
し
い
技
術
的
手
段
の
発
明
で
あ
る
と
共
に
新
し
い
技
術
的
目
的
の
発
明
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で
あ
っ
た
。
真
に
生
活
を
楽
し
む
に
は
、
生
活
に
お
い
て
発
明
的
で
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
新
し
い
生
活
意
欲
を

発
明
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
と
い
う
の
は
生
活
の
芸
術
に
お
け
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
る
。
真
に
生
活
を
楽
し
む
者

は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
は
区
別
さ
れ
る
創
造
的
な
芸
術
家
で
あ
る
。
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希
望
に
つ
い
て

人
生
に
お
い
て
は
何
事
も
偶
然
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
人
生
に
お
い
て
は
何
事
も
必
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
人
生
を
我
々
は
運
命
と
称
し
て
い
る
。
も
し
一
切
が
必
然
で
あ
る
な
ら
運
命
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
だ
が
も
し
一
切
が
偶
然
で
あ
る
な
ら
運
命
と
い
う
も
の
は
ま
た
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
偶
然
の
も

の
が
必
然
の
、
必
然
の
も
の
が
偶
然
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
故
に
、
人
生
は
運
命
な
の
で
あ
る
。

希
望
は
運
命
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
運
命
と
い
う
も
の
の
符
号
を
逆
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
し
一
切
が
必
然
で
あ
る
な
ら
希
望
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
切
が
偶
然
で
あ
る
な
ら

希
望
と
い
う
も
の
は
ま
た
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

人
生
は
運
命
で
あ
る
よ
う
に
、
人
生
は
希
望
で
あ
る
。
運
命
的
な
存
在
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
生
き
て
い
る

こ
と
は
希
望
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

自
分
の
希
望
は
Ｆ
と
い
う
女
と
結
婚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
希
望
は
Ｖ
と
い
う
町
に
住
む
こ
と
で
あ
る
。
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自
分
の
希
望
は
Ｐ
と
い
う
地
位
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
等
々
。
ひ
と
は
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
何
故

に
そ
れ
が
希
望
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
欲
望
と
い
う
も
の
で
な
い
の
か
。
目
的
と
い
う
も
の
で
な
い
の
か
。
或
い

は
期
待
と
い
う
も
の
で
な
い
の
か
。
希
望
は
欲
望
と
も
、
目
的
と
も
、
期
待
と
も
同
じ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
自

分
が
彼
女
に
会
っ
た
の
は
運
命
で
あ
っ
た
。
自
分
が
こ
の
土
地
に
来
た
の
は
運
命
で
あ
っ
た
。
自
分
が
今
の
地
位

に
い
る
の
は
運
命
で
あ
っ
た
。
個
々
の
出
来
事
が
私
に
と
っ
て
運
命
で
あ
る
の
は
、
私
の
存
在
が
全
体
と
し
て
本

来
運
命
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
希
望
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
内
容

の
も
の
が
希
望
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
人
生
が
全
体
と
し
て
本
来
希
望
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
は
運
命
だ
か
ら
絶
望
的
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
は
運
命
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
ま
た
希

望
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

希
望
を
持
つ
こ
と
は
や
が
て
失
望
す
る
こ
と
で
あ
る
、
だ
か
ら
失
望
の
苦
し
み
を
味
わ
い
た
く
な
い
者
は
初

め
か
ら
希
望
を
持
た
な
い
の
が
宜
い
、
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
失
わ
れ
る
希
望
と
い
う
も
の
は
希
望
で

な
く
、
却
っ
て
期
待
と
い
う
如
き
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
内
容
の
希
望
は
失
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
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か
も
決
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
が
本
来
の
希
望
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
失
恋
と
は
愛
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
か
。
も
し
彼
或
い
は
彼
女
が
も
は
や
全
く
愛
し
て
い
な
い

と
す
れ
ば
、彼
或
い
は
彼
女
は
も
は
や
失
恋
の
状
態
に
あ
る
の
で
な
く
既
に
他
の
状
態
に
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

失
望
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
実
際
、
愛
と
希
望
と
の
間
に
は
密
接
な

関
係
が
あ
る
。
希
望
は
愛
に
よ
っ
て
生
じ
、
愛
は
希
望
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
。

愛
も
ま
た
運
命
で
は
な
い
か
。
運
命
が
必
然
と
し
て
自
己
の
力
を
現
す
と
き
、
愛
も
必
然
に
縛
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
運
命
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
は
愛
は
希
望
と
結
び
附
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

希
望
と
い
う
も
の
は
生
命
の
形
成
力
以
外
の
何
物
で
あ
る
か
。
我
々
は
生
き
て
い
る
限
り
希
望
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
の
は
、
生
き
る
こ
と
が
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
希
望
は
生
命
の
形
成
力
で
あ
り
、
我
々

の
存
在
は
希
望
に
よ
っ
て
完
成
に
達
す
る
。
生
命
の
形
成
力
が
希
望
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
形
成
が
無
か
ら

の
形
成
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
依
る
で
あ
ろ
う
。
運
命
と
は
そ
の
よ
う
な
無
で
は
な
い
の
か
。
希
望

は
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
イ
デ
ー
的
な
力
で
あ
る
。
希
望
と
い
う
も
の
は
人
間
の
存
在
の
形
而
上
学
的
本
質
を
顕
す

も
の
で
あ
る
。
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希
望
に
生
き
る
者
は
つ
ね
に
若
い
。
い
な
生
命
そ
の
も
の
が
本
質
的
に
若
さ
を
意
味
し
て
い
る
。

愛
は
私
に
あ
る
の
で
も
相
手
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
い
わ
ば
そ
の
間
に
あ
る
。
間
に
あ
る
と
い
う
の
は
二
人

の
い
ず
れ
よ
り
も
ま
た
そ
の
関
係
よ
り
も
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
人
が
愛
す
る

と
き
い
わ
ば
第
三
の
も
の
即
ち
二
人
の
間
の
出
来
事
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
第
三
の
も
の
は
全
体
的

に
二
人
の
い
ず
れ
の
一
人
の
も
の
で
も
あ
る
。
希
望
に
も
こ
れ
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
希
望
は
私
か

ら
生
ず
る
の
で
な
く
、
し
か
も
全
く
私
の
内
部
の
も
の
で
あ
る
。
真
の
希
望
は
絶
望
か
ら
生
じ
る
と
い
わ
れ
る
の

は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
即
ち
希
望
が
自
己
か
ら
生
じ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
絶
望
と
は
自
己
を

抛
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
。

絶
望
に
お
い
て
自
己
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
希
望
に
お
い
て
自
己
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
は
近
代
の
主
観
的
人
間
に
と
っ
て
特
徴
的
な
状
態
で
あ
る
。
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自
分
の
持
っ
て
い
る
も
の
は
失
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
人
格
主
義
の
根
本
の
論
理
で

あ
る
。
し
か
し
む
し
ろ
そ
の
逆
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
分
に
依
る
の
で
な
く
ど
こ
ま
で
も
他
か
ら
与
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
故
に
私
は
そ
れ
を
失
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
近
代
の
人
格
主
義
は
主
観
主
義
と
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
解
体
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

希
望
と
現
実
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
希
望
は
不
確
か

な
も
の
で
あ
る
か
。
希
望
は
つ
ね
に
人
生
と
い
う
も
の
ほ
ど
の
確
か
さ
は
持
っ
て
い
る
。

も
し
一
切
が
保
証
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
希
望
と
い
う
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
人
間
は
つ
ね
に
そ
れ

ほ
ど
確
実
な
も
の
を
求
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
対
し
て
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
人
間
―

―
ひ
と
は
戦
争
に
対
し
て
さ
え
保
険
会
社
を
設
立
す
る
―
―
も
、
賭
に
熱
中
す
る
。
言
い
換
え
る
と
、
彼
は
発
明

さ
れ
た
偶
然
、
強
い
て
作
ら
れ
た
運
命
に
心
を
砕
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
恐
怖
或
い
は
不
安
に
よ
っ
て
希
望
を

刺
戟
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

希
望
の
確
実
性
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
確
実
性
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
生
成
す
る
も
の
の
論
理
は

固
形
体
の
論
理
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
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人
生
問
題
の
解
決
の
鍵
は
確
実
性
の
新
し
い
基
準
を
発
見
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

希
望
が
無
限
定
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
限
定
す
る
力
そ
の
も
の
で
あ
る
た

め
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
い
っ
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
限
定
は
否
定
で
あ
る
。
断
念
す
る
こ
と
を
ほ
ん
と
に
知
っ
て
い
る

者
の
み
が
ほ
ん
と
に
希
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
物
も
断
念
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
者
は
真
の
希
望
を
持
つ
こ

と
も
で
き
ぬ
。

形
成
は
断
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ゲ
ー
テ
の
達
し
た
深
い
形
而
上
学
的
智
慧
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
芸
術
的

制
作
に
つ
い
て
の
み
い
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
生
の
智
慧
で
あ
る
。
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旅
に
つ
い
て

ひ
と
は
さ
ま
ざ
ま
の
理
由
か
ら
旅
に
上
る
で
あ
ろ
う
。
或
る
者
は
商
用
の
た
め
に
、他
の
者
は
視
察
の
た
め
に
、

更
に
他
の
者
は
休
養
の
た
め
に
、
ま
た
或
る
一
人
は
親
戚
の
不
幸
を
見
舞
う
た
め
に
、
そ
し
て
他
の
一
人
は
友
人

の
結
婚
を
祝
う
た
め
に
、
と
い
う
よ
う
に
。
人
生
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
よ
う
に
、
旅
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
旅
に
出
る
に
し
て
も
、
す
べ
て
の
旅
に
は
旅
と
し
て
の
共
通
の
感
情
が
あ
る
。

一
泊
の
旅
に
出
る
者
に
も
、
一
年
の
旅
に
出
る
者
に
も
、
旅
に
は
相
似
た
感
懐
が
あ
る
。
恰
も
、
人
生
は
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
に
し
て
も
、
短
い
一
生
の
者
に
も
、
長
い
一
生
の
者
に
も
、
す
べ
て
の
人
生
に
は
人
生
と
し
て
の
共
通

の
感
情
が
あ
る
よ
う
に
。

旅
に
出
る
こ
と
は
日
常
の
生
活
環
境
を
脱
け
る
こ
と
で
あ
り
、
平
生
の
習
慣
的
な
関
係
か
ら
逃
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
旅
の
嬉
し
さ
は
か
よ
う
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
の
嬉
し
さ
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
解
放
を
求
め
て
す
る
旅
で
な

く
て
も
、
旅
に
お
い
て
は
誰
も
何
等
か
解
放
さ
れ
た
気
持
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
或
る
者
は
実
に
人
生
か
ら
脱
出

す
る
目
的
を
も
っ
て
さ
え
旅
に
上
る
の
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
脱
出
を
欲
し
て
す
る
旅
で
な
く
て
も
、
旅
に
お
い
て
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は
誰
も
何
等
か
脱
出
に
類
す
る
気
持
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
旅
の
対
象
と
し
て
ひ
と
の
好
ん
で
選
ぶ
も
の
が
多
く

の
場
合
自
然
で
あ
り
、
人
間
の
生
活
で
あ
っ
て
も
原
始
的
な
、
自
然
的
な
生
活
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
こ
れ
に
関

係
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
旅
に
お
け
る
か
よ
う
な
解
放
乃
至
脱
出
の
感
情
に
は
つ
ね
に
或
る

他
の
感
情
が
伴
っ
て
い
る
。
即
ち
旅
は
す
べ
て
の
人
に
多
か
れ
少
な
か
れ
漂
泊
の
感
情
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。

解
放
も
漂
泊
で
あ
り
、
脱
出
も
漂
泊
で
あ
る
。
そ
こ
に
旅
の
感
傷
が
あ
る
。

漂
泊
の
感
情
は
或
る
運
動
の
感
情
で
あ
っ
て
、
旅
は
移
動
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
確
か
に
或
る
運
動
の
感
情
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
我
々
が
旅
の
漂
泊
で
あ
る
こ
と
を
身
に
し
み
て
感
じ
る
の

は
、
車
に
乗
っ
て
動
い
て
い
る
時
で
は
な
く
、
む
し
ろ
宿
に
落
ち
着
い
た
時
で
あ
る
。
漂
泊
の
感
情
は
単
な
る
運

動
の
感
情
で
は
な
い
。
旅
に
出
る
こ
と
は
日
常
の
習
慣
的
な
、
従
っ
て
安
定
し
た
関
係
を
脱
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
生
ず
る
不
安
か
ら
漂
泊
の
感
情
が
湧
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
旅
は
何
と
な
く
不
安
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
ま
た
漂
泊
の
感
情
は
遠
さ
の
感
情
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
旅
は
、
ど
の
よ
う
な

旅
も
、遠
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
遠
さ
は
何
キ
ロ
と
計
ら
れ
る
よ
う
な
距
離
に
関
係
し
て
い
な
い
。

毎
日
遠
方
か
ら
汽
車
で
事
務
所
へ
通
勤
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、彼
は
こ
の
種
の
遠
さ
を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
た
と
い
そ
れ
よ
り
も
短
い
距
離
で
あ
っ
て
も
、
一
日
彼
が
旅
に
出
る
と
な
る
と
、
彼
は
そ
の
遠
さ
を
味
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わ
う
の
で
あ
る
。
旅
の
心
は
遥
か
で
あ
り
、
こ
の
遥
け
さ
が
旅
を
旅
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
旅
に
お
い

て
我
々
は
つ
ね
に
多
か
れ
少
な
か
れ
浪
漫
的
に
な
る
。浪
漫
的
心
情
と
い
う
の
は
遠
さ
の
感
情
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

旅
の
面
白
さ
の
半
ば
は
か
よ
う
に
し
て
想
像
力
の
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
旅
は
人
生
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
と

さ
え
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
旅
は
単
に
遥
か
な
も
の
で
は
な
い
。
旅
は
あ
わ
た
だ
し
い

も
の
で
あ
る
。
鞄
一
つ
で
出
掛
け
る
簡
単
な
旅
で
あ
っ
て
も
、
旅
に
は
旅
の
あ
わ
た
だ
し
さ
が
あ
る
。
汽
車
に
乗

る
旅
に
も
、
徒
歩
で
行
く
旅
に
も
、
旅
の
あ
わ
た
だ
し
さ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
旅
は
つ
ね
に
遠
く
て
、
し
か
も
つ

ね
に
あ
わ
た
だ
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
そ
こ
に
漂
泊
の
感
情
が
湧
い
て
く
る
。
漂
泊
の
感
情
は
単
に
遠

さ
の
感
情
で
は
な
い
。
遠
く
て
、
し
か
も
あ
わ
た
だ
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
我
々
は
漂
泊
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
遠

い
と
定
ま
っ
て
い
る
も
の
な
ら
、
何
故
に
あ
わ
た
だ
し
く
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
遠
い
も
の
で

な
く
て
近
い
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
な
、
旅
は
つ
ね
に
遠
く
て
同
時
に
つ
ね
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
は
旅
が
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
旅
は
過
程
で
あ
る
故
に
漂
泊
で
あ
る
。
出

発
点
が
旅
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
到
着
点
が
旅
で
あ
る
の
で
も
な
い
、
旅
は
絶
え
ず
過
程
で
あ
る
。
た
だ
目
的
地

に
着
く
こ
と
を
の
み
問
題
に
し
て
、
途
中
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
旅
の
真
の
面
白
さ
を
知
ら
ぬ
も
の

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
常
の
生
活
に
お
い
て
我
々
は
つ
ね
に
主
と
し
て
到
達
点
を
、
結
果
を
の
み
問
題
に
し
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て
い
る
、
こ
れ
が
行
動
と
か
実
践
と
か
い
う
も
の
の
本
性
で
あ
る
。
し
か
る
に
旅
は
本
質
的
に
観
想
的
で
あ
る
。

旅
に
お
い
て
我
々
は
つ
ね
に
見
る
人
で
あ
る
。
平
生
の
実
践
的
生
活
か
ら
脱
け
出
し
て
純
粋
に
観
想
的
に
な
り
得

る
と
い
う
こ
と
が
旅
の
特
色
で
あ
る
。
旅
が
人
生
に
対
し
て
有
す
る
意
義
も
そ
こ
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

何
故
に
旅
は
遠
い
も
の
で
あ
る
か
。
未
知
の
も
の
に
向
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
故
に
。
日
常
の
経
験
に
お
い

て
も
、
知
ら
な
い
道
を
初
め
て
歩
く
時
に
は
実
際
よ
り
も
遠
く
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
仮
に
す
べ
て
の
こ
と
が
全

く
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
し
た
な
ら
、
日
常
の
通
勤
の
よ
う
な
も
の
は
あ
っ
て
も
本
質
的
に
旅
と
い
う
べ
き
も
の

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
旅
は
未
知
の
も
の
に
引
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
旅
に
は
漂
泊
の
感
情
が
伴

っ
て
く
る
。
旅
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
既
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
こ
で
は
単
に
到
着
点
或
い
は
結
果
が
問
題
で
あ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
過
程
が
主
要
な
の
で
あ
る
か
ら
。
途
中

に
注
意
し
て
い
る
者
は
必
ず
何
か
新
し
い
こ
と
、
思
い
設
け
ぬ
こ
と
に
出
会
う
も
の
で
あ
る
。
旅
は
習
慣
的
に
な

っ
た
生
活
形
式
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
で
あ
り
、
か
よ
う
に
し
て
我
々
は
多
か
れ
少
な
か
れ
新
し
く
な
っ
た
眼
を
も

っ
て
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
ま
た
我
々
は
物
に
お
い
て
多
か
れ
少
な
か
れ

新
し
い
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
平
生
見
慣
れ
た
も
の
も
旅
に
お
い
て
は
目
新
し
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く
感
じ
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
旅
の
利
益
は
単
に
全
く
見
た
こ
と
の
な
い
物
を
初
め
て
見
る
こ
と
に
あ
る
の

で
な
く
、
―
―
全
く
新
し
い
と
い
い
得
る
も
の
が
世
の
中
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
―
―
む
し
ろ
平
素
自
明
の
も
の
、

既
知
の
も
の
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
も
の
に
驚
異
を
感
じ
、
新
た
に
見
直
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
我
々
の
日
常
の
生

活
は
行
動
的
で
あ
っ
て
到
着
点
或
い
は
結
果
に
の
み
関
心
し
、
そ
の
他
の
も
の
、
途
中
の
も
の
、
過
程
は
、
既
知

の
も
の
の
如
く
前
提
さ
れ
て
い
る
。
毎
日
習
慣
的
に
通
勤
し
て
い
る
者
は
、
そ
の
日
家
を
出
て
事
務
所
に
来
る
ま

で
の
間
に
、
彼
が
何
を
為
し
、
何
に
会
っ
た
か
を
恐
ら
く
想
い
起
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
旅

に
お
い
て
は
我
々
は
純
粋
に
観
想
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
旅
す
る
者
は
為
す
者
で
な
く
て
見
る
人
で
あ
る
。

か
よ
う
に
純
粋
に
観
想
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
生
既
知
の
も
の
、
自
明
の
も
の
と
前
提
し
て
い
た
も
の
に

対
し
て
我
々
は
新
た
に
驚
異
を
覚
え
、
或
い
は
好
奇
心
を
感
じ
る
。
旅
が
経
験
で
あ
り
、
教
育
で
あ
る
の
も
、
こ

れ
に
依
る
の
で
あ
る
。

人
生
は
旅
、
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
の
奥
の
細
道
の
有
名
な
句
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
こ

れ
は
誰
に
も
一
再
な
ら
ず
迫
っ
て
く
る
実
感
で
あ
ろ
う
。
人
生
に
つ
い
て
我
々
が
抱
く
感
情
は
、
我
々
が
旅
に
お

い
て
持
つ
感
情
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

何
処
か
ら
何
処
へ
、
と
い
う
こ
と
は
、
人
生
の
根
本
問
題
で
あ
る
。
我
々
は
何
処
か
ら
来
た
の
で
あ
る
か
、
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そ
し
て
何
処
へ
行
く
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
が
つ
ね
に
人
生
の
根
本
的
な
謎
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
限
り
、
人
生
が

旅
の
如
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
我
々
の
人
生
感
情
と
し
て
変
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
人
生
に
お
い

て
、我
々
は
何
処
へ
行
く
の
で
あ
る
か
。我
々
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
。人
生
は
未
知
の
も
の
へ
の
漂
泊
で
あ
る
。我
々

の
行
き
着
く
処
は
死
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
死
が
何
で
あ
る
か
は
、
誰
も
明
瞭
に
答
え

る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
何
処
へ
行
く
か
と
い
う
問
は
、
翻
っ
て
、
何
処
か
ら
来
た
か
と
問
わ
せ
る
で
あ

ろ
う
。
過
去
に
対
す
る
配
慮
は
未
来
に
対
す
る
配
慮
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。
漂
泊
の
旅
に
は
つ
ね
に
さ
だ
か
に

捉
え
難
い
ノ
ス
タ
ル
ジ
ヤ
が
伴
っ
て
い
る
。
人
生
は
遠
い
、
し
か
も
人
生
は
あ
わ
た
だ
し
い
。
人
生
の
行
路
は
遠

く
て
、
し
か
も
近
い
。
死
は
刻
々
に
我
々
の
足
も
と
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
も
か
く
の
如
き
人
生
に
お
い

て
人
間
は
夢
み
る
こ
と
を
や
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
我
々
の
想
像
に
従
っ
て
人
生
を
生
き
て
い
る
。
人
は
誰

で
も
多
か
れ
少
な
か
れ
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
で
あ
る
。
旅
は
人
生
の
姿
で
あ
る
。
旅
に
お
い
て
我
々
は
日
常
的
な
も
の

か
ら
離
れ
、
そ
し
て
純
粋
に
観
想
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
生
は
何
か
自
明
の
も
の
、
既
知
の
も
の
の
如
く

前
提
さ
れ
て
い
た
人
生
に
対
し
て
新
た
な
感
情
を
持
つ
の
で
あ
る
。
旅
は
我
々
に
人
生
を
味
わ
わ
さ
せ
る
。
あ
の

遠
さ
の
感
情
も
、
あ
の
近
さ
の
感
情
も
、
あ
の
運
動
の
感
情
も
、
私
は
そ
れ
ら
が
客
観
的
な
遠
さ
や
近
さ
や
運
動

に
関
係
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
旅
に
お
い
て
出
会
う
の
は
つ
ね
に
自
己
自
身
で
あ
る
。
自
然
の
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中
を
行
く
旅
に
お
い
て
も
、
我
々
は
絶
え
ず
自
己
自
身
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
旅
は
人
生
の
ほ
か
に
あ
る
の
で
な

く
、
む
し
ろ
人
生
そ
の
も
の
の
姿
で
あ
る
。

既
に
い
っ
た
よ
う
に
、
ひ
と
は
し
ば
し
ば
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
旅
に
出
る
。
旅
は
確
か
に
彼
を
解
放

し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
真
に
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
な
ら
、
間

違
い
で
あ
る
。
解
放
と
い
う
の
は
或
る
物
か
ら
の
自
由
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
自
由
は
消
極
的
な
自
由
に
過
ぎ
な

い
。
旅
に
出
る
と
、
誰
で
も
出
来
心
に
な
り
易
い
も
の
で
あ
り
、
気
紛
れ
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
人
の
出
来
心
を

利
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
、
そ
の
人
を
旅
に
連
れ
出
す
の
が
手
近
か
な
方
法
で
あ
る
。
旅
は
人
を
多
か
れ
少
な

か
れ
冒
険
的
に
す
る
、
し
か
し
こ
の
冒
険
と
雖
も
出
来
心
で
あ
り
、
気
紛
れ
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
旅
に
お
け
る
漂

泊
の
感
情
が
そ
の
よ
う
な
出
来
心
の
根
柢
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
気
紛
れ
は
真
の
自
由
で
は
な
い
。
気
紛
れ
や

出
来
心
に
従
っ
て
の
み
行
動
す
る
者
は
、
旅
に
お
い
て
真
に
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
旅
は
我
々
の
好
奇
心
を

活
溌
に
す
る
。
け
れ
ど
も
好
奇
心
は
真
の
研
究
心
、真
の
知
識
欲
と
は
違
っ
て
い
る
。
好
奇
心
は
気
紛
れ
で
あ
り
、

一
つ
の
所
に
停
ま
っ
て
見
よ
う
と
は
し
な
い
で
、
次
か
ら
次
へ
絶
え
ず
移
っ
て
ゆ
く
。
一
つ
の
所
に
停
ま
り
、
一

つ
の
物
の
中
に
深
く
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
な
し
に
、
如
何
に
し
て
真
に
物
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
好

奇
心
の
根
柢
に
あ
る
も
の
も
定
め
な
き
漂
泊
の
感
情
で
あ
る
。
ま
た
旅
は
人
間
を
感
傷
的
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
た
だ
感
傷
に
浸
っ
て
い
て
は
、
何
一
つ
深
く
認
識
し
な
い
で
、
何
一
つ
独
自
の
感
情
を
持
た
な
い

で
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
真
の
自
由
は
物
に
お
い
て
の
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
動
く
こ
と
で
な
く
、

動
き
な
が
ら
止
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
止
ま
り
な
が
ら
動
く
こ
と
で
あ
る
。
動
即
静
、
静
即
動
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

人
間
到
る
処
に
青
山
あ
り
、
と
い
う
。
こ
の
言
葉
は
や
や
感
傷
的
な
嫌
い
は
あ
る
が
、
そ
の
意
義
に
徹
し
た
者
で

あ
っ
て
真
に
旅
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
真
に
旅
を
味
わ
い
得
る
人
は
真
に
自
由
な
人
で
あ
る
。
旅

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賢
い
者
は
ま
す
ま
す
賢
く
な
り
、
愚
か
な
者
は
ま
す
ま
す
愚
か
に
な
る
。
日
常
交
際
し
て

い
る
者
が
如
何
な
る
人
間
で
あ
る
か
は
、
一
緒
に
旅
し
て
み
る
と
よ
く
分
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
そ
の
人
そ
れ
ぞ

れ
の
旅
を
す
る
。
旅
に
お
い
て
真
に
自
由
な
人
は
人
生
に
お
い
て
真
に
自
由
な
人
で
あ
る
。
人
生
そ
の
も
の
が
実

に
旅
な
の
で
あ
る
。
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個
性
に
つ
い
て

個
性
の
奥
深
い
殿
堂
に
到
る
道
は
テ
ー
バ
イ
【Thebai

】
の
町
の
門
の
数
の
よ
う
に
多
い
。
私
の
一
々
の
生
活

は
私
の
信
仰
の
生
け
る
告
白
で
あ
り
、
私
の
個
々
の
行
為
は
私
の
宗
教
の
語
ら
ざ
る
伝
道
で
あ
る
。
私
の
う
ち
に

去
来
す
る
も
ろ
も
ろ
の
心
は
自
己
の
堂
奥
に
祀
ら
れ
た
る
も
の
の
直
接
的
な
認
識
を
私
に
喚
び
起
さ
せ
る
た
め
に

生
成
し
、
発
展
し
、
消
滅
す
る
。
そ
れ
故
に
有
限
な
も
の
を
通
し
て
無
限
な
も
の
を
捕
捉
し
得
る
者
は
、
私
の
唯

一
つ
の
思
想
感
情
も
し
く
は
行
為
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
え
、
私
が
ま
こ
と
の
神
の
信
者
で
あ
る
か
、
そ
れ
と

も
バ
ー
ル
の
僧
侶
で
あ
る
か
を
洞
察
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
多
く
の
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の

意
味
を
掴
み
得
な
い
者
に
と
っ
て
は
単
に
迷
路
が
あ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。

私
は
私
の
う
ち
に
無
数
の
心
像
が
果
て
し
な
く
去
来
す
る
の
を
意
識
す
る
。
私
と
い
う
も
の
は
私
の
脳
裡
に

生
ず
る
表
象
や
感
情
や
意
欲
の totum

 discretum
 【

離
散
全
体
】
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
観
念
の
束
」
で
で
も
あ

る
の
か
。
け
れ
ど
も
私
は
一
切
の
活
動
が
た
だ
私
に
於
て

0

0

0

0

起
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
私
と
い
う
も
の
は
無
数
の

心
像
が
そ
の
上
に
現
れ
て
は
消
え
つ
つ
様
々
な
悲
喜
劇
を
演
ず
る
舞
台
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
も
の
が
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そ
こ
へ
入
っ
て
行
く
が
何
も
の
も
そ
こ
か
ら
出
て
来
な
い
と
こ
ろ
の
「
獅
子
の
住
む
洞
穴
」
で
で
も
あ
る
の
か
。

し
か
し
私
は
私
の
精
神
過
程
の
生
成
と
消
滅
、
生
産
と
衰
亡
の
一
切
が
た
だ
私
に
因
っ
て

0

0

0

0

0

起
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
。も

し
私
と
い
う
も
の
が
私
の
あ
ら
ゆ
る
運
動
と
変
化
が
そ
の
前
で
演
じ
ら
れ
る
背
景
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
実
に
奇
怪
で
不
気
味
な U

nding 

【
不
条
理
】
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
そ
れ
に
如
何
な
る
指
示
し

得
べ
き
内
容
を
も
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
私
が
そ
れ
に
つ
い
て
表
象
す
る
性
質
は
悉
く
此
背
景
を

俟
っ
て
可
能
な
の
で
あ
っ
て
背
景
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
。
従
っ
て
そ
れ
は
も
は
や
個
性
で
あ
る
こ
と
を
や
め

ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
か
よ
う
な
も
の
を
た
だ
何
物
で
で
も
な
く
ま
た
、
何
物
か
ら
も
生
じ
な
い
抽
象
的
実
体
と

し
て
考
え
0

0

得
る
の
み
で
あ
る
。
か
く
し
て
私
は
虚
無
観
の
前
に
た
た
ず
む
。
私
に
よ
っ
て
決
し
て
体
験
さ
れ
る

0

0

0

0

0

こ

と
が
な
い
こ
の
悪
魔
的
な U

nding 

は
、
私
が
経
験
す
る
色
あ
り
響
あ
る
す
べ
て
の
喜
び
と
悲
し
み
を
舐
め
尽
し
、

食
い
尽
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
私
は
こ
の
物
か
ら
再
び
七
彩
の
交
錯
す
る
美
し
い
世
界
へ
帰
る
べ
き
術
を
知
ら
な

い
の
で
あ
る
。

私
も
ま
た
「
万
の
心
を
も
つ
人
」
で
あ
る
。
私
は
私
の
内
部
に
絶
え
ず
鬩せ
め

ぎ
合
い
、
啀い
が

み
合
い
、
相
反
対
し
、

相
矛
盾
す
る
多
く
の
心
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
こ
れ
ら
無
数
の
愛
し
合
い
、
助
け
合
う
、
そ
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し
て
実
に
し
ば
し
ば
憎
み
合
い
、
挑
み
合
う
心
の aggregatum

 per accidens  【
偶
然
の
寄
せ
集
め
】
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
或
い
は
そ
れ
ら
の
心
像
が
単
に
心
理
学
的
法
則
に
従
っ
て
結
合
し
た
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
に
し
て

「
観
念
の
束
」
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
心
理
学
者
が
私
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
試
み
る
説
明
は
正
当
で
あ
る
。

彼
等
は
私
の
う
ち
に
現
れ
る
精
神
現
象
を
一
定
の
範
疇
と
法
則
と
に
従
っ
て
分
類
し
、
総
括
し
、
ま
た
私
の
記
憶

が
視
覚
型
に
属
す
る
か
、聴
覚
型
に
属
す
る
か
、更
に
私
の
性
格
が
多
血
質
で
あ
る
か
、胆
汁
質
で
あ
る
か
、等
々
、

を
決
定
す
る
。
け
れ
ど
も
抽
象
的
な
概
念
と
言
語
は
す
べ
て
の
も
の
か
ら
個
性
を
奪
っ
て
一
様
に
黒
塊
を
作
り
、

ピ
ー
タ
ー
と
ポ
ー
ル
と
を
同
じ
に
す
る
悪
し
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
私
は
普
遍
的
な
類
型
や
法

則
の
標
本
も
し
く
は
伝
達
器
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
。
し
か
ら
ば
私
も
ま
た
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、「
私

は
法
則
の
た
め
に
で
は
な
く
例
外
の
た
め
に
作
ら
れ
た
よ
う
な
人
間
の
一
人
で
あ
る
」
と
。
七
つ
の
天
を
量
り
得

る
と
も
、
誰
が
い
っ
た
い
人
間
の
魂
の
軌
道
を
計
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
私
は
私
の
個
性
が
一
層
多
く
記
述
さ
れ

定
義
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
で
き
る
ほ
ど
、
そ
の
価
値
が
減
じ
て
ゆ
く
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

ひ
と
は
私
に
個
性
が
無
限
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
教
え
、
私
も
ま
た
そ
う
信
じ
て
い
る
。
地
球
の
中
心
と
い

う
も
の
の
よ
う
に
単
に
一
あ
っ
て
二
な
い
も
の
が
個
性
で
は
な
い
。
一
号
、
二
号
と
い
う
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
客
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観
的
な
個
別
性
或
い
は
他
と
の
比
較
の
上
で
の
独
自
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
個
性
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
個
性

と
は
却
っ
て
無
限
な
存
在
で
あ
る
。
私
が
無
限
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
私
の
心
裡
に
無
数
の
表
象
、
感
情
、

意
欲
が
果
て
し
な
く
交
替
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
も
し
私
に
し
て
そ
れ
ら
の
精
神
過
程
の
単
に

偶
然
的
な
も
し
く
は
外
面
的
な
結
合
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、私
は
た
だ
現
象
と
し
て
存
在
し
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。

私
に
し
て
現
象
で
あ
る
以
上
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
永
劫
の
時
の
流
の
一
つ
の
点
に
浮
び
出
る

泡
沫
に
も
比
す
べ
き
私
の
生
に
お
い
て
如
何
に
多
く
の
も
の
が
そ
の
う
ち
に
宿
さ
れ
よ
う
と
も
、
い
ず
れ
は
須
臾

に
し
て
消
え
ゆ
く
私
の
運
命
で
は
な
い
か
。
も
ろ
も
ろ
の
太
陽
を
も
容
赦
し
な
い
時
の
経
過
は
、
私
の
脳
裡
に
生

起
す
る
心
像
の
無
限
を
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
片
附
け
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
私
に
し
て
真
に
無
限
な
存

在
で
あ
る
べ
き
な
ら
ば
、
私
の
う
ち
に
時
の
生
じ
得
ず
、
ま
た
時
の
滅
し
得
ざ
る
或
る
物
が
存
在
す
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ど
も
私
は
時
間
を
離
れ
て
個
別
化
の
原
理
を
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
個
性
と
い
う
の
は
一
回
的
な
も

の
、
繰
り
返
さ
な
い
も
の
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
私
は
単
に
時
間
的
順
序
に
よ
っ
て
の
み
区
別

さ
れ
る
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
の
相
継
い
で
鳴
る
一
つ
一
つ
の
音
を
個
性
と
考
え
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
。

時
間
は
個
性
の
唯
一
性
の
外
面
的
な
徴
表
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
質
的
に
は
個
性
は
個
性
自
身
の
働
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き
そ
の
も
の
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
性
の
唯
一
性
は
そ
れ
が
独
立
な
存
在
と
し
て

「
他
の
何
物
の
出
入
す
べ
き
窓
を
有
せ
ず
」、自
足
的
な
内
面
的
発
展
を
遂
げ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、

個
性
は
自
己
活
動
的
な
も
の
で
あ
る
故
に
自
己
区
別
的
な
も
の
と
し
て
自
己
の
唯
一
性
を
主
張
し
得
る
の
で
あ

る
。
も
と
よ
り
私
が
世
界
過
程
の
如
何
な
る
時
に
生
を
享
け
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
恰
も
音
楽
の
一
つ
の
曲
の
如

何
な
る
瞬
間
に
或
る
音
が
来
る
か
と
い
う
こ
と
が
偶
然
で
な
い
よ
う
に
、
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
私

と
い
う
個
性
の
内
面
的
な
意
味
の
関
係
に
依
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
時
間
の
形
式
に
よ
っ

て
音
楽
を
理
解
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
音
楽
に
お
い
て
真
の
時
間
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

を
体
験
す
る
の
で
あ
る
。「
自
然

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
者
は
自
然
の
如
く
黙
し
て
こ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
個

性
を
理
解
し
よ
う
と
欲
す
る
者
は
時
の
流
の
ざ
わ
め
き
を
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
能
弁
を
捕
え
て
そ

の
頸
を
捻ね
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
私
が
時
の
流
を
離
脱
す
る
の
は
時
の
経
過
の
考
え
尽
す
こ
と
が
で
き

ぬ
遥
か
の
後
に
お
い
て
で
は
な
く
、
私
が
流
れ
る
時
の
中
に
自
己
を
浸
し
て
真
に
時
そ
の
も
の
に
な
っ
た
と
き
で

あ
る
。
単
な
る
認
識
の
形
式
と
し
て
の
時
間
か
ら
解
放
さ
れ
て
、純
粋
持
続
に
自
由
に
身
を
委
せ
た
と
き
で
あ
る
。

眺
め
る
と
こ
ろ
に
個
性
の
理
解
の
道
は
な
い
。
私
は
た
だ
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
私
の
何
で
あ
る
か
を
理
解
し
得
る

の
で
あ
る
。
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一
様
に
推
移
し
流
下
す
る
黒
い
幕
の
よ
う
な
時
の
束
縛
と
羈
絆
か
ら
遁
れ
出
る
と
き
、
私
は
無
限
を
獲
得
す

る
の
で
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
自
己
活
動
的
な
も
の
は
無
限
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
。
単
に
無
数
の
部

分
か
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
が
無
限
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
無
限
な
も
の
に
お
い
て
は
部
分
は
全
体
が
限
定
さ
れ
て

生
ず
る
も
の
と
し
て
つ
ね
に
全
体
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
私
が
す
べ
て
の
魂
を
投
げ
出
し
て
働
く
と
き
、
私

の
個
々
の
行
為
に
は
私
の
個
性
の
全
体
が
現
実
的
な
も
の
と
し
て
つ
ね
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
限
な

も
の
は
一
つ
の
目
的
、
ま
た
は
企
図
に
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
展
の
一
つ
の
段
階
は
必
然
的
に
次

の
段
階
へ
移
り
ゆ
く
べ
き
契
機
を
そ
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
理
智
の
技
巧
を
離
れ
て
純
粋
な
学
問
的
思
索
に
耽

る
と
き
、
感
情
の
放
蕩
を
去
っ
て
純
粋
な
芸
術
的
制
作
に
従
う
と
き
、
欲
望
の
打
算
を
退
け
て
純
粋
な
道
徳
的
行

為
を
行
う
と
き
、
私
は
か
よ
う
な
無
限
を
体
験
す
る
。
思
惟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
た
だ
体
験
さ
れ
る
こ
と
が
で

き
る
無
限
は
、
つ
ね
に
価
値
に
充
ち
た
も
の
即
ち
永
遠
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
さ
れ
る
に
せ
よ
意
識
さ
れ

ぬ
に
せ
よ
、
規
範
意
識
に
よ
っ
て
一
つ
の
過
程
か
ら
次
の
過
程
へ
必
然
的
に
導
か
れ
る
限
り
な
き
創
造
的
活
動
で

あ
る
。
か
よ
う
な
必
然
性
は
も
と
よ
り
因
果
律
の
必
然
性
で
は
な
く
、
超
時
間
的
で
個
性
的
な
内
面
的
必
然
性
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
私
は
私
が
無
限
を
体
験
す
る
こ
と
即
ち
真
に
純
粋
に
な
る
こ
と
が
極
め
て
稀
で
あ
る
こ
と
を

告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
多
く
の
場
合
「
ひ
と
は
そ
れ
を
理
性
と
名
附
け
て
た
だ
あ
ら
ゆ
る
動
物
よ
り
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も
一
層
動
物
的
に
な
る
た
め
に
用
い
て
い
る
」
と
メ
フ
ィ
ス
ト
が
嘲
っ
た
よ
う
な
理
性
の
使
用
者
で
あ
る
。
私
の

感
情
は
た
い
て
い
の
時
生
産
的
創
造
的
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
怠
惰
に
な
り
横
着
に
な
っ
て
、
媚
び
と
芝
居
気

に
充
ち
た
道
楽
を
し
よ
う
と
す
る
。
私
の
意
志
は
実
に
し
ば
し
ば
利
己
的
な
打
算
が
紡
ぐ
網
の
中
に
捲
き
込
ま
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
私
は
、
個
性
が
揺
籃
と
共
に
私
に
贈
ら
れ
た
贈
物
で
は
な
く
、
私
が
戦
い
を
も
っ
て
獲
得
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
念
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
し
か
し
私
は
こ
の
量
り
難
い
宝
が
自
己
の
外
に
尋
ね
ら
る
べ

き
も
の
で
は
な
く
て
、
た
ゞ
自
己
の
根
源
に
還
っ
て
求
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
た
。
求
め
る
と
い

う
こ
と
は
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
に
執
し
つ
つ
他
の
何
物
か
を
そ
れ
に
附
け
加
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
ひ
と
は
自
己

を
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
自
己
を
獲
得
す
る
。
そ
れ
故
に
私
は
偉
大
な
宗
教
家
が
「
わ
れ
も
は
や
生
け
る

に
あ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
わ
れ
に
お
い
て
生
け
る
な
り
」
と
い
っ
た
と
き
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
に
な
っ
た
の
で
な
く
、

彼
が
真
に
彼
自
身
に
な
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
私
の
個
性
は
更
生
に
よ
っ
て
の
み
私
の
う
ち
に
生
れ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

哲
学
者
は
個
性
が
無
限
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
個
性
は
宇
宙
の
生
け
る
鏡
で
あ
っ

て
、
一
に
し
て
一
切
な
る
存
在
で
あ
る
。
恰
も
相
集
ま
る
直
線
が
作
る
無
限
の
角
が
会
す
る
単
一
な
中
心
の
如
き
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も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
個
別
的
実
体
は
神
が
全
宇
宙
に
つ
い
て
な
し
た
決
意
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一

個
の
個
性
は
全
世
界
の
意
味
を
唯
一
の
仕
方
で
現
実
化
し
表
現
す
る
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
。
個
性
は
自
己
自

身
の
う
ち
に
他
と
の
無
限
の
関
係
を
含
み
つ
つ
し
か
も
全
体
の
中
に
お
い
て
占
め
る
な
ら
び
な
き
位
置
に
よ
っ
て

個
性
な
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
私
は
如
何
に
し
て
全
宇
宙
と
無
限
の
関
係
に
立
つ
の
で
あ
る
か
。
こ
の
世
に
生
を

享
け
た
、
ま
た
は
享
け
つ
つ
あ
る
、
ま
た
は
享
け
ん
と
す
る
無
数
の
同
胞
の
中
で
、
時
空
と
因
果
と
に
束
縛
さ
れ

た
も
の
と
し
て
私
の
知
り
得
る
人
間
は
ま
こ
と
に
少
な
い
で
は
な
い
か
。
こ
の
少
数
の
人
間
に
つ
い
て
さ
え
、
彼

等
の
す
べ
て
と
絶
え
ず
交
渉
す
る
こ
と
は
、
私
を
人
間
嫌
い
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
私
は
む
し
ろ
孤
独
を
求

め
る
。
し
か
し
な
が
ら
ひ
と
は
賑
か
な
巷
を
避
け
て
薄
暗
い
自
分
の
部
屋
に
帰
っ
た
と
き
真
に
孤
独
に
な
る
の
で

は
な
く
、
却
っ
て
「
ひ
と
は
星
を
眺
め
る
と
き
最
も
孤
独
で
あ
る
」
の
で
あ
る
。
永
遠
な
も
の
の
観
想
の
う
ち
に

自
己
を
失
う
と
き
、
私
は
美
し
い
絶
対
の
孤
独
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
ら
ば
私
は
哲
学
者
が
教
え
た
よ
う
に
神
の
予
定
調
和
に
あ
っ
て
他
と
の
無
限
の
関
係
に
入
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
私
は
神
の
意
志
決
定
に
制
約
さ
れ
て
全
世
界
と
不
変
の
規
則
的
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
で
も
あ
ろ

う
か
。
し
か
ら
ば
私
は
一
つ
の
必
然
に
機
械
的
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
の
価
値
は
私
自
身
に
で
は
な
く
私

を
超
え
て
普
遍
的
な
も
の
に
依
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
む
し
ろ
自
由
を
求
め
る
。
そ
し
て
私
が
ほ
ん
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と
に
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
私
が
理
智
の
細
工
や
感
情
の
遊
戯
や
欲
望
の
打
算
を
捨
て
て
純
粋
に
創

造
的
に
な
っ
た
と
き
で
あ
る
。
か
よ
う
な
孤
独
と
か
よ
う
な
創
造
と
の
う
ち
に
深
く
潜
み
入
る
と
き
、
詩
人
が 

“Voll m
ilden Ernsts, in thatenreicher Stille”  【

シ
ラ
ー
「D

ie K
ünstler

」（
芸
術
家
）
か
ら
】
と
歌
っ
た
時
間
に
お
い
て
、

私
は
宇
宙
と
無
限
の
関
係
に
立
ち
、
一
切
の
魂
と
美
し
い
調
和
に
抱
き
合
う
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な

ら
そ
の
と
き
私
は
ど
の
よ
う
な
無
限
の
も
の
も
そ
の
中
で
は
与
え
ら
れ
な
い
時
間
的
世
界
を
超
越
し
て
、
宇
宙
の

創
造
の
中
心
に
自
己
の
中
心
を
横
た
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
自
由
な
存
在
即
ち
一
個
の
文
化
人
と
し
て
の
み

私
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
の
中
で
活
動
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、
全
宇
宙
と
無
限
の
関
係
に
入
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
ま
た
個
性
の
唯
一
性
は
そ
れ
が
全
体
の
自
然
の
中
で
占
め
る
位
置
の
唯
一
性
に
存
す
る
の
で
は
な

く
、
本
質
的
に
は
そ
れ
が
全
体
の
文
化
の
中
で
課
せ
ら
れ
て
い
る
任
務
の
唯
一
性
に
基
礎
附
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
私
は
知
る
の
で
あ
る
。

個
性
を
理
解
し
よ
う
と
欲
す
る
者
は
無
限
の
こ
こ
ろ
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
無
限
の
こ
こ
ろ
を
知
ろ
う
と
思

う
者
は
愛
の
こ
こ
ろ
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
愛
と
は
創
造
で
あ
り
、
創
造
と
は
対
象
に
於
て
自
己
を
見
出
す
こ

と
で
あ
る
。
愛
す
る
者
は
自
己
に
お
い
て
自
己
を
否
定
し
て
対
象
に
お
い
て
自
己
を
生
か
す
の
で
あ
る
。「
一
に

し
て
一
切
な
る
神
は
己
自
身
に
も
秘
密
で
あ
っ
た
、
そ
れ
故
に
神
は
己
を
見
ん
が
た
め
に
創
造
せ
ざ
る
を
得
な
か
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っ
た
。」
神
の
創
造
は
神
の
愛
で
あ
り
、
神
は
創
造
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
愛
に

お
い
て
純
粋
な
創
造
的
活
動
の
う
ち
に
没
す
る
と
き
、自
己
を
独
自
の
或
物
と
し
て
即
ち
自
己
の
個
性
を
見
出
す
。

し
か
し
な
が
ら
愛
せ
ん
と
欲
す
る
者
に
は
つ
ね
に
愛
し
得
ざ
る
歎
き
が
あ
り
、
生
ま
ん
と
す
る
者
は
絶
え
ず
生
み

の
悩
み
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
彼
が
純
粋
な
生
活
に
入
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
利
己
的
な
工
夫

や
感
傷
的
な
戯
れ
や
こ
ざ
か
し
い
技
巧
が
い
よ
い
よ
多
く
の
誘
惑
と
強
要
を
も
っ
て
彼
を
妨
げ
る
の
を
痛
感
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
「
わ
れ
は
罪
人
の
首
な
り
」
と
叫
ば
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
私
達
は
悪
と

誤
謬
と
の
苦
し
み
に
血
を
流
す
と
き
、
懺
悔
と
祈
り
と
の
た
め
に
大
地
に
涙
す
る
と
き
、
真
に
自
己
自
身
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
怠
惰
と
我
執
と
傲
慢
と
ほ
ど
、
私
達
を
自
己
の
本
質
の
理
解
か
ら
遠
ざ
け
る
も
の
は
な
い
。

自
己
を
知
る
こ
と
は
や
が
て
他
人
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
私
達
が
私
達
の
魂
が
み
ず
か
ら
達
し
た
高
さ
に
応

じ
て
、
私
達
の
周
囲
に
次
第
に
多
く
の
個
性
を
発
見
し
て
ゆ
く
。
自
己
に
対
し
て
盲
目
な
人
の
見
る
世
界
は
た
だ

一
様
の
灰
色
で
あ
る
。
自
己
の
魂
を
ま
た
た
き
せ
ざ
る
眼
を
も
っ
て
凝
視
し
得
た
人
の
前
に
は
、
一
切
の
も
の
が

光
と
色
と
の
美
し
い
交
錯
に
お
い
て
拡
げ
ら
れ
る
。
恰
も
す
ぐ
れ
た
画
家
が
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
ユ
ダ
ヤ
街
に
も

つ
ね
に
絵
画
的
な
美
と
気
高
い
威
厳
と
を
見
出
し
、
そ
の
住
民
が
ギ
リ
シ
ア
人
で
な
い
こ
と
を
憂
え
な
か
っ
た
よ

う
に
、
自
己
の
個
性
の
理
解
に
透
徹
し
得
た
人
は
最
も
平
凡
な
人
間
の
間
に
お
い
て
さ
え
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
発
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見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
私
は
こ
こ
で
も
個
性
が
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
獲
得

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
私
は
た
だ
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
個
性
を
理
解
す

る
。
分
ち
選
ぶ
理
智
を
捨
て
て
抱
き
か
か
え
る
情
意
に
よ
っ
て
そ
れ
を
知
る
。
場
当
り
の
印
象
や
気
紛
れ
な
直
観

を
も
っ
て
で
は
な
く
、
辛
抱
強
い
愛
と
し
な
や
か
な
洞
察
に
よ
っ
て
そ
れ
を
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
―
―
「
な
ん

ぢ
心
を
尽
し
、
精
神
を
尽
し
、
思
を
尽
し
て
主
な
る
汝
の
神
を
愛
す
べ
し
、
こ
れ
は
大
に
し
て
第
一
の
誡
な
り
、

第
二
も
亦
之
に
ひ
と
し
、
己
の
如
く
汝
の
隣
を
愛
す
べ
し
。」

後
記

こ
の
書
物
は
そ
の
性
質
上
序
文
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
簡
単
に
そ
の
成
立
に
つ
い
て
後
記
し
て

お
け
ば
足
り
る
。
こ
の
ノ
ー
ト
は
、「
旅
に
つ
い
て
」
の
一
篇
を
除
き
、
昭
和
十
三
年
六
月
以
来
『
文
学
界
』
に

掲
載
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
終
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
な
く
、
た
だ
出
版
者
の
希
望
に
従

っ
て
今
ま
で
の
分
を
一
冊
に
纏
め
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
機
会
に
私
は
『
文
学
界
』
の
以
前
の
及
び
現
在

の
編
輯
者
、
式
場
俊
三
、
内
田
克
己
、
庄
野
誠
一
の
三
君
に
特
に
謝
意
を
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
つ
の
本
が
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出
来
る
に
つ
い
て
編
輯
者
の
努
力
の
い
か
に
大
き
く
、
そ
れ
が
い
わ
ば
著
者
と
編
輯
者
と
の
共
同
製
作
で
あ
る
と

い
っ
た
事
情
は
、
多
く
の
読
者
に
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
編
輯
者
の
仕

事
の
文
化
的
意
義
が
も
っ
と
一
般
に
認
識
さ
れ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
尊
敬
の
払
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で

あ
る
。

附
録
と
し
た
「
個
性
に
つ
い
て
」（
一
九
二
〇
年
五
月
）
と
い
う
一
篇
は
、
大
学
卒
業
の
直
前
『
哲
学
研
究
』

に
掲
載
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
私
が
公
の
機
関
に
物
を
発
表
し
た
最
初
で
あ
る
。
二
十
年
前
に
書
か
れ
た
こ
の
幼

稚
な
小
論
を
自
分
の
思
い
出
の
た
め
に
こ
こ
に
収
録
す
る
と
い
う
我
侭
も
、
本
書
の
如
き
性
質
の
も
の
に
お
い
て

は
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
六
月
二
日

三
木　

清
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我
が
青
春

一

去
年
の
暮
、
ふ
と
思
い
附
い
て
昔
の
詩
稿
を
探
し
て
い
た
ら
『
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
』
と
題
す
る
旧
い
原
稿
が

見
附
か
っ
た
。
百
五
十
枚
ば
か
り
の
も
の
で
、
奥
書
き
に
は
「
千
九
百
十
九
年
七
月
十
七
日
、
東
京
の
西
郊
中
野

に
て
脱
稿
」
と
誌
し
て
あ
る
。
あ
の
頃
は
九
月
に
新
学
年
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
大
学

の
二
年
を
終
え
た
時
で
、
私
の
廿
三
の
年
で
あ
る
。

想
い
起
す
と
、
そ
の
夏
、
休
暇
を
利
用
し
て
東
京
へ
出
た
私
は
、
相
良
徳
三
と
一
緒
に
中
野
に
小
さ
な
家
を

借
り
て
自
炊
生
活
を
し
た
。
今
の
文
園
町
の
あ
た
り
で
あ
る
。
右
の
原
稿
は
そ
の
時
に
書
い
た
も
の
で
、
私
の
生

長
の
心
理
的
過
程
を
告
白
録
風
に
記
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
人
に
示
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
読
み
返
し
て
み
る

と
自
分
に
は
な
つ
か
し
い
も
の
で
、
青
春
の
感
傷
や
懐
疑
や
夢
を
綴
っ
て
い
る
。「
し
ん
じ
つ
の
秋
の
日
照
れ
ば

専
念
に
こ
こ
ろ
を
こ
め
て
歩
ま
ざ
ら
め
や
」、
な
ど
と
歌
っ
た
若
い
私
で
あ
っ
た
。
あ
の
頃
の
中
野
に
は
ま
だ
武

蔵
野
の
面
影
が
存
し
て
い
た
。
私
は
一
高
を
出
て
京
都
の
文
科
に
入
っ
た
の
で
あ
る
が
、
京
都
に
移
っ
て
も
忘
れ
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ら
れ
な
か
っ
た
の
は
武
蔵
野
の
風
物
で
あ
る
。
山
や
海
よ
り
も
平
野
が
私
の
気
持
に
い
ち
ば
ん
し
っ
く
り
す
る
よ

う
に
思
う
。＊

京
都
へ
行
っ
た
の
は
、
西
田
幾
多
郎
先
生
に
就
い
て
学
ぶ
た
め
で
あ
っ
た
。
高
等
学
校
時
代
に
最
も
深
い
影

響
を
受
け
た
の
は
、
先
生
の
『
善
の
研
究
』
で
あ
り
、
こ
の
書
物
が
ま
だ
何
を
や
ろ
う
か
と
迷
っ
て
い
た
私
に
哲

学
を
や
る
こ
と
を
決
心
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
『
歎
異
鈔
』
で
あ
っ
て
、
今
も
私
の
枕
頭
の
書
と
な
っ

て
い
る
。
最
近
の
禅
の
流
行
に
も
拘
ら
ず
、
私
に
は
や
は
り
こ
の
平
民
的
な
浄
土
真
宗
が
あ
り
が
た
い
。
恐
ら
く

私
は
そ
の
信
仰
に
よ
っ
て
死
ん
で
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
後
年
パ
リ
の
下
宿
で
―
―
そ
れ
は
廿
九
の
年
の

こ
と
で
あ
る
―
―
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
を
書
い
た
時
分
か
ら
い
つ
も
私
の
念
頭
を
去
ら
な
い
の

は
、
同
じ
よ
う
な
方
法
で
親
鸞
の
宗
教
に
つ
い
て
書
い
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

＊

あ
の
頃
一
高
を
出
て
京
都
の
文
科
に
行
く
者
は
な
く
、私
が
始
め
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、谷
川
徹
三
、林
達
夫
、

戸
坂
潤
、
等
々
の
諸
君
が
だ
ん
だ
ん
や
っ
て
き
て
、
だ
い
ぶ
ん
賑
や
か
に
な
り
仲
間
の
学
生
の
気
風
に
影
響
を
与

え
る
ま
で
に
な
っ
た
よ
う
に
覚
え
て
い
る
。
私
が
入
学
し
た
時
分
の
京
都
の
文
科
は
高
等
師
範
出
身
の
者
が
圧
倒
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的
で
、
私
の
如
き
は
先
ず
異
端
者
と
い
っ
た
恰
好
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
哲
学
専
攻
の
学
生
は
極
め
て
少
な

く
、
私
の
ク
ラ
ス
は
私
と
同
じ
下
宿
に
い
た
森
川
礼
二
郎
と
の
二
人
で
あ
っ
た
。
私
が
変
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

森
川
も
変
っ
て
い
た
。
彼
は
広
島
の
高
等
師
範
か
ら
来
た
の
で
あ
る
が
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
西
田
天
香
氏
の

一
灯
園
に
入
っ
た
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
変
り
者
と
い
え
ば
、
私
の
高
等
学
校
の
同
級
生
で
、
遅
れ
て
京
都
に
来

た
小
田
秀
人
な
ど
そ
の
随
一
で
、
大
学
時
代
に
は
熱
心
に
詩
を
作
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
暫
ら
く
会
わ
な
い
う
ち

に
心
霊
術
に
凝
り
、
や
が
て
大
本
教
に
な
っ
た
り
し
た
が
、
な
か
な
か
秀
才
で
あ
っ
た
。
や
は
り
一
高
か
ら
京
都

の
哲
学
科
に
入
っ
た
三
土
興
三
も
変
り
者
で
、
私
は
彼
に
お
い
て
「
恐
る
べ
き
後
輩
」
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
自

殺
し
て
し
ま
っ
た
の
は
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
三
土
が
生
き
て
い
た
な
ら
、
と
思
う
こ
と
が
今
も
多
い
の
で

あ
る
。

＊

現
在
の
学
生
に
比
較
し
て
私
ど
も
の
学
生
時
代
は
と
も
か
く
浪
漫
的
で
あ
っ
た
。
時
代
が
波
瀾
に
富
ん
で
い

た
の
で
は
な
く
、
青
春
の
浪
漫
主
義
を
自
由
に
解
放
し
得
る
ほ
ど
時
代
が
平
和
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
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当
時
の
京
都
の
文
科
大
学
は
、
日
本
文
化
史
上
に
お
け
る
一
つ
の
壮
観
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
哲
学
の
西
田
幾
多
郎
、
哲
学
史
の
朝
永
三
十
郎
、
美
学
の
深
田
康
算
、
西
洋
史
の
坂
口
昂
、
支
那
学

の
内
藤
湖
南
、
日
本
史
の
内
田
銀
蔵
、
等
々
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
錚
々
た
る
学
者
た
ち
が
そ
の
活
動
の
最
盛
期

に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
私
が
京
都
へ
行
っ
た
年
に
波
多
野
精
一
先
生
が
東
京
か
ら
、
ま
た
そ
の
翌
年
に
は
田
辺
元
先

生
が
東
北
か
ら
、
京
都
へ
来
ら
れ
た
。
こ
の
時
代
に
私
は
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
誇
り
と
感
謝
な
し
に
回
想
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

私
に
は
私
な
が
ら
の
感
傷
も
懐
疑
も
夢
も
あ
る
青
春
で
あ
っ
た
。
大
学
時
代
、
私
は
一
年
間
ほ
ど
か
な
り
熱

心
に
詩
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
で
き
る
と
い
つ
も
谷
川
徹
三
に
見
せ
て
批
評
し
て
貰
っ
た
。
そ
の
頃
彼
は
有
島

武
郎
は
じ
め
白
樺
派
に
傾
倒
し
て
お
り
、
私
も
多
少
感
染
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
私
で
あ
っ
た
の
に
、
学
生
と

し
て
な
す
べ
き
勉
強
を
一
応
怠
ら
ず
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
前
記
諸
先
生
の
感
化
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

＊

大
学
時
代
、
私
は
書
物
か
ら
よ
り
も
人
間
か
ら
多
く
影
響
を
受
け
た
。
も
し
く
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
そ
れ
を
私
は
甚
だ
幸
福
な
こ
と
に
思
っ
て
い
る
。
当
時
は
学
生
の
数
も
少
な
か
っ
た
の
で
、
教
授
と
学
生
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と
の
関
係
は
今
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
親
密
で
あ
っ
た
。
殊
に
私
は
波
多
野
先
生
や
深
田
先
生
の
と
こ
ろ
で
は

よ
く
御
馳
走
に
な
っ
た
。
お
二
人
と
も
酒
が
お
好
き
で
、
私
も
酒
が
飲
め
る
と
い
う
こ
と
が
分
る
と
、
訪
ね
て
行

け
ば
き
ま
っ
て
酒
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
座
談
の
間
に
私
は
教
室
で
よ
り
も
遥
か
に
多
く
学
ぶ
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

波
多
野
先
生
か
ら
は
ギ
リ
シ
ア
古
典
に
対
す
る
熱
を
吹
き
込
ま
れ
、
深
田
先
生
か
ら
は
芸
術
の
み
で
な
く
一

般
に
文
化
と
か
教
養
と
か
い
う
も
の
の
意
味
を
教
え
ら
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
影
響
の
ほ
か
に
、
第
三
の
も
の
と
し

て
特
に
記
す
べ
き
も
の
は
坂
口
先
生
か
ら
受
け
た
影
響
で
あ
る
。
先
生
の
『
世
界
に
於
け
る
希
臘
文
明
の
潮
流
』

と
い
う
書
物
を
初
め
て
読
ん
だ
と
き
の
感
激
を
今
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
は
先
生
か
ら
世
界
史
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
目
を
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
京
都
大
学
は
哲
学
科
の
全
盛
時
代
で
あ
る
と
共
に
史
学
科
の

全
盛
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
私
が
歴
史
哲
学
を
中
心
と
し
て
研
究
を
進
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
う
し
た

学
問
的
雰
囲
気
の
影
響
で
あ
る
。

＊

西
田
先
生
か
ら
最
も
深
い
感
化
を
蒙
っ
た
こ
と
は
今
更
記
す
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
の
頃
先
生
は
『
自

覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
を
書
い
て
お
ら
れ
、
初
め
は
『
芸
文
』
に
、
や
が
て
創
刊
さ
れ
た
『
哲
学
研
究
』
に
、
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毎
月
発
表
さ
れ
て
い
た
。
先
生
の
勉
強
振
り
は
学
生
に
も
ひ
し
ひ
し
と
感
ぜ
ら
れ
、
毎
朝
先
生
の
お
宅
の
前
を
通

っ
て
学
校
へ
行
っ
て
い
た
私
は
、
二
階
の
戸
が
ま
だ
閉
ま
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
昨
夜
も
先
生
は
お
そ
く
ま
で
勉

強
さ
れ
た
の
だ
な
、
と
よ
く
森
川
礼
二
郎
と
話
し
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。

＊

卒
業
論
文
を
準
備
し
て
い
た
秋
の
終
り
に
、
私
に
は
一
つ
の
事
件
が
起
っ
た
。
或
る
夜
京
都
駅
に
有
島
武
郎

氏
を
見
送
っ
て
の
帰
り
、
小
田
秀
人
と
議
論
し
な
が
ら
本
願
寺
の
前
を
歩
い
て
い
た
私
は
自
動
車
に
ひ
か
れ
た
の

で
あ
る
。
危
く
ひ
き
殺
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
全
く
の
幸
運
で
、
左
の
肩
の
骨
折
で
済
ん
だ
が
、
一
ケ
月
あ
ま
り
入
院

し
た
。
そ
し
て
『
批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学
』
と
い
う
論
文
を
出
し
て
卒
業
し
た
。
廿
四
歳
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
と
し
大
正
九
年
は
、
世
界
恐
慌
が
日
本
を
も
見
舞
っ
た
年
で
あ
る
。
平
和
な
り
し
青
春
は
終
っ
て
私
の

一
生
に
も
変
化
の
多
い
時
期
が
来
つ
つ
あ
っ
た
。
わ
が
青
春
は
ほ
ん
と
に
は
そ
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
と

い
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
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今
日
の
子
供
が
学
校
へ
も
上
ら
な
い
前
か
ら
既
に
た
く
さ
ん
の
読
み
物
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
幸
福
と

考
え
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
私
自
身
は
、
小
学
校
に
い
る
間
、
中
学
へ
入
っ
て
か
ら
も
初

め
の
一
二
年
の
間
は
、
教
科
書
よ
り
ほ
か
の
物
は
殆
ど
何
も
見
な
い
で
過
ぎ
て
き
た
。
学
校
か
ら
帰
る
と
、
包
を

放
り
出
し
て
、
近
所
の
子
供
と
遊
ぶ
か
、
家
の
手
伝
い
を
す
る
と
い
う
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。
私
の
生
れ
た
所
は

池
一
つ
越
す
と
竜
野
の
町
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
村
の
小
学
校
に
通
い
、
そ
の
頃
の
普
通
の
農
家
の
子
供
と

同
じ
よ
う
に
読
み
物
は
何
も
与
え
ら
れ
な
い
で
暮
し
て
き
た
。
父
の
代
に
な
っ
て
か
ら
は
商
売
は
や
め
て
し
ま
っ

た
が
、
今
で
も
私
の
生
家
は
村
で
も
「
米
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
時
分
は
ま
だ
祖
父
が
在
世
し
て

い
て
、
米
の
仲
買
を
や
り
小
売
を
兼
ね
、
ま
た
い
く
ら
か
田
を
作
っ
て
も
い
た
。
村
の
人
々
と
同
じ
に
暮
し
て
目

立
た
な
い
こ
と
が
家
の
生
活
方
針
で
あ
り
、
私
も
近
所
の
子
供
と
変
ら
な
い
よ
う
に
躾
け
ら
れ
た
。
中
学
に
通
う
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こ
と
に
な
っ
て
か
ら
も
、
私
は
つ
と
め
て
村
の
青
年
と
交
わ
り
、
な
る
べ
く
目
立
た
な
い
よ
う
に
心
掛
け
た
。
私

は
商
売
よ
り
も
耕
作
の
手
伝
い
が
好
き
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
私
は
百
姓
の
子
供
と
し
て
育
っ
た
の
で
あ
る
。
雑
誌

と
い
う
も
の
を
初
め
て
見
た
の
は
六
年
生
の
時
で
あ
っ
た
と
思
う
。
中
学
の
受
験
準
備
の
た
め
の
補
習
の
時
間
に

一
緒
に
な
っ
た
村
の
医
者
の
子
供
が
博
文
館
の
『
日
本
少
年
』
を
持
っ
て
き
た
の
で
、
そ
れ
を
見
せ
て
貰
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
私
は
そ
ん
な
雑
誌
の
存
在
さ
え
も
知
ら
な
い
と
い
っ
た
全
く
の
田
舎
の
子
供
で
あ
っ
た
。
町
へ
使
い

に
行
く
こ
と
は
多
か
っ
た
が
、
本
屋
は
注
意
に
入
ら
な
い
で
過
ぎ
て
き
た
。
今
少
年
時
代
を
回
顧
し
て
も
、
私
の

眼
に
映
っ
て
く
る
の
は
、
郷
里
の
自
然
と
さ
ま
ざ
ま
の
人
間
で
あ
っ
て
、
書
物
と
い
う
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
い
。

た
だ
あ
の
時
の
『
日
本
少
年
』
だ
け
が
妙
に
深
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
頃
広
く
読
ま
れ
て
い
た
巌
谷
小
波

の
童
話
の
如
き
も
、
私
は
中
学
に
入
っ
て
か
ら
初
め
て
手
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
田
舎
の
子
供
に
は
作
ら
れ
た
夢

は
要
ら
な
い
。
土
が
彼
の
心
の
う
ち
に
夢
を
育
て
て
く
れ
る
。

か
よ
う
な
私
が
そ
れ
で
も
文
芸
と
い
う
も
の
を
比
較
的
早
く
知
っ
た
の
は
、
一
人
の
や
や
無
法
な
教
師
の
お

か
げ
で
あ
る
。
や
は
り
小
学
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
、
受
持
の
先
生
に
竜
野
の
町
か
ら
教
え
に
来
て

お
ら
れ
た
多
田
と
い
う
人
が
あ
っ
た
。
こ
の
先
生
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
俳
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
教
室
で
私
ど
も

百
姓
の
子
供
を
と
ら
え
て
よ
く
俳
句
の
講
釈
を
始
め
、
遂
に
は
作
文
の
時
間
に
生
徒
に
俳
句
を
作
ら
せ
る
ほ
ど
熱
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心
で
あ
っ
た
。
或
る
時
私
の
出
し
た
句
が
秀
逸
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
黒
板
に
書
い
て
皆
の
者
に
示
し
、
そ
し
て

高
浜
虚
子
が
私
と
同
じ
名
の
清
だ
か
ら
、
私
も
虚
子
を
真
似
て
「
怯
詩
」
と
号
す
る
が
よ
い
と
い
っ
て
、
煽
て
ら

れ
た
。
号
と
い
う
も
の
を
附
け
て
貰
っ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
で
ま
た
終
り
で
も
あ
る
の
で
、
今
も
覚
え
て
い
る
。

こ
の
先
生
に
よ
っ
て
私
は
子
規
や
蕪
村
や
芭
蕉
の
名
を
知
り
、
そ
の
若
干
の
句
を
教
え
ら
れ
た
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

と
い
う
雑
誌
は
、
中
学
の
時
、
い
わ
ゆ
る
写
生
文
を
学
ぶ
つ
も
り
で
暫
ら
く
見
た
こ
と
が
あ
る
。

二

私
が
ほ
ん
と
に
読
書
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
現
在
満
洲
国
で
教
科
書
編
纂
の
主
任
を
し
て
お

ら
れ
る
寺
田
喜
治
郎
先
生
の
影
響
で
あ
る
。
こ
の
先
生
に
会
っ
た
こ
と
は
私
の
一
生
の
幸
福
で
あ
っ
た
。
確
か
中

学
三
年
の
時
で
あ
っ
た
と
思
う
、
先
生
は
東
京
高
師
を
出
て
初
め
て
私
ど
も
の
竜
野
中
学
に
国
語
の
教
師
と
し
て

赴
任
し
て
来
ら
れ
た
。何
で
も
以
前
文
学
を
志
し
て
島
崎
藤
村
に
師
事
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
噂
で
あ
っ
た
。

当
時
す
で
に
先
生
は
国
語
教
育
に
つ
い
て
ず
い
ぶ
ん
新
し
い
意
見
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
私
ど
も
は

教
科
書
の
ほ
か
に
副
読
本
と
し
て
徳
富
蘆
花
の
『
自
然
と
人
生
』
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
学
校
で
も
読
み
、
家
へ
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帰
っ
て
か
ら
も
読
ん
だ
。
先
生
は
字
句
の
解
釈
な
ど
は
一
切
教
え
な
い
で
、
た
だ
幾
度
も
繰
り
返
し
て
読
む
よ
う

に
命
ぜ
ら
れ
た
。
私
は
蘆
花
が
好
き
に
な
り
、
こ
の
本
の
い
く
つ
か
の
文
章
は
暗
誦
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し

て
自
分
で
更
に
『
青
山
白
雲
』
と
か
『
青
蘆
集
』
と
か
を
求
め
て
、
同
じ
よ
う
に
熱
心
に
読
ん
だ
。
冬
の
夜
、
炬

燵
の
中
で
、
暗
い
ラ
ン
プ
の
光
で
、
母
に
い
ぶ
か
ら
れ
な
が
ら
夜
を
徹
し
て
、『
思
い
出
の
記
』
を
読
み
耽
っ
た

こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
小
説
と
い
う
も
の
を
読
ん
だ
初
め
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
私
は
蘆
花
か
ら
最
初
の
大

き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

私
が
蘆
花
か
ら
影
響
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
時
ま
で
殆
ど
本
ら
し
い
も
の
を
読
ん
だ
こ
と
の
な
か
っ
た

私
の
初
め
て
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
当
時
一
年
ほ
ど
の
間
は
殆
ど
た
だ
蘆
花
だ
け
を
繰
り
返
し
て
読

ん
で
い
た
と
い
う
事
情
に
依
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
読
書
の
仕
方
は
、
嘗
て
先
ず
四
書
五
経
の
素
読
か

ら
学
問
に
入
る
と
い
う
一
般
的
な
慣
習
が
癈
れ
て
以
後
、
今
日
で
は
稀
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
日
の
子

供
の
多
く
は
容
易
に
種
々
の
本
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
幸
福
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
自
然
、

手
当
り
次
第
の
も
の
を
読
ん
で
捨
て
て
ゆ
く
と
い
う
習
慣
に
な
り
易
い
弊
が
あ
る
。
こ
れ
は
不
幸
な
こ
と
で
あ
る

と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
教
科
書
だ
け
に
止
ま
る
の
は
善
く
な
い
。
教
科
書
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
教
科
書
で

も
、
何
等
か
功
利
的
に
出
来
て
い
る
。
教
科
書
だ
け
を
勉
強
し
て
き
た
人
間
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
か
ら
も
、
功
利
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主
義
者
に
な
っ
て
し
ま
う
。

も
し
読
書
に
お
け
る
邂
逅
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
、
私
に
と
っ
て
蘆
花
は
ひ
と
つ
の
邂
逅
で
あ
っ
た
。
私

の
郷
里
の
竜
野
は
近
年
は
阪
神
地
方
か
ら
の
遊
覧
者
も
多
い
山
水
明
媚
の
地
で
あ
る
が
、
そ
の
風
物
は
武
蔵
野
な

ど
と
は
ま
る
で
違
っ
て
い
る
。
そ
の
土
地
で
大
き
く
な
っ
た
私
が
武
蔵
野
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
蘆
花

の
影
響
で
あ
る
。
一
高
時
代
、
私
は
殆
ど
毎
日
曜
日
、
寮
の
弁
当
を
持
っ
て
、
と
こ
ろ
定
め
ず
武
蔵
野
を
歩
き
廻

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
頃
読
ん
で
い
た
芭
蕉
な
ど
に
対
す
る
青
年
ら
し
い
憧
憬
で
も
あ
っ
た
が
、
根
本

は
や
は
り
『
奥
の
細
道
』
で
な
く
て
『
自
然
と
人
生
』
で
あ
っ
た
。
蘆
花
を
訪
ね
た
こ
と
は
終
に
な
か
っ
た
が
、

彼
が
住
ん
で
い
た
粕
谷
の
あ
た
り
を
さ
ま
よ
っ
た
こ
と
は
一
再
で
は
な
い
。
利
根
川
べ
り
の
息
栖
と
か
小
見
川
と

か
の
名
も
蘆
花
を
通
し
て
記
憶
し
て
い
て
、
そ
の
土
地
を
探
ね
て
旅
し
た
こ
と
も
あ
る
。
彼
に
よ
っ
て
先
ず
私
は

自
然
と
人
生
に
対
す
る
眼
を
開
か
れ
た
。
も
し
私
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
早
く
蘆
花
の
影
響

で
知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
私
の
う
ち
に
育
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
染
み
込
ん
だ
の
は
、
田

舎
者
で
あ
っ
た
私
に
と
っ
て
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
も
私
の
心
を
惹
く
の
は
土
で
あ
る
。
名
所
と
し
て
の
自

然
で
な
く
て
土
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
風
景
と
し
て
の
自
然
で
さ
え
な
い
。
芭
蕉
で
さ
え
も
私
に
は
風

流
に
過
ぎ
る
。
風
流
の
伝
統
よ
り
も
農
民
の
伝
統
を
私
は
尊
い
も
の
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
尤も
っ
とも
、
蘆
花
の
文
学
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は
農
民
の
文
学
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
今
彼
を
読
み
直
し
て
み
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
昔
深
く
影
響
さ

れ
た
も
の
で
、
そ
の
思
い
出
を
完
全
に
し
て
お
く
た
め
に
、
後
に
再
び
読
ん
で
み
る
こ
と
を
欲
し
な
い
よ
う
な
本

が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

三

中
学
の
同
級
生
に
古
林
巌
と
い
う
の
が
い
た
。
後
に
姓
を
改
め
て
藤
岡
と
い
っ
た
が
、
私
ど
も
の
学
校
で
有

名
な
秀
才
で
、
非
常
な
読
書
家
で
も
あ
っ
た
。
四
年
生
の
時
彼
が
寄
宿
舎
を
出
て
私
の
村
に
下
宿
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
親
し
く
交
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
時
以
来
私
は
彼
の
影
響
で
い
ろ
い
ろ
な
書
物
を
読
む
よ
う
に

な
っ
た
。
考
え
て
み
る
と
、
私
が
哲
学
を
志
望
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
藤
岡
の
感
化
に
基
づ
い
て
い
る
。
五

年
生
の
頃
、
彼
は
永
井
潜
博
士
の
著
書
を
愛
読
し
、
頻
り
に
生
命
の
問
題
を
論
じ
、
私
を
と
ら
え
て
は
器
械
説
が

ど
う
の
、
生
気
説
が
ど
う
の
と
語
り
、
フ
ェ
ル
ウ
ォ
ル
ン
を
尊
敬
し
、
そ
の
『
一
般
生
理
学
』
を
読
む
た
め
に
既

に
ド
イ
ツ
語
の
勉
強
を
始
め
て
い
た
。
そ
の
時
分
の
中
学
で
は
恐
ら
く
珍
し
い
科
学
講
演
会
と
い
う
も
の
を
組
織

し
た
の
も
彼
で
あ
っ
た
。
彼
に
刺
戟
さ
れ
て
私
も
永
井
博
士
の『
生
命
論
』を
読
み
、或
い
は
丘
浅
次
郎
博
士
の『
進
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化
論
講
話
』
を
繙
き
な
ど
し
て
、
生
命
の
問
題
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
後
に
私
が
哲
学
に
入
る

機
縁
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
藤
岡
は
六
高
を
経
て
京
大
の
医
科
を
卒
業
し
て
生
理
学
を
研
究
し
、
特
に
生
理
学
史

に
興
味
を
も
ち
、
そ
の
方
面
の
論
文
を
発
表
し
て
い
た
が
、
不
幸
に
し
て
病
に
斃
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
惜
し
い
こ

と
で
あ
っ
た
。
彼
も
後
年
に
は
よ
く
哲
学
の
本
を
読
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
坂
田
徳
男
君
は
彼
と
同
郷
の
後
輩

で
、
彼
と
同
じ
よ
う
に
六
高
を
経
て
京
大
の
医
科
を
卒
業
し
て
生
理
学
を
勉
強
し
た
が
、
今
日
で
は
専
門
の
哲
学

者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

た
い
て
い
の
人
は
先
ず
文
芸
書
を
通
し
て
読
書
家
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
藤
岡
の
場
合
も
そ
う
で

あ
り
、
い
つ
も
彼
に
指
導
さ
れ
て
い
た
私
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
藤
岡
は
初
め
は
文
学
者
に
な
る
つ

も
り
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
彼
の
提
唱
で
文
芸
の
廻
覧
雑
誌
が
出
来
、
私
も
一
二
小
説
め
い
た
も
の
を
書
い
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
時
の
同
人
に
現
在
新
京
の
建
国
大
学
に
い
る
宗
教
学
の
松
井
了
穏
が
あ
る
。
そ
の
頃
私
は
、紅
葉
、

露
伴
か
ら
、
漱
石
、
鴎
外
、
一
葉
、
樗
牛
、
独
歩
、
花
袋
、
秋
声
、
白
鳥
、
荷
風
、
潤
一
郎
、
三
重
吉
な
ど
、
実

に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
読
ん
だ
が
、
特
に
感
銘
を
受
け
た
も
の
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
藤
村
の
『
破
戒
』、『
春
』、

『
家
』
と
い
っ
た
も
の
、『
即
興
詩
人
』
と
か
『
涓
滴
』
な
ど
の
鴎
外
の
も
の
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ

の
後
藤
村
の
も
の
は
あ
ま
り
見
な
い
が
、
鴎
外
の
も
の
は
今
も
時
々
見
る
こ
と
が
あ
る
。
竜
野
の
町
に
伏
見
屋
と
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い
う
本
屋
が
あ
っ
て
、
私
は
よ
く
学
校
の
帰
り
に
そ
こ
に
寄
っ
て
本
を
漁
り
、
父
母
に
内
証
の
借
金
が
出
来
て
苦

労
し
た
こ
と
も
あ
る
。
時
に
は
姫
路
ま
で
出
掛
け
て
古
本
屋
漁
り
を
し
た
。

外
国
文
学
で
は
、
藤
岡
は
特
に
ワ
イ
ル
ド
が
好
き
で
『
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
監
獄
の
歌
』
を
廻
覧
雑
誌
に
訳
し
た

り
し
て
い
た
が
、
私
も
ワ
イ
ル
ド
の
物
を
東
京
の
丸
善
か
ら
取
寄
せ
て
辞
書
を
頼
り
に
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
私

に
は
『
デ
・
プ
ロ
フ
ン
デ
ィ
ス
』
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
他
に
は
、
こ
れ
も
藤
岡
の
感
化
で
、
ツ
ル
ゲ
ー

ネ
フ
の
も
の
を
比
較
的
多
く
読
ん
だ
。
そ
の
時
分
私
の
中
学
で
外
国
文
学
の
新
知
識
は
、
旧
姓
を
永
富
と
い
い
、

現
在
外
交
評
論
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
鹿
島
守
之
助
君
で
あ
っ
た
。
鹿
島
君
は
私
ど
も
よ
り
は
一
年
先
輩
で
あ

る
が
、
令
兄
が
大
学
で
文
科
を
や
ら
れ
て
い
た
の
に
依
る
で
あ
ろ
う
か
、
私
ど
も
を
全
く
驚
か
し
た
ほ
ど
外
国
の

作
家
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
昼
の
休
み
の
時
間
に
、
学
校
の
運
動
場
の
隅
で
、
藤
岡
や
私
は
鹿
島
君
か
ら
、
ハ

ウ
プ
ト
マ
ン
が
ど
う
の
、
マ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
が
ど
う
の
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ど
う
の
、
な
ど
と
よ
く
聞
か
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
西
洋
現
代
文
学
史
の
講
義
を
一
通
り
聞
い
た
わ
け
で
あ
る
。
鹿
島
君
に
は
久
し
く
会
わ
な

い
が
、
会
っ
て
当
時
を
語
れ
ば
、
お
互
い
に
吹
出
す
よ
う
な
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

正
確
に
は
覚
え
て
い
な
い
が
、
ブ
リ
ッ
ク
ス
と
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
、
私
の
在
学
時
代
に
竜
野
中

学
に
も
初
め
て
外
人
教
師
が
来
た
。
今
関
西
学
院
の
教
授
で
経
営
学
を
担
当
し
て
い
る
池
内
信
行
は
私
の
同
級
生
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で
、
彼
は
英
語
の
会
話
を
最
も
得
意
と
し
、
こ
の
先
生
と
よ
く
一
緒
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
人

の
先
生
が
就
任
の
挨
拶
の
時
に
、
自
分
は
太
平
洋
を
渡
っ
て
来
た
が
、
こ
の
水
が
日
本
の
岸
を
洗
っ
て
い
る
こ
と

を
思
い
、世
界
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
深
く
感
じ
た
と
い
っ
た
言
葉
が
今
も
妙
に
私
の
耳
に
残
っ
て
い
る
。

こ
の
先
生
は
町
で
バ
イ
ブ
ル
・
ク
ラ
ス
を
開
い
て
い
た
が
、
英
語
の
勉
強
の
つ
も
り
で
そ
れ
に
出
席
し
た
の
が
私

の
聖
書
を
読
ん
だ
初
め
で
あ
る
。
そ
の
後
私
は
聖
書
は
好
ん
で
日
本
訳
で
読
ん
で
い
る
。
こ
の
翻
訳
は
恐
ら
く
二

葉
亭
や
鴎
外
の
翻
訳
以
上
に
、
日
本
文
学
史
上
に
お
け
る
偉
大
な
業
績
で
あ
る
。

詩
や
歌
の
方
面
で
は
、そ
の
頃
の
青
年
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、私
も
土
井
晩
翠
の『
天
地
有
情
』を
、

そ
の
中
の
い
く
つ
か
を
暗
誦
し
得
る
ま
で
に
読
ん
だ
。『
藤
村
詩
集
』
も
よ
く
読
ん
だ
が
、
私
の
好
き
で
あ
っ
た

の
は
何
よ
り
も
北
原
白
秋
の
『
邪
宗
門
』
や
『
思
い
出
』
で
あ
っ
た
。
今
も
白
秋
の
詩
は
私
の
好
き
な
も
の
の
一

つ
で
あ
る
。
三
木
露
風
は
姓
が
同
じ
で
あ
る
の
で
、
親
戚
で
は
な
い
か
と
よ
く
き
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
で

は
な
い
が
、
露
風
も
竜
野
の
人
な
の
で
、
そ
の
名
は
中
学
時
代
か
ら
親
し
ん
で
い
た
。
い
っ
た
い
三
木
と
い
う
姓

は
私
の
地
方
に
は
多
く
、
播
州
三
木
城
の
別
所
氏
が
豊
臣
秀
吉
に
滅
ぼ
さ
れ
た
時
、
家
臣
た
ち
が
亡
命
し
て
身
を

晦
ま
す
た
め
に
元
の
姓
を
秘
し
て
そ
の
土
地
の
名
を
と
り
三
木
と
称
し
た
の
に
始
ま
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
中

学
の
頃
に
は
『
癈
園
』、『
寂
し
き
曙
』
の
中
の
露
風
の
詩
を
愛
誦
し
た
が
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
に
入
っ
て
か
ら
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の
こ
の
人
の
詩
は
あ
ま
り
見
て
い
な
い
。
歌
で
は
や
は
り
白
秋
の
作
品
が
最
も
好
き
で
あ
っ
た
。
吉
井
勇
の
歌
も

好
ん
で
読
ん
だ
。
歌
と
い
え
ば
、
私
は
そ
の
時
分
か
な
り
熱
心
に
稽
古
し
た
こ
と
が
あ
り
、
竜
野
中
学
の
校
友
会

雑
誌
に
は
当
時
私
の
作
っ
た
歌
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
が
、作
歌
の
上
で
特
に
影
響
を
受
け
た
の
は
、

そ
の
時
代
の
多
く
の
青
年
に
普
通
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
若
山
牧
水
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

四

中
学
時
代
、
私
の
得
意
と
し
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
で
あ
っ
た
。
中
に
も
山
路
愛
山
の
史

伝
類
を
よ
く
読
ん
だ
が
、
特
に
『
常
山
紀
談
』
と
か
『
日
本
外
史
』
と
か
を
愛
読
し
た
。
そ
の
頃
は
漢
文
も
私
と

し
て
は
得
意
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
経
書
よ
り
も
史
書
を
見
る
こ
と
が
好
き
で
あ
っ
た
。
竜
野
の
脇
坂
藩
の

儒
者
で
本
間
貞
観
と
い
う
先
生
が
私
ど
も
の
中
学
に
教
え
に
来
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
ま
た
藤
岡
に
誘
わ
れ
て

私
は
一
年
近
く
の
間
、
こ
の
老
先
生
の
お
宅
に
伺
っ
て
、
漢
詩
を
作
る
こ
と
を
稽
古
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時

分
私
は
学
校
の
作
文
で
は
、
当
時
の
中
学
生
に
広
い
影
響
を
与
え
て
い
た
大
町
桂
月
を
読
ん
で
、
桂
月
張
り
の
文

章
を
書
い
て
い
た
が
、
漢
詩
を
習
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
勉
強
し
た
の
は
久
保
天
随
と
か
森
槐
南
と
か
の
著
書
で
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あ
っ
た
。
一
時
は
『
唐
詩
選
』
の
中
の
詩
を
で
き
る
だ
け
多
く
暗
記
す
る
つ
も
り
で
取
掛
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
先

達
て
冨
山
房
科
文
庫
で
森
槐
南
の
『
唐
詩
選
評
釈
』
を
買
っ
て
き
て
読
み
、
昔
を
思
い
出
し
て
懐
し
か
っ
た
。

図
画
の
教
師
で
法
制
経
済
も
教
え
て
お
ら
れ
た
先
生
に
巌
本
と
い
う
人
が
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
先
生
か
ら
思

想
と
い
え
ば
思
想
ら
し
い
も
の
を
注
ぎ
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
藤
岡
に
い
わ
せ
る
と
、
巌
本
先
生
は
社
会
主
義
者

で
あ
る
と
い
っ
て
い
た
が
、
む
し
ろ
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
幸
福
で
な
か
っ
た
先
生
の
境
遇
が
恐

ら
く
そ
う
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
生
は
も
と
評
論
家
か
新
聞
記
者
に
な
ら
れ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ

の
仕
事
の
重
要
さ
を
よ
く
話
し
て
お
ら
れ
た
。
私
ど
も
は
教
室
で
も
屡
々
こ
の
先
生
か
ら
、
中
江
兆
民
、
福
沢
諭

吉
、
徳
富
蘇
峰
、
三
宅
雪
嶺
な
ど
に
つ
い
て
聞
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
そ
の
頃
は
む
し
ろ
文
学
に

熱
中
し
て
い
て
、
思
想
の
問
題
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
深
い
関
心
が
な
か
っ
た
。
巌
本
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
た
も

の
の
中
で
は
、
蘆
花
と
の
因
縁
で
、
蘇
峰
氏
の
も
の
を
最
も
多
く
読
ん
だ
が
、
そ
れ
も
そ
の
時
分
流
行
し
て
い
た

演
説
の
材
料
に
す
る
つ
も
り
で
読
ん
だ
の
で
、
思
想
的
影
響
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
。

播
州
赤
穂
は
竜
野
か
ら
五
里
ば
か
り
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
私
ど
も
の
中
学
で
は
毎
年
義
士
討
入
の
日
に
全
生

徒
が
徹
夜
で
赤
穂
の
町
ま
で
行
軍
を
行
い
、
そ
こ
で
義
士
追
慕
の
講
演
会
を
開
く
の
が
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
講
演

会
に
は
生
徒
の
う
ち
の
雄
弁
家
が
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
平
素
に
お
い
て
も
演
説
は
な
か
な
か
盛
ん
で
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あ
っ
た
。
尤も
っ
とも
、
こ
れ
は
、
そ
の
時
代
が
日
本
に
お
け
る
い
わ
ば
一
つ
の
雄
弁
時
代
で
あ
っ
て
、
今
の
『
雄
弁
』

と
い
う
雑
誌
も
そ
の
頃
は
名
の
如
く
主
と
し
て
我
が
国
の
有
名
な
雄
弁
政
治
家
の
演
説
の
速
記
を
載
せ
て
い
た
よ

う
な
有
様
で
、
私
ど
も
の
田
舎
の
中
学
で
も
擬
国
会
を
催
し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
時
代
の
一
般
的
な
空
気
の
影

響
で
も
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
が
根
本
的
で
あ
っ
た
。
私
も
一
時
は
『
雄
弁
』
の
愛
読
者
で
あ
っ
て
、
中
学
の
裏
の

山
に
登
っ
て
声
を
張
り
上
げ
て
演
説
の
稽
古
を
し
た
こ
と
も
あ
る
。国
語
の
教
師
に
野
崎
先
生
と
い
う
の
が
あ
り
、

演
説
が
得
意
で
、
生
徒
に
も
そ
れ
を
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
赤
穂
の
講
演
会
で
の
演
説
の
準
備
と
い
う
意
味
も
あ
っ

て
、
義
士
伝
は
そ
の
時
分
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
い
ろ
読
み
漁
っ
た
。
福
本
日
南
の
『
元
禄
快
挙
録
』
な
ど
も
感
激
し
て

読
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
今
は
岩
波
文
庫
の
中
に
収
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

か
よ
う
に
し
て
中
学
時
代
の
後
半
は
、
私
の
混
沌
た
る
多
読
時
代
で
あ
っ
た
。
私
は
大
正
三
年
に
中
学
を
卒

業
し
た
が
、
私
の
中
学
時
代
は
、
日
本
資
本
主
義
の
上
昇
期
で
『
成
功
』
と
い
う
よ
う
な
雑
誌
が
出
て
い
た
時
で

あ
る
。
こ
の
時
代
の
中
学
生
に
歓
迎
さ
れ
て
い
た
雑
誌
に
押
川
春
浪
の
『
冒
険
世
界
』
が
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
雰

囲
気
の
中
で
、
私
ど
も
は
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
お
い
て
企
業
的
で
、
冒
険
的
で
あ
っ
た
。
私
の
読
書
も
ま
た
そ
う
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
較
べ
る
と
、
高
等
学
校
時
代
の
私
は
種
々
の
点
で
か
な
り
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い

る
。
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五

自
分
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
卑
し
い
こ
と
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
悪
い
趣
味

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
書
物
に
つ
い
て
書
き
な
が
ら
自
分
に
つ
い
て
、
ま
た
他
の
人
々
に
つ
い
て

書
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
本
を
読
ん
だ
か
は
或
る
意
味
で
す
べ
て
偶
然
的
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
他

方
そ
れ
は
ま
た
す
べ
て
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
偶
然
性
と
必
然
性
と
を
い
く
ら
か
で
も
示
す
た
め
に
は
、

人
間
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
自
分
に
つ
い
て
書
く
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
か
ら
生
じ
易
い
危
険
を

逃
れ
る
手
近
か
な
方
法
は
、
で
き
る
だ
け
簡
単
に
、
事
実
だ
け
を
記
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
学
を
出
る
と
、
私
は
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
東
京
の
ま
ん
な
か
に
放
り
出
さ
れ
た
。
一
高
に
入
学
し
た
私
は
、

そ
こ
に
中
学
の
先
輩
と
い
う
も
の
を
全
く
も
た
な
か
っ
た
。
そ
し
て
私
は
ま
た
卒
業
す
る
ま
で
そ
こ
に
中
学
の
後

輩
と
い
う
も
の
を
全
く
も
た
な
い
で
し
ま
っ
た
。
か
よ
う
な
こ
と
が
我
が
国
の
特
殊
な
社
会
事
情
に
お
い
て
、
殊

に
田
舎
か
ら
出
て
来
た
一
人
の
青
年
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
は
、
読
者
の
想
像
し
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

の
う
え
私
の
家
に
は
東
京
に
知
人
と
い
う
も
の
が
ま
る
で
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
は
九
月
の
入
学
で
あ
っ
た
が
、
叔
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父
が
紹
介
し
て
く
れ
た
保
証
人
に
挨
拶
に
行
く
と
い
う
父
と
一
緒
に
途
中
暴
風
雨
の
た
め
に
東
海
道
線
が
不
通
に

な
っ
た
の
で
、
中
央
線
を
廻
っ
て
た
く
さ
ん
の
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
、
油
煙
と
汗
と
に
汚
れ
て
、
飯
田
町
の
駅
に
降

り
た
時
の
気
持
は
今
も
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
後
に
は
次
第
に
学
校
の
友
も
出
来
た
が
、
私
の

心
は
殆
ど
つ
ね
に
孤
独
で
あ
っ
た
。
田
舎
者
の
私
は
、
特
に
父
の
血
を
う
け
て
、
交
際
は
甚
だ
不
得
手
で
あ
っ
た
。

学
校
の
寄
宿
舎
で
暮
し
て
、
町
に
知
っ
た
家
が
な
か
っ
た
私
に
は
、
家
庭
生
活
の
雰
囲
気
に
触
れ
る
こ
と
も
不
可

能
で
あ
っ
た
。
結
局
私
は
、
東
京
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
い
つ
ま
で
も
孤
独
な
田
舎
者
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
孤
独
に
は
多
分
に
青
春
の
感
傷
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
孤
独
な
青
年
が
好
ん
で
趨
く
と
こ
ろ
は
宗

教
で
あ
る
。
む
し
ろ
宗
教
的
気
分
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宗
教
的
気
分
は
未
だ
宗
教
で
は
な
い
。
そ
れ
は
宗
教
と

は
反
対
の
も
の
で
さ
え
あ
る
。
宗
教
的
気
分
が
つ
ね
に
多
か
れ
少
な
か
れ
感
傷
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
宗
教
そ

の
も
の
は
却
っ
て
感
傷
を
克
服
し
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
で
宗
教
的
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
そ
の
こ
と

が
既
に
ひ
と
つ
の
感
傷
に
過
ぎ
ぬ
場
合
が
如
何
に
多
い
で
あ
ろ
う
。
高
等
学
校
時
代
を
通
じ
て
私
が
比
較
的
た
く

さ
ん
読
ん
だ
の
は
宗
教
的
な
書
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
何
と
い
う
こ
と
な
く
、い
ろ
い
ろ
の
も
の
を
読
ん
で
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
本
も
読
め
ば
、
仏
教
の
本
も
読
む
。
日
蓮
宗
の
本
も
読
め
ば
、
真
宗
の
本
も
読
む
、
ま
た
禅
宗
の
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本
を
読
む
こ
と
も
あ
る
と
い
う
風
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
一
種
の
宗
教
的
気
分
に
浸
る
と
い
う
こ
と
が
慰
め
で
あ

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
今
に
し
て
考
え
る
と
、
青
春
の
甘
い
感
傷
に
属
す
る
に
過
ぎ
ぬ
も
の
が
多
い
。
も
ち
ろ

ん
私
は
甘
さ
と
い
う
も
の
を
一
概
に
無
価
値
で
あ
る
な
ぞ
と
考
え
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
十
分
に
日

本
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。『
聖
書
』
は
繰
り
返
し
て
読
ん
で
、
そ
の
つ
ど
感
銘
を
受
け
た

本
で
あ
っ
た
。
し
か
し
旧
約
の
面
白
さ
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。『
聖
書
』

は
今
も
私
の
座
右
の
書
で
あ
る
。
仏
教
の
教
典
で
は
浄
土
真
宗
の
も
の
が
私
に
は
い
ち
ば
ん
ぴ
っ
た
り
し
た
。
キ

リ
ス
ト
教
と
浄
土
真
宗
と
の
間
に
は
或
る
類
似
が
あ
る
と
見
る
人
が
あ
る
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
元
来
、
私
は
真
宗
の
家
に
育
ち
、
祖
父
や
祖
母
、
ま
た
父
や
母
の
誦
す
る
『
正
信

偈
』
と
か
『
御
文
章
』
と
か
を
い
つ
の
ま
に
か
聞
き
覚
え
、
自
分
で
も
命
ぜ
ら
れ
る
ま
ま
に
仏
壇
の
前
に
坐
っ
て

そ
れ
を
誦
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
お
経
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
私
ど
も
の
地
方
で
は
基
礎
的
な
教
育
の
一
つ
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
子
供
の
時
か
ら
の
影
響
に
も
依
る
で
あ
ろ
う
、
青
年
時
代
に
お
い
て
も
私
の
最
も
心
を
惹
か
れ

た
の
は
真
宗
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
今
も
変
る
こ
と
が
な
い
。
い
っ
た
い
我
が
国
の
哲
学
者
の
多
く
は
禅
に
つ

い
て
語
る
こ
と
を
好
み
、
東
洋
哲
学
と
い
う
と
す
ぐ
禅
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
私
に
は
平
民
的
な
法
然

や
親
鸞
の
宗
教
に
遥
か
に
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
つ
か
そ
の
哲
学
的
意
義
を
闡
明
し
て
み
た
い
と
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い
う
の
は
、
私
の
ひ
そ
か
に
抱
い
て
い
る
念
願
で
あ
る
。
後
に
は
主
と
し
て
西
洋
哲
学
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ

た
関
係
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
文
献
を
読
む
機
会
が
多
く
、
そ
れ
に
も
十
分
に
関
心
が
も
て
る
の
で
あ
る
が
、
私
の

落
ち
着
い
て
ゆ
く
と
こ
ろ
は
結
局
浄
土
真
宗
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
高
等
学
校
時
代
に
初
め
て
見
て
特
に
深
い
感
銘

を
受
け
た
の
は
『
歎
異
鈔
』
で
あ
っ
た
。
近
角
常
観
先
生
の
『
歎
異
鈔
講
義
』
も
忘
れ
ら
れ
な
い
本
で
あ
る
。
本

郷
森
川
町
の
求
道
学
舎
で
先
生
か
ら
歎
異
鈔
の
講
義
を
聴
い
た
こ
と
も
あ
る
。
近
角
先
生
は
そ
の
時
代
の
一
部
の

青
年
に
大
き
な
感
化
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
島
地
大
等
先
生
の
編
纂
さ
れ
た
『
聖
典
』
は
、
現
在
も
私

の
座
右
の
書
と
な
っ
て
い
る
。

私
の
み
で
は
な
い
、
そ
の
頃
の
青
年
に
は
い
っ
た
い
に
宗
教
的
な
関
心
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の

思
想
界
が
一
般
に
内
省
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
中
学
時
代
の
初
め
に
興
味
を
も
っ
て
読
ん
だ
『
冒

険
世
界
』と
い
う
よ
う
な
雑
誌
が
い
つ
し
か
姿
を
消
し
て
、や
が
て
倉
田
百
三
氏
の『
出
家
と
そ
の
弟
子
』と
か『
愛

と
認
識
と
の
出
発
』
と
か
が
現
れ
て
青
年
の
間
に
大
き
な
反
響
を
見
出
す
よ
う
に
な
る
雰
囲
気
の
中
で
、
私
は
高

等
学
校
生
活
を
経
て
き
た
。
一
高
に
も
日
蓮
宗
と
か
、
禅
宗
と
か
、
真
宗
と
か
の
学
生
の
会
が
あ
り
、
私
も
時
々

出
席
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
私
の
最
も
親
し
く
す
る
よ
う
に
な
っ
た
宮
島
鋭
夫
に
誘
わ
れ
て
、
或
る
夏
私
は
彼

と
一
緒
に
鎌
倉
の
円
覚
寺
の
一
庵
に
宿
り
、
坐
禅
を
し
た
こ
と
も
あ
る
。
一
日
禅
坊
を
出
て
、
宮
島
の
知
っ
て
い
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る
堀
口
大
学
氏
が
浄
智
寺
に
来
て
お
ら
れ
る
と
い
う
の
で
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
堀
口
氏
に
会
う
と
い
つ
も
あ
の

頃
の
こ
と
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
口
に
し
な
い
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
堀
口
氏
の
記
憶
に
は
残
っ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

六

私
の
文
学
熱
は
こ
う
し
て
冷
め
て
い
っ
た
。
中
学
を
卒
業
す
る
前
、
将
来
は
文
学
を
や
ろ
う
と
考
え
て
、
当

時
鹿
児
島
県
に
移
っ
て
お
ら
れ
た
寺
田
喜
治
郎
先
生
に
手
紙
で
相
談
し
、
先
生
か
ら
は
勧
め
の
返
事
を
戴
い
た
の

で
あ
る
が
、
一
高
の
文
科
に
入
っ
て
か
ら
は
そ
う
し
た
考
え
は
む
し
ろ
薄
ら
い
で
い
っ
た
。
私
は
文
学
に
対
し
て

も
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
た
。
弁
論
部
に
関
心
が
な
か
っ
た
と
同
様
、
文
芸
部
に
も
興
味
が
な
か
っ
た
。
一
年
生
の

時
に
は
却
っ
て
一
時
剣
道
部
に
席
を
お
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
私
は
芹
沢
慎
一
氏
―
―
光
治
良
氏
の
令
兄

―
―
に
ひ
っ
ぱ
ら
れ
て
ボ
ー
ト
部
に
入
り
、
組
選
を
漕
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
墨
田
川
に
行
っ
て
ボ
ー
ト
を
漕
ぐ
こ

と
は
、
運
動
は
元
来
不
得
手
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
当
時
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
一
つ
の
逃
避
方
法

で
あ
っ
た
。
一
緒
に
組
選
を
漕
い
だ
仲
間
で
哲
学
方
面
へ
行
っ
た
者
に
は
、
後
に
東
北
大
学
の
宗
教
学
の
助
教
授
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に
ま
で
な
っ
て
惜
し
い
こ
と
に
病
に
斃
れ
て
し
ま
っ
た
寺
崎
修
一
が
あ
る
。
独
法
の
我
妻
栄
、
三
輪
寿
壮
な
ど
の

諸
君
も
ボ
ー
ト
の
関
係
で
知
り
合
い
に
な
っ
た
人
々
で
あ
る
。
京
都
大
学
に
入
っ
て
か
ら
も
、
私
は
文
科
の
選
手

と
し
て
琵
琶
湖
や
瀬
田
川
で
ボ
ー
ト
を
漕
い
だ
こ
と
が
あ
る
。

と
も
か
く
私
の
読
書
の
興
味
の
中
心
は
次
第
に
文
学
書
か
ら
宗
教
書
に
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
時
代
の
精

神
的
気
流
の
変
化
の
影
響
に
依
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
我
が
懺
悔
』
が
文
学
青
年
の
間
に
も
大
き

な
影
響
を
見
出
す
と
い
う
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
私
も
感
激
を
も
っ
て
読
ん
だ
本
で
あ
る
。
私
は
い
つ

の
ま
に
か
『
芸
術
と
は
何
ぞ
や
』
に
お
け
る
ト
ル
ス
ト
イ
に
共
鳴
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
彼
の
『
人
生

論
』
な
ど
も
感
動
さ
せ
ら
れ
た
本
で
あ
る
。
私
の
場
合
か
よ
う
な
こ
と
は
中
学
時
代
に
耽
読
し
た
徳
富
蘆
花
の
影

響
に
よ
っ
て
知
ら
ず
識
ら
ず
準
備
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
私
も
一
時
は
或
る
種
の
ト
ル
ス
ト
イ
主
義

者
で
あ
っ
た
。
去
年
の
夏
、
満
洲
を
旅
行
し
た
時
、
汽
車
の
中
へ
岩
波
文
庫
版
の
『
イ
ワ
ン
の
馬
鹿
』、『
人
は
何

で
生
き
る
か
』
と
い
う
よ
う
な
当
時
愛
読
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
小
品
を
持
ち
込
ん
で
久
し
振
り
に
読
み
直
し
て
み

た
が
、
今
度
は
そ
れ
ほ
ど
深
い
感
動
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
私
は
そ
こ
に
何
か
気
取
り
に
似
た
も
の

を
感
じ
た
。
し
か
し
老
齢
に
な
っ
て
か
ら
も
な
お
気
取
る
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
偉
さ
が
あ
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
ル
ソ
ー
の
『
懺
悔
録
』
と
か
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
録
』
と
か
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
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ウ
レ
リ
ウ
ス
の
『
省
察
録
』
と
か
、
そ
う
い
っ
た
種
類
の
、
或
い
は
名
前
の
本
を
私
は
好
ん
で
読
ん
だ
。
哲
学
者

で
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
か
ニ
ー
チ
ェ
と
か
の
生
の
哲
学
が
流
行
し
、
私
も
そ
の
影
響
を
蒙
っ
た
。
和
辻
哲

郎
氏
の
『
ニ
ー
チ
ェ
研
究
』
と
か
『
ゼ
ー
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
』
と
か
は
、
当
時
の
雰
囲
気
を
現
し
て
い
る

書
物
で
あ
る
。
文
学
に
お
い
て
も
私
は
ロ
シ
ア
文
学
に
多
く
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
殊
に
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
作

品
を
愛
読
し
『
楼
の
園
』
の
如
き
は
幾
度
も
繰
り
返
し
て
繙
い
た
も
の
で
あ
る
。
青
年
の
間
で
は
華
巌
の
滝
で
自

殺
し
た
藤
村
操
が
始
終
話
題
に
の
ぼ
る
と
い
う
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
な
ど
も
本
を
読
み
な
が
ら
本
に
対

し
て
全
く
懐
疑
的
に
な
り
、
自
分
の
持
っ
て
い
た
本
を
売
り
払
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
一
度
な
ら
ず

あ
っ
た
。

今
私
が
直
接
に
経
験
し
て
き
た
限
り
当
時
の
日
本
の
精
神
界
を
回
顧
し
て
み
る
と
、
先
ず
冒
険
的
で
積
極
的

な
時
代
が
あ
り
、
そ
の
時
に
は
学
生
の
政
治
的
関
心
も
一
般
に
強
く
、
雄
弁
術
な
ど
の
流
行
を
見
た
―
―
こ
の
時

代
を
私
は
中
学
の
時
に
い
く
ら
か
経
験
し
た
―
―
が
、次
に
そ
の
反
動
と
し
て
内
省
的
で
懐
疑
的
な
時
期
が
現
れ
、

そ
し
て
そ
う
し
た
空
気
の
中
か
ら
「
教
養
」
と
い
う
観
念
が
我
が
国
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
間
に
現
れ
た
の
で

あ
る
。
従
っ
て
こ
の
教
養
の
観
念
は
そ
の
由
来
か
ら
い
っ
て
文
学
的
乃
至
哲
学
的
で
あ
っ
て
、
政
治
的
教
養
と
い

う
も
の
を
含
む
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
意
識
的
に
政
治
的
な
も
の
を
外
面
的
な
も
の
と
し
て
除
外
し
排
斥
し
て
い
た
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と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
教
養
の
観
念
は
主
と
し
て
漱
石
門
下
の
人
々
で
ケ
ー
ベ
ル
博
士
の
影
響
を
受

け
た
人
々
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
阿
部
次
郎
氏
の
『
三
太
郎
の
日
記
』
は
そ
の
代
表
的
な
先
駆
で
、
私

も
寄
宿
寮
の
消
灯
後
蝋
燭
の
光
で
読
み
耽
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
流
れ
と
は
別
で
、
し
か
し
種
々
の
点
で
接
触

し
な
が
ら
教
養
の
観
念
の
拡
充
と
積
極
化
に
貢
献
し
た
の
は
白
樺
派
の
人
々
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
私
も
こ
の
派

の
人
々
の
も
の
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
の
は
大
学
に
入
っ
て
か
ら
後
の
こ
と
で

あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
日
本
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
或
い
は
む
し
ろ
日
本
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
次
第
に

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
例
え
ば
ト
ル
ス
ト
イ
的
な
人
道
主
義
も
し
く
は
宗
教
的
な
浪
漫
主
義
か
ら

や
が
て
次
第
に
「
文
化
」
と
い
う
観
念
に
中
心
を
お
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
阿
部
・
和
辻
氏
等
の
雑
誌
『
思
潮
』
が
出
て
、
私
も
そ
の
愛
読
者
の
一
人
と
な
っ
た
が
、
そ
れ

が
後
に
岩
波
の
『
思
想
』
に
変
っ
た
の
で
あ
る
。

高
等
学
校
の
最
初
の
二
年
間
は
私
に
と
っ
て
は
内
省
的
な
彷
徨
時
代
で
あ
っ
た
。
二
年
生
に
な
る
時
学
校
の

規
則
で
文
学
を
志
望
す
る
か
哲
学
を
志
望
す
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
私
は
哲
学
と
書
い

て
出
し
は
し
た
が
、
自
分
の
心
で
は
ま
だ
い
ず
れ
と
も
決
定
し
か
ね
て
い
た
。
私
の
気
持
が
ま
と
ま
っ
て
、
は
っ

き
り
哲
学
を
や
る
こ
と
に
決
め
た
の
は
三
年
生
の
時
で
、
そ
の
頃
か
ら
私
の
読
書
の
傾
向
も
変
っ
て
き
た
。
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考
え
て
み
る
と
、
私
の
高
等
学
校
時
代
は
こ
の
前
の
世
界
戦
争
の
時
で
あ
っ
た
。「
考
え
て
み
る
と
」
と
私
は

い
う
、
こ
の
場
合
こ
の
表
現
が
正
確
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
つ
ま
り
、
私
は
感
受
性
の
最
も
鋭
い
青
年
期
に

あ
の
よ
う
な
大
事
件
に
会
い
な
が
ら
、
考
え
て
み
な
い
と
す
ぐ
に
は
思
い
出
せ
な
い
ほ
ど
戦
争
か
ら
直
接
に
精
神

的
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
く
て
す
ん
だ
の
で
あ
る
。
単
に
私
の
み
で
な
く
多
く
の
青
年
に
と
っ
て
そ
う
で
は

な
か
っ
た
の
か
と
思
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
日
露
戦
争
の
時
、
戦
争
を
知
ら
な
い
で
研
究
室
の
生
活
を
続
け
て
い

た
大
学
者
が
あ
る
と
い
う
嘘
の
よ
う
な
こ
と
も
、
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
私
が
あ
の

世
界
戦
争
を
直
接
に
経
験
し
た
の
は
寧
ろ
そ
の
後
一
九
二
二
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行
っ
た
時
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在

の
戦
争
と
は
全
く
様
子
が
違
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
戦
争
と
い
う
も
の
は
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
な
っ
て

い
る
。
近
代
戦
争
の
こ
の
性
質
は
あ
ら
ゆ
る
人
を
そ
の
中
に
引
き
入
れ
て
何
人
も
圏
外
に
立
つ
こ
と
を
許
さ
な
い

と
い
う
と
こ
ろ
に
率
直
に
現
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
は
全
く
メ
カ
ニ
カ
ル
な
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
反
し
て
以
前
は
戦
争
に
し
て
も
有
機
的
な
も
の
で
あ
っ
た
、
或
い
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
も
ち
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ろ
ん
現
在
も
戦
争
に
は
何
等
か
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
近
代
戦
争
は
本
質
的

に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
。
近
代
戦
争
の
こ
の
性
質
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
み
る
の
は
極
め
て
重
要

な
こ
と
で
あ
る
。

あ
の
第
一
次
世
界
戦
争
と
い
う
大
事
件
に
会
い
な
が
ら
、
私
た
ち
は
政
治
に
対
し
て
も
全
く
無
関
心
で
あ
っ

た
。
或
い
は
無
関
心
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
。
や
が
て
私
ど
も
を
支
配
し
た
の
は
却
っ
て
あ
の
「
教
養
」
と
い
う

思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
政
治
と
い
う
も
の
を
軽
蔑
し
て
文
化
を
重
ん
じ
る
と
い
う
、
反
政
治
的
乃
至
非
政

治
的
傾
向
を
も
っ
て
い
た
、
そ
れ
は
文
化
主
義
的
な
考
え
方
の
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
の
「
教
養
」
と
い
う
思
想
は

文
学
的
・
哲
学
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
文
学
や
哲
学
を
特
別
に
重
ん
じ
、
科
学
と
か
技
術
と
か
い
う
も
の
は
「
文

化
」
に
は
属
し
な
い
で
「
文
明
」
に
属
す
る
も
の
と
見
ら
れ
て
軽
ん
じ
ら
れ
た
。
云
い
換
え
る
と
、
大
正
時
代
に

お
け
る
教
養
思
想
は
明
治
時
代
に
お
け
る
啓
蒙
思
想
―
―
福
沢
諭
吉
な
ど
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
―
―
に
対

す
る
反
動
と
し
て
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
我
が
国
に
お
い
て
「
教
養
」
と
い
う
言
葉
の
も
っ
て
い
る
歴
史

的
含
蓄
で
あ
っ
て
、
言
葉
と
い
う
も
の
が
歴
史
を
脱
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
限
り
、
今
日
に
お
い
て

も
注
意
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
私
は
そ
の
教
養
思
想
が
擡
頭
し
て
き
た
時
代
に
高
等
学
校
を
経
過
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
非
政
治
的
で
現
実
の
問
題
に
対
し
て
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
だ
け
、
そ
れ
だ
け
多
く
古
典
と
い
う
も
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の
を
重
ん
じ
る
と
い
う
長
所
を
も
っ
て
い
た
。
日
本
に
お
け
る
教
養
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
ケ
ー
ベ

ル
博
士
で
あ
っ
て
、
そ
の
有
力
な
主
張
者
た
ち
は
皆
ケ
ー
ベ
ル
博
士
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
私
も
ま

た
一
高
時
代
の
後
半
に
お
い
て
比
較
的
多
く
古
典
を
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
ダ
ン
テ
の『
神
曲
』と
か
ゲ
ー
テ
の『
フ

ァ
ウ
ス
ト
』
な
ど
、
む
つ
か
し
く
て
分
ら
な
い
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
が
と
も
か
く
一
生
懸
命
に
読
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
ド
イ
ツ
語
の
時
間
に
今
は
亡
く
な
ら
れ
た
三
並
良
先
生
か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の

試
験
に
ド
イ
ツ
文
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
論
を
書
け
と
い
う
課
題
が
与
え
ら
れ
た
が
、
私
は
そ
の
中
に
出
て
く
る
ワ
グ
ネ

ル
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
れ
が
よ
く
出
来
て
い
た
と
い
う
の
で
賞
め
ら
れ
、
そ
ん
な
こ
と
か
ら
三
並

先
生
に
は
特
別
に
親
し
く
し
て
戴
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
特
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と

い
う
と
、ニ
ー
チ
ェ
の『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
後
に
単
行
本
に
な
っ
た
阿
部
次
郎
氏
の『
ツ

ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
解
釈
』
も
『
思
潮
』
に
出
て
い
た
こ
ろ
熱
心
に
読
ん
だ
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
古
典
と
い
う
観
念

に
影
響
さ
れ
た
私
の
読
書
の
範
囲
も
量
も
、
そ
の
頃
の
私
の
貧
弱
な
読
書
力
か
ら
い
っ
て
、
勢
い
局
限
さ
れ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
日
本
の
文
学
で
は
、
そ
の
頃
か
ら
次
第
に
読
書
階
級
の
間
に
動
か
し
難
い
地
位
を
占
め
て
き
た

漱
石
の
も
の
を
比
較
的
多
く
読
ん
だ
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
も
当
時
の
教
養
思
想
の
有
力
な
主
張
者
た
ち
の
多
く
が

ま
た
漱
石
門
下
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
し
ぜ
ん
影
響
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
高
等
学
校
時
代
、
私
は
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決
し
て
多
読
家
乃
至
博
読
家
で
な
か
っ
た
。
そ
の
時
分
私
ど
も
の
仲
間
で
読
書
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
は
蝋

山
政
道
君
で
あ
っ
た
。
何
で
も
蝋
山
君
は
、
大
隈
重
信
が
会
長
で
あ
っ
た
大
日
本
文
明
協
会
と
い
う
の
で
出
し
て

い
た
西
洋
の
学
術
書
の
翻
訳
を
全
部
読
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
な
噂
で
あ
っ
た
。
今
で
も
蝋
山
君
を
見
る
と
、
あ

の
頃
毎
日
学
校
の
図
書
館
へ
通
っ
て
い
た
姿
が
眼
に
浮
ん
で
く
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
時
代
私
の
読
書
に
お
け
る
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
塩
谷
温
先
生
―
―
そ
の
御
尊
父
青
山
先
生
か
ら
私

ど
も
は
学
校
で
漢
文
を
習
っ
た
―
―
の
お
宅
に
伺
っ
て
『
資
治
通
鑑
』
を
読
む
と
い
う
小
さ
な
会
に
参
加
し
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
会
の
中
心
は
私
よ
り
一
級
下
の
倉
石
武
四
郎
君
で
あ
っ
た
。
倉
石
君
は
現
在
京
大
の
支
那
学
の

教
授
で
あ
る
が
、
先
達
て
同
君
か
ら
そ
の
著
書
『
支
那
語
教
育
の
理
論
と
実
際
』
と
い
う
本
を
貰
っ
て
、
ふ
と
こ

の
読
書
会
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
会
員
は
倉
石
君
の
ほ
か
、
松
山
高
等
学
校
に
い
る
川
畑
思
無
邪
君
、
東
京
の

諸
大
学
で
印
度
哲
学
を
講
じ
て
い
る
山
本
快
竜
君
、
そ
し
て
私
の
ク
ラ
ス
か
ら
は
寺
崎
修
一
と
私
と
が
加
わ
っ
た

よ
う
に
思
う
。
私
た
ち
は
一
週
一
回
、
寮
の
夕
食
が
す
む
と
、
小
石
川
の
塩
谷
先
生
の
お
宅
ま
で
歩
い
て
行
っ
た
。

本
読
み
が
す
む
と
、
い
つ
も
焼
芋
が
出
て
雑
談
に
な
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
あ
の
頃
か
ら
倉
石
君
は
実
に
よ
く

漢
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
お
と
な
し
い
う
ち
に
も
何
か
毅
然
と
し
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
人
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
倉
石
君
が
近
年
漢
文
を
返
り
点
に
よ
っ
て
日
本
読
み
に
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
そ
の
ま
ま
支
那
音
で
読
み
下
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す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
支
那
語
教
育
の
た
め
の
レ
コ
ー
ド
を
作
っ
た
り
な
ど
し
て
い
る
の
は
、
面
白
い
こ
と
で

あ
る
。

読
書
会
と
い
え
ば
、
高
等
学
校
三
年
生
の
時
、
私
が
先
に
立
っ
て
哲
学
の
読
書
会
を
組
織
し
た
こ
と
が
あ
る
。

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
『
プ
レ
ル
ー
デ
ィ
エ
ン
（
序
曲
）』
の
中
の
『
哲
学
と
は
何
か
』
を
速
水
滉
先
生
に
願
っ

て
読
ん
で
戴
い
た
の
で
あ
る
。
会
員
は
廿
名
く
ら
い
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
頃
は
世
界
戦
争
の
影
響
で
ド

イ
ツ
書
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
謄
写
版
刷
り
を
作
っ
て
テ
キ
ス
ト
に
し
た
。
そ
の
時
分
私

は
大
学
に
入
っ
て
か
ら
哲
学
を
や
る
こ
と
に
決
め
て
い
た
。
久
し
く
迷
っ
て
い
た
私
に
そ
の
決
心
を
さ
せ
た
の
は

西
田
幾
多
郎
先
生
の
『
善
の
研
究
』
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
他
の
場
所
で
書
い
て
お
い
た
か

ら
、
こ
こ
で
は
も
う
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
に
す
る
。
宮
島
鋭
夫
に
連
れ
ら
れ
て
桑
木
厳
翼
先
生
を
初
め
て
お
訪
ね

し
た
の
も
そ
の
頃
で
あ
っ
た
。
宮
島
は
後
に
東
大
の
哲
学
科
に
入
っ
た
、
永
い
間
病
気
ば
か
り
し
て
い
て
ま
こ
と

に
気
の
毒
で
あ
っ
た
が
、
昨
年
到
頭
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
通
知
を
貰
っ
て
後
、
桑
木
先
生
に
会
っ
た
ら
宮
島

の
話
が
出
た
の
で
、
あ
の
時
の
こ
と
の
記
憶
を
新
た
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
高
等
学
校
を
卒
業
す
る
前
、
彼
か
ら

貰
っ
た
レ
ク
ラ
ム
版
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
全
集
は
、
私
に
と
っ
て
貴
重
な
記
念
で
あ
る
。
当
時
宮
島
は
シ

ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
傾
倒
し
て
い
た
。
彼
ば
か
り
で
は
な
い
、
そ
の
時
代
の
青
年
が
た
い
て
い
そ
う
い
う
風
で
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あ
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
哲
学
書
の
出
版
に
新
し
い
時
期
を
劃
し
た
岩
波
の
『
哲
学
叢
書
』
が
出
始
め
た
の
は
、
そ
の

頃
の
こ
と
で
あ
る
。
私
な
ど
も
紀
平
正
美
氏
の
『
認
識
論
』
と
か
宮
本
和
吉
氏
の
『
哲
学
概
論
』
と
か
、
分
ら
な

い
な
が
ら
幾
度
も
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
速
水
先
生
の
『
論
理
学
』
は
、
学
校
に
お
け
る
先
生
の
講
義
の
教
科
書

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
私
の
哲
学
の
勉
強
は
岩
波
の
哲
学
叢
書
と
一
緒
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
高
等
学
校
の
時
、

そ
の
方
面
で
私
が
い
ち
ば
ん
多
く
読
ん
だ
の
は
心
理
学
と
論
理
学
と
の
本
で
あ
っ
た
。
大
学
へ
行
っ
て
か
ら
哲
学

を
専
攻
す
る
者
は
高
等
学
校
時
代
に
は
論
理
と
心
理
と
を
よ
く
勉
強
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
私
ど
も
の
仲
間
で

一
般
に
い
わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
本
を
特
に
読
ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
私
の
場
合
速
水
先
生
の
感

化
に
依
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
一
高
の
先
生
で
私
が
最
も
多
く
影
響
を
受
け
た
の
は
速
水
先
生
で
あ
る
。
先
生
の

『
現
代
の
心
理
学
』
と
い
う
本
は
私
の
熱
心
に
繙
い
た
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
非
常
に
善
い
本
で
あ
っ
た
よ
う
に

記
憶
し
て
い
る
。
哲
学
を
専
攻
す
る
者
は
何
で
も
原
書
で
読
む
稽
古
を
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
ま
た
私
ど
も
の

仲
間
で
い
っ
て
い
た
が
、
そ
の
原
書
は
、
戦
争
の
た
め
に
ド
イ
ツ
の
も
の
が
来
な
く
な
っ
て
お
り
、
主
と
し
て
英

書
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
哲
学
は
ド
イ
ツ
に
限
る
よ
う
に
き
か
さ
れ
て
い
た
の
で
、
英
語
の

も
の
を
読
む
と
す
れ
ば
し
ぜ
ん
心
理
や
論
理
の
本
を
読
む
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
一
高
生
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は
よ
く
本
郷
か
ら
日
本
橋
の
丸
善
ま
で
歩
い
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
て
買
っ
て
読
ん
だ
本
で
、
今
も

私
の
手
許
に
残
っ
て
い
て
懐
し
い
も
の
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
心
理
学
原
理
』、
ミ
ル
の
『
論
理
学
体
系
』
な
ど

が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
時
代
は
何
と
い
っ
て
も
我
が
国
の
思
想
界
で
は
ド
イ
ツ
の
学
問
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
心

理
学
の
方
面
で
も
ヴ
ン
ト
の
名
が
最
も
喧
し
か
っ
た
。
私
も
速
水
先
生
の
訳
さ
れ
た
ヴ
ン
ト
の
小
さ
い
心
理
学
を

初
め
、
須
藤
新
吉
氏
の
ヴ
ン
ト
の
『
心
理
学
』
な
ど
を
読
み
、
ま
た
古
本
屋
で
ヴ
ン
ト
の
『
心
理
学
綱
要
』
の
原

書
を
見
附
け
て
き
て
勉
強
し
た
。
哲
学
の
方
面
で
も
そ
の
頃
か
ら
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
を
初
め
新
カ
ン
ト
派
の
哲

学
が
次
第
に
一
般
の
流
行
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
或
る
時
、
三
並
先
生
を
柏
木
の
お
宅
に
訪
ね
た
ら
、
哲
学
を
や

る
に
は
カ
ン
ト
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
を
研
究
す
る
に
は
コ
ー
ヘ
ン
の
カ
ン
ト
論
を
読
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
っ
て
、マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
上
に
置
い
て
あ
っ
た
コ
ー
ヘ
ン
の
三
つ
の
カ
ン
ト
書
を
見
せ
て
下
さ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
の
で
、
戦
争
の
た
め
に
ド
イ
ツ
の
本
が
来
な
く
な
る
と
日
本
の
学
問
は
衰
え
る
と
い

う
よ
う
な
論
も
行
わ
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
公
然
と
述
べ
た
人
が
あ
っ
て
だ
い
ぶ
ん
問
題
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
た
い
て
い
の
学
者
は
心
中
実
際
に
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
と
も
か
く
第
一

次
世
界
戦
争
が
私
に
直
接
の
影
響
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
語
の
本
が
手
に
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
く

ら
い
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
全
く
想
像
も
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。



読
書
遍
歴

三
九
五

八

大
学
生
活
の
三
年
間
、
私
は
下
鴨
の
同
じ
一
つ
の
下
宿
で
暮
し
た
。
そ
れ
は
蓼
倉
町
で
、
そ
の
頃
は
ま
だ
附

近
に
余
り
家
が
建
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
室
を
出
る
と
直
ぐ
前
に
比
叡
山
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
九
月
の
な

か
ば
初
め
て
そ
の
下
宿
に
行
っ
た
と
き
、
葉
鶏
頭
の
鮮
か
な
色
が
極
め
て
印
象
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
家
で
は
毎

年
美
し
い
葉
鶏
頭
を
作
っ
て
い
た
。
私
は
そ
の
下
宿
を
「
雁
来
紅
の
家
」
と
自
分
ひ
と
り
で
呼
ん
で
い
た
。
今
で

も
葉
鶏
頭
を
見
る
と
、
八
田
と
い
っ
た
そ
の
下
宿
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
年
京
都
の
哲
学
科

に
入
っ
た
の
は
私
と
広
島
高
等
師
範
を
出
た
林
礼
二
郎
（
旧
姓
森
川
）
と
の
二
人
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
森
川
も

私
の
下
宿
に
移
っ
て
き
て
、
私
と
同
様
卒
業
す
る
ま
で
そ
こ
に
留
ま
っ
た
。
私
た
ち
は
た
い
て
い
一
緒
に
加
茂
の

森
を
抜
け
て
学
校
へ
通
っ
た
。

大
学
時
代
に
読
ん
だ
も
の
で
最
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
西
田
幾
多
郎
先
生
の
著
作

で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
私
の
入
学
し
た
年
の
秋
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
が
本
に
な
っ
て
出
た
。
続
い
て
先

生
は
『
哲
学
研
究
』
誌
上
に
多
く
の
論
文
を
発
表
し
て
ゆ
か
れ
た
。
私
は
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
を
読
む
と
共
に
、
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そ
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
本
を
で
き
る
だ
け
自
分
で
読
ん
で
み
る
と
い
う
勉
強
の
仕
方
を
と
っ
た
。
あ
の
時
分

の
先
生
の
論
文
の
中
に
は
実
に
い
ろ
い
ろ
の
書
物
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
私
の
哲
学
勉
強
も
お
の
ず
か
ら
多

方
面
に
亙
っ
た
。
先
生
は
種
々
の
哲
学
を
紹
介
さ
れ
た
が
、
ひ
と
た
び
先
生
の
手
で
紹
介
さ
れ
る
と
、
ど
の
本
も

皆
面
白
そ
う
に
思
わ
れ
、
読
ん
で
み
た
い
気
持
を
起
さ
せ
た
。
か
よ
う
に
し
て
私
は
、
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に

至
る
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
を
初
め
、
バ
ー
デ
ン
学
派
や
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
新
カ
ン
ト
哲
学
、
マ
イ
ノ
ン
グ
の
対

象
論
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
心
理
学
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
論
理
学
、
等
々
、
い
ろ
い
ろ
の
も
の
を
読
ん
で
み
る
こ
と
に
心

掛
け
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
も
挙
げ
て
お
き
た
い
。
何
を
最
も
多
く
読
ん
だ
か
と
き
か

れ
る
な
ら
、
私
は
二
年
生
の
時
の
リ
ポ
ー
ト
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
つ
い
て
書
き
、
卒
業
論
文
は
『
批
判
哲
学
と
歴

史
哲
学
』
と
い
う
題
で
カ
ン
ト
に
つ
い
て
書
い
た
の
で
、
こ
の
二
人
の
も
の
は
比
較
的
多
く
読
ん
だ
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
何
を
特
別
に
勉
強
し
た
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
な
く
、
た
だ
西
田
先
生
の
後
を
追
う
て
い
ろ
い

ろ
の
本
を
読
ん
だ
と
い
う
の
が
、
大
学
時
代
三
年
間
に
お
け
る
私
の
お
も
な
勉
強
で
あ
っ
た
。

か
よ
う
に
し
て
読
ん
だ
本
の
う
ち
で
も
何
か
深
く
影
響
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
新
カ
ン
ト

派
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
も
、
意
識
的
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
知
ら
ず
識
ら
ず
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
或
る
時
の
哲
学
会
の
例
会
で
、私
ど
も
の
先
輩
で
あ
っ
た
土
田
杏
村
氏
が
話
を
さ
れ
た
後
で
、
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私
は
質
問
を
し
た
。
何
の
問
題
で
あ
っ
た
か
記
憶
し
て
い
な
い
が
、
土
田
氏
と
私
と
の
議
論
に
な
っ
て
し
ま
い
、

な
か
な
か
終
り
そ
う
に
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
土
田
氏
が
、
会
に
出
て
い
ら
れ
た
西
田
先
生
を
顧
み
て
「
先
生
、
ど

う
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、
先
生
は
「
君
の
考
え
は
現
象
学
の
よ
う
な
も
の
で
、
三
木
の
考
え
は
新
カ
ン
ト
派
の

よ
う
な
も
の
で
、
ど
ち
ら
が
宜
い
か
、
む
つ
か
し
い
問
題
だ
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
答
え
ら
れ
た
。
先
生
か
ら

そ
う
言
わ
れ
て
初
め
て
私
は
自
分
の
考
え
が
新
カ
ン
ト
派
的
で
あ
る
こ
と
に
気
附
い
て
、
い
つ
の
ま
に
か
深
く
そ

の
影
響
を
受
け
て
い
た
の
に
む
し
ろ
驚
い
た
こ
と
で
あ
る
。

私
が
か
よ
う
に
新
カ
ン
ト
派
の
影
響
を
受
け
た
の
は
、
高
等
学
校
の
時
の
読
書
会
で
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
を

読
ん
だ
こ
と
が
素
地
を
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
代
の
我
が
国
の
哲
学
の
一
般
的
傾
向
に
も
関
係
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
既
に
い
っ
た
如
く
私
が
大
学
に
入
学
し
た
大
正
六
年
は
、
西
田
先
生
の
劃
期
的
な
書
物
『
自
覚

に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
現
れ
た
年
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
の
年
に
桑
木
厳
翼
先
生
の
名
著
『
カ
ン
ト
と
現
代

の
哲
学
』
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
哲
学
へ
の
入
門
書
と
し
て
私
の
熱
心
に
読
ん
だ
本
で
あ
っ
た
。
そ
の
前

年
に
は
朝
永
三
十
郎
先
生
の
名
著
『
近
世
に
於
け
る
「
我
」
の
自
覚
史
』
が
出
て
い
る
。
私
は
一
高
に
い
て
こ
の

本
を
感
激
を
も
っ
て
読
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
立
場
は
新
カ
ン
ト
派
で
あ
る
。
そ
し
て
や
は
り
大
正
六
年
の
暮

に
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
弟
子
で
あ
っ
た
左
右
田
喜
一
郎
先
生
の
名
著
『
経
済
哲
学
の
諸
問
題
』
が
出
て
い
る
。
こ
れ
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も
私
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
本
で
あ
る
。
左
右
田
博
士
の
影
響
に
よ
っ
て
、
そ
の
頃
か
ら
我
が
国
の
若
い
社
会
科
学

者
、
特
に
経
済
学
者
の
間
で
哲
学
が
流
行
し
、
誰
も
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
名
を
口
に
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
新
カ
ン
ト
派
の
全
盛
時
代
で
あ
っ
た
。

私
は
左
右
田
先
生
の
本
を
読
ん
で
、
哲
学
が
広
く
他
の
諸
科
学
に
交
渉
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
経
済
学
者
な
ど
の
書
く
も
の
に
私
が
注
意
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
時
以
来
の
こ
と

で
あ
る
。
当
時
そ
う
し
た
本
で
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
小
樽
高
等
商
業
学
校
の
教
授
で
、
そ
の
才
を
惜

し
ま
れ
つ
つ
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
大
西
猪
之
介
氏
の
『
囚
わ
れ
た
る
経
済
学
』
で
あ
る
。
後
に
左
右
田
博
士
の

斡
旋
で
『
大
西
猪
之
介
経
済
学
全
集
』
が
出
た
時
、
私
も
求
め
て
所
蔵
し
て
い
る
。
左
右
田
先
生
は
、
私
が
大
学

院
に
い
た
頃
、
京
都
に
講
義
に
来
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
時
初
め
て
先
生
に
お
目
に
か
か
り
、
そ
の
学
問

に
対
す
る
純
粋
な
愛
に
深
く
打
た
れ
た
。
そ
の
後
私
は
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
時
、
リ
ッ
カ
ー
ト
教
授
の
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
に
出
席
し
、
左
右
田
博
士
の
リ
ッ
カ
ー
ト
批
評
に
つ
い
て
報
告
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
リ
ッ
カ
ー
ト
教
授
も
左

右
田
博
士
も
共
に
喜
ば
れ
た
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
左
右
田
先
生
と
つ
な
が
り
が
で
き
、
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
後

に
も
、
先
生
の
愛
弟
子
で
あ
っ
た
本
多
謙
三
君
と
親
し
く
し
て
い
た
が
、
そ
の
本
多
君
も
前
途
を
嘱
目
さ
れ
つ
つ

先
年
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ま
た
私
は
、
や
は
り
先
生
の
愛
弟
子
で
あ
る
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杉
村
広
蔵
君
の
隣
に
住
み
、
親
し
く
交
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
も
、
左
右
田
先
生
に
つ
な
が
る
因
縁
で
あ

ろ
う
か
。

九

京
都
大
学
の
諸
先
生
か
ら
は
い
ず
れ
も
い
ろ
い
ろ
影
響
を
受
け
た
が
、
中
に
も
私
が
入
学
し
た
の
と
同
じ
年

に
波
多
野
精
一
先
生
が
東
京
か
ら
宗
教
学
の
教
授
に
な
っ
て
来
ら
れ
た
の
は
、
私
に
と
っ
て
仕
合
せ
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
先
生
の
名
は
『
西
洋
哲
学
史
要
』、『
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
』、『
キ
リ
ス
ト
教
の
起
源
』
な
ど
の
著
書
を
通
じ
て

知
っ
て
い
た
が
、
そ
の
頃
先
生
の
思
想
も
新
カ
ン
ト
派
に
近
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
生
は
最
も
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ

ー
ら
し
い
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
で
あ
っ
た
。私
は
先
生
か
ら
歴
史
研
究
の
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
深
く
教
え
ら
れ
た
。

ま
た
西
洋
哲
学
を
勉
強
す
る
に
は
そ
の
い
わ
ば
永
遠
の
源
泉
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
ぜ
ひ
研

究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
諭
さ
れ
た
の
も
先
生
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
で
私
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
勉
強

を
始
め
、
辞
書
と
首
引
き
で
プ
ラ
ト
ン
を
読
ん
だ
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
文
献
に
注
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
自
分
を
振
返
っ
て
み
る
と
、
私
は
考
え
方
の
上
で
は
西
田
先
生
の
影
響
を
最
も
強
く
受
け
、
研
究
の
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方
向
に
お
い
て
は
波
多
野
先
生
の
影
響
を
最
も
多
く
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
う
。
私
の
勉
強
が
歴
史

哲
学
を
中
心
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
或
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
の
研
究
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
、
ま
た
パ
ス
カ
ル
な
ど
に
つ
い
て
書
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
遠
い
原
因
は
波
多
野
先
生
の
感
化

に
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
年
生
の
時
、
田
辺
元
先
生
が
東
北
か
ら
京
都
へ
来
ら
れ
た
こ
と
も
、
私
の
成
長
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で

あ
る
。
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
先
生
の
お
か
げ
で
あ
る
。
私
は
先

生
に
就
い
て
自
分
の
考
え
を
鍛
え
て
戴
い
た
。
今
は
亡
き
深
田
康
算
先
生
か
ら
は
更
に
別
の
影
響
を
受
け
た
。
深

田
先
生
は
ケ
ー
ベ
ル
博
士
の
伝
統
を
最
も
純
粋
に
継
が
れ
た
方
で
、
私
は
先
生
に
お
い
て
真
の
教
養
人
に
接
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
頃
先
生
は
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
に
興
味
を
持
た
れ
て
い
た
ら
し
く
、
お
訪
ね
す
る
と
、

テ
ー
ヌ
と
か
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
と
か
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
と
か
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
と
か
、
ブ
リ
ュ
ン
テ
ィ

エ
ー
ル
と
か
、
い
ろ
い
ろ
フ
ラ
ン
ス
人
の
話
が
出
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
分
、
私
の
読
書
の
範
囲
は
主

と
し
て
ド
イ
ツ
の
哲
学
書
で
あ
っ
て
、
広
く
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
に
ま
で
手
が
廻
ら
な
か
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
文

学
や
思
想
に
憧
憬
を
感
じ
、
外
国
に
留
学
し
た
時
に
も
パ
リ
に
行
く
こ
と
を
考
え
た
の
は
、
深
田
先
生
の
感
化
に

依
る
こ
と
で
あ
る
。
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私
の
青
年
時
代
は
日
本
の
文
学
や
思
想
に
お
い
て
自
然
主
義
に
対
す
る
反
動
も
し
く
は
自
然
主
義
の
克
服
と

し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
現
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
流
れ
の
中
で
成
長
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
の
意
味
は
広
く
、
種
々
の
形
を
と
っ
て
現
れ
た
。
そ
し
て
私
は
そ
の
す
べ
て
か
ら
多
か
れ

少
な
か
れ
影
響
を
受
け
た
。

そ
れ
は
先
ず
教
養
と
い
う
観
念
を
作
り
出
し
た
。
そ
の
方
向
に
お
い
て
私
は
高
等
学
校
の
と
き
阿
部
次
郎
氏

の
著
書
か
ら
影
響
さ
れ
た
が
、
大
学
時
代
に
な
る
と
、
波
多
野
先
生
や
深
田
先
生
の
講
義
、
特
に
そ
の
談
話
と
そ

の
人
格
か
ら
大
き
な
感
化
を
受
け
た
。
両
先
生
の
お
宅
へ
は
し
ば
し
ば
伺
っ
た
が
、
い
つ
も
親
し
く
寛
い
で
い
ろ

い
ろ
話
を
し
て
戴
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
私
の
学
生
生
活
に
お
け
る
楽
し
い
思
い
出
で
あ
る
。

次
に
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
一
層
宗
教
的
な
形
を
と
っ
て
現
れ
た
。
西
田
天
香
氏
の
一
灯
園
の
運
動
と
か

倉
田
百
三
氏
の
文
学
が
そ
れ
で
あ
る
。
私
も
そ
の
影
響
を
受
け
た
が
、
私
に
と
っ
て
は
そ
の
影
響
は
一
時
的
で
あ

っ
た
。

第
三
の
方
向
は
白
樺
派
で
、
武
者
小
路
実
篤
氏
の
新
し
い
村
の
運
動
が
あ
る
。
私
の
友
人
で
や
は
り
京
都
の

哲
学
科
に
来
て
い
た
一
高
出
身
の
谷
川
徹
三
、
日
高
第
四
郎
、
学
習
院
出
身
で
美
学
を
専
攻
し
て
い
た
園
池
公
功

等
は
白
樺
派
の
人
々
に
接
近
し
て
い
た
の
で
、
私
も
誘
わ
れ
て
、
新
し
い
村
の
講
演
会
を
聴
き
に
行
っ
た
こ
と
も
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あ
る
。
武
者
小
路
氏
の
文
学
は
以
前
か
ら
好
き
で
読
ん
で
い
た
。
有
島
武
郎
氏
が
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
頻
り
に
言
わ

れ
て
い
た
の
も
そ
の
頃
で
、
有
島
氏
は
そ
の
時
分
京
都
の
同
志
社
大
学
に
と
き
ど
き
来
て
講
義
を
さ
れ
て
い
た
。

谷
川
等
に
誘
わ
れ
て
有
島
氏
の
宿
を
訪
ね
た
こ
と
も
あ
る
。
私
も
一
時
は
有
島
氏
の
熱
心
な
読
者
で
あ
っ
た
。
や

は
り
一
高
か
ら
来
て
い
た
小
田
秀
人
も
白
樺
派
に
傾
倒
し
て
い
た
。
有
島
氏
に
接
近
し
て
い
た
人
に
更
に
一
高
か

ら
来
て
京
都
の
経
済
科
に
い
た
八
木
沢
善
次
が
あ
っ
た
。
そ
の
頃
有
島
氏
は
次
第
に
人
道
主
義
的
社
会
主
義
に
移

り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
京
都
の
経
済
科
の
河
上
肇
博
士
は
も
と
伊
藤
証
信
氏
の
無
我
愛
に
熱
中
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る

と
い
う
が
、
そ
の
頃
は
ま
だ
人
道
主
義
的
社
会
主
義
を
多
く
出
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ス
ト
の
関
心
が
社
会
問
題
に
移
っ
て
い
っ
た
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
四
に
、
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
傾
向
は
学
究
的
な
人
々
の
間
で
「
教
養
」
と
い
う
観
念
か
ら
「
文
化
」

と
い
う
観
念
に
変
り
「
文
化
主
義
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も
で
き
た
。
新
カ
ン
ト
派
の
価
値
哲
学
、
文
化
哲
学
が
そ

の
基
礎
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
桑
木
先
生
と
か
左
右
田
先
生
と
か
が
そ
の
代
表
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
「
文
化

住
宅
」
と
か
「
文
化
村
」
と
か
い
う
、
大
正
時
代
の
一
つ
の
象
徴
で
あ
る
安
価
な
文
化
主
義
が
、
哲
学
者
た
ち
の

意
図
と
は
別
に
、
流
行
に
な
っ
て
い
た
。

思
想
の
方
面
に
お
い
て
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
は
更
に
別
の
方
向
を
と
っ
て
存
在
し
て
い
た
。
新
カ
ン
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ト
派
が
全
盛
に
な
る
以
前
、
広
く
流
行
し
た
オ
イ
ケ
ン
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
生
の
哲
学
」
が
そ
れ
で
あ
っ
た
と
見

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
生
の
哲
学
の
流
れ
は
新
カ
ン
ト
派
が
隆
盛
を
極
め
て
か
ら
も
我
が
国
に
は
根
強
く
存
在
し
て

い
た
の
で
あ
っ
て
、
西
田
先
生
の
哲
学
な
ど
も
そ
れ
に
属
す
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

私
自
身
は
そ
の
頃
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
学
究
派
で
あ
っ
た
。
オ
イ
ケ
ン
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
時
代
に
も
私
は
そ
の

圏
外
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
私
は
西
田
先
生
の
影
響
を
通
じ
て
生
の
哲
学
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン

は
学
校
の
演
習
で
西
田
先
生
か
ら
『
創
造
的
進
化
』
を
習
っ
た
の
を
初
め
、
そ
の
著
書
を
読
ん
だ
が
、
オ
イ
ケ
ン

の
も
の
は
殆
ど
何
も
読
ま
な
い
で
し
ま
っ
た
。ベ
ル
グ
ソ
ン
の
面
白
さ
は
近
年
に
な
っ
て
分
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

オ
イ
ケ
ン
は
そ
の
後
も
殆
ど
読
ま
ず
、
読
み
始
め
て
も
中
途
で
や
め
て
し
ま
っ
た
。
一
高
か
ら
京
都
へ
来
た
私
の

友
人
に
は
、
谷
川
徹
三
、
林
達
夫
、
小
田
秀
人
な
ど
、
文
学
派
が
多
か
っ
た
。
尤
も
林
は
少
し
違
っ
て
い
て
、
深

田
先
生
や
波
多
野
先
生
等
の
教
養
を
理
想
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
谷
川
や
小
田
は
思
想
的
に
も
生
の
哲

学
に
属
し
て
い
て
、
私
も
或
る
程
度
そ
れ
に
影
響
さ
れ
た
。
大
学
三
年
生
の
時
、
私
は
一
年
近
く
か
な
り
熱
心
に

詩
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
生
の
哲
学
の
方
面
で
私
が
最
も
よ
く
読
ん
だ
の
は
ジ
ン
メ
ル
で
あ
っ
た
。
彼
の
哲
学

が
文
化
哲
学
や
歴
史
哲
学
に
最
も
多
く
触
れ
て
い
る
た
め
で
あ
っ
た
。
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大
正
九
年
、
大
学
を
出
る
と
、
私
は
大
学
院
に
席
を
お
い
た
。
私
の
研
究
の
テ
ー
マ
は
歴
史
哲
学
で
あ
っ
た
。

元
来
私
は
歴
史
は
好
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
ろ
ち
ょ
う
ど
日
本
の
歴
史
学
に
も
活
溌
な
動
き
が
認
め
ら
れ
、
私

の
研
究
も
そ
れ
に
刺
戟
さ
れ
た
。
こ
の
動
き
は
私
の
眼
に
は
二
つ
の
方
向
に
現
れ
た
。
そ
の
一
つ
は
い
わ
ゆ
る
政

治
史
か
ら
文
化
史
へ
の
動
き
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
史
学
界
で
盛
ん
に
闘
わ
さ
れ
た
「
政
治
史
か
文
化
史
か
」
と
い

う
議
論
は
日
本
に
も
移
さ
れ
、
歴
史
の
新
し
い
方
向
及
び
方
法
と
し
て
、
政
治
史
に
対
す
る
文
化
史
が
主
張
さ
れ

た
。
中
に
も
和
辻
哲
郎
氏
の
活
動
が
私
ど
も
一
般
の
青
年
に
は
際
立
っ
て
見
え
た
。
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
の
『
近
代
歴

史
学
』
が
和
辻
氏
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
て
現
れ
た
。
そ
れ
は
私
の
卒
業
の
前
年
の
晩
秋
の
こ
と
で
、
自
動
車
事
故

の
た
め
松
山
病
院
と
い
う
の
に
入
院
し
て
い
た
時
、
見
舞
に
来
て
下
さ
っ
た
田
辺
元
先
生
か
ら
そ
の
新
刊
の
本
を

戴
い
た
の
で
、
私
は
今
で
も
よ
く
記
憶
し
て
い
る
。
和
辻
氏
の
著
書
『
古
寺
巡
礼
』（
大
正
八
年
）
や
『
日
本
古

代
文
化
』（
大
正
九
年
）
は
新
鮮
な
印
象
に
よ
っ
て
広
く
読
ま
れ
た
が
、
私
も
興
味
深
く
感
じ
た
。
し
か
し
そ
の

頃
京
都
大
学
で
内
田
銀
蔵
先
生
が
専
門
家
と
し
て
日
本
経
済
史
そ
の
他
の
方
面
で
立
派
な
仕
事
を
し
て
い
ら
れ
た

の
に
あ
ま
り
注
意
し
な
い
で
い
た
こ
と
を
、
私
は
後
悔
し
て
い
る
。
第
二
の
動
き
は
世
界
史
へ
の
方
向
で
あ
る
。
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こ
れ
は
私
に
は
一
層
影
響
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。特
に
坂
口
昂
先
生
の『
世
界
に
於
け
る
希
臘
文
明
の
潮
流
』（
大

正
六
年
）
は
私
に
と
っ
て
忘
れ
難
い
書
物
で
あ
る
。
先
生
の
『
概
観
世
界
史
潮
』
が
出
た
と
き
、
私
は
『
哲
学
研

究
』
に
紹
介
を
書
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
大
学
院
の
学
生
と
し
て
、
先
生
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
の
イ
タ
リ
ア

史
の
講
義
を
聴
い
た
こ
と
も
一
つ
の
思
い
出
で
あ
る
。
私
は
ま
た
波
多
野
精
一
先
生
か
ら
世
界
史
的
な
見
方
に
つ

い
て
多
く
を
学
ん
だ
。
当
時
京
大
の
文
科
に
は
内
田
先
生
や
坂
口
先
生
の
ほ
か
、
内
藤
湖
南
、
原
勝
郎
、
三
浦
周

行
等
の
諸
先
生
が
い
ら
れ
て
、
ま
さ
に
史
学
科
の
全
盛
時
代
で
あ
っ
た
。
自
分
の
専
攻
し
て
い
た
学
科
に
も
依
る

が
、
坂
口
先
生
以
外
、
直
接
に
就
い
て
学
ぶ
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
惜
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。
近
来

そ
れ
ら
諸
先
生
の
著
書
を
繙
く
機
会
の
あ
る
た
び
に
そ
の
感
を
深
く
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
頃
日
本
の
哲
学
界
に
お
い
て
も
次
第
に
歴
史
哲
学
の
問
題
が
関
心
さ
れ
始
め
て
い
た
。
こ
れ
は
主
と
し

て
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
ッ
カ
ー
ト
等
の
新
カ
ン
ト
派
の
影
響
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
当
時
歴
史
哲
学

と
し
て
問
題
に
さ
れ
た
の
は
、
主
と
し
て
歴
史
的
認
識
に
関
す
る
方
法
論
、
認
識
論
の
形
式
的
論
理
的
問
題
で
あ

っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え
た
よ
う
な
世
界
史
の
哲
学
と
し
て
の
内
容
的
な
歴
史
哲
学
で
は
な
か
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ

イ
の
仕
事
の
意
味
な
ど
も
、
ま
だ
一
般
に
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
私
も
新
カ
ン
ト
派
に
導
か
れ

て
歴
史
哲
学
の
研
究
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の『
プ
レ
ル
ー
デ
ィ
エ
ン
』、リ
ッ
カ
ー
ト
の『
自
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然
科
学
的
概
念
構
成
の
限
界
』
や
『
文
化
科
学
と
自
然
科
学
』
な
ど
か
ら
始
め
て
、
ジ
ン
メ
ル
の
『
歴
史
哲
学
の

諸
問
題
』
等
、ま
た
ト
レ
ル
チ
の
や
が
て
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
に
収
め
ら
れ
た
論
文
を
雑
誌
で
探
し
て
、

勉
強
し
た
。
特
に
ト
レ
ル
チ
の
も
の
が
身
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
時
分
メ
ー
リ
ス
の『
歴
史
哲
学
教
科
書
』

が
評
判
に
な
っ
て
、
読
み
た
い
と
思
い
、
学
校
の
研
究
室
へ
借
り
に
行
っ
た
が
、
い
つ
も
誰
か
が
既
に
借
り
出
し

て
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
だ
い
ぶ
ん
経
っ
て
か
ら
、
外
国
に
注
文
し
て
お
い
た
の
が
や
っ
と
手
に
入
っ
て
、

読
ん
で
み
る
と
そ
の
つ
ま
ら
な
い
の
に
が
っ
か
り
し
た
こ
と
が
あ
る
。
評
判
の
本
が
必
ず
し
も
善
い
と
は
限
ら
な

い
一
つ
の
例
で
あ
る
。
評
判
に
な
る
と
い
う
に
は
い
ろ
い
ろ
理
由
が
あ
る
の
で
、
内
容
の
質
に
ば
か
り
依
ら
な
い

の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
精
神
科
学
概
論
』
も
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
な
が
ら
、
絶
版
に
な
っ
て
い
て
、
な

か
な
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
本
で
あ
っ
た
。
後
に
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
時
、
ベ
ル
リ
ン
で
初
め
て
本
屋
を

覗
い
た
と
き
、
こ
の
本
の
新
版
が
出
て
い
る
の
を
見
附
け
て
無
性
に
嬉
し
く
な
り
、
ホ
テ
ル
の
一
室
で
読
み
耽
っ

た
こ
と
を
今
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
歴
史
家
の
書
物
で
は
、
そ
の
時
分
、
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
、
ラ

ン
ケ
な
ど
の
諸
著
を
繙
い
た
。

日
本
に
於
け
る
新
カ
ン
ト
主
義
は
、
日
本
の
社
会
の
現
実
の
事
情
に
相
応
し
て
、
特
殊
な
性
質
の
も
の
で
あ

っ
た
。
純
粋
な
新
カ
ン
ト
派
と
い
い
得
る
の
は
、
経
済
学
者
で
哲
学
者
そ
し
て
銀
行
家
で
あ
っ
た
左
右
田
喜
一
郎
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先
生
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
な
お
桑
木
厳
翼
、
朝
永
三
十
郎
の
両
先
生
を
純
粋
な
新
カ
ン
ト
主
義
者
に
加

え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
は
、
新
カ
ン
ト
派
を
通
じ
て
カ
ン
ト
に
還
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
カ
ン
ト
以
後

の
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義
の
哲
学
に
結
び
附
く
と
い
う
傾
向
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
新
カ
ン

ト
派
の
認
識
論
的
立
場
に
止
ま
ら
な
い
で
形
而
上
学
に
行
く
と
い
う
傾
向
が
常
に
根
強
く
存
在
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
社
会
的
に
見
る
と
、
日
本
に
お
い
て
は
資
本
主
義
と
か
自
由
主
義
と
か
が
純
粋
に
発
達
し
な
か
っ

た
と
い
わ
れ
る
事
情
に
相
応
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
私
自
身
、
歴
史
哲
学
の
研
究

に
お
い
て
も
、
新
カ
ン
ト
派
か
ら
出
発
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
の
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義

の
哲
学
に
進
ん
で
い
っ
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
に
は
特
別
の
親
し
み
を
感
じ
て
い
た
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

ー
の
『
宗
教
的
講
演
』
や
『
独
語
録
』
は
感
激
を
も
っ
て
読
ん
だ
。
そ
こ
に
青
春
の
浪
漫
的
心
情
の
満
足
を
求
め

よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
頃
、
私
が
学
園
で
平
和
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
間
に
、
外
の
社
会
で
は
大
き
な
変
動
が
始
ま
っ

て
い
た
。
あ
の
第
一
次
世
界
戦
争
を
機
会
と
し
て
日
本
の
資
本
主
義
は
著
し
い
発
展
を
遂
げ
た
が
、
私
の
大
学
を

卒
業
し
た
大
正
九
年
は
、
そ
れ
が
未
曽
有
の
大
恐
慌
に
見
舞
わ
れ
た
年
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
年
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
変
化
に
応
じ
て
思
想
界
に
も
種
々
新
し
い
現
象
が
現
れ
た
。
大
正
七
年
の
末
、
東
大
に
は
新
人
会
と
い
う
団
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体
が
出
来
た
。『
改
造
』
―
―
す
で
に
こ
の
名
が
当
時
の
社
会
に
と
っ
て
象
徴
的
で
あ
る
―
―
が
創
刊
さ
れ
た
の

は
大
正
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。
同
じ
年
に
ま
た
長
谷
川
如
是
閑
、
大
山
郁
夫
氏
等
の
『
我
等
』
が
創
刊

さ
れ
て
い
る
。
主
と
し
て
『
中
央
公
論
』
に
よ
っ
た
吉
野
作
造
博
士
の
活
動
が
注
目
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
雑
誌
は

私
も
毎
月
見
て
い
た
の
で
、
或
る
大
き
な
波
の
動
き
が
私
に
も
ひ
し
ひ
し
感
じ
ら
れ
た
。
京
都
は
ま
だ
比
較
的
静

か
で
あ
っ
た
が
、『
貧
乏
物
語
』
で
有
名
に
な
ら
れ
た
河
上
肇
博
士
が
次
第
に
学
生
た
ち
の
注
意
を
集
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
て
私
は
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
中
に
入
っ
て
ゆ
く
気
は
生
じ
な
か
っ
た
。

ま
た
一
灯
園
や
「
新
し
い
村
」
の
運
動
に
も
十
分
に
興
味
が
も
て
な
か
っ
た
。
私
は
な
お
数
年
間
、
い
わ
ば
嵐
の

前
の
静
か
な
時
を
過
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
私
は
古
典
派
乃
至
教
養
派
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
な
ど
頻
り
に
読

ん
で
い
た
。
グ
ロ
ー
ト
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
を
繙
き
、ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
『
伊
太
利
文
芸
復
興
期
の
文
化
』
を
読
み
、

ダ
ン
テ
と
か
リ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
と
か
に
心
を
惹
か
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
点
で
私
は
林
達
夫
と
最
も

馬
が
合
っ
た
。
京
都
時
代
を
通
じ
て
文
学
書
の
う
ち
私
の
最
も
熱
心
に
読
ん
だ
の
は
詩
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

の
頃
有
島
武
郎
氏
等
の
影
響
で
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
流
行
し
て
い
た
が
『
草
の
葉
』
は
私
に
も
忘
れ
ら
れ
な
い
詩
集

で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ヴ
ェ
ル
ア
ー
ラ
ン
な
ど
、
ゲ
ー
テ
や
ハ
イ
ネ
な
ど
、
み
な
好
き
で

あ
っ
た
が
、
私
の
特
に
愛
し
た
の
は
ジ
ャ
ム
で
あ
っ
た
。
日
本
の
詩
人
で
は
、
白
樺
派
の
影
響
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
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う
。
千
家
元
麿
が
好
き
で
あ
っ
た
。
先
達
て
東
北
へ
旅
行
し
た
時
、
改
造
文
庫
の
『
千
家
元
麿
詩
集
』
を
車
中
に

携
え
『
車
の
音
』
な
ど
と
い
う
詩
を
読
ん
で
、
あ
の
頃
の
こ
と
を
懐
し
く
想
い
起
し
た
。
宗
教
書
は
い
つ
も
何
か

読
ん
で
い
た
が
、
当
時
最
も
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
『
小
さ
き
花
』
で
あ
る
。
ヨ
ル
ゲ

ン
セ
ン
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
伝
を
訳
し
た
久
保
正
夫
氏
―
―
天
随
氏
の
令
弟
―
―
が
東
京
か
ら
京
都
の
大
学
院
へ

移
っ
て
来
て
、
私
た
ち
の
仲
間
に
加
わ
っ
た
が
、
そ
の
久
保
氏
も
既
に
亡
き
人
で
あ
る
。

大
学
を
卒
業
す
る
と
同
時
に
私
は
下
鴨
か
ら
北
白
川
に
下
宿
を
変
え
た
。
そ
の
北
白
川
の
下
宿
に
、そ
の
頃『
改

造
』
の
特
派
員
と
し
て
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
浜
本
浩
氏
が
よ
く
訪
ね
て
来
た
。
雑
誌
に
原
稿
を
書
け
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
ら
し
か
っ
た
が
、
私
は
貧
乏
を
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
気
持
は
な
く
、
浜
本
氏
も
強
い

て
主
張
し
な
か
っ
た
。
原
稿
を
書
い
て
銭
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
は
私
に
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
私
ば
か

り
で
な
く
、
あ
の
頃
の
学
徒
は
た
い
て
い
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
、
近
頃
と
は
世
の
中
も
青
年
学
徒
の
考
え
方
も
よ

ほ
ど
違
っ
て
い
た
。
北
白
川
の
下
宿
に
訪
ね
て
来
た
人
で
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
三
土
興
三
―
―
忠
造
氏
の
令
息
―

―
で
あ
る
。
三
土
は
非
常
な
秀
才
で
、
人
間
と
し
て
も
な
か
な
か
変
っ
て
い
て
、
私
は
そ
の
将
来
の
畏
る
べ
き
こ

と
を
感
じ
た
。
そ
の
三
土
が
後
に
大
村
書
店
か
ら
出
た
『
講
座
』
と
い
う
雑
誌
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
論
を
書
い
た

き
り
で
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
は
惜
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
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既
に
い
っ
た
如
く
、
東
京
で
は
新
し
い
時
代
が
活
溌
に
動
い
て
い
た
が
、
京
都
は
ま
だ
ど
こ
か
の
ん
び
り
し

た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
通
を
も
っ
て
任
じ
て
い
た
久
保
氏
が
来
て
か
ら
、
私
た
ち
の
仲
間
で
は

音
楽
を
語
る
こ
と
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
日
高
第
四
郎
君
な
ど
も
非
常
な
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
崇
拝
者
で
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
影
響
で
、
私
は
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
の
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
』
を
読
ん
で
こ
の
作
家
に
親
し
む
よ
う
に
な

り
、
そ
の
『
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
』
や
『
ト
ル
ス
ト
イ
』
を
読
み
、
更
に
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
』
に
手
を
着
け

た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
で
思
い
出
す
の
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
初
め
の
下
宿
の
主
婦
が
ド
イ
ツ
語
の
勉
強
の
た

め
に
紹
介
し
て
く
れ
た
ド
ク
ト
ル
―
―
そ
の
名
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
―
―
が
ま
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
研
究
の
専
門

家
で
、
ド
イ
ツ
語
の
稽
古
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
文
章
を
使
用
す
る
と
い
う
、
い
さ
さ
か
無
法
な
こ
と
を
す
る
ほ

ど
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
熱
中
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
お
か
げ
で
買
っ
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
手
紙

や
文
章
、
同
時
代
人
の
記
録
を
編
輯
し
た
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ラ
イ
ツ
マ
ン
の
二
巻
の
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
』
は
、
今

も
私
は
愛
蔵
し
て
い
る
。
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
の
書
簡
な
ど
も
、久
保
氏
の
勧
め
で
当
時
面
白
く
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

久
保
氏
は
私
た
ち
の
仲
間
で
博
識
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
私
が
フ
ラ
ン
ス
の
書
物
を
多
く
読
む
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
深
田
康
算
先
生
と
こ
の
久
保
氏
と
の
影
響
で
あ
っ
た
。
あ
の
頃
読
ん
だ
も
の
で
特
に
思
い
出
す
の
は

ポ
ー
ル
・
グ
ゼ
ル
の
録
し
た
ロ
ダ
ン
の
言
葉
で
あ
る
。
後
に
叢
文
聞
か
ら
高
村
光
太
郎
氏
の
編
訳
で
『
ロ
ダ
ン
の
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言
葉
』、『
続
ロ
ダ
ン
の
言
葉
』
が
出
た
時
、
私
は
早
速
求
め
た
が
、
当
時
を
思
い
出
し
た
た
め
で
あ
る
。
フ
ロ
ベ

ー
ル
の
書
簡
は
、
深
田
先
生
が
、
お
訪
ね
す
る
と
、
い
つ
も
面
白
い
と
話
さ
れ
る
の
で
、
私
も
読
ん
で
み
た
が
、

な
る
ほ
ど
面
白
か
っ
た
。
深
田
先
生
は
ま
た
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
が
好
き
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
お
訪
ね
す

る
と
や
は
り
そ
の
話
が
よ
く
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
私
の
見
た
の
は
『
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
園
』
く
ら
い
で
あ
っ

た
が
、
後
に
パ
リ
の
下
宿
で
一
時
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
ば
か
り
読
み
耽
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
は
、
深

田
先
生
の
話
が
い
つ
か
私
の
頭
に
染
み
て
い
た
せ
い
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。そ
の
下
宿
は
知
ら
ず
し
て
ア
ナ
ト
ー
ル
・

フ
ラ
ン
ス
の
家
の
近
く
に
あ
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
私
の
パ
リ
に
い
た
時
に
彼
は
死
ん
で
、
私
は
安
倍
能
成
氏
と
一

緒
に
そ
の
葬
式
に
行
っ
た
。
何
か
の
因
縁
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
今
は
亡
き
深
田
先
生

の
こ
と
を
思
い
出
す
場
合
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
を
聯
想
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

私
の
生
涯
に
も
や
が
て
新
し
い
変
化
が
来
た
。
学
校
を
出
て
か
ら
二
年
間
、
大
谷
大
学
、
つ
い
で
ま
た
竜
谷

大
学
で
哲
学
の
講
師
を
し
て
い
た
私
は
、
外
国
へ
旅
立
っ
た
の
で
あ
る
。

一
一
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外
国
で
暮
し
た
三
年
間
は
、私
の
こ
れ
ま
で
の
生
涯
に
お
い
て
最
も
多
く
読
書
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
、

私
は
あ
ま
り
旅
行
も
し
な
い
で
、
殆
ど
本
を
相
手
に
生
活
し
た
。
留
学
は
私
に
と
っ
て
学
生
生
活
、
下
宿
生
活
の

延
長
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
幸
い
な
こ
と
に
―
―
こ
の
言
葉
は
こ
こ
で
は
少
し
妙
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
―
―
私
は

ま
た
当
時
思
う
存
分
に
本
を
買
う
こ
と
が
で
き
た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
あ
の
歴
史
的
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
お

か
げ
で
私
た
ち
は
思
い
掛
け
な
く
一
時
千
万
長
者
の
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
先
日
も
私
は
ラ
テ

ナ
ウ
の
『
現
代
の
批
判
』
と
い
う
本
を
読
み
な
が
ら
、
初
め
て
ド
イ
ツ
に
入
っ
た
日
の
こ
と
を
想
い
起
し
た
。
マ

ル
セ
ー
ユ
か
ら
ス
イ
ス
を
通
り
、
途
中
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
を
見
物
し
て
、
ド
イ
ツ
に
入
っ
た
そ
の
日
、
私
た
ち
は
汽
車

の
中
で
見
た
新
聞
に
よ
っ
て
ラ
テ
ナ
ウ
が
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
と
い
う
の
は
船
の
中

で
知
り
合
っ
た
四
五
人
の
仲
間
で
、
そ
の
中
に
は
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
氏
の
弟
子
と
な
っ
た
若
い
建
築
家
上
野
伊

三
郎
が
い
た
。（
上
野
の
名
は
岩
波
新
書
の
『
日
本
美
の
再
発
見
』
に
お
け
る
タ
ウ
ト
氏
の
文
章
の
中
に
出
て
く

る
か
ら
読
者
の
中
に
は
記
憶
さ
れ
て
い
る
方
も
あ
ろ
う
）。
今
手
許
に
あ
る
ヘ
ル
デ
ル
の
百
科
辞
書
を
開
い
て
み

る
と
、
ラ
テ
ナ
ウ
は
一
九
二
二
年
六
月
廿
四
日
ベ
ル
リ
ン
で
「
ユ
ダ
ヤ
人
並
び
に “Erfüllungspolitiker” （
ヴ
ェ

ル
サ
イ
ユ
条
約
履
行
主
義
の
政
治
家
と
い
う
意
味
）
と
し
て
国
民
社
会
主
義
の
行
動
派
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
た
」

と
あ
る
。
ラ
テ
ナ
ウ
暗
殺
事
件
以
来
マ
ル
ク
は
急
速
に
下
落
を
始
め
、
数
日
後
に
は
既
に
英
貨
一
ポ
ン
ド
が
千
マ
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ル
ク
以
上
に
な
っ
た
。
や
が
て
そ
れ
が
一
万
マ
ル
ク
、
百
万
マ
ル
ク
、
千
万
マ
ル
ク
と
な
り
、
遂
に
は
一
兆
マ
ル

ク
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
有
様
で
、
日
本
か
ら
来
た
貧
乏
書
生
の
私
な
ど
も
、
五
ポ
ン
ド
も
銀
行
で
換
え
る
と
ポ

ケ
ッ
ト
に
入
れ
切
れ
な
い
ほ
ど
の
紙
幣
を
く
れ
る
の
で
マ
ッ
ペ
（
鞄
）
を
持
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ

う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
前
に
ワ
イ
ス
と
い
う
本
屋
が
あ
る
。
講
義
を
聴
い
て
の
帰
り
、

私
は
よ
く
羽
仁
五
郎
と
一
緒
に
そ
の
本
屋
に
寄
っ
て
本
を
漁
っ
た
。
そ
れ
は
私
ど
も
外
国
人
に
と
っ
て
は
天
国
の

時
代
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
ド
イ
ツ
人
自
身
に
と
っ
て
は
地
獄
の
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
ド
イ
ツ
に
は

日
本
か
ら
の
留
学
生
が
非
常
に
多
く
い
た
。
私
の
最
も
親
し
く
な
っ
た
の
は
羽
仁
で
あ
っ
た
が
、
私
と
同
時
に
或

い
は
前
後
し
て
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
い
て
知
り
合
っ
た
人
々
に
は
、
大
内
兵
衛
、
北
昤
吉
、
糸
井
靖
之
（
氏
は

遂
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
亡
く
な
っ
た
）、
石
原
謙
、
久
留
間
鮫
造
、
小
尾
範
治
、
鈴
木
宗
忠
、
阿
部
次
郎
、
成

瀬
無
極
、
天
野
貞
祐
、
九
鬼
周
造
、
藤
田
敬
三
、
黒
正
巌
、
大
峡
秀
栄
、
等
々
、
の
諸
氏
が
あ
る
。

私
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
行
っ
た
の
は
、
こ
の
派
の
人
々
の
書
物
を
比
較
的
多
く
読
ん
で
い
た
た
め
で
あ
り
、

リ
ッ
カ
ー
ト
教
授
に
就
い
て
更
に
勉
強
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
教
授
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
哲
学
を

代
表
し
、
そ
の
講
義
は
嘗
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
講
義
し
た

こ
と
が
あ
る
と
い
う
由
緒
の
あ
る
薄
暗
い
教
室
で
行
わ
れ
た
。
―
―
リ
ッ
カ
ー
ト
に
『
ド
イ
ツ
哲
学
に
お
け
る
ハ
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イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
伝
統
』（
一
九
三
一
年
）
と
い
う
講
演
の
出
版
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
―
―
リ
ッ
カ
ー
ト
教
授

に
は
自
分
の
家
を
離
れ
る
と
不
安
を
感
じ
る
と
い
う
一
種
の
神
経
性
の
病
気
―
―
学
生
た
ち
は
た
し
か “Platz-

angst” 
と
称
し
て
い
た
―
―
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
学
へ
は
い
つ
も
夫
人
と
書
生
の
よ
う
に
し
て
い
た
ア
ウ

グ
ス
ト
・
フ
ァ
ウ
ス
ト
氏
と
が
附
き
添
っ
て
馬
車
で
来
ら
れ
た
。
私
は
教
授
の
著
書
は
既
に
全
部
読
ん
で
い
た
の

で
、
そ
の
講
義
か
ら
は
あ
ま
り
新
し
い
も
の
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
老
教
授
の
風
貌
に
接
す
る
こ
と
は
哲

学
と
い
う
も
の
の
伝
統
に
接
す
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
楽
し
か
っ
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
教
授
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は

自
宅
で
行
わ
れ
た
。私
は
そ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
左
右
田
喜
一
郎
先
生
の
リ
ッ
カ
ー
ト
批
評
に
つ
い
て
報
告
し
た
が
、

教
授
も
左
右
田
先
生
の
こ
と
は
よ
く
記
憶
し
て
お
ら
れ
た
の
で
、
嬉
し
そ
う
で
あ
っ
た
。
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
打

っ
て
貰
っ
て
お
い
た
そ
の
報
告
を
今
は
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念
な
こ
と
に
思
う
。
リ
ッ
カ
ー
ト
教
授
の
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
に
は
い
つ
も
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
夫
人
が
出
席
し
て
い
ら
れ
た
が
、
そ
の
時
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
台
本

と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
新
た
に
出
版
さ
れ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
科
学
論
論
集
』
で
あ
っ
た
。

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
い
た
一
年
あ
ま
り
の
間
に
私
が
最
も
よ
く
勉
強
し
た
の
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と

エ
ー
ミ
ル
・
ラ
ス
ク
と
で
あ
っ
た
。
ラ
ス
ク
の
弟
子
で
そ
の
著
作
集
の
編
纂
者
で
あ
り
、
後
に
は
日
本
へ
来
て
東

北
大
学
で
教
鞭
を
取
り
、『
日
本
の
弓
術
』
と
い
う
本
を
土
産
に
し
て
今
は
ド
イ
ツ
に
帰
っ
て
い
る
オ
イ
ゲ
ン
・
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ヘ
リ
ィ
ゲ
ル
氏
か
ら
私
は
ラ
ス
ク
の
哲
学
を
学
ん
だ
。
私
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
い
た
時
、
氏
は
初
め
て
講
師
と

な
っ
て
教
壇
に
立
っ
た
が
、
前
の
大
戦
―
―
こ
の
戦
争
に
お
い
て
ラ
ス
ク
は
斃
れ
た
の
で
あ
る
―
―
に
従
軍
し
た

と
い
う
氏
の
顔
に
は
深
い
陰
影
が
あ
っ
た
。
私
は
ヘ
リ
ィ
ゲ
ル
氏
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
つ
い
て
報

告
し
た
。
こ
の
報
告
は
や
が
て
筆
を
加
え
て
『
思
想
』
に
発
表
し
た
。
そ
の
時
分
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
本
は
絶
版
に

な
っ
て
い
て
手
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
、
私
は
リ
ッ
カ
ー
ト
教
授
の
宅
に
保
管
さ
れ
て
い
た
ラ
ス
ク
の
文
庫
か
ら

そ
の
本
を
借
り
出
し
て
勉
強
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
ヘ
リ
ィ
ゲ
ル
氏
は
そ
の
頃
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
い
た
哲

学
研
究
の
日
本
人
留
学
生
の
中
心
で
あ
っ
た
。
氏
を
中
心
と
し
て
大
峡
氏
や
北
氏
の
下
宿
で
読
書
会
が
開
か
れ
て

い
た
が
、
私
も
つ
ね
に
出
席
し
た
。
か
よ
う
に
し
て
ヘ
リ
ィ
ゲ
ル
氏
に
読
ん
で
貰
っ
た
本
の
中
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
の
『
ヒ
ュ
ペ
リ
オ
ン
』
が
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
あ
の
大
戦
後
ド
イ
ツ
の
青
年
た
ち
の
間
に
非
常
な
勢
で
流

行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
が
当
時
彼
等
の
精
神
的
雰
囲
気
を
作
っ
て
い
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
初
め
、
ニ

ー
チ
ェ
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
な
ど
に
深
い
共
感
を
も
っ
て
読
み
耽
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
移
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
に
つ
い
て
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
は
そ
の
よ
う
な
「
戦
後
不
安
」
の
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
に
基
づ
い
て
文
学
を
論
じ
て
い
る
（『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
詩
の
本
質
』
一
九
三
六
年
）。
ハ
イ
デ
ル
ベ
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ル
ク
に
い
た
頃
、
私
は
日
本
を
出
て
ま
だ
間
も
な
い
こ
と
で
、
京
都
以
来
の
論
理
主
義
を
離
れ
ず
、
カ
ン
ト
や
ゲ

ー
テ
の
ド
イ
ツ
以
外
の
ド
イ
ツ
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
は
リ
ッ
カ
ー
ト

教
授
と
並
ん
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
教
授
が
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
講
義
し
て
い
た
が
、
私
は
二
三
度

出
席
し
て
み
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
な
ど
を
批
判
し
て
い
る
『
生
の
哲
学
』（
第
二
版

一
九
二
二
年
）
を
読
ん
で
別
に
共
鳴
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
『
世
界
観
の
心
理
学
』（
第

二
版
一
九
二
二
年
）
を
読
ん
で
も
そ
の
面
白
さ
は
分
ら
な
か
っ
た
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
の
面
白
さ
を
教
え
ら
れ

た
の
も
、
や
は
り
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
へ
行
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
私
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
は
哲

学
的
に
は
京
都
時
代
の
延
長
で
あ
っ
た
。
私
の
集
め
た
本
に
も
論
理
学
や
方
法
論
に
関
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
教
授
で
そ
の
講
義
を
聴
い
た
の
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
ほ
か
に
エ
ル
ン
ス
ト
・
ホ
フ
マ
ン

教
授
で
あ
る
。
哲
学
以
外
で
は
、
グ
ン
ド
ル
フ
の
講
義
に
数
回
出
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
ホ
フ
マ
ン
教
授
は
デ
ィ

ー
ル
ス
の
弟
子
で
、プ
ラ
ト
ン
研
究
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
私
は
ホ
フ
マ
ン
教
授
の
論
文
を
訳
し
て
『
思
想
』

に
載
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
ド
イ
ツ
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
生
活
が
窮
迫
し

て
い
た
の
で
、
い
く
ら
か
で
も
原
稿
料
が
入
れ
ば
宜
か
ろ
う
と
思
っ
て
、
私
は
そ
の
論
文
を
教
授
に
依
頼
し
た
の

で
あ
っ
た
。そ
ん
な
状
態
で
あ
っ
た
の
で
若
い
ド
ク
ト
ル
連
中
は
皆
喜
ん
で
日
本
人
の
た
め
に
個
人
教
授
を
し
た
。
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ヘ
リ
ィ
ゲ
ル
氏
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
よ
う
に
私
が
本
を
一
緒
に
読
ん
で
貰
っ
た
人
に
、
後
に
や
は

り
日
本
へ
来
て
大
阪
高
等
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
シ
ン
チ
ン
ゲ
ル
氏
が
い
る
。
氏
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
所
か

ら
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
移
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
た
し
か
ホ
フ
マ
ン
教
授
の
紹
介
で
、
私
は
プ
ラ

ト
ン
を
読
ん
で
貰
っ
た
。
更
に
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
を
出
し
て
そ
の
名
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ヘ
ル
マ
ン
・

グ
ロ
ッ
ク
ネ
ル
氏
が
あ
る
。
氏
は
そ
の
頃
リ
ッ
カ
ー
ト
教
授
の
と
こ
ろ
に
下
宿
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
私
は

羽
仁
と
一
緒
に
氏
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
を
読
ん
で
貰
っ
た
。
や
は
り
羽
仁
と
一
緒
に
講
義
を
し
て

貰
っ
た
人
に
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
氏
が
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
氏
は
後
に
日
本
へ
来
て
東
大
の
経
済
学
部
で
教
え

た
こ
と
の
あ
る
レ
ー
デ
レ
ル
教
授
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
た
。
こ
の
人
が
や
が
て『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ウ
ト
ピ
ー
』

と
い
う
著
述
に
よ
っ
て
知
識
社
会
学
の
方
面
に
お
い
て
有
名
に
な
っ
た
。
私
は
こ
の
人
か
ら
初
め
て
マ
ッ
ク
ス
・

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
知
識
社
会
学
の
話
を
聞
い
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
そ
の
重
要
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
マ
ン
ハ
イ
ム
氏
な
ど
の
仕
事
に
私
が
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
日
本
へ
帰
っ
て
来
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
る
。
あ
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
追
放
の
事
件
を
初
め
て
知
っ
た
時
、
私
は
ま
つ
さ
き
に
思
い
起
し
た
の

は
マ
ン
ハ
イ
ム
氏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
私
が
本
を
読
ん
で
貰
っ
た
人
に
、そ
の
と
き
『
現
象
学
と
宗
教
』

と
い
う
論
文
で
講
師
の
地
位
を
得
た
ウ
ィ
ン
ク
レ
ル
氏
が
あ
る
。
氏
は
ウ
ォ
ベ
ル
ミ
ン
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
は
若
い
学
者
を
い
わ
ば
家
庭
教
師
に
し
て
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
も
全

く
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
人
の
不
幸
は
私
ど
も
留
学
生
の
幸
福
で
あ
っ
た
。
今
日
わ

が
国
に
お
い
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
危
険
の
語
ら
れ
る
の
を
聞
く
た
び
に
、
私
は
あ
の
頃
の
こ
と
を
考
え
、
当

時
の
ド
イ
ツ
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
表
情
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
浮
べ
る
の
で
あ
る
。

一
二

私
の
書
斎
に
は
今
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
町
を
描
い
た
小
さ
い
エ
ッ
チ
ン
グ
が
懸
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
こ
の
或

る
大
学
生
が
内
職
に
作
っ
て
売
っ
て
い
た
の
を
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
学
生
の
多
く
が
ど

の
よ
う
な
経
済
状
態
に
あ
っ
た
か
を
想
い
起
さ
せ
る
材
料
で
あ
る
。ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
一
年
余
を
過
し
た
私
は
、

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
へ
行
っ
た
。
あ
の
関
東
大
震
災
を
大
き
く
取
扱
っ
た
新
聞
記
事
に
驚
か
さ
れ
た
時
に
は
、
私
は
ま

だ
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
い
た
。
そ
の
日
阿
部
次
郎
氏
を
訪
ね
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
話
し
た
の
を
覚

え
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
知
り
合
っ
た
誰
彼
に
別
れ
て
、
私
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
へ
行
っ
た
。
こ
の
小
さ
い

町
で
多
分
一
人
で
暮
さ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
出
掛
け
た
が
、
こ
こ
で
も
私
は
日
本
か
ら
来
た
留
学
生
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の
誰
彼
を
見
出
し
た
。
当
時
は
そ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
た
い
て
い
の
大
学
町
に
は
日
本
人
留
学
生
が
多
数
に
い
た

の
で
あ
る
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
知
っ
た
人
々
に
は
、
大
谷
大
学
の
鈴
木
弘
氏
、
立
正
大
学
の
守
屋
貫
教
氏
、
九
州

大
学
の
四
宮
兼
之
氏
、
今
は
文
部
省
に
い
る
長
屋
喜
一
君
が
あ
り
、
や
が
て
山
下
徳
治
君
が
来
た
。

そ
の
頃
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
へ
行
っ
た
人
々
は
、
哲
学
の
方
面
で
は
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、

宗
教
学
の
方
面
で
は
オ
ッ
ト
ー
を
目
差
し
て
い
た
。
守
屋
氏
や
鈴
木
氏
は
『
聖
な
る
も
の
』
の
著
者
と
し
て
世
界

的
に
有
名
に
な
っ
た
オ
ッ
ト
ー
教
授
を
中
心
と
し
て
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
四
宮
氏
や
長
屋
君
は
ハ
ル
ト
マ
ン

教
授
を
目
的
と
し
て
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
私
自
身
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
を
目
標
と
し
て
い
た
。
と
い
う
の

は
、
ち
ょ
う
ど
私
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
へ
行
っ
た
学
期
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
か
ら
マ
ー
ル
ブ

ル
ク
へ
招
聘
さ
れ
た
の
で
、
私
は
主
と
し
て
氏
に
就
い
て
学
ぶ
た
め
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
か
ら
転
学
し
た
の
で
あ

っ
た
。
教
育
学
の
研
究
を
目
的
と
し
て
い
た
山
下
君
は
ナ
ト
ル
プ
教
授
や
イ
ェ
ン
シ
ュ
教
授
に
就
い
て
い
た
。
私

は
ナ
ト
ル
プ
の
著
書
は
京
都
に
い
た
頃
い
く
つ
か
読
ん
で
敬
意
を
払
っ
て
い
た
が
、
そ
の
講
義
に
は
山
下
君
に
誘

わ
れ
て
二
三
度
出
て
み
た
き
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
講
義
は
や
が
て
『
実
践
哲
学
講
義
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た

も
の
と
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
ナ
ト
ル
プ
教
授
の
蔵
書
が
成
城
高
等
学
校
に
所
蔵
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
山
下
君
の
斡
旋
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
私
が
大
切
に
し
て
い
る
デ
カ
ル
ト
の
肖
像
も
、
も
と
ナ
ト
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ル
プ
教
授
に
属
し
て
い
た
も
の
で
、
あ
る
関
係
か
ら
私
の
手
に
渡
っ
た
も
の
で
あ
る
。

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
落
着
く
と
、
私
は
す
ぐ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
を
訪
ね
た
。
そ
の
時
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
思
い
出
」
と
い
う
短
文
の
中
で
書
い
て
お
い
た
。
こ
の
訪
問
に
お
い
て
私
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
研
究
を
勧
め
ら
れ
、
ガ
ダ
マ
ル
と
い
う
ド
ク
ト
ル
を
紹
介
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
私
は
ガ
ダ
マ
ル

氏
の
家
に
通
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
『
形
而
上
学
』
と
『
ニ
コ
マ
コ

ス
倫
理
学
』
と
の
中
か
ら
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
自
然
学
』

が
テ
キ
ス
ト
に
用
い
ら
れ
た
。
な
お
そ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
使
わ
れ
た
他
の
書
物
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の『
論
理
学
研
究
』

で
あ
っ
た
。
教
授
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
書
で
は
こ
の
書
物
を
『
純
粋
現
象
学
及
び
現
象
学
的
哲
学
考
案
』
よ
り
も

重
ん
じ
て
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
の
思
想
を
そ
の
根
源
的
な
発
現
に
お
け
る
関
心
か
ら
解
釈
し

よ
う
と
す
る
教
授
の
哲
学
的
方
法
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
私
は
ま
た
教
授
の
紹
介
で
レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
氏
の
家
に
通
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
を
講
釈
し
て
貰
っ
た
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
氏
は
、

後
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
の
講
師
と
な
っ
た
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
の
で
危
険
を
感
じ
、
日
本
に
来
て
東

北
大
学
で
教
え
て
い
た
が
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
援
助
に
よ
っ
て
、
日
米
間
の
緊
張
を
予
感
し
つ
つ
こ
の
春

ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
て
し
ま
っ
た
。
氏
は
そ
れ
以
前
に
や
は
り
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
基
金
に
よ
っ
て
イ
タ
リ
ア
へ
行
っ
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て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
氏
と
同
じ
家
に
住
ん
で
い
た
青
年
マ
ル
セ
ー
ル
君
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。

ど
こ
で
覚
え
て
き
た
の
か
、
碁
を
知
っ
て
い
て
、
私
に
た
び
た
び
相
手
を
命
じ
た
。
好
い
若
者
で
あ
っ
た
。
マ
ル

セ
ー
ル
君
も
や
は
り
今
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
い
る
そ
う
で
あ
る
。
今
日
の
国
際
情
勢
を
眺
め
て
、
私
は
よ
く
こ
の

二
人
の
運
命
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
は
、
そ
の
講
義
の
時
に
も
、
そ
の
演
習
の
時
間
に
お
い
て
も
、
哲
学
の
古
典
的
著
作
を

抱
え
て
来
て
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
或
る
部
分
を
解
釈
す
る
と
い
う
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
デ
カ
ル
ト
が

あ
り
、
カ
ン
ト
が
あ
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ト
マ
ス
な
ど
が
あ
っ
た
。
私
の
聴
い
た
講
義
の
中
で
は
特
に
デ

カ
ル
ト
の
『
省
察
録
』
が
よ
く
取
扱
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
私
も
こ
の
本
を
精
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
面
白
さ
は
西
田
先
生
か
ら
き
か
さ
れ
て
い
た
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
講
義
に
よ
っ
て
興
味
を

唆
ら
れ
、
私
も
そ
の
哲
学
的
論
文
を
ラ
テ
ン
語
の
辞
書
を
頼
り
に
読
ん
で
い
た
。
そ
れ
を
知
っ
て
、
下
宿
し
て
い

た
家
の
主
人
が
私
の
た
め
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
録
』
を
一
緒
に
読
ん
で
く
れ
た
。
私
は
牧
師
の
家
に

下
宿
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
テ
ィ
ン
メ
と
い
う
人
で
、
二
三
の
著
書
も
あ
り
、
ル
ー
マ
ニ
ア
あ
た
り
ま
で
講
習
に

出
掛
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ど
う
い
う
も
の
か
私
は
宗
教
に
縁
が
あ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
は
石
原

謙
氏
の
後
を
継
い
で
、
レ
ン
メ
と
い
う
老
教
授
の
家
に
下
宿
し
て
い
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
少
し
深
く
勉
強
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し
て
み
た
い
と
思
っ
て
、
そ
の
頃
パ
リ
に
移
っ
て
い
ら
れ
た
小
尾
範
治
氏
に
頼
ん
で
、
ミ
ー
ニ
ュ
版
の
中
の
『
三

位
一
体
論
』
な
ど
を
送
っ
て
貰
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
い
た
間
は
、
意
識
し
て

や
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
私
の
最
も
多
く
キ
リ
ス
ト
教
的
著
作
を
繙
い
た
時
で
あ
っ
た
。
テ
ィ
ン
メ

一
家
は
ハ
イ
レ
ル
一
家
と
親
し
く
、
し
ぜ
ん
ハ
イ
レ
ル
教
授
の
話
の
出
る
の
を
聞
く
こ
と
が
多
く
、
私
も
既
に
京

都
に
い
た
時
波
多
野
先
生
か
ら
教
授
の
著
書
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
教
授
の
『
カ
ト
リ
チ
ス
ム
ス
』

と
か
『
祈
祷
』
と
か
を
読
ん
で
み
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
時
間
に
、
学
生
に
ま
じ
っ
て
い
つ
も
講
義
を
聴
い

て
い
る
脚
の
悪
い
一
人
の
紳
士
が
あ
っ
た
。「
あ
れ
が
ブ
ル
ト
マ
ン
だ
」
と
学
生
の
一
人
が
私
に
教
え
て
く
れ
た
。

ブ
ル
ト
マ
ン
教
授
は
思
想
的
に
は
弁
証
法
的
神
学
と
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
は

ま
た
こ
の
も
の
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
び
っ
こ
を
ひ
き
な
が
ら
教
室
へ
入
っ
て
来
て
、
熱
心
に
同
僚
の
講
義

を
聴
い
て
い
る
ブ
ル
ト
マ
ン
教
授
の
面
影
が
今
の
私
の
眼
に
浮
ん
で
く
る
。
そ
の
後
出
版
さ
れ
た
教
授
の
『
イ
エ

ス
』
と
い
う
書
物
を
私
は
深
い
感
銘
を
も
っ
て
読
ん
だ
。
事
実
、
こ
れ
は
小
さ
な
本
で
は
あ
る
が
、
す
ぐ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
思
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
や
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
氏
の
話
を
き
い
て
、
私
は
弁
証
法
的
神
学
に
興
味
を

も
つ
よ
う
に
な
り
、
バ
ル
ト
の
『
ロ
マ
書
』
と
か
『
神
の
言
葉
と
神
学
』
な
ど
を
繙
く
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
オ
ッ
ト
ー
教
授
の
『
聖
な
る
も
の
』
も
読
ん
で
み
た
。
そ
の
頃
教
授
は
や
が
て
『
西
・
東
神
秘
主
義
』
と
な
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っ
て
現
れ
た
よ
う
な
問
題
を
考
え
て
お
ら
れ
、
仏
敦
に
関
心
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
も
依
る
の
で
あ

ろ
う
。
日
本
の
留
学
生
が
好
き
で
、
自
宅
に
招
い
て
お
茶
の
会
を
開
か
れ
た
り
し
た
。
私
は
ま
た
時
々
オ
ッ
ト
ー

教
授
に
誘
わ
れ
て
、
ラ
ー
ン
河
の
向
う
の
小
高
い
丘
を
一
緒
に
散
歩
し
た
こ
と
が
あ
る
。

哲
学
の
方
面
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
ほ
か
に
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
教
授
の
講
義
に
出
席
し
た
。

教
授
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
興
味
を
も
っ
て
お
ら
れ
て
、
一
度
お
訪
ね
し
た
時
、
し
き
り
に
そ
の
話
を
さ
れ
た
。

私
が
出
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
使
わ
れ
た
の
は
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
と
で
あ
っ

た
。
教
授
の
『
認
識
の
形
而
上
学
』
は
、
主
観
主
義
の
哲
学
か
ら
入
っ
て
、
ラ
ス
ク
の
研
究
に
よ
っ
て
次
第
に
客

観
主
義
に
傾
き
つ
つ
あ
っ
た
時
分
の
私
に
は
、
非
常
に
新
鮮
で
面
白
く
感
じ
ら
れ
た
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
影
響

を
強
く
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
ハ
ル
ト
マ
ン
教
授
の
立
場
に
は
あ
ま
り
興
味
が
持
て
な
く
な
っ
た
。
マ
ー

ル
ブ
ル
ク
で
は
私
は
殆
ど
純
粋
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
影
響
を
受
け
容
れ
た
と
い
っ
て
宜
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
の
後
ハ
ル
ト
マ
ン
の
『
倫
理
学
』
が
出
た
時
、
私
は
こ
れ
を
読
ん
で
再
び
教
授
の
思
想
に
対
す
る
興
味
を
取

り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
い
る
間
、
そ
し
て
そ
の
後
も
時
々
文
通
に
よ
っ
て
、
私
の
読
書
を
指
導
し
て
く
れ
た
の
は

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
氏
で
あ
っ
た
。
私
は
氏
に
よ
っ
て
単
に
哲
学
の
み
で
な
く
、
広
く
ド
イ
ツ
精
神
史
の
中
に
導
き
入
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れ
ら
れ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
と
か
、
更
に
遡
っ
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
や
フ
ン
ボ
ル
ト
な
ど
に
対
し
て
私
の
眼
を
開
い
て

く
れ
た
の
は
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
氏
で
あ
っ
た
。
特
に
氏
に
よ
っ
て
私
は
当
時
の
多
く
の
ド
イ
ツ
の
青
年
を
と
ら
え
て

い
た
あ
の
不
安
の
哲
学
と
か
不
安
の
文
学
の
中
へ
連
れ
て
行
か
れ
た
。
私
も
ニ
ー
チ
ェ
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
な
ど

を
愛
読
す
る
よ
う
に
な
り
、
殊
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
を
耽
読
し
た
。
そ
の
頃
の
ド
イ
ツ
は
全
く
精
神
的

不
安
の
時
期
で
あ
っ
た
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
流
行
す
る
か
と
思
う
と
、
一
方
で
は
ガ
ン
デ
ィ
な
ど
が
迎
え
ら
れ
て

い
た
。
ま
た
学
生
の
間
で
も
右
翼
と
左
翼
と
の
色
彩
が
は
っ
き
り
分
れ
、
私
ど
も
で
さ
え
外
部
か
ら
そ
れ
を
見
分

け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
哲
学
そ
の
も
の
も
か
よ
う
な
不
安
の
一
つ
の
表
現
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
教
授
の
哲
学
は
ニ
ー
チ
ェ
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
等
の
流
行
の
雰

囲
気
の
中
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
そ
れ
が
青
年
学
生
の
間
で
非
常
な
人
気
を
集
め
た
理
由
が
あ
る
。

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
氏
も
そ
の
時
分
デ
ン
マ
ー
ク
語
を
勉
強
し
て
原
典
で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
研
究
を
始
め
て
い
た
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
や
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
な
ど
を
読
む
こ
と
を
私
に
勧
め
て
く
れ
た
の
も
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
と
親
し
く
、
い
わ
ば
教
授
の
哲
学
の
材
料
を
材
料
の
ま
ま
で
い
ろ
い
ろ
見
せ
て
く
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
う
い
う
教
師
と
い
う
も
の
は
実
に
有
難
い
も
の
で
あ
る
。
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マ
ー
ル
ブ
ル
ク
は
ド
イ
ツ
の
田
舎
の
小
さ
い
大
学
町
の
一
つ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
れ
は
山
の
裾
か
ら
頂
を
開

い
て
作
ら
れ
た
町
で
、
そ
の
裾
に
は
ラ
ー
ン
河
が
流
れ
、
河
の
向
う
に
は
丘
が
続
き
、
森
が
開
か
れ
て
い
る
。
私

は
よ
く
こ
の
丘
や
森
の
中
を
散
歩
し
た
。
町
に
は
殆
ど
観
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
劇
場
が
一
つ
あ
っ
て
、
時
々
映

画
な
ど
を
観
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
遂
に
行
か
な
い
で
し
ま
っ
た
。
町
は
い
つ
も
静
か
で
、
落
ち
着
い

て
い
た
。
こ
こ
で
暮
し
た
一
年
間
は
ま
た
私
の
こ
れ
ま
で
の
一
生
の
う
ち
最
も
静
か
な
、
落
ち
着
い
て
い
た
時
期

で
あ
っ
た
。
予
定
し
た
滞
在
の
期
限
が
切
れ
て
も
、
私
は
な
か
な
か
去
り
難
い
思
い
で
あ
っ
た
。
ど
う
し
よ
う
か

と
迷
っ
て
い
た
と
き
、
私
の
心
の
中
に
蘇
っ
て
き
た
の
は
、
深
田
先
生
な
ど
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
フ
ラ
ン

ス
文
化
に
対
す
る
憧
れ
で
あ
る
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
会
話
を
教
え
る
婦
人
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

聞
い
て
、
パ
リ
へ
出
る
準
備
の
た
め
に
、
一
箇
月
ば
か
り
通
っ
た
。
私
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
殆
ど
独
学
で
あ
っ
た
。

高
等
学
校
の
時
代
、
暁
星
で
朝
七
時
か
ら
八
時
ま
で
フ
ラ
ン
ス
語
の
講
習
を
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
本
郷
の
寄
宿

寮
か
ら
通
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
な
に
ぶ
ん
八
時
か
ら
始
ま
る
学
校
の
授
業
に
対
し
て
無
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
な
の
で
、
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
独
学
で
ど
う
に
か
本
だ
け
は
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
日
常
の
会
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話
に
は
さ
っ
ぱ
り
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
か
ら
パ
リ
へ
行
く
こ
と
に
決
め
た
。
そ
の
と
き
私
の
手
許
に
は
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ー
ド
の

小
説
が
数
冊
あ
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
年
の
春
ウ
ィ
ー
ン
に
旅
行
し
た
と
き
、
偶
然
に
買
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
頃
ウ
ィ
ー
ン
に
は
上
野
伊
三
郎
が
い
て
、
暫
ら
く
滞
在
し
て
い
る
間
に
、
私
は
い
つ
も
の
よ
う
に
本
屋
を
歩

き
廻
っ
た
が
、
先
ず
目
に
と
ま
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
本
を
置
い
て
い
る
店
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
ド
イ
ツ
で
は
見
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
は
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
影
響
を
多
く
受
け
て
い
た
。
久

し
振
り
で
フ
ラ
ン
ス
書
を
見
る
の
が
懐
し
く
て
店
へ
入
っ
て
ゆ
く
と
、
ジ
ー
ド
の
も
の
が
た
く
さ
ん
置
い
て
あ
る

の
が
目
に
附
い
た
。
ド
イ
ツ
書
で
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
独
訳
本
の
多
い
こ
と
が
注
意
を
惹
い
た
。
考
え
て
み

る
と
、
そ
の
時
分
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
も
ま
た
い
わ
ゆ
る
不
安
の
文
学
が
流
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
私

は
そ
の
頃
、
恥
し
い
話
だ
が
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ー
ド
の
何
者
で
あ
る
か
を
知
ら
な
か
っ
た
。
と
も
か
く
彼
の
本
が

た
く
さ
ん
並
べ
て
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
重
要
な
流
行
作
家
に
違
い
な
か
ろ
う
と
考
え
て
、
そ
の
幾
冊
か
を
求

め
て
鞄
の
中
に
入
れ
た
。
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
の
汽
車
の
中
で
、
私
は
初
め
て
彼
の
『
イ
ン
モ
ラ
リ
ス
ト
』
を
繙
き
、

何
か
全
く
新
し
い
も
の
に
接
し
た
気
が
し
た
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
帰
っ
て
き
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
氏
に
そ
の
話
を

す
る
と
、
こ
の
博
識
な
ド
ク
ト
ル
は
ジ
ー
ド
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
話
し
て
く
れ
た
。
そ
の
と
き
氏
か
ら
ド
イ
ツ
に
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お
け
る
最
も
す
ぐ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
研
究
家
と
し
て
教
え
ら
れ
た
名
に
エ
ル
ン
ス
ト
・
ク
ル
チ
ウ
ス
が
あ
る
。
ク
ル

チ
ウ
ス
の
新
著
の
『
バ
ル
ザ
ッ
ク
』
を
ぜ
ひ
読
め
と
勧
め
ら
れ
た
の
で
、
買
っ
て
読
ん
で
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
面

白
か
っ
た
。
そ
の
後
更
に
ク
ル
チ
ウ
ス
の
『
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
精
神
』
と
い
う
本
を
見
る
機
会

が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
善
い
本
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

パ
リ
に
い
た
小
林
太
市
郎
君
に
下
宿
の
世
話
を
頼
ん
で
お
い
て
、
ケ
ル
ン
を
通
っ
て
パ
リ
へ
出
た
の
は
秋
の

初
め
で
あ
っ
た
。
小
林
君
は
私
と
同
様
京
都
の
哲
学
科
の
出
身
な
の
で
か
ね
て
知
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
大
阪
の

美
術
館
に
い
て
、支
那
美
術
の
研
究
を
専
門
に
し
て
い
る
。
最
初
パ
リ
に
は
長
く
滞
在
す
る
つ
も
り
で
な
か
っ
た
。

既
に
二
箇
年
半
を
ド
イ
ツ
で
過
し
て
い
た
の
で
、
パ
リ
に
は
三
四
箇
月
も
い
て
、
そ
ろ
そ
ろ
帰
国
の
仕
度
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
が
到
頭
一
箇
年
の
滞
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
大
都
会
と
い
う

も
の
は
孤
独
な
も
の
で
あ
る
。
孤
独
を
求
め
る
な
ら
大
都
会
の
ま
ん
な
か
で
あ
る
。
パ
リ
の
街
で
は
い
つ
も
多
く

の
日
本
人
を
見
た
。
し
か
し
私
が
親
し
く
し
た
の
は
小
林
君
く
ら
い
の
も
の
で
、
そ
れ
も
下
宿
が
離
れ
て
い
た
た

め
に
頻
繁
に
は
会
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
ほ
か
パ
リ
で
初
め
て
知
り
合
っ
た
友
人
と
い
え
ば
芹
沢
光
治
良
君
く
ら
い

の
も
の
で
あ
る
。
尤
も
パ
リ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行
っ
た
者
が
一
度
は
訪
ね
る
所
な
の
で
、
偶
然
出
会
っ
た
人
は
多

く
、
斉
藤
茂
吉
氏
と
か
板
垣
鷹
穂
君
な
ど
の
名
が
今
記
憶
に
蘇
っ
て
く
る
。
エ
ト
ワ
ル
の
近
く
に
あ
っ
た
私
の
下
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宿
は
一
時
、
安
倍
能
成
氏
や
速
水
滉
先
生
の
下
宿
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
京
城
大
学
に
法
文
学
部
が
出
来
た
頃

で
、
そ
こ
の
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
々
が
洋
行
し
た
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
下
宿
に
い
ら
れ
た
間
、
安

倍
さ
ん
は
頻
り
に
オ
イ
ケ
ン
の
『
大
思
想
家
の
人
生
観
』
の
改
訳
を
や
っ
て
い
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
船
の

中
で
片
附
け
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

初
め
は
長
く
滞
在
す
る
つ
も
り
で
な
か
っ
た
の
で
、
私
は
今
度
は
大
学
に
席
を
置
か
な
か
っ
た
。
パ
リ
見
物

の
傍
ら
、
私
は
小
学
校
の
女
の
先
生
を
頼
ん
で
フ
ラ
ン
ス
語
の
日
用
会
話
の
勉
強
を
続
け
た
。
耳
の
練
習
に
少
し

自
信
が
で
き
た
の
で
、
こ
れ
も
見
物
の
一
つ
の
つ
も
り
で
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
公
開
講
義
に
出
掛
け
て
、
哲
学
者
の
ブ

ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク
教
授
を
数
回
聴
い
た
こ
と
が
あ
る
。
私
が
テ
ー
ヌ
を
頻
り
に
読
ん
だ
の
は
そ
の
頃
の
こ
と
で
あ

る
。「
ほ
お
、
テ
ー
ヌ
を
読
ん
で
い
る
の
か
」
と
教
え
に
来
た
女
の
先
生
に
驚
か
れ
た
も
の
だ
。
ど
う
し
て
特
に

テ
ー
ヌ
を
読
ん
だ
か
と
い
う
と
、
京
都
時
代
に
主
と
し
て
勉
強
し
た
歴
史
哲
学
の
影
響
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
に
い
た
時
に
も
羽
仁
に
会
う
と
よ
く
テ
ー
ヌ
の
話
が
出
た
よ
う
に
思
う
。
ま
た
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
小

説
が
面
白
く
て
そ
の
頃
頻
り
に
読
ん
だ
こ
と
は
、
既
に
書
い
た
通
り
で
あ
る
。
ジ
ー
ド
に
し
て
も
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・

フ
ラ
ン
ス
に
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
の
中
で
外
国
人
好
き
の
す
る
作
家
で
あ
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

作
家
の
う
ち
に
は
本
国
に
お
い
て
よ
り
も
外
国
に
お
い
て
遥
か
に
好
ま
れ
る
種
類
の
人
が
あ
る
の
で
あ
る
。
パ
リ
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の
下
宿
で
ほ
か
に
私
が
愛
読
し
た
も
の
と
い
え
ば
、
ル
ナ
ン
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
私
は
ふ
と
パ
ス
カ
ル
を
手
に
し
た
。
パ
ス
カ
ル
の
も
の
は
以
前
レ
ク
ラ
ム
版
の
独
訳

で
『
パ
ン
セ
』
を
読
ん
だ
記
憶
が
残
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
こ
の
書
は
私
を
捉
え
て
離

さ
な
か
っ
た
。『
パ
ン
セ
』
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
か
ら
習
っ
た
学
問
が
活
き
て

く
る
よ
う
に
感
じ
た
。
そ
う
だ
、
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
を
研
究
し
て
み
よ
う
と
私
は
思
い
立
ち
、
先
ず
パ
ス

カ
ル
の
全
集
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
『
エ
セ
ー
』、
ラ
・
ブ
リ
ュ
イ
エ
ー
ル
の
『
カ
ラ
ク
テ
ー
ル
』
等
々
を
集
め
始

め
た
。
ヴ
ィ
ネ
の
『
十
六
七
世
紀
の
モ
ラ
リ
ス
ト
』
を
読
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
刺
戟
を
受
け
た
。
私
の
関
心
の
中
心

は
や
は
り
パ
ス
カ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
、パ
ス
カ
ル
に
つ
い
て
書
い
て
み
よ
う
と
私
は
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
お
け
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
バ
ル
ト
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
、
等
々
の
読
書
が
今
は
活
き
て
く
る
よ
う
に
感
じ
た
。
ス
ト
ロ
ウ
ス
キ
ー
の
『
パ
ス
カ
ル
』、
ブ
ト
ル
ー
の
『
パ

ス
カ
ル
』
等
々
の
文
献
を
集
め
て
読
み
始
め
た
。『
パ
ン
セ
』
は
私
の
枕
頭
の
書
と
な
っ
た
。
夜
更
け
て
静
か
に

こ
の
書
を
読
ん
で
い
る
と
、
い
い
し
れ
ぬ
孤
独
と
寂
寥
の
中
に
あ
っ
て
、
ひ
と
り
で
に
涙
が
流
れ
て
く
る
こ
と
も

屡
々
あ
っ
た
。
原
稿
用
紙
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
洋
罫
紙
に
向
っ
て
私
は
先
ず
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人

間
の
分
析
』
と
い
う
論
文
を
書
い
た
。
か
よ
う
な
も
の
が
哲
学
の
論
文
と
し
て
受
取
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
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不
安
を
感
じ
な
が
ら
、
私
は
そ
れ
を
『
思
想
』
に
送
っ
た
。
そ
し
て
更
に
続
け
て
私
の
パ
ス
カ
ル
論
を
書
い
て
い

っ
た
。
こ
う
し
て
出
来
上
っ
た
の
が
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
で
あ
り
、
大
正
十
五
年
に
私
の
処
女

作
と
し
て
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
中
の
最
後
の
一
章
は
、
日
本
へ
帰
っ
て
き
て
か
ら
京
都
で
書
い
た

も
の
で
あ
る
が
、
他
の
部
分
は
パ
リ
の
下
宿
で
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
私
の
処
女
作
出
版
は
失
敗
で
あ
っ
た
。
当

時
岩
波
書
店
の
卸
部
に
い
た
坂
口
栄
君
が
後
に
私
に
話
し
た
と
こ
ろ
に
依
る
と
、
あ
の
時
分
岩
波
の
本
で
、
小
売

屋
に
出
し
て
あ
ん
な
に
多
く
返
品
が
あ
っ
た
本
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
で
あ
っ
た
。
私
は
、

も
と
よ
り
無
名
の
書
生
で
あ
っ
た
し
、
パ
ス
カ
ル
と
い
え
ば
専
門
家
を
除
き
一
般
の
読
者
に
お
い
て
は
中
学
校
の

数
学
の
時
間
に
パ
ス
カ
ル
の
定
理
と
い
う
も
の
を
習
っ
た
記
憶
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
パ
ス
カ
ル
と
『
人
間
の
研

究
』
―
―
こ
う
い
う
言
葉
も
当
時
の
読
者
に
は
全
く
親
し
み
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
―
―
と
の
間
に
ど

の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
、
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
当
然
で
あ
る
の
だ
。
パ
ス

カ
ル
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
に
不
思
議
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、現
在
で
は
事
情
が
変
っ
て
い
る
。『
パ

ン
セ
』
を
初
め
パ
ス
カ
ル
の
い
く
つ
か
の
作
品
が
翻
訳
さ
れ
、
広
く
読
ま
れ
て
い
る
。
私
の
パ
ス
カ
ル
も
そ
の
後

徐
々
に
読
者
を
見
出
す
よ
う
に
な
り
、
今
も
版
を
重
ね
て
い
る
。
出
来
不
出
来
は
別
と
し
て
、
処
女
作
の
出
版
と

い
う
も
の
は
著
述
家
に
と
っ
て
つ
ね
に
懐
し
い
思
い
出
で
あ
る
。
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パ
ス
カ
ル
や
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
か
ら
入
っ
て
、
私
は
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
対
し
て
次
第
に
深
い
興
味
を
も
つ
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
れ
も
遡
る
と
、
西
田
先
生
の
著
書
や
講
義
で
メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
な
ど
と
い
う
、
当
時
わ
が

国
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
哲
学
者
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
、
未
知
の
も
の
に
対
す
る
憧
れ
を
感
じ
た

こ
と
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
い
つ
も
未
知
の
も
の
に
対
し
て
憧
れ
て
き
た
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
か
ら
パ
リ
へ
、

永
ら
く
考
え
慣
れ
た
ド
イ
ツ
哲
学
の
土
地
を
離
れ
て
出
て
来
た
の
も
、
未
知
の
も
の
に
対
す
る
憧
れ
か
ら
で
あ
っ

た
。
西
田
先
生
は
近
年
殊
に
よ
く
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
研
究
を
ひ
と
に
勧
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル

に
つ
い
て
書
い
て
い
る
う
ち
に
、
次
に
書
い
て
み
た
い
と
考
え
た
の
は
デ
カ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
分
シ
ュ
ヴ

ァ
リ
エ
の
『
パ
ス
カ
ル
』
及
び
『
デ
カ
ル
ト
』
を
読
ん
で
、
そ
の
明
晰
な
叙
述
か
ら
利
益
を
受
け
た
が
、
そ
れ
に

影
響
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
次
は
デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て
書
く
と
度
々
友
人
に
話
し
、
一
度
は
私

の
デ
カ
ル
ト
研
究
と
い
う
も
の
の
予
告
が
書
肆
の
広
告
に
も
出
た
く
ら
い
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
に
実
現
し
な
い
で

い
る
の
は
恥
し
い
こ
と
で
あ
る
。
―
―
今
度
『
文
学
界
』
に
デ
カ
ル
ト
覚
書
の
連
載
を
始
め
た
の
も
、
い
つ
ま
で

続
け
ら
れ
る
か
分
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
せ
め
て
当
座
の
埋
合
せ
に
し
た
い
た
め
で
あ
る
。
―
―
パ
リ
の
下

宿
で
描
い
て
い
た
夢
を
す
ぐ
に
実
現
す
る
に
し
て
は
全
く
違
っ
た
事
情
が
や
が
て
帰
っ
て
来
た
日
本
に
お
い
て
は

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
以
来
私
の
経
験
し
た
い
わ
ゆ
る
不
安
の
哲
学
と
か
不
安
の
文
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学
と
か
が
数
年
後
に
は
日
本
に
お
い
て
も
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
数
年
後
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は

当
然
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
来
る
た
め
に
は
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
一
つ
の
要

素
、
即
ち
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
流
行
が
先
ず
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
順
序
で
あ
る
。
そ
う

考
え
て
く
る
と
、
思
想
の
流
行
と
い
う
も
の
に
も
何
か
必
然
的
な
法
則
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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年
一
月
一
日　

マ
ー
ル
ブ
ル
ク

新
年
お
目
出
度
う
存
じ
ま
す
。
去
年
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
迎
え
た
正
月
を
、
今
年
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
迎

え
ま
し
た
。
大
晦
日
の
夜
に
は
悪
霊
を
追
払
う
と
云
う
意
味
で
、
昔
独
逸
で
は
戸
外
に
盛
ん
に
発
砲
す
る
習
慣
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
今
で
も
昔
気
質
の
人
は
こ
の
夜
十
二
時
が
打
つ
と
同
時
に
、
高
い
椅
子
の
上
か
ら
飛
び
降
り

る
と
云
い
ま
す
。
新
し
い
年
の
中
へ
勢
よ
く
飛
び
込
む
と
云
う
意
味
だ
そ
う
で
す
。
私
は
歳
晩
に
あ
っ
て
数
年
前

に
作
っ
た
ひ
と
つ
の
歌
を
ま
た
思
い
出
し
ま
し
た
。

つ
か
の
ま
の
熱
と
光
を
求
め
ん
と
象
牙
の
塔
を
焼
き
し
日
も
あ
り

　
　
　
　

＊

日
本
を
出
て
来
る
前
か
ら
、
独
逸
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
復
興
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
私
は
聞
い
て
い
ま
し
た
。

い
か
に
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
す
る
書
物
は
か
な
り
出
て
い
ま
す
。
な
る
ほ
ど
大
学
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
何
処
で
も
好

ん
で
ヘ
ー
ゲ
ル
を
用
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
た
ち
を
本
当
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
世
界
へ
導
い
て
く
れ
る
者
は
ま
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だ
見
当
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
―
―
私
に
ひ
と
つ
の
新
し
い
独
逸
語
を
作
ら
せ
て
下
さ
い
―
―
そ
れ
ら
は
凡

て
か
の H

egelrei 

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
の
独
逸
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
す
る
学
者
と
し
て
は
、
知
識
に
於
い

て
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
イ
ム
、
体
系
的
な
方
面
で
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
が
第
一
流

と
見
做
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
二
線
に
立
つ
人
々
に
は
、
ク
ロ
ー
ネ
ル
、
ノ
ー
ル
、
ラ
ッ
ソ
ン
、
ブ
ル
ン
シ
ュ
テ
ッ

ト
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
『
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
復
興
』
と
云
う
論
文
を
書
い
た
と
き
、
彼
は

そ
の
頃
新
進
気
鋭
の
ノ
ー
ル
や
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
を
頭
に
お
い
て
い
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
来
か
な
り

の
歳
月
は
流
れ
て
ゆ
き
ま
し
た
が
、
私
た
ち
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
が
そ
の
当
時
も
っ
た
リ
ー
プ
マ
ン
、
ラ
ン
ゲ

ほ
ど
の
学
者
を
さ
え
も
つ
幸
福
に
ま
だ
逢
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ク
ロ
ー
ネ
ル
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
、

ハ
ル
ト
マ
ン
な
ど
が
等
し
く
ヘ
ー
ゲ
ル
に
就
い
て
の
著
述
を
企
て
て
い
る
と
云
う
の
も
面
白
い
現
象
で
す
。
こ
れ

ら
の
書
物
が
出
来
ま
し
た
ら
、
私
も
私
た
ち
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
し
て
纏
っ
た
こ
と
を
書
か
せ
て
戴
き
ま
し
ょ
う
。

同
じ
よ
う
に
日
本
を
発
つ
以
前
、
独
逸
で
は
歴
史
哲
学
や
精
神
科
学
の
基
礎
的
考
察
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ

る
こ
と
を
私
は
ひ
と
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
私
は
こ
の
方
面
に
於
い
て
も
あ
ま
り
多
く
を
期
待
し

て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
な
ど
の
も
の
は
面
白
く
読
ま

れ
ま
す
が
、
方
法
的
思
惟
に
於
い
て
も
、
対
象
的
思
惟
に
於
い
て
も
、
執
拗
な
、
根
強
い
思
索
の
統
一
力
が
欠
け
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て
い
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
経
済
学
の
方
法
論
に
関
す
る
論

文
集
と
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
倫
理
学
の
本
と
は
、
共
に
多
少
鮮
か
な
特
色
を
も
っ
て
い
て
、
何
物
か
を
私

た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
永
い
間
待
っ
て
い
た
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
哲
学
の
書
物

が
出
ま
し
た
。
こ
の
書
は
現
今
の
独
逸
の
歴
史
哲
学
的
研
究
の
状
態
に
対
し
て
第
一
流

0

0

0

の
徴
候
的
著
述
で
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
ト
レ
ル
チ
は
彼
の
博
識
を
も
っ
て
近
代
の
歴
史
哲
学
的
思
想
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
批
評
し
て
い
ま

す
。
け
れ
ど
歴
史
哲
学
が
如
何
な
る
地
盤
に
立
ち
如
何
な
る
方
向
に
進
む
べ
き
か
と
云
う
こ
と
に
就
い
て
、
彼
自

身
明
確
な
、
徹
底
し
た
洞
察
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
、
千
頁
に
近
い
こ
れ
ら
の
批
評
も
凡
て
宙
に
迷
っ
て
い
ま
す
。

謂
わ
ば
彼
は
近
代
の
歴
史
哲
学
的
思
想
家
た
ち
の
も
ろ
も
ろ
の G

eister 

【
霊
魂
】
を
ひ
と
と
こ
ろ
に
集
め
て
弔
い

を
し
て
い
る
の
で
す
。
彼
が
こ
の
盛
ん
な
弔
い
を
し
て
く
れ
た
こ
と
は
、私
た
ち
に
は
教
訓
の
深
い
こ
と
で
し
た
。

精
神
科
学
や
文
化
哲
学
の
基
礎
附
け
は
こ
れ
ま
で
試
み
ら
れ
て
来
た
と
は
全
然
別
の
途
に
よ
っ
て
新
し
く
始
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
科
学
の
学
的
性
質
を
明
証
の
伴
う
普
遍
妥
当
性
と
し
て
規
定
し
、
そ
の
根
拠
を
求
め

て
ゆ
く
と
云
う
形
式
的
な
方
法
は
、
あ
る
種
の
科
学
に
と
っ
て
は
そ
の
本
質
的
な
特
性
を
毀
す
こ
と
に
な
り
、
そ

れ
が
自
然
に
成
育
し
て
ゆ
く
形
態
を
曲
げ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
を
私
は
疑
う
の
で
す
。
た
と
え
明
証
と
か

普
遍
妥
当
性
と
か
云
う
概
念
を
保
存
す
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
新
し
い
方
法
に
よ
っ
て
作
り
更
え
ら
れ
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ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
昨
年
の
十
一
月
二
十
九
日
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
テ
ル
・
ツ
ァ
イ
ト

ゥ
ン
グ
に
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ト
リ
ヒ
が
、『
現
代
に
於
け
る
精
神
歴
史
の
本
質
と
課
題
』
と
云
う
論
文
を
寄
せ
て

い
ま
し
た
。
シ
ュ
ト
リ
ヒ
は
若
い
歴
史
学
、
殊
に
文
学
史
や
芸
術
史
の
傾
向
が Stil  【
ス
タ
イ
ル
】
の
歴
史
を
目
差

し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
代
表
者
と
し
て
ウ
ェ
ル
フ
リ
ン
と
グ
ン
ド
ル
フ
と
を
挙
げ
ま
し
た
。
新
し
い
歴
史

学
は
「
根
本
概
念

0

0

0

0

の
イ
デ
ー
と
創
造
的
発
展
の
イ
デ
ー
」
と
に
よ
っ
て
古
い
ヒ
ス
ト
リ
ス
ム
ス
を
破
壊
し
ま
し
た
。

「
根
本
概
念
」
は
永
遠
に
人
間
的
な
、
本
質
的
な
実
体
で
あ
っ
て
、
こ
の
実
体
は
歴
史
的
現
象
の
中
に
無
限
の
姿

を
と
っ
て
繰
り
返
し
現
れ
る
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
凡
て
の
民
族
に
於
い
て
、
相
異
な
る
、
創
造
的
な
る
実

現
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
し
か
も
絶
え
ず
め
ぐ
り
来
る
統
一
が
シ
ュ
テ
ィ
ル
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
す
。「
こ

の
精
神
的
統
一
の
認
識
が
新
し
い
歴
史
科
学
の
精
神
」
で
あ
る
と
シ
ュ
ト
リ
ヒ
は
云
っ
て
い
ま
す
。
若
い
歴
史
科

学
の
問
題
は
「
嘗
て
ひ
と
た
び
在
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
く
、
つ
ね
に
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ

は
本
質
的
に
精
神
的
な
る
も
の
、
本
質
的
に
人
間
的
な
る
も
の
、
従
っ
て
い
つ
で
も
存
在
し
て
い
る
も
の
に
就
い

て
物
語
る
こ
と
で
あ
る
、
と
彼
は
主
張
し
ま
す
。
シ
ュ
ト
リ
ヒ
の
云
う
と
こ
ろ
が
新
し
い
と
云
う
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
文
学
史
家
に
よ
っ
て
新
し
く
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
現
代
の
多
く
の
歴
史
哲
学

者
が
ま
た
目
差
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
永
遠
に
人
間
的
な
る
も
の
の
生
命
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
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リ
ュ
ト
ム
ス
【R

hythm
us

リ
ズ
ム
】
と
を
感
得
し
よ
う
と
云
う
の
が
人
々
の
切
実
な
要
求
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
若

い
人
た
ち
の
間
に
切
り
に
【
仕
切
り
に
】
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
読
ま
れ
て
い
る
の
も
私
は
こ
の
要
求
の
ひ
と
つ
の

現
れ
で
あ
る
と
み
た
い
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
歴
史
を
ひ
と
つ
の
生
命
の
現
れ
で
あ
る
と
し
て
考
え
る
に
当
っ

て
も
、
こ
こ
に
い
う
生
命
は
単
な
る
生
命
で
は
な
く
て
、
ひ
と
つ
の
歴
史
的

0

0

0

生
命
で
あ
る
と
云
う
こ
と
、
そ
し
て

こ
の
「
歴
史
的
」
と
云
う
こ
と
が
恰
も
私
た
ち
の
問
題
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
歴
史
的
生
命
を
ひ
と

つ
の
有
機
的

0

0

0

生
命
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
依
っ
て
考
察
す
る
と
云
う
こ
と
は
、や
は
り
「
本
質
的
に
歴
史
的
な
る
も
の
」

を
取
逃
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。
歴
史
科
学
の
課
題
を
ひ
と
つ
の M

orphologie  【
形
態
学
】
と
解

す
る
こ
と
は
、
そ
の
前
提
に
於
い
て
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
有
機
体
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
依

っ
て
、
社
会
に
目
的
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
を
論
断
し
よ
う
と
云
う
の
は
、
む
し
ろ
正
当
な
論
理
的
順
序
に
逆
行

す
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
目
的
、
機
能
ま
た
は
構
造
の
関
係
は
、
歴
史
的
社
会
的
現
実
に
於
い
て
こ
そ

実
際
に
体
験
さ
れ
、
到
る
処
追
跡
し
得
る
に
反
し
て
、
有
機
体
の
領
域
に
於
い
て
は
却
っ
て
こ
れ
ら
の
関
係
は
、

単
に
仮
説
的
な
補
助
方
法
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
有
機
体
の
概
念
を
歴
史
的
事
実
の
研
究
の
指
針
と
す
る
の

で
な
く
、
む
し
ろ
自
然
研
究
が
社
会
的
事
実
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
を
用
い
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
み
ら
れ
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。
自
然
哲
学
的
思
弁
を
歴
史
の
解
釈
の
中
へ
導
き
入
れ
る
ほ
ど
危
険
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
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こ
ち
ら
へ
来
て
私
が
特
に
感
じ
る
の
は
、
学
問
が
大
き
な
根
を
張
っ
て
成
長
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
す
。

私
は
学
問
を
視
、
学
問
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
れ
は
多
数
の
大
学
を
視
、
沢
山
の
書
物
に
触
れ
る
こ
と

が
出
来
る
と
云
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
恰
も
私
た
ち
が
ひ
と
の
顔
に
於
い
て
感
情
を
視
、
ひ
と
の
手
に
於
い

て
欲
望
に
触
れ
る

0

0

0

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は
大
学
や
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
や
書
物
に
於
い
て
ひ
と
つ
の
学
問
的

0

0

0

意
識
0

0

を
視
た
り
、
そ
れ
に
触
れ
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
私
が
到
る
と
こ
ろ
学
問
的
意
識
に
ぶ
っ
つ
か

る
の
は
、
こ
の
学
問
的
意
識
が
生
命
を
も
ち
、
自
然
の
力
に
よ
っ
て
成
長
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
芝
居
の
言

葉
に
「
芸
が
板
に
つ
く
」
と
云
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
が
こ
ち
ら
の
学
者
を
み
て
い
つ
も
思
い
出
す

の
は
こ
の
言
葉
で
す
。
彼
等
の
学
問
に
無
理
が
な
く
、
歪
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
な
い
の
は
、
彼
等
が
凡
て
ひ
と
つ

の
学
問
的
意
識
の
中
に
育
っ
て
い
る
が
た
め
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
学
問
的
意
識
が
自
然
に
成
長
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
学
問
的
現
象
の
中
に
は
た
ら
く
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
永
い
間
の
歴
史
的
背
景
が
必
要
な
こ
と
は
固
よ
り

云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
例
え
ば
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
書
い
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ア
カ
デ
ミ
ー

の
歴
史
を
繙
く
こ
と
も
興
味
の
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
ま
た
学
問
的
意
識
の
自
由
な
、
自
然
な
成
長
発
達

を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
制
度
が
出
来
て
い
る
と
云
う
こ
と
も
肝
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
独
逸
の
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大
学
で
学
生
に
転
学
の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
学
生
に
聴
講
科
目
の
自
由
な
選
択
が

許
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
の
た
め
に
こ
ち
ら
の
学
生
で
は
、
例
え
ば
哲
学
の
学
生
で
あ
っ
て
単

に
哲
学
だ
け
を
勉
強
し
て
い
る
者
は
極
め
て
稀
で
、
多
く
は
他
に
副
科
目
と
し
て
、
或
い
は
数
学
や
自
然
科
学
、

或
い
は
神
学
や
歴
史
な
ど
の
特
殊
科
学
を
傍
ら
に
研
究
し
て
い
ま
す
。
学
生
と
教
授
と
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
三
つ
が
い

つ
で
も
親
密
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
と
云
う
の
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
凡
て
の
も
の
が
綜
合
的
に
は
た
ら
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
ひ
と
つ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
文
庫
を
よ
く
す
る
た
め
に
は
、
成
長
し
つ
つ
あ
る
学
者
を

必
要
と
し
ま
す
。
本
当
の
研
究
に
役
立
ち
得
る
文
庫
は
、
真
面
目
な
研
究
者
が
自
分
の
研
究
を
進
め
て
ゆ
く
に
随

っ
て
必
要
を
感
じ
る
書
物
を
系
統
的
に
調
べ
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
出
来
る
の
で
す
。
私
は
学
問
的
意
識

0

0

0

0

0

の
綜
合
作
用

0

0

0

0

0

が
学
問
の
成
長
し
て
ゆ
く
条
件
で
あ
る
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
学
問
の
綜
合
的
精
神
を
発

揮
す
る
た
め
の
綜
合
大
学
の
制
度
が
、
単
に
経
済
的
管
理
を
便
宜
に
す
る
た
め
、
中
央
集
権
的
支
配
を
容
易
に
す

る
た
め
、
或
い
は
学
者
が
彼
等
の
墻し
ょ
う
へ
き壁を

堅
固
に
す
る
た
め
の
機
関
と
な
っ
て
し
ま
う
の
は
恐
る
べ
き
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
学
問
的
意
識
の
自
由
な
綜
合
作
用
が
は
た
ら
く
と
き
に
の
み
―
―
私
は
か
の V

ielw
isserei 

【
万
屋
学
問
】

ま
た
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
を
云
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
―
―
特
殊
の

0

0

0

学
問
も
栄
え
る
こ
と
が
出

来
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ア
カ
デ
ミ
ケ
ル
が
自
己
の
本
分
を
絶
え
ず
反
省
し
、
自
覚
し
て
は
た
ら
く
と
云
う
こ
と
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は
、
学
問
的
意
識
の
発
達
の
た
め
に
単
な
る
制
度
の
問
題
以
上
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
フ

ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
な
ど
の
大
思
想
家
た
ち
が
、
鮮
か
な
人
生
観
と
世
界
観
と
の

上
に
立
っ
て
大
学
の
本
分
に
就
い
て
論
じ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
独
逸
の
大
学
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
幸
福
な
事
実
で

あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
中
に
も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
大
学
に
於
け
る
研
究
の
方
法
』
と
い
う
講
義
は
私
の
最
も
好
ん
で

読
む
も
の
の
ひ
と
つ
で
す
。
最
近
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
『
大
学
の
イ
デ
ー
』
と
い
う
冊
子
を
世
に
出
し
た
の
は
面
白
い

こ
と
で
し
た
。

私
は
学
問
的
意
識
の
綜
合
作
用
と
云
い
ま
し
た
。
こ
の
綜
合
の
は
た
ら
き
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
や
が
て
ま

た
そ
の
分
化
の
は
た
ら
き
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
で
し
ょ
う
。
学
問
的
意
識
は
歴
史
の
世
界
の
中
に
成
立
し
て

い
ま
す
。
従
っ
て
悟
性
の
技
巧
的
な
概
念
に
よ
っ
て
、
或
い
は
単
に
理
論
上
の
可
能
性
を
数
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

学
問
を
分
類
し
よ
う
と
云
う
の
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
凡
て
学
問
の
位
置
は
論

理
学
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、あ
ら
ゆ
る
学
問
が
発
生
し
成
長
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
根
源
を
尋
ね
、

各
々
の
学
問
の
諸
々
の
根
源
の
な
か
に
は
た
ら
い
て
い
る
ひ
と
つ
の
綜
合
の
は
た
ら
き
を
求
め
、
こ
の
綜
合
の
構

造
に
各
の
根
源
を
関
係
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
凡
て
の
分
類
に

必
要
な
「
類
概
念
」
と
云
う
言
葉
の
根
源
は
、ギ
リ
シ
ア
語
の
「
ゲ
ノ
ス
」
で
す
。
ゲ
ノ
ス
は
「
ギ
グ
ネ
ス
タ
イ
」
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と
云
う
動
詞
か
ら
来
た
の
で
、こ
の
動
詞
は「
成
る
」「
生
ず
る
」と
云
う
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
即
ち
同
じ
生
れ
、

同
じ
由
来
0

0

を
も
つ
も
の
が
、
ひ
と
つ
の
同
じ
類
概
念
に
包
括
さ
れ
る
対
象
の
領
域
を
形
作
る
の
で
す
。
事
物
の
由

来
は
事
物
の
本
質
に
対
し
て
単
に
偶
然
的
な
事
柄
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
対
し
て
構
成
的
な
意
味
を
も
っ
て

い
る
と
云
う
の
が
、
ゲ
ノ
ス
と
云
う
言
葉
に
含
ま
れ
て
い
る
「
哲
学
」
で
す
。
事
物
の
由
来
が
事
物
の
実
体
的
本

質
を
構
成
す
る
と
云
う
謎
を
、
私
た
ち
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
」【tiv h\n ei\nai

あ

る
べ
き
姿
】
と
云
う
不
思
議
な
概
念
に
よ
っ
て
解
こ
う
と
し
ま
し
た
。
発
生
的
方
法
は
現
代
で
は
心
理
主
義
若も
し

く

は
ヒ
ス
ト
リ
ス
ム
ス
の
名
の
も
と
に
非
難
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
私
た
ち
は
な
お
心
理
主
義
や
ヒ
ス
ト

リ
ス
ム
ス
に
陥
る
こ
と
な
く
し
て
、
し
か
も
ひ
と
つ
の
新
し
い
発
生
的
方
法

0

0

0

0

0

を
考
え
得
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
在

を fieri

【
生
じ
る
】 

と
み
る
道
は
論
理
的
方
法
以
外
に
不
可
能
で
し
ょ
う
か
。
ナ
ト
ル
プ
の
心
理
学
の
方
法
が
心

理
主
義
で
な
い
な
ら
ば
、
歴
史
的
社
会
的
世
界
に
成
立
す
る
事
実
を
そ
れ
の
歴
史
的
起
源
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
歴
史
的
意
識

0

0

0

0

0

の
根
源
的
な
る
形
を
構
成
し
、
こ
の
意
識
の
は
た
ら
き
を
純
粋
に
記
述
す
る
学
問
は
―
―
若
し

か
か
る
学
問
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
―
―
あ
な
が
ち
ヒ
ス
ト
リ
ス
ム
ス
と
し
て
排
斥
す
べ
き
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

私
は
言
語
学
者
が
既
に
こ
れ
に
近
い
方
法
を
、
無
意
識
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
不
完
全
で
あ
る
に
せ
よ
、
彼
等
の
研

究
の
種
々
の
方
面
に
於
い
て
用
い
て
い
る
こ
と
に
気
附
く
の
で
す
。
学
問
論
は
学
問
の
歴
史
の
研
究
を
前
提
と
し
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ま
す
。
こ
の
意
味
で
、
自
然
科
学
の
方
面
で
は
あ
の
尊
敬
す
べ
き
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
デ
ュ
エ
ム
、
精
神
科
学
の
方

面
で
は
私
た
ち
に
懐
し
い
か
の
デ
ィ
ル
タ
イ
が
、
そ
の
方
法
は
各
々
異
な
る
に
せ
よ
、
試
み
た
研
究
を
拡
げ
て
く

れ
、
進
め
て
く
れ
る
人
の
出
る
こ
と
は
本
当
に
願
わ
し
い
こ
と
で
す
。

＊

尊
敬
し
て
い
る
学
者
の
中
で
も
逢
っ
て
み
た
い
人
と
逢
っ
て
み
た
く
な
い
人
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
ブ
レ

ン
タ
ー
ノ
や
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
若
し
許
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
も
逢
っ
て
み
た
か
っ
た
人
で
す
。

と
こ
ろ
が
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
や
ト
レ
ル
チ
の
家
の
門
を
く
ぐ
る
こ
と
は
私
に
は
幾
度
も
躊
躇
さ
れ
た

で
し
ょ
う
。
今
の
独
逸
で
将
来
の
あ
る
哲
学
者
と
云
え
ば
、
多
く
の
人
が
ハ
ル
ト
マ
ン
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
を
挙

げ
ま
す
。
私
は
去
年
の
秋
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
来
て
、
こ
の
二
人
に
逢
い
、
そ
の
講
義
に
出
た
り
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に

加
わ
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
新
し
く
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
へ
来
た
の
は
私
に
は
嬉
し
い
こ
と
で
し

た
。
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
る
感
じ
を
一
口
で
云
え
ば
、
彼
は
所
謂
「
仕
掛
の
大
き
い
」
人
で
す
。
そ
れ
が
あ
る
と

き
は
気
取
っ
た
、
あ
る
と
き
は
芝
居
が
か
っ
た
態
度
に
な
る
の
は
何
の
無
理
も
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
講
義
は
な

か
な
か
手
際
が
よ
く
、
聴
講
者
も
非
常
に
沢
山
あ
り
ま
す
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
彼
は
自
分
の
弱
味
を
み
せ
る
こ
と

を
嫌
が
り
過
ぎ
て
い
ま
す
。
正
直
に
云
え
ば
、
私
は
ハ
ル
ト
マ
ン
に
直
接
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
彼
が
そ
れ
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ほ
ど
将
来
の
あ
る
人
で
あ
る
か
ど
う
か
多
少
疑
問
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
今
の
私
に
は
ハ
ル

ト
マ
ン
の
偉
さ
が
分
り
ま
せ
ん
。
彼
の
著
し
た
『
認
識
の
形
而
上
学
』
も
な
か
な
か
「
仕
掛
の
大
き
い
」
も
の
で

す
。
い
か
に
も
手
際
よ
く
出
来
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
厳
し
い
、
堂
々
と
し
て
構
え
が
凡
て
ひ
と
つ
の

機か
ら
く
りの
上
に
出
来
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
―
―
若
し
貴
方
が
こ
の
書
物
を
既
に
読
ん
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
な
ら
ば
、
私
の
謂
う
機
が
何
で
あ
る
か
、
直
に
思
い
当
ら
れ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
―
―
彼
は
無
造

作
に
本
体
論
や
形
而
上
学
の
成
立
の
可
能
性
と
必
要
性
と
を
説
き
ま
す
。
認
識
は Erzeugen 

【
産
出
】
で
は
な
く
、 

Erfassen 

【
看
取
・
把
捉
】
で
あ
る
。
認
識
が
把
捉
で
あ
る
な
ら
ば
、
把
捉
さ
る
べ
き
も
の
が
凡
て
の
認
識
の
前
に

そ
れ
か
ら
独
立
に
成
立
し
て
い
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
の
も
の
は
本
体
論
的
、
形
而
上
学
的
な
も
の
で
あ
る
と

ハ
ル
ト
マ
ン
は
云
い
ま
す
。
若
し
こ
の
前
提
が
正
し
か
っ
た
な
ら
ば
、
本
体
論
の
成
立
の
必
然
性
も
極
め
て
手
軽

に
証
明
の
出
来
る
こ
と
で
あ
る
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
認
識
が
把
捉
で
あ
る
と
云
う
こ
と
そ
の
も
の
が
私

た
ち
に
は
最
も
疑
わ
し
い
こ
と
な
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
立
場
の
此
方
に
あ
ろ
う
と
す
る
彼
の
哲
学
は
、
彼
の
所
謂
0

0

現
象
学
に
於
い
て
現
象
の
分
析
に
よ
っ
て
、
認
識
が
実
際
に
把
捉
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
そ
こ
で
彼
が
事
実
行
っ
て
い
る
こ
と
は
悉
く
認
識
は
把
捉
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
の
認

識
概
念
0

0

の
分
析
で
あ
っ
て
、
こ
の
前
提
そ
の
も
の
は
、
何
処
に
も
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
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う
云
え
ば
ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
学
は
、
こ
の
現
象
は
我
々
の natürliche Einstellung 【
自
然
的
態
度
】
に
於
け
る
認
識

の
場
合
に
は
い
つ
で
も
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
恐
ら
く
答
え
る
で
し
ょ
う
。
な
る
ほ
ど
認
識
が
把
捉
で
あ
る

と
云
う
こ
と
は
私
た
ち
が
自
然
的
立
場
に
於
い
て
考
え
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
自
然
的

立
場
に
於
け
る
抽
象
的
な

0

0

0

0

考
え
方
の
上
で
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
丁
度
そ
れ
は
私
た
ち
が
認
識
に
於
い

て
最
初
現
れ
る
の
は
感
覚
で
あ
る
と
云
う
の
と
同
一
の
平
面
に
於
け
る
考
え
方
で
す
。
感
覚
が
認
識
の
最
初
の
も

の
で
あ
る
と
み
る
の
は
既
に
抽
象
的
な
こ
と
で
す
。
私
が
今
眼
を
開
く
と
き
見
る
の
は
具
体
的
な
机
で
あ
っ
て
、

黒
の
感
覚
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
よ
う
に
そ
の
と
き
私
が
考
え
る
の
は
、
む
し
ろ
直
接
に
見
る
0

0

こ
と
は
「
机
が

現
れ
て
お
る
」
と
云
う
こ
と
で
あ
っ
て
「
私
が
机
を
把
捉
す
る
」
と
云
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
ま

た
同
時
に

0

0

0

私
は
私
の
前
に
自
己
を
現
し
て
い
る
存
在
に
対
し
て
―
―
言
語
学
上
の
言
葉
を
借
り
て
云
え
ば
、
―
―

ひ
と
つ
の interpretatio  【
解
釈
】
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
存
在
を
「
机
」
と
し
て
見
る
0

0

こ
と
が
既
に
ひ
と
つ
の

解
釈
で
す
。
そ
れ
故
に
存
在
と
解
釈
と
は
唯
抽
象
的
に
分
つ
こ
と
が
出
来
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
簡
単
な

考
察
に
よ
っ
て
も
、
認
識
が
対
象
の
把
捉
で
あ
る
と
云
う
前
提
は
、
立
場
の
最
小
で
な
く
却
っ
て
立
場
の
最
大
を

意
味
す
る
こ
と
、
特
殊
の
立
場
に
於
け
る
特
殊
の
考
え
方
に
も
と
づ
く
認
識
概
念
を
本
体
論
の
予
想
と
す
る
こ
と

が
、
ひ
と
つ
の
冒
険
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
歴
史
的
に
云
っ
て
も
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
は
所
謂 
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G
egenstand 

【
対
象
】
に
あ
た
る
存
在
を
現
す
概
念
は
な
く
、
存
在
の
う
ち
第
一
の
も
の
、
直
接
な
も
の
は
何
よ
り

も
「
プ
ラ
グ
マ
」
で
あ
っ
た
の
で
す
。
プ
ラ
グ
マ
と
云
う
の
は
私
た
ち
の
扱
う
も
の
、
私
た
ち
の
は
た
ら
き
の
相

手
と
な
る
も
の
で
す
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
所
謂
現
象
学
を
論
じ
、
所
謂 A

poretik 

【
解

決
不
能
問
題
】
を
論
ず
る
こ
と
も
、
つ
ま
り
は
宙
に
浮
い
て
い
る
人
形
を
操
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
を
私
は

恐
れ
る
の
で
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ア
ポ
レ
テ
ィ
ク
は
―
―
若
し
こ
の
言
葉
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
―
―
も
っ

と
深
い
洞
察
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
信
じ
ま
す
。
同
じ
客
観
主
義
の
人
で
も
ラ
ス
ク
な
ど
の
方
が
、
同
じ
実
在
論

的
傾
向
の
人
で
も
キ
ュ
ル
ペ
な
ど
の
方
が
、
も
っ
と
深
い
も
の
を
み
、
も
っ
と
力
強
い
基
礎
附
け
を
や
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
が
如
何
で
し
ょ
う
。
―
―
貴
方
の
お
考
え
を
承
っ
た
後
に
私
は
も
っ
と
詳
し
い
批
評
を
さ
せ
て
戴

く
こ
と
に
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

、
何
故
に
ハ
ル
ト
マ
ン
が
今
の
独
逸
で
歓
迎
さ
れ
て
い
る
か
、
貴
方
は
こ
う
お
尋
ね
に
な

る
で
し
ょ
う
。
一
夜
私
は
数
時
間
に
亙
っ
て
ひ
と
り
の
ハ
ル
ト
マ
ン
を
信
じ
る
学
生
と
ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
学
を
論

じ
、
私
が
こ
の
哲
学
に
於
け
る
種
々
の
困
難
を
話
し
ま
し
た
と
き
、
彼
は
色
々
の
答
弁
を
し
た
後
で
「
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
学
ほ
ど
広
い H

orizont  【
地
平
】
を
も
っ
て
い
る
哲
学
は
現
代
に
な
い
で
は
な
い
か
」

と
云
い
ま
し
た
。
折
衷
的
で
あ
る
に
し
て
も
力
強
い
統
一
を
欠
い
て
い
る
に
し
て
も
、
少
し
仰
山
に
も
の
を
云
う
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嫌
い
が
あ
る
に
し
て
も
、
と
に
か
く
ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
学
が
広
い
ホ
リ
ゾ
ン
ト
を
目
差
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
明

ら
か
で
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
展
望
の
広
い
哲
学
を
今
の
若
い
学
生
は
求
め
て
い
ま
す
。
複
雑
な
経
験
を
最
近

の
歴
史
に
於
い
て
体
験
し
た
来
た
こ
れ
ら
の
青
年
の
か
か
る
要
求
に
は
何
の
無
理
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
論
理
主

義
か
ら
一
歩
踏
み
出
そ
う
と
云
う
努
力
や
、 Sache

【
事
柄
】 

そ
の
も
の
に
帰
れ
と
云
う
標
語
は
、
凡
て
広
い
、
大

き
な
ホ
リ
ゾ
ン
ト
を
求
め
よ
う
と
云
う
要
求
の
現
れ
で
あ
る
と
も
み
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
か
の 

Sache 

と
は
一
体
何
物
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ハ
ル
ト
マ
ン
の
こ
と
を
書
い
て
思
わ
ず
長
く
な
っ
た
私
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
就
い
て
は
簡
単
な
報
告
だ
け

に
と
ど
め
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
彼
は
最
初
リ
ッ
カ
ー
ト
の
弟
子
で
あ
り
、
後
に
は
リ
ッ
カ
ー
ト
を
離
れ
て

フ
ッ
サ
ー
ル
に
就
き
、
今
は
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
し
て
も
批
評
的
と
な
っ
て
、
む
し
ろ
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
の
考

え
を
進
め
て
ゆ
こ
う
と
し
て
お
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
或
る
日
私
が
リ
ッ
カ
ー
ト
と
話
し
ま
し
た
と
き
、
リ
ッ
カ

ー
ト
が
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
非
常
に
天
分
の
豊
か
な
男
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
思
想
は
こ
れ
か
ら
後
も
ま
だ
ま
だ
ワ

ル
デ
ル
ン
【
遍
歴
】
す
る
で
し
ょ
う
」
と
云
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
今
の
独
逸
に
於
け
る
唯
ひ
と
り
の
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
学
者
と
し
て
、
中
世
哲
学
に
深
い
理
解
の
あ
る
人
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
推
す
人
は
か
な
り
多

い
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
家
の
ホ
フ
マ
ン
か
ら
も
、
言
語
学
者
フ
リ
ー
ド
レ
ン
デ
ル
か
ら
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も
私
が
直
接
に
聞
い
た
こ
と
で
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
点
で
ハ
ル
ト
マ
ン
の
反
対
を
な
し
て
い
ま

す
。
貴
公
子
然
た
る
ハ
ル
ト
マ
ン
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
全
く
の
田
舎
者
で
す
。
無
骨
で
、
ぶ
つ
き
ら
ぼ
う

で
、
し
か
も
ね
ば
り
強
い
こ
と
は
、
講
義
に
も
演
習
に
も
現
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
と
共
に
な
か
な
か
利
口

で
、
気
の
利
い
た
と
こ
ろ
の
あ
る
の
は
面
白
い
こ
と
で
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ロ
ギ

ー
か
ら
新
し
く
踏
み
出
そ
う
と
す
る
出
発
点
、
こ
の
努
力
の
目
差
し
て
い
る
方
向
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
は
私
に
は

非
常
に
興
味
の
あ
る
仕
事
で
あ
り
ま
す
が
、
他
の
機
会
を
待
つ
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

＊

外
国
へ
来
た
者
の
恐
ら
く
誰
も
が
ぶ
っ
つ
か
る
の
は
「
言
葉
」
と
云
う
ひ
と
つ
の
不
思
議
な
存
在
で
す
。
日

本
に
い
る
と
き
に
は
外
国
の
書
物
を
読
ん
で
も
、
言
葉
は
思
想
の
符
号
或
い
は
伝
達
器
で
あ
る
と
云
う
ぐ
ら
い

の
気
持
し
か
実
際
私
に
は
出
て
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
ち
ら
へ
来
て
少
し
で
も
外
国
語
の
「
言
葉
の

感
じ
」
が
呑
み
込
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
私
は
ひ
と
つ
の
言
葉
の
中
に
生
き
て
い
る“G

enie”

【
精
霊
】
と
云
っ
た

も
の
に
気
が
附
く
の
で
す
。
そ
し
て
私
は
今
更
な
が
ら
言
葉
と
存
在
と
の
間
の
密
接
な
関
係
を
思
わ
ず
に
は
い

ら
れ
ま
せ
ん
。
前
に
云
っ
た
よ
う
に
、
私
が
眼
を
開
い
て
ひ
と
つ
の
「
机
」
を
見
る
と
き
に
も
既
に
ひ
と
つ
の 

interpretatio 

が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
机
と
云
う
言
葉
は
私
の
眼
の
前
に
現
れ
て
い
る
存
在
の
意
味
を

0

0

0
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現
す
0

0

は
た
ら
き
を
し
て
い
る
の
で
す
。
若
し
言
葉
が
そ
の
表
現
の
様
々
な
方
法
に
於
い
て
、
種
々
の
方
面
か
ら
、

存
在
の
意
味
を
現
し
て
、
存
在
を
私
た
ち
に
見
ゆ
る
も
の

0

0

0

0

0

と
す
る
と
考
え
ら
れ
得
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
が
話
法
か
ら
範
疇
を
導
い
た
と
云
う
こ
と
に
も
深
い
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な

思
想
の
本
当
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、
言
葉
が
た
だ
読
ま
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
単
に
聞
か
れ
た
ば
か

り
で
な
く
、
ま
た
到
る
と
こ
ろ
言
葉
を
見
、
言
葉
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
た
ギ
リ
シ
ア
、
所
謂
「
ア
ッ
チ
カ
の
雄

弁
」
の
ギ
リ
シ
ア
、
文
法
が
生
き
て
お
り
、
言
葉
が
裸
の
ま
ま
で
公
に
現
れ
て
存
在
し
て
い
た
―
―
私
た
ち
の
ギ

リ
シ
ア
人
は
言
葉
の
こ
の
よ
う
な
存
在
の
仕
方
を
恐
ら
く
「
ア
レ
テ
ス

0

0

0

0

と
し
て
の
存
在
」
と
呼
ん
だ
で
し
ょ
う

―
―
ギ
リ
シ
ア
の
生
活
を
思
い
浮
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
言
葉
が
ひ
と
つ
の
生
命
を
も
ち
、
特
殊
の G

enie 

を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
附
く
と
き
、
私
が
各
々
の
民
族
の
言
葉
の
中
に
そ
の
民
族
の
歴
史
が
見
出
さ
れ
る
と
云

っ
て
も
、
あ
な
が
ち
無
謀
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
か
の
天
才
フ
ン
ボ
ル
ト
が
、
言
葉
は
生
産
さ
れ
た
も
の
で
な
く

生
産
で
あ
り
、
出
来
上
っ
た
も
の
で
な
く
活
動
で
あ
る
と
云
っ
た
の
は
、
疑
い
も
な
い
真
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
言
葉
に
対
す
る
意
識
0

0

そ
の
も
の
が
ま
た
進
歩
し
て
ゆ
く
の
で
す
。
こ
の
意
味
で
例
え
ば

ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
【
解
釈
学
】
の
歴
史
、
殊
に
聖
書
の
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
の
歴
史
を
調
べ
て
み
る
の
も
有
益

な
仕
事
で
あ
る
で
し
ょ
う
。
す
ぐ
れ
た
研
究
家
ウ
ー
ゼ
ネ
ル
は
、
言
語
学
者
に
必
要
な
の
は
言
葉
の
意
識

0

0

0

0

0

で
あ
る
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と
云
い
ま
し
た
。
言
葉
の
意
識
と
云
う
の
は
文
法
の
か
た
く
な
な
る
形
式
を
習
得
す
る
こ
と
を
謂
う
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
言
葉
の
意
識
は
む
し
ろ
歴
史
的
意
識
の
ひ
と
つ
の
は
た
ら
き
、
し
か
も
そ
の
最
も
根
本
的
な
は
た
ら
き

の
形
式
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
言
語
学
の
課
題
は
人
間
的
な
、
殊
に
精
神
的
な
存
在
の
全
体
の
広
さ
と
深
み

と
の
上
に
拡
が
っ
て
お
る
、
従
っ
て
言
語
学
は
歴
史
科
学
の
根
柢
的
な
決
定
的
な
る
方
法
0

0

で
あ
る
、
と
云
っ
た
ウ

ー
ゼ
ネ
ル
の
言
葉
に
は
争
い
難
い
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
言
葉
の
意
識
が
発
達
し
て
ゆ
く
限

り
言
語
学
上
の interpretatio 
も
決
し
て
終
結
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
私
に
は
言
語
学
者
の
行
っ

て
い
る recensio  【
評
価
】
と interpretatio 

或
い
は
ク
リ
テ
ィ
ク
と
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
、

歴
史
的
意
識
の
作
用
、
歴
史
的
認
識
の
方
法
を
理
解
す
る
上
に
根
本
的
な
意
義
を
も
っ
て
お
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

ま
す
。
け
れ
ど
こ
れ
ら
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
何
よ
り
も
言
葉
と
存
在
、
言
葉
と
認
識
と
の
関
係
に

関
す
る
徹
底
し
た
洞
察
を
必
要
と
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
就
い
て
纏
っ
た
こ
と
を
書
こ
う
と
私
は
思
っ
た
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ン
ボ
ル
ト
の
後
シ
ュ
タ
イ
ン
タ
ー
ル
、
そ
し
て
近
く
は
パ
ウ
ル
を
失
っ
た
独
逸
の
言
語
学

の
理
論
的
研
究
も
、
今
は
何
だ
か
寂
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

＊

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
冬
は
な
か
な
か
よ
く
冷
え
ま
す
。
し
か
し
私
は
好
ん
で
散
歩
に
出
ま
す
。
ラ
ー
ン
河
の
向
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う
に
は
兎
の
喜
び
そ
う
な
、
日
あ
た
り
の
い
い
小
高
い
丘
が
あ
り
ま
す
。
数
日
前
も
オ
ッ
ト
ー
教
授
に
連
れ
ら
れ

て
こ
の
丘
を
歩
き
な
が
ら
、
私
は
日
本
の
話
を
し
ま
し
た
。
白
樺
の
森
な
ど
人
な
つ
か
し
い
も
の
で
す
。
ま
た
ラ

ー
ン
河
に
沿
う
て
ゆ
く
の
も
面
白
い
こ
と
で
す
。
今
日
も
私
は
賀
茂
川
の
堤
を
思
い
出
し
、
数
年
前
の
幼
稚
な
詩

を
思
い
起
し
ま
し
た
。

憧
れ
い
で
て
野
に
来
れ
ば

草
短
く
て　

涙
す
に

よ
し
も
な
け
れ
ど
遥
か
な
る

も
う
思
う
ゆ
え
嘆
か
る
る
。

×

あ
か
つ
き
光
薄
う
し
て

寂
し
け
れ
ど
も　

魂
の

さ
と
も
と
む
れ
ば
川
に
沿
い

道
行
き
ゆ
き
て
還
る
ま
じ
。

そ
れ
で
は
い
つ
ま
で
も
元
気
で
い
て
下
さ
い
。
雪
が
降
れ
ば
ま
た
お
便
り
し
ま
し
ょ
う
。
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く
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哲
学
は
ど
う
学
ん
で
ゆ
く
か
と
い
う
問
は
、
私
の
し
ば
し
ば
出
会
う
問
で
あ
る
。
今
ま
た
こ
こ
に
同
じ
題
が

私
に
与
え
ら
れ
た
。
然
る
に
こ
の
問
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
も
し
数
学
や
自
然
科

学
の
場
合
で
あ
る
な
ら
、
ど
う
い
う
も
の
か
ら
入
り
、
ど
う
い
う
本
を
、
ど
う
い
う
順
序
で
勉
強
し
て
ゆ
く
べ
き

か
を
示
す
こ
と
は
、
或
い
は
そ
ん
な
に
困
難
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
哲
学
に
お
い
て
は
殆
ど
不
可
能

に
近
い
と
こ
ろ
に
、
哲
学
の
特
色
が
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
何
で
あ
る
か
の
定
義
さ
え
、
立
場
に

よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
立
場
の
異
な
る
に
従
っ
て
、
入
口
も
異
な
る
筈
で
あ
る
。
し
か
も
哲
学
的
知
識
に
は
、

端
初
が
同
時
に
終
末
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
ど
こ
か
に
手
懸
り
が
な

け
れ
ば
、
お
よ
そ
研
究
を
始
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
手
懸
り
が
何
と
か
与
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
ど
こ
に
求
む
べ
き
で
あ
る
か
。
立
場
の
相
違
は
別
に
し
て
、
お
よ
そ
哲
学
と
い
う
も
の
を
掴

ん
で
ゆ
く
最
初
の
手
懸
り
は
、
ど
こ
に
、
ど
う
い
う
風
に
探
し
て
ゆ
く
べ
き
か
。
質
問
が
そ
こ
に
あ
る
と
し
て
、

私
の
乏
し
い
経
験
に
基
づ
い
て
、
少
し
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
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い
つ
も
先
ず
き
か
れ
る
の
は
、
哲
学
概
論
は
何
を
読
め
ば
好
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
で
も
好
い
か
ら

一
冊
だ
け
読
ん
で
み
給
え
、
と
い
つ
も
私
は
答
え
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
意
味
は
、
概
論
と
い
う
名
前
に
拘
泥
し

て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
概
論
と
称
す
る
も
の
、
必
ず
し
も
哲
学
の
勉
強
の
最
初
の
手
引
に
な
る

も
の
で
は
な
い
。
概
論
と
い
っ
て
も
哲
学
の
場
合
、
著
者
自
身
の
立
場
が
出
て
お
り
、
著
者
自
身
の
哲
学
へ
の
入

門
で
あ
っ
た
り
、
著
者
自
身
の
哲
学
の
総
括
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
概
論
と
い
う

も
の
、
必
ず
し
も
や
さ
し
い
と
は
限
ら
な
い
。
世
間
に
は
哲
学
概
論
と
名
の
附
く
書
物
を
幾
冊
も
買
い
込
ん
で
、

そ
れ
に
頭
を
悩
ま
し
て
い
る
人
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、愚
か
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
哲
学
に
お
い
て
は
、

概
論
書
か
ら
入
る
こ
と
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
し
、ま
た
そ
れ
が
必
ず
し
も
最
善
の
道
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

初
め
に
概
論
が
読
み
た
い
と
い
う
の
な
ら
、
何
で
も
一
冊
で
た
く
さ
ん
だ
と
い
い
た
い
。
何
で
も
と
い
う
の
は
、

私
は
そ
れ
に
あ
ま
り
重
き
を
お
か
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
上
の
用
語
の
意
味
を
知
ろ
う
と
い
う
の
な
ら
、

哲
学
辞
典
が
あ
る
。
ま
た
ど
の
よ
う
な
説
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
か
を
知
る
に
は
、
哲
学
史
に
依
ら
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ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
私
は
決
し
て
哲
学
概
論
と
い
う
も
の
を
軽
蔑
す
る
の
で
は
な
い
。
私
が
い
い
た
い
の
は

た
だ
、
順
序
と
し
て
先
ず
概
論
の
名
の
附
く
も
の
を
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
如
く
考
え
る
形
式
的
な
考
え
方
に
と

ら
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
に
入
る
道
は
も
っ
と
自
由
な
も
の
と
考
え
て
好
い
。

二

私
自
身
の
経
験
を
話
す
と
、
高
等
学
校
の
頃
、
哲
学
に
関
心
を
も
ち
始
め
た
と
き
、
わ
が
国
に
は
ま
だ
哲
学

概
論
と
称
す
る
種
類
の
書
物
は
殆
ど
見
当
ら
な
か
っ
た
。
私
が
哲
学
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
の
は
西
田
幾
多
郎
先
生

の
『
善
の
研
究
』
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
も
私
は
こ
の
本
を
最
上
の
入
門
書
の
一
つ
で
あ
る
と
思
っ
て

い
る
。
そ
の
頃
の
高
等
学
校
に
は
、
文
科
に
も
哲
学
概
論
の
講
義
は
な
く
、
あ
っ
た
の
は
心
理
と
論
理
と
だ
け
で

あ
っ
た
。
ま
た
高
等
学
校
の
時
に
は
、
後
に
哲
学
を
専
攻
す
る
者
も
、
心
理
と
論
理
と
を
勉
強
し
て
お
く
も
の

だ
と
い
う
の
が
、
私
ど
も
一
般
の
考
え
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
頃
は
世
界
戦
争
の
影
響
で
ド
イ
ツ
語
の
本
は

全
く
手
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
、
私
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
心
理
学
原
理
』【“The principles of psychology”, 『
心
理
学
』

岩
波
文
庫
】
と
か
ミ
ル
の
『
論
理
学
体
系
』【“A system

 of logic”, 

大
関
将
一
訳
春
秋
社
】
と
か
い
っ
た
も
の
を
丸
善
か



四
五
四

ら
求
め
て
き
て
、ぼ
つ
ぼ
つ
繙
い
て
い
た
。
そ
れ
は
日
本
の
哲
学
書
出
版
に
時
代
を
劃
し
た
岩
波
の
『
哲
学
叢
書
』

が
刊
行
さ
れ
始
め
た
時
期
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
も
の
を
紹
介
し
た
『
哲
学
概
論
』【
哲

學
叢
書 ; 
第3
編
宮
本
和
吉
著
】
を
読
ん
で
み
た
が
、
正
直
に
い
う
と
、
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三

年
生
の
時
、
小
さ
な
会
を
作
っ
て
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
『
プ
レ
ル
ー
デ
ィ
エ
ン
（
序
曲
）』【“Präludien”

】
の

中
の
『
哲
学
と
は
何
か
』
を
謄
写
版
刷
り
に
し
て
速
水
滉
先
生
か
ら
読
ん
で
戴
い
た
。
高
等
学
校
時
代
、
私
は
直

接
に
は
速
水
先
生
か
ら
最
も
多
く
影
響
を
受
け
た
。
心
理
学
の
本
を
比
較
的
多
く
勉
強
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ

る
が
、
最
も
興
味
を
感
じ
た
の
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
心
理
学
原
理
』
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
今
も
私
が
人

に
勧
め
た
い
本
の
一
つ
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
『
哲
学
概
論
』
は
概
論
中
の
白
眉
と
し
て
定
評
の
あ
る

も
の
で
あ
り
、
ぜ
ひ
目
を
通
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
は
あ
る
が
、
初
め
に
読
む
も
の
と
し
て
は
少
し
む
づ
か
し
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
の
も
の
と
し
て
は
寧
ろ
初
め
に『
プ
レ
ル
ー
デ
ィ
エ
ン（
序
曲
）』を
読
む
の
が
よ
い
と
思
う
。

こ
れ
は
そ
れ
自
身
立
派
な
入
門
書
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
哲
学
概
論
と
共
に
わ
が
国
で

知
ら
れ
て
い
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
哲
学
の
本
質
』【
戸
田
三
郎
訳
】
も
、
重
要
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
や
さ
し
い
と

は
い
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
難
解
な
書
物
に
直
接
ぶ
っ
つ
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
、
意
味
の
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
夏
、
速
水
先
生
の
紹
介
状
を
も
っ
て
京
都
に
西
田
先
生
を
初
め
て
訪
問
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し
た
時
、
休
み
の
間
に
こ
れ
を
読
ん
で
み
よ
と
い
っ
て
先
生
が
私
に
貸
し
て
下
さ
っ
た
書
物
は
、
カ
ン
ト
の
『
純

粋
理
性
批
判
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
は
ま
だ
こ
の
本
の
翻
訳
も
出
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ド
イ
ツ
語
の
辞
書
を
引

き
な
が
ら
、
一
生
懸
命
に
勉
強
し
た
が
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
て
困
難
し
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
そ
の
後
桑

木
厳
翼
先
生
の
『
カ
ン
ト
と
現
代
の
哲
学
』
が
出
た
が
、こ
れ
も
入
門
書
と
し
て
勧
め
た
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

三

先
ず
必
要
な
こ
と
は
、
哲
学
に
関
す
る
種
々
の
知
識
を
詰
め
込
む
こ
と
で
は
な
く
て
、
哲
学
的
精
神
に
触
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
概
論
書
を
読
む
よ
り
も
も
っ
と
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
ど
う
し
て
も

第
一
流
の
哲
学
者
の
書
い
た
も
の
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
た
め
に
あ
ま
り
難
解
で
な
く
て
誰
に
も
勧
め
た
い
も
の
を
一
二
挙
げ
て
み
る
と
、
さ
し
あ
た
り
プ
ラ
ト

ン
の
対
話
篇
が
あ
る
。
そ
の
い
く
つ
か
は
既
に
日
本
訳
が
出
来
て
お
り
、
英
語
の
読
め
る
人
な
ら
ジ
ョ
ー
エ
ッ
ト

の
翻
訳
が
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
は
文
学
と
し
て
も
最
上
級
の
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
近
代
の
も
の
で

は
何
よ
り
も
デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
叙
説
』
を
挙
げ
た
い
。
こ
れ
も
ま
た
哲
学
的
精
神
を
掴
む
た
め
に
繰
り
返
し
読
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ま
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
に
も
影
響
を
与
え
た
作
品
で
あ
る
。
も
し
日
本
人
の
書
い
た
も
の
を

挙
げ
よ
と
い
わ
れ
る
な
ら
、
私
は
や
は
り
西
田
先
生
の
書
物
を
挙
げ
よ
う
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
古
典
で
あ
る
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
そ
こ
に
哲
学
的
精
神
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

古
典
を
読
む
意
味
、
解
説
書
で
な
く
て
原
典
を
読
む
意
味
は
、
何
よ
り
も
こ
の
哲
学
的
精
神
に
触
れ
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
精
神
と
は
純
粋
な
も
の
、
正
銘
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
美
術
の
鑑
定
家
は
、
正
銘
の

も
の
、
真
正
の
も
の
を
多
く
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
眼
を
養
い
、
直
ち
に
作
品
の
真
偽
、
良
否
を
識
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
書
物
の
良
否
を
判
断
す
る
力
を
得
る
た
め
に
は
、
絶
え
ず
古
典

即
ち
純
粋
な
も
の
に
接
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
書
物
の
良
否
の
本
来
の
基
準
は
こ
の
よ
う
に
、
純
粋
で
あ

る
か
否
か
、
根
源
的
で
あ
る
か
否
か
、
精
神
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が

単
に
役
に
立
つ
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
書
物
の
良
否
と
い
う
も
の
は
相
対
的
で
あ
っ
て
、
絶
対

に
良
い
と
い
い
得
る
も
の
も
な
く
、
絶
対
に
悪
い
と
い
い
得
る
も
の
も
な
い
。
或
る
人
に
と
っ
て
は
良
書
で
あ
る

も
の
も
、
他
の
人
に
と
っ
て
は
悪
書
で
あ
り
得
る
。
全
く
役
に
立
た
ぬ
よ
う
に
見
え
る
書
物
か
ら
、
才
能
の
あ
る

人
な
ら
、
役
に
立
つ
も
の
を
見
出
し
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
読
書
の
楽
し
み
は
、
こ
の
よ
う
に
発
見

的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
ま
る
の
で
あ
る
。
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哲
学
の
書
物
は
難
解
で
あ
る
と
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
批
評
に
は
著
作
家
の
深
く
反
省
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
理
由
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
読
者
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
哲
学
も
学
問
で
あ
る
以
上
、
頭
か

ら
わ
か
る
筈
の
も
の
で
な
く
、
幾
年
か
の
修
業
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
伝
統
的
に
用
い

ら
れ
て
い
る
術
語
が
あ
り
、
ま
た
自
分
の
思
想
を
他
と
区
別
し
て
適
切
に
或
い
は
厳
密
に
表
現
す
る
た
め
に
新
し

い
言
葉
を
作
る
必
要
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
哲
学
は
学
問
で
は
あ
る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
そ
の
人
の
哲
学
は
そ

の
人
の
人
格
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
個
性
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て

哲
学
を
学
ぶ
上
に
も
、
自
分
に
合
わ
な
い
も
の
を
取
る
と
、
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
に
反
し
、
自
分
に
合

う
も
の
を
選
ぶ
と
、
入
り
易
く
、
進
む
の
も
速
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
す
べ
て
の
哲
学
は
普
遍
性
を
目
差
し
て

い
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
な
お
一
定
の
類
型
的
差
別
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
に
合
う
も
の
を
見
出
す

よ
う
に
心
掛
け
る
の
が
好
い
。
そ
の
意
味
で
す
で
に
研
究
は
発
見
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
流
行
を
顧
み
る
と
い

う
こ
と
は
時
代
を
知
り
、
自
分
を
環
境
の
う
ち
に
認
識
し
て
ゆ
く
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
流
行
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に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
に
立
脚
し
て
勉
強
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
し
て
先
ず
自
分

に
合
う
一
人
の
哲
学
者
、
或
い
は
一
つ
の
学
派
を
勉
強
し
て
、
そ
の
考
え
方
を
自
分
の
物
に
し
、
そ
れ
か
ら
次
第

に
他
に
及
ぶ
よ
う
に
す
る
の
が
好
く
は
な
い
か
と
思
う
。
最
初
か
ら
手
当
り
次
第
に
読
ん
で
い
て
は
、
結
局
同
じ

処
で
足
踏
み
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
進
歩
が
な
い
。他
の
立
場
に
注
意
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
る
が
、

先
ず
一
つ
の
立
場
で
自
分
を
鍛
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
広
く
見
る
こ
と
は
哲
学
的
で
あ
る
、
同
時
に
深
く
見

る
こ
と
が
哲
学
的
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
は
世
界
の
哲
学
国
と
い
わ
れ
て
お
り
、
哲
学
を
勉
強
す
る
に
は
ド
イ
ツ
の
も
の
を
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ

が
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
に
は
伝
統
的
に
難
解
な
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
英
仏
系
統
の
哲
学
に
な
る
と
比

較
的
や
さ
し
く
読
め
る
で
あ
ろ
う
。
や
さ
し
い
か
ら
浅
薄
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
影

響
を
最
も
受
け
て
い
る
現
在
の
日
本
の
哲
学
書
を
難
解
と
思
う
人
に
は
、英
仏
系
統
の
哲
学
の
研
究
を
勧
め
た
い
。

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
で
も
劃
期
的
な
仕
事
を
し
た
人
は
、
英
仏
の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
が
多
く
、
カ
ン
ト
が
そ

う
で
あ
っ
た
し
、
近
く
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
う
で
あ
っ
て
、
彼
の
現
象
学
に
は
デ
カ
ル
ト
や
ヒ
ュ
ー
ム
の
影
響
が

認
め
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
入
門
的
な
書
物
と
し
て
さ
し
あ
た
り
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
『
形
而
上
学
入
門
』
と
か
ジ
ェ

ー
ム
ズ
の
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（
実
用
主
義
）』
の
如
き
を
勧
め
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
と
か
イ
ギ
リ
ス
と
か
ア
メ
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リ
カ
と
か
の
哲
学
の
真
の
意
味
は
、
日
本
で
は
専
門
家
の
間
で
も
ま
だ
十
分
に
広
く
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
尤
も
、
ど
こ
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
外
国
の
模
倣
が
問
題
で
あ
る
の
で
な
い
こ
と
は
云
う
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

五

哲
学
を
学
ん
で
ゆ
く
の
に
、
自
分
に
立
脚
す
べ
き
こ
と
を
私
は
い
っ
た
。
そ
れ
は
た
だ
単
に
い
わ
ゆ
る
瞑
想

に
耽
る
こ
と
で
は
な
い
。
私
の
い
い
た
い
の
は
先
ず
む
し
ろ
も
っ
と
具
体
的
に
、
諸
君
が
も
し
自
然
科
学
の
学
徒

で
あ
る
な
ら
そ
の
自
然
科
学
を
、
ま
た
も
し
社
会
科
学
の
学
徒
で
あ
る
な
ら
そ
の
社
会
科
学
を
、
更
に
も
し
歴
史

の
研
究
者
で
あ
る
な
ら
そ
の
歴
史
学
を
、或
い
は
も
し
芸
術
の
愛
好
者
で
あ
る
な
ら
そ
の
芸
術
を
手
懸
り
に
し
て
、

そ
こ
に
出
会
う
問
題
を
捉
え
て
、
哲
学
を
勉
強
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
門
に
入
る
者
に
数
学

の
知
識
を
要
求
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
哲
学
の
研
究
者
は
つ
ね
に
特
に
科
学
に
接
触
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。
古
来
哲
学
は
科
学
と
密
接
に
結
び
附
い
て
発
達
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
科
学
と
哲
学
と
の
橋
渡
し
を
す
る
も
の
と
し
て
科
学
概
論
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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科
学
も
そ
の
方
法
論
的
基
礎
を
反
省
す
る
場
合
、
そ
の
体
系
的
説
明
を
企
図
す
る
場
合
、
つ
ね
に
哲
学
的
問
題
に

突
き
当
る
。
そ
こ
で
科
学
概
論
の
書
物
も
立
場
の
異
な
る
に
従
っ
て
内
容
を
異
に
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
い
ま

立
場
の
相
違
は
別
に
し
て
、
先
ず
ど
う
い
う
も
の
を
読
め
ば
よ
い
か
と
尋
ね
ら
れ
る
な
ら
、
少
し
古
い
に
し
て
も
、

英
語
の
読
め
る
人
に
は
ピ
ー
ア
ス
ン
の
『
科
学
の
文
法
』【Pearson, “The G

ram
m

ar of Science”, 

安
藤
次
郎
訳
】
を
勧

め
た
い
。
日
本
の
も
の
で
は
田
辺
元
先
生
の
『
科
学
概
論
』
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
面
に
お
け
る
石
原
純
先

生
の
功
績
は
大
き
く
、
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
文
化
科
学
の
方
面
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
精
神
科
学

概
論
』【“Einleitung in die G

eistesw
issenschaften”, 

デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
一
巻
】、
歴
史
の
方
面
で
は
ド
ゥ
ロ
イ
ゼ
ン
の

『
史
学
綱
要
』【D

roysen, “G
rundriss der H

istorik”, 

樺
俊
雄
訳
刀
江
書
院
】
と
い
う
風
に
、
い
ろ
い
ろ
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
『
文
化
科
学
と
自
然
科
学
』【R

ickert, “K
ulturw

issenschaft und N
aturw

issenschaft “, 

岩
波
文
庫
】
は
、
と
も
か
く
明
晰
で
、
最
初
に
読
ん
で
み
る
に
適
し
て
い
る
。

六

こ
こ
に
私
が
一
緒
に
体
験
し
て
き
た
比
較
的
新
し
い
日
本
の
学
界
に
お
け
る
出
来
事
を
回
顧
す
る
と
、
一
時
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わ
が
国
の
文
化
科
学
研
究
者
の
間
に
哲
学
が
流
行
し
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
名
を
誰
も
が
口
に

し
た
時
代
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
主
と
し
て
左
右
田
喜
一
郎
先
生
の
影
響
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
私
自
身
、
先
生
の

『
経
済
哲
学
の
諸
問
題
』【
左
右
田
喜
一
郎
論
文
集
第
１
巻
】
に
初
め
て
接
し
た
時
の
興
奮
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

京
都
で
聴
い
た
先
生
の
講
義
も
感
銘
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
文
学
青
年
と
し
て
成
長
し
て
き
た
私
が
と
も

か
く
社
会
科
学
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
時
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
マ
ル
ク
ス
主
義
が
流

行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
日
本
の
学
界
に
も
た
ら
し
た
一
つ
の
寄
与
は
、
そ
れ
が
や
は
り
科
学
の
研
究

者
に
哲
学
へ
の
関
心
を
、
逆
に
哲
学
の
研
究
者
に
科
学
へ
の
関
心
を
喚
び
起
し
た
こ
と
で
あ
る
。
今
日
い
わ
ゆ
る

高
度
国
防
国
家
の
必
要
か
ら
科
学
の
振
興
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
際
科
学
と
哲
学
と
の
交
渉
に
つ
い
て
も
新

た
な
反
省
が
起
る
こ
と
を
希
望
し
た
い
の
で
あ
る
。

哲
学
と
科
学
と
の
間
に
生
き
た
聯
関
が
形
作
ら
れ
る
こ
と
は
日
本
の
哲
学
の
発
展
に
と
っ
て
甚
だ
重
要
で
あ

る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
哲
学
を
勉
強
し
よ
う
と
い
う
若
い
人
々
に
対
し
て
、
特
に
い
っ
て
お
き
た
い

と
思
う
。

と
こ
ろ
で
既
に
哲
学
概
論
に
つ
い
て
い
っ
た
こ
と
が
科
学
概
論
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

概
論
の
名
に
拘
泥
し
て
、
先
ず
概
論
書
に
取
り
附
い
て
こ
れ
を
物
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
に
形
式
的
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に
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
殊
に
科
学
の
場
合
、
哲
学
者
の
科
学
論
よ
り
も
科
学
者
の
そ
れ
か
ら
教
え
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
科
学
論
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
哲
学
者
が
実

証
的
歴
史
的
研
究
に
お
い
て
も
第
一
流
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。
ま
た
科
学
に
お
い
て
は
特
殊

研
究
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
元
来
、
哲
学
が
科
学
に
接
触
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
物
に
行
こ

う
と
す
る
哲
学
の
根
本
的
要
求
に
基
づ
い
て
い
る
。
哲
学
者
は
物
に
触
れ
る
こ
と
を
避
く
べ
き
で
な
く
、
恐
る
べ

き
で
は
な
い
。
物
に
行
こ
う
と
す
る
哲
学
は
絶
え
ず
物
に
触
れ
て
研
究
し
て
い
る
科
学
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

七

つ
ね
に
源
泉
か
ら
汲
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
源
泉
か
ら
汲
も
う
と
す
る
の
が
哲
学
的
精
神
で
あ
る
と
い
い

得
る
で
あ
ろ
う
。
物
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
も
源
泉
か
ら
汲
む
た
め
で
あ
る
。
本
を
読
む
に
も
第
一
流
の
哲
学
者

の
書
い
た
も
の
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
思
想
を
そ
の
源
泉
か
ら
汲
む
た
め
で
あ
る
。
哲
学
の
研
究
者
が
科
学
者

の
も
の
を
見
る
場
合
に
お
い
て
も
、
や
は
り
第
一
流
の
科
学
者
の
著
述
に
向
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
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か
よ
う
な
も
の
と
し
て
哲
学
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
人
に
勧
め
た
い
本
は
、
私
の
乏
し
い
知
識
の
範
囲
で

も
、
か
な
り
多
い
。
そ
の
一
二
の
例
を
挙
げ
る
と
、
例
え
ば
ポ
ア
ン
カ
レ
の
『
科
学
と
方
法
』【Poincaré, “Science 

et m
éthode”, 

吉
田
洋
一
訳
岩
波
文
庫
】
そ
の
他
で
あ
る
。
マ
ッ
ハ
の
如
き
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
流
行
の
時
代
に
は
マ

ッ
ハ
主
義
と
い
っ
て
軽
蔑
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
見
直
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
少
し
方
面
を
変
え

る
と
、
例
え
ば
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
『
実
験
医
学
序
説
』【B

ernard, “Introduction à l’étude de la m
édecine 

expérim
entale”, 

三
浦
岱
栄
訳
岩
波
文
庫
】で
あ
る
。
更
に
社
会
科
学
の
方
面
に
な
る
と
、マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の『
科

学
論
論
集
』【“G

esam
m

elte Aufsätze zur W
issenschaftslehre”

】
の
如
き
が
先
ず
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
も
っ
と

方
面
を
変
え
る
と
、
科
学
者
と
は
い
わ
れ
な
い
に
し
て
も
ゲ
ー
テ
の
自
然
研
究
に
関
す
る
諸
論
文
の
如
き
は
勧
め

た
い
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
科
学
と
い
っ
て
も
範
囲
は
広
い
し
、
そ
の
上
各
々
の
科
学
は
次
第
に
専
門
化
し
て
ゆ
く
傾
向
を
も

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
哲
学
の
研
究
が
科
学
と
結
び
附
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
分
る
に
し
て
も
、
人
間
は
万
能
で

な
い
限
り
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
私
は
や
は
り
自
分
に
立
脚
す
べ
き
こ
と

を
い
い
た
い
。
一
通
り
広
く
見
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
何
か
一
つ
の
学
科
を
選
ん
で
深
く
研
究
し
、
で
き
る

な
ら
、専
門
家
の
程
度
に
達
す
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
哲
学
は
普
遍
的
な
も
の
を
目
差
す
の
で
あ
る
が
、



四
六
四

普
遍
的
な
も
の
は
特
殊
的
な
も
の
と
結
び
附
い
て
存
在
す
る
。抽
象
的
に
普
遍
的
な
も
の
を
求
む
べ
き
で
は
な
く
、

特
殊
的
な
も
の
の
う
ち
に
普
遍
的
な
も
の
を
見
る
眼
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
数
学
的
物
理
学
は
近
代
科
学
の

典
型
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
人
の
才
能
が
そ
れ
に
適
す
る
わ
け
で
は
な
か
ろ

う
。
し
か
し
種
々
の
自
然
科
学
及
び
文
化
科
学
の
中
に
は
、
何
か
自
分
に
興
味
が
も
て
自
分
に
適
す
る
も
の
が
あ

る
筈
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
数
学
や
物
理
学
は
ギ
リ
シ
ア
以
来
そ
の
基
礎
が
定
ま
っ
て
お
り
、
現
代
の
科
学

と
し
て
哲
学
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
は
生
物
学
と
心
理
学
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
意
見
の
当
否

は
と
も
か
く
、
彼
の
哲
学
が
生
物
学
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
の
多
い
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
論
理
主

義
を
唱
え
て
心
理
主
義
を
攻
撃
し
た
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
が
一
時
わ
が
国
に
流
行
し
て
か
ら
、
哲
学
を
学
ぶ
者
が

心
理
学
を
勉
強
す
る
と
い
う
、
そ
れ
以
前
の
日
本
で
は
む
し
ろ
常
識
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
次
第
に
な
く
な
っ

て
い
っ
た
。
し
か
し
最
近
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
如
き
、
或
い
は
ま
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
と
結
び

附
い
て
発
達
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
社
会
心
理
学
の
如
き
、
哲
学
の
研
究
者
の
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
う
。
更
に
現
代
の
科
学
と
し
て
特
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
に
、
社
会
科
学
、
文
化
科
学
、

精
神
科
学
、
歴
史
科
学
等
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
歴
史
的
社
会
的
実
在
が
現
代
哲
学
の
根
本
問

題
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
は
ガ
リ
レ
イ
以
来
そ
の
基
礎
が
定
ま
っ
て
い
る
が
、
社
会
科
学
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に
は
ま
だ
そ
の
よ
う
に
定
ま
っ
た
も
の
が
な
く
、
そ
の
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
現
代
の
重
要
な
課
題
で
あ

る
と
も
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
学
問
に
お
い
て
も
、
人
生
に
お
い
て
と
同
様
、
自
分
を
発
見
す
る
こ
と

が
大
事
で
あ
る
。
そ
の
自
分
は
同
時
に
時
代
の
う
ち
に
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

哲
学
は
も
ち
ろ
ん
科
学
と
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
哲
学
は
科
学
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
科
学

を
万
能
と
考
え
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
人
に
は
哲
学
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
無
条
件
に
科
学
を
信
じ

て
い
る
者
は
す
ぐ
れ
た
科
学
者
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
科
学
的
知
識
を
絶
対
的
な
も
の
の
よ
う
に

考
え
る
の
は
む
し
ろ
素
人
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
真
の
科
学
者
は
却
っ
て
つ
ね
に
批
判
的
で
あ
り
、
懐
疑
的
で
さ
え

あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
科
学
を
疑
う
と
か
、
そ
の
限
界
を
考
え
る
と
か
い
う
と
こ
ろ
か
ら
哲

学
は
出
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
懐
疑
と
い
う
の
は
、
物
の
外
に
い
て
、
そ
れ
を
疑
っ
て
み
た
り
、
そ
の
限
界
を

考
え
て
み
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
か
く
の
如
き
は
真
の
懐
疑
で
な
く
て
、
感
傷
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
懐
疑

と
感
傷
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
感
傷
が
物
の
外
に
あ
っ
て
眺
め
て
い
る
の
に
反
し
、
真
の
懐
疑
は
ど
こ

ま
で
も
深
く
物
の
中
に
入
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
学
問
に
お
い
て
も
人
生
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
容

易
に
科
学
の
限
界
を
口
に
す
る
者
は
ま
た
無
雑
作
に
何
等
か
の
哲
学
を
絶
対
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
感
傷
は
独
断

に
陥
り
易
い
。
哲
学
は
む
し
ろ
懐
疑
か
ら
出
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
懐
疑
が
如
何
に
感
傷
か
ら
遠
い
も
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の
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
、
既
に
記
し
た
デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
叙
説
』
を
、
或
い
は
ま
た
懐
疑
論
者
と
称
せ
ら

れ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
人
生
論
』【H

um
e, “A Treatise of H

um
an N

ature”, 『
人
性
論
』
岩
波
文
庫
ほ
か
】
を
、
或
い
は
更
に

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
『
エ
セ
ー
（
随
想
録
）』
を
読
ん
で
み
る
の
も
、
有
益
で
あ
ろ
う
。

八

多
く
の
人
々
は
人
生
の
問
題
か
ら
哲
学
に
来
る
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
人
生
の
謎
は
哲
学
の
最
も
深
い
根
源

で
あ
る
。
哲
学
は
究
極
に
お
い
て
人
生
観
、
世
界
観
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
人
生
観
或
い
は
世
界
観

は
哲
学
に
お
い
て
は
論
理
的
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
直
観
を
軽
蔑
す
べ
き
で
は
な

い
。
そ
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
直
観
も
訓
練
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
訓

練
は
論
理
的
訓
練
に
も
増
し
て
厳
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
そ
の
も
の
が
直
観
で
あ
る
か
ど

う
か
は
意
見
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
直
観
を
軽
ん
ず
る
の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
り
、
直

観
を
育
て
る
こ
と
は
努
力
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
。

人
生
の
問
題
か
ら
直
接
に
哲
学
に
入
ろ
う
と
す
る
人
々
に
先
ず
勧
め
た
い
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
の
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研
究
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
な
ど
、
日
本
語
で
読
め
る
も
の
も
追
々
多
く
な
っ
て
い
る
。
私
に
と

っ
て
特
に
パ
ス
カ
ル
が
啓
示
的
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
人
生
論
に
は
独
特
の
実
証
性
が
あ
る
。
科
学
の
実
証
性
と
は

異
な
っ
て
い
る
が
、
ま
た
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
実
証
性
に
目
を
留
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ら
の
書
物
は

や
さ
し
く
読
め
る
か
ら
と
い
っ
て
、
簡
単
に
読
み
捨
て
て
は
な
ら
な
い
。
難
か
し
い
言
葉
を
使
う
こ
と
が
哲
学
で

あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
笑
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
書
物
は
立
ち
停
っ
て
考
え

よ
う
と
す
る
人
に
多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
本
が
善
い
本
で
あ
り
、

こ
れ
は
用
語
の
難
易
に
は
関
係
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
パ
ス
カ
ル
な
ど
か
ら
哲
学
の
本
筋
に
来

て
デ
カ
ル
ト
に
行
く
も
よ
く
、或
い
は
ス
ピ
ノ
ザ
の『
エ
テ
ィ
カ（
倫
理
学
）』【Spinoza, “Ethica”, 

中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
】

に
行
く
も
よ
く
、
或
い
は
ま
た
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
『
君
主
論
』【M

achiavelli, “Principe”, 

岩
波
文
庫
ほ
か
】
な
ど
に
行

っ
て
み
る
の
も
面
白
い
で
あ
ろ
う
。

考
え
て
み
る
と
、
私
ど
も
が
哲
学
の
勉
強
を
始
め
て
か
ら
こ
の
二
十
年
間
に
、
著
述
翻
訳
を
併
せ
て
日
本
に

お
け
る
哲
学
書
も
次
第
に
殖
え
て
き
た
。
広
く
多
く
の
本
を
読
む
べ
き
か
、
深
く
一
冊
の
本
を
読
む
べ
き
か
と
い

う
読
書
の
方
法
論
の
問
題
が
、
哲
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
に
も
現
実
に
生
じ
て
い
る
。
両
者
は
共
に
必
要
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
を
先
に
す
る
か
と
い
う
問
題
が
実
際
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
は
先
ず
一
冊
の
本
に
か
じ
り
つ
い
て
そ
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れ
を
も
の
に
す
る
よ
う
に
と
い
い
た
い
。
そ
の
一
冊
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
値
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ

の
点
で
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
う
よ
う
な
古
典
は
別
に
し
て
も
、
新
刊
書
よ
り
も
十
年
な
り
十
五

年
な
り
生
命
を
保
っ
て
い
る
も
の
を
取
る
べ
き
で
あ
る
。
新
し
い
も
の
を
見
る
こ
と
も
大
切
で
は
あ
る
が
、
先
ず

そ
れ
か
ら
始
め
る
と
、
遂
に
一
冊
の
本
を
深
く
読
む
習
慣
を
作
ら
な
い
で
し
ま
う
よ
う
な
危
険
が
あ
る
と
い
う
の

が
、
今
日
の
読
書
人
の
お
か
れ
て
い
る
環
境
で
あ
る
。
人
生
に
つ
い
て
深
く
考
え
よ
う
と
す
る
者
に
東
洋
の
古
典

を
読
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
の
は
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

私
は
哲
学
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
者
に
も
直
観
を
育
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
学
問
と

し
て
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
は
思
考
す
る
こ
と
、
明
晰
に
思
考
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
直
観
に
も

そ
れ
自
身
の
明
晰
性
と
厳
密
性
が
あ
る
。
し
か
し
直
観
の
明
晰
性
や
厳
密
性
も
、
論
理
的
に
明
晰
に
厳
密
に
思
考

す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
者
に
は
達
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
少
な
く
と
も
哲
学
的
に
重
要
な
も
の
と
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
明
晰
に
思
考
す
る
こ
と
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
は
先
ず
初
め
に
ど
の
よ
う
な
本
を
読
め
ば
よ
い
で
あ

ろ
う
か
。
さ
し
あ
た
り
私
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
『
認
識
の
対
象
』【R

ickert, “D
er G

egenstand der Erkenntnis”, 

山
内
得
立

訳
岩
波
文
庫
】
の
如
き
を
勧
め
た
い
。
こ
の
本
は
私
ど
も
が
哲
学
の
勉
強
を
始
め
た
時
分
に
は
殆
ど
誰
も
が
入
門

書
と
し
て
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
今
は
ど
れ
ほ
ど
読
ま
れ
て
い
る
か
知
ら
な
い
が
、
私
は
今
も
や
は
り
こ
れ
を
一
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つ
の
適
当
な
入
門
書
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

九

す
で
に
私
は
明
晰
に
考
え
る
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
と
述
べ
た
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
元
来
、
明
晰

に
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
哲
学
に
は
深
さ
も
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
濁
っ
て
い
る
た
め
に
底
が
見
え
な

い
に
過
ぎ
ぬ
と
い
っ
た
場
合
も
あ
る
の
で
、
深
そ
う
に
見
え
る
も
の
必
ず
し
も
深
い
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
反
対

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ど
こ
ま
で
も
澄
ん
で
い
て
、
し
か
も
底
の
知
れ
な
い
も
の
が
、
真
に
深
い
の
で
あ
る
。
真

の
深
さ
に
は
つ
ね
に
豊
か
さ
が
あ
る
。
尽
き
る
こ
と
な
く
湧
い
て
出
て
く
る
豊
か
さ
の
な
い
も
の
は
真
に
深
い
と

は
い
え
な
い
。
こ
の
豊
か
さ
は
ま
た
広
さ
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
に
入
る
者
が
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
物

を
は
っ
き
り
考
え
る
こ
と
、
広
く
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
広
く
見
、
広
く
考
え
る
こ
と
は
、
独
断
や
偏
見
と
は
反

対
の
も
の
で
あ
る
べ
き
哲
学
の
基
本
的
な
条
件
で
あ
る
。
深
さ
に
至
っ
て
は
、学
び
得
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

深
さ
と
い
う
も
の
は
、
結
局
、
人
間
の
偉
さ
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
以
外
深
そ
う
に
見
え
る
も
の
は
ペ
ダ
ン
ト
リ

【pedantry

学
者
ぶ
る
こ
と
】
乃
至
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
過
ぎ
ぬ
。
深
さ
と
い
う
も
の
は
学
問
を
媒
介
と
す
る
学



四
七
〇

問
以
上
の
人
間
修
業
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
単
な
る
ペ
ダ
ン
ト
リ
乃
至
セ
ン
チ
メ
ン
タ

リ
ズ
ム
に
過
ぎ
ぬ
い
わ
ゆ
る
深
さ
に
迷
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
突
き
切
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
哲
学
的
精
神

が
あ
る
。
明
晰
な
書
物
は
つ
ね
に
有
益
で
あ
る
が
、
深
そ
う
に
見
え
る
書
物
は
学
問
に
と
っ
て
有
害
な
こ
と
が
多

い
。
真
の
深
さ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
哲
学
す
る
こ
と
は
真
の
人
間
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
す
べ
て
の
人
間

が
め
い
め
い
独
自
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
深
さ
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
深
さ
と
い
う
も

の
を
私
は
信
じ
な
い
。
も
し
何
か
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
晰
に
直
観
さ
れ
、
明
晰
に
思

考
さ
れ
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
思
考
に
つ
い
て
は
論
理
学
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
に
入
ろ
う
と
す
る
者
が
論
理

学
に
関
す
る
知
識
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
先
ず
普
通
に
論
理
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
知
る
に

は
、
速
水
滉
先
生
の
『
論
理
学
』
を
見
る
の
が
好
い
と
思
う
。
英
語
の
も
の
で
は
、
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
の
『
論
理
学

教
科
書
』【Jevons, “The Elem

entary Lessons on Logic”
】
を
勧
め
た
い
。
少
し
大
き
い
が
、
ミ
ル
の
『
論
理
学
体
系
』

は
古
典
的
な
も
の
と
し
て
、
今
も
な
お
多
く
の
学
ぶ
べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
の
も
の
で
は
、
こ
れ

も
大
き
い
が
、
ジ
グ
ワ
ル
ト
の
『
論
理
学
』【Sigw

art, “Logik”
】
な
ぞ
、
論
理
学
か
ら
認
識
論
へ
の
道
を
開
く
も
の

と
し
て
適
当
で
あ
ろ
う
。
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明
晰
に
考
え
る
こ
と
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
何
よ
り
も
分
析
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
頃
分
析
を
排
す
る
傾

向
が
あ
る
が
、
し
か
し
分
析
な
し
に
は
学
問
と
い
う
も
の
は
な
い
。
東
洋
的
な
直
観
と
か
綜
合
と
か
い
う
も
の
は

尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
が
学
問
と
な
る
た
め
に
は
論
理
を
く
ぐ
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

哲
学
的
な
分
析
の
修
練
の
た
め
に
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
著
作
、
そ
の
『
形
而
上
学
』
の
如
き
も
の
、
カ
ン
ト
の
著
作
、
特
に
そ
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
式
論
理
と
い
う
も
の
の
完
成
者
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
先
験
論
理
と
い
う
も
の
の
創
始
者
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
は
も
と
よ
り
そ
の
内
容
の
た
め
に
も
ぜ
ひ
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
内
容
の
な

い
思
惟
、
何
物
か
の
分
析
で
な
い
よ
う
な
分
析
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
書
物
は
特
に
我
々
を
哲

学
的
な
思
惟
に
対
し
て
訓
練
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
は
読
み
易
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

難
解
な
も
の
に
ぶ
っ
つ
か
っ
て
ゆ
く
勇
気
と
根
気
と
が
大
切
で
あ
る
。
考
え
る
こ
と
を
学
ぶ
に
は
解
説
書
に
よ
っ

て
は
い
け
な
い
。
問
題
を
そ
の
根
源
に
お
い
て
捉
え
た
書
物
と
直
接
取
組
ん
で
勉
強
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

一
〇
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論
理
と
い
う
も
の
に
も
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
わ
が
国
で
は
誰
も
彼
も
が
弁
証
法
を
い
う
。

弁
証
法
に
は
確
か
に
深
い
真
理
が
あ
る
が
、
た
だ
、
初
め
か
ら
弁
証
法
に
と
り
つ
か
れ
る
と
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に

堕
し
て
却
っ
て
進
歩
が
な
く
な
る
と
か
、
折
衷
主
義
に
陥
っ
て
却
っ
て
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
塞
が
れ
る
と
か
、
す

べ
て
の
問
題
を
一
見
い
か
め
し
そ
う
で
そ
の
実
却
っ
て
安
易
に
片
附
け
て
し
ま
う
と
か
い
っ
た
危
険
が
あ
る
こ
と

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
虎
を
画
い
て
狗
に
類
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
弁
証
法
に
は
多
い
の
で
あ
る
。
学
問

に
お
い
て
尊
い
の
は
外
見
で
は
な
く
て
内
実
で
あ
る
。
難
か
し
く
見
え
て
も
、
ま
た
深
そ
う
に
見
え
て
も
、
根
が

常
識
を
出
な
い
の
で
は
、
学
問
の
甲
斐
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
私
は
、
結
局
は
弁
証
法
に
ゆ
く
べ
き
も
の
で

あ
る
に
し
て
も
、先
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
と
か
カ
ン
ト
の
論
理
と
か
を
よ
く
研
究
す
る
こ
と
を
勧
め
た
い
。

そ
の
方
が
間
違
い
が
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
順
序
で
も
あ
る
。
新
し
い
哲
学
は
何
か
新
し
い
論
理
を
も
っ
て
現
れ
て

く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
の
問
題
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
深
く
研
究
す
る
の
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

弁
証
法
の
最
初
の
組
織
者
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
り
、
弁
証
法
を
学
ぶ
に
は
ど
う
し
て
も
彼
の
書
物
に
依
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
。
そ
の
『
論
理
学
』【H

egel, “W
issenschaft der Logik”

】
の
如
き
、
ぜ
ひ
勉
強
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
な

に
ぶ
ん
彼
の
書
物
は
難
解
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
何
か
ら
入
る
の
が
好
い
か
と
い
う
質

問
に
よ
く
出
会
う
。
比
較
的
わ
か
り
易
い
も
の
と
し
て
普
通
に
彼
の
『
歴
史
哲
学
』【H

egel, “Vorlesungen über die 
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Philosophie der G
eschichte”

】
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
適
当
で
あ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
彼
の
『
哲
学
史
』【H

egel, 

“Vorlesungen über die G
eschichte der Philosophie”

、『
哲
学
史
講
義
』
河
出
文
庫
】
を
勧
め
た
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
は
、

そ
の
も
の
と
し
て
今
日
も
価
値
を
も
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
哲
学
は
哲
学
史
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
つ
ね

に
哲
学
史
的
教
養
を
予
想
し
て
い
る
彼
の
哲
学
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
た
お
よ
そ
弁
証
法
的
な
物
の
見
方
を
習

得
す
る
た
め
に
、
初
め
に
読
む
に
適
当
で
あ
る
と
思
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
書
い
た
多
く
の
参
考
書
を
読
む
よ

り
も
、
た
と
い
難
解
で
あ
っ
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
そ
の
も
の
を
幾
頁
で
も
研
究
す
る
こ
と
が
一
層
大
切
で
あ
る
の
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
正
、
反
、
合
と
か
、
否
定
の
否
定
と
か
い
っ
た
形
式
を
覚
え
る
こ
と
で
な
く
、
物
を
弁
証

法
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
問
題
で
あ
る
、弁
証
法
の
形
式
に
は
め
て
物
を
考
え
る
と
い
う
の
で
な
く
、

物
を
ほ
ん
と
に
掴
む
と
弁
証
法
に
な
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
論
理
は
物
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

論
理
学
は
認
識
論
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
、
む
し
ろ
両
者
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
認
識
論
と
い
う
も
の

の
問
題
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
初
め
に
読
ん
で
み
る
も
の
と
し
て
は
、
先
に
も
挙
げ
た
リ
ッ

カ
ー
ト
の『
認
識
の
対
象
』な
ど
が
好
い
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
趣
向
を
か
え
て
、ロ
ッ
ク
の『
人
間
悟
性
論
』【Locke, 

“An Essay C
oncerning H

um
an U

nderstanding”

、
大
槻
春
彦
訳
岩
波
文
庫
『
人
間
知
性
論
』、
八
太
舟
三
訳
『
悟
性
論
』】
と
か
ヒ
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ュ
ー
ム
の
『
人
生
論
』
と
か
か
ら
根
気
よ
く
始
め
る
の
も
好
い
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
あ
た
り
で
は
認
識
論
の
入
門

と
か
概
論
と
か
称
す
る
も
の
が
い
ろ
い
ろ
出
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
書
物
は
だ
い
た
い
受
験
準
備
書

と
し
て
で
き
て
い
る
も
の
が
多
く
、
読
ん
で
面
白
く
な
く
、
得
る
と
こ
ろ
も
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

哲
学
の
主
要
問
題
は
よ
く
認
識
論
と
形
而
上
学
と
に
区
分
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
両
者
は
密
接
に
結
び
附
い

て
い
る
。
知
識
の
問
題
は
実
在
の
問
題
を
含
み
、
実
在
の
問
題
は
知
識
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
カ
ン
ト
の
『
純

粋
理
性
批
判
』
は
普
通
に
認
識
論
の
問
題
を
取
扱
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
形
而
上
学
の
基
礎

附
け
で
あ
る
と
見
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
如
き
見
方
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
私
ど
も
が
哲
学
の
勉
強
を
始
め
た
頃

に
は
認
識
論
が
全
盛
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
反
対
に
形
而
上
学
が
流
行
し
て
認
識
論
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
ず
、

論
理
と
い
っ
て
も
殆
ど
弁
証
法
一
点
張
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
も
或
る
必
然
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
か
よ

う
な
時
代
に
む
し
ろ
認
識
論
の
問
題
か
ら
出
直
し
て
み
る
こ
と
が
却
っ
て
新
し
い
哲
学
の
生
れ
て
く
る
契
機
に
な

る
か
も
知
れ
な
い
。
哲
学
者
に
は
、
時
代
の
中
に
あ
っ
て
こ
れ
を
超
え
得
る
心
の
ゆ
と
り
、
精
神
の
自
由
が
欲
し

い
も
の
で
あ
る
。

論
理
は
具
体
的
に
は
特
に
科
学
の
論
理
、
或
い
は
認
識
論
的
意
味
に
お
け
る
科
学
の
方
法
論
で
あ
る
。
こ
こ

に
哲
学
の
一
つ
の
重
要
な
領
域
が
存
在
す
る
こ
と
は
先
に
い
っ
た
通
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
哲
学
の
問
題
は
、
論
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理
の
問
題
に
し
て
も
、
ま
た
実
在
の
問
題
に
し
て
も
、
単
に
科
学
の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
構
た
わ
っ
て

い
る
。
各
人
は
自
分
の
立
っ
て
い
る
所
か
ら
問
題
を
捉
え
て
哲
学
に
向
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
既
に
述
べ
て
お
い

た
。
従
来
哲
学
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
も
必
要
で
は
あ
る
が
、
現
代
に

は
現
代
の
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
転
換
期
に
お
い
て
哲
学
は
生
き
る
か
死
ぬ
る
か
の
重
大
な
危
機
に
立
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
問
題
を
発
見
す
る
こ
と
は
既
に
半
ば
問
題
を
解
決
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
が
、
大
き
な
哲
学
は
つ
ね
に
大
き
な
問
題
を
提
げ
て
現
れ
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
哲
学
を
や
ろ
う
と
い
う
人
に
期

待
さ
れ
る
も
の
は
大
き
く
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
大
き
な
覚
悟
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

一
一

と
こ
ろ
で
如
何
な
る
創
造
も
伝
統
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
哲
学
を
や
ろ
う
と
い
う

者
は
絶
え
ず
哲
学
史
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
今
初
め
て
哲
学
史
を
見
よ
う
と
い
う
人
に
は
、
波

多
野
精
一
先
生
の
『
西
洋
哲
学
史
要
』
を
勧
め
た
い
。
も
う
少
し
詳
し
い
も
の
で
、
し
か
も
わ
か
り
易
い
も
の
を

求
め
る
人
に
は
、
フ
ォ
ル
レ
ン
デ
ル
の
『
西
洋
哲
学
史
』【Vorländer, “G

eschichte der Philosophie”

、
栗
田
賢
三
訳
岩
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波
書
店
】
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
『
哲
学
史
教
科
書
』【W

indelband, “Lehrbuch der G
eschichte 

der Philosophie”

】
は
問
題
史
的
な
哲
学
史
と
し
て
特
色
が
あ
り
、
目
を
通
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
名
著
で
あ
る
が
、
入
り

易
い
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
各
時
代
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
標
準
的
な
書
物
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は

煩
瑣
を
避
け
て
挙
げ
な
い
。
ま
た
ユ
ー
ベ
ル
ウ
ェ
ー
ク
の
『
哲
学
史
』【U

eberw
eg, “G

rundriss der G
eschichte der 

Philosophie”

】
の
よ
う
な
辞
典
と
し
て
便
利
な
書
物
も
あ
る
。

西
洋
哲
学
の
源
泉
と
し
て
重
要
な
も
の
は
、
近
代
科
学
を
別
に
す
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
で

あ
る
。
私
自
身
は
特
に
波
多
野
先
生
の
講
義
や
談
話
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
も
の
に
対
し
て
眼
を
開
か
れ
た
。
西
洋

哲
学
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
は
キ
リ
ス
ト
教
の
知
識
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
り
わ
け
ギ
リ
シ
ア
哲

学
を
研
究
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
研
究
は
現
代
に
お
い
て
特
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
西
田
先
生
の
思
想
の
如
き
も
、
先
生
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
深
く
入
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
著

し
い
発
展
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
哲
学
史
に
就
い
て
思
想
の
歴
史
的
聯
関
を
見
る
こ
と
は
忘
る
べ
き
で
は
な
い

が
、
更
に
進
ん
で
、
自
分
で
原
典
に
あ
た
っ
て
研
究
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
原
語
で
読
む
に
越
し
た
こ
と
は

な
い
が
、
た
と
い
翻
訳
で
あ
っ
て
も
、
古
典
は
完
全
な
形
で
読
む
べ
き
で
あ
る
。
何
で
も
原
語
で
読
ま
な
け
れ
ば

気
が
す
ま
ぬ
と
い
っ
て
、
そ
の
た
め
に
読
む
べ
き
本
を
読
ま
な
い
で
い
る
人
も
あ
る
が
、
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
と
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思
う
。
絶
え
ず
古
典
に
接
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
っ
て
も
決
し
て
、
新
し
い
も
の
を
読
む
こ
と
が
不
必
要

な
わ
け
で
は
な
い
。
古
典
の
中
に
ば
か
り
閉
じ
籠
っ
て
い
る
と
、
ひ
と
り
よ
が
り
に
な
る
と
か
、
学
問
が
趣
味
に

堕
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
危
険
が
あ
る
の
で
あ
る
。
古
典
も
新
し
い
眼
を
も
っ
て
見
な
け
れ
ば
生
き
て
こ
な

い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
現
代
の
問
題
に
つ
い
て
深
い
関
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
古
典
を
た
だ
勝

手
に
解
釈
す
れ
ば
好
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
初
め
か
ら
か
よ
う
な
態
度
を
も
っ
て
臨
め
ば
、
ど
の
よ
う
な
本
を

読
ん
で
も
益
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
真
の
読
書
に
お
い
て
は
著
者
と
自
分
と
の
間
に
対
話
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
自
分
が
勝
手
な
問
を
発
す
る
の
で
な
く
、
自
分
が
問
を
発
す
る
こ
と
は
実
は
著
者
が
自
分
に
問
を
掛
け
て

く
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
自
分
に
問
題
が
な
け
れ
ば
著
者
も
自
分
に
問
を
掛
け
て
こ
な
い
。
か
く
し
て
問
か
ら

答
え
、
答
は
更
に
問
を
生
み
、
問
答
は
限
り
な
く
進
展
し
て
ゆ
く
。
こ
の
対
話
の
精
神
が
哲
学
の
精
神
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

哲
学
の
個
々
の
部
門
、例
え
ば
歴
史
哲
学
、社
会
哲
学
、芸
術
哲
学
、道
徳
哲
学
、宗
教
哲
学
、等
々
に
つ
い
て
、

私
の
乏
し
い
経
験
の
範
囲
内
で
も
な
お
い
ろ
い
ろ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
が
、
与
え
ら
れ
た
紙
数
も
尽

き
た
か
ら
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
筆
を
擱
く
こ
と
に
す
る
。
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哲
学
は
や
さ
し
く
で
き
な
い
か

哲
学
が
む
つ
か
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
定
評
で
あ
る
。
な
ぜ
哲
学
は
む
つ
か
し
い
の
か
、
哲
学
は

も
っ
と
や
さ
し
く
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
そ
う
い
う
問
に
対
し
て
誌
上
で
ぜ
ひ
答
を
せ
よ
と
の
、『
鉄
塔
』

の
編
輯
者
か
ら
の
再
三
の
命
令
を
受
け
、
催
促
に
会
っ
て
、
何
か
自
分
の
意
見
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
た
。

私
な
ど
日
頃
そ
の
よ
う
な
む
つ
か
し
い
も
の
を
書
い
て
読
者
を
悩
し
て
い
る
者
の
恐
ら
く
ひ
と
り
で
あ
ろ
う

が
、
そ
う
い
う
私
ど
も
は
、
私
ど
も
で
、
自
分
た
ち
の
立
場
か
ら
の
言
分
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
先
ず

云
わ
せ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
も
ひ
と
つ
の
学
問
で
あ
る
、
学
問
で
あ
る
限
り
、
哲
学
の
場
合
で
も
、
他

の
学
問
に
お
い
て
と
同
様
に
、
何
の
用
意
も
な
し
に
す
ぐ
さ
ま
わ
か
る
筈
の
も
の
で
な
い
。
わ
か
る
た
め
に
は
そ

れ
に
必
要
な
準
備
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
哲
学
だ
け
が
怠
け
者
に
媚
び
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
か
ろ
う
。
哲
学
も

他
の
学
問
と
少
な
く
と
も
同
等
の
権
利
を
も
っ
て
、
そ
れ
の
理
解
さ
れ
る
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
学
問
的
訓
練

が
階
梯
的
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
云
っ
て
お
か
れ
て
よ
い

こ
と
だ
と
思
う
。
他
を
非
難
す
る
前
に
自
分
を
省
み
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
道
徳
的
な
意
味
ば
か
り
で
は
な
い
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か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
な
お
哲
学
は
む
つ
か
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
ま
た
逆
に
、
こ
ん
ど
は
哲
学
者

自
身
が
反
省
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
色
々
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

単
純
な
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
、「
む
つ
か
し
い
」
と
い
う
こ
と
と
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
は
同
じ
で

な
い
。
例
え
ば
、
高
等
数
学
は
む
つ
か
し
い
、
し
か
し
わ
か
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
、
順
序
を
踏
ん
で
研
究
す
れ

ば
わ
か
る
筈
の
も
の
で
あ
る
。
哲
学
に
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
む
つ
か
し
さ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
故
に
唯

む
つ
か
し
い
と
の
み
云
わ
な
い
で
、
わ
か
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
筋
道
を
踏
ん
で
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然

る
に
数
学
の
場
合
に
は
「
わ
か
ら
な
い
」
も
の
の
書
か
れ
る
こ
と
が
殆
ど
な
い
に
反
し
、
哲
学
に
お
い
て
は
往
々

に
し
て
「
わ
か
ら
な
い
」
も
の
が
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
は
唯
む
つ
か
し
い
の
で

な
く
、
も
と
も
と
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
わ
か
ら
な
い
も
の
が
書
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
哲
学
は
む
つ
か
し
い

と
い
う
評
判
を
作
っ
て
い
る
こ
と
が
な
い
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
哲
学
が
「
む
つ
か
し
い
」
と
い
う
こ
と
は
致

方
が
な
い
と
し
て
も
、「
わ
か
ら
な
い
」
も
の
が
書
か
れ
る
と
い
う
の
は
困
っ
た
こ
と
だ
。
わ
か
ら
な
い
の
は
、

実
は
そ
れ
を
書
い
た
当
人
に
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
好
い
数
学
者
の
書
い
た

数
学
書
が
わ
か
り
易
い
よ
う
に
、
好
い
哲
学
者
の
書
い
た
哲
学
書
は
わ
か
り
易
い
。
そ
れ
だ
か
ら
、
わ
か
ら
な
い
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こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と
し
て
、
自
分
に
わ
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
克
明
に
書
い
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ

う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
に
も
他
人
に
も
役
立
つ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
わ
か
ら
せ
る
た
め
に
は
、

ご
ま
か
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
わ
か
ら
せ
る
た
め
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
論
理
的
で
、
理
論
的
で
、

方
法
的
で
、
秩
序
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
で
な
い
た
め
に
む
つ
か
し
い
と
す
れ

ば
、
実
は
む
つ
か
し
い
の
で
な
く
、
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
高
等
数
学
が
む
つ
か
し
い
と
い
う
の
と
哲
学
が
む
つ
か
し
い
と
い
わ
れ
る
の
と
の

間
に
は
、
何
か
区
別
が
あ
り
意
味
の
違
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
準
備
の
全
然
な
い
者
が
い
き
な
り
高
等
数
学
に

と
り
つ
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
ろ
う
が
、
哲
学
の
場
合
で
は
誰
で
も
が
何
か
の
機
会
に
そ
れ
に
と

り
つ
い
て
み
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
哲
学
に
と
っ
て
固
よ
り
恥
辱
で
あ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ

光
栄
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
か
か
る
哲
学
に
と
っ
て
の
光
栄
は
哲
学
に
対
す
る
非
難
に
変
ず
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
人
々
に
よ
っ
て
哲
学
の
む
つ
か
し
さ
が
非
難
さ
れ
る
。
彼
等
が
哲
学
に
お
い
て
求
め
る

の
は
人
生
観
と
か
世
界
観
と
か
い
っ
た
も
の
、
一
般
に
思
想
で
あ
る
。「
理
論
」
に
対
し
て
「
思
想
」
と
い
う
も

の
が
区
別
さ
れ
る
。
哲
学
に
は
理
論
的
要
素
と
思
想
的
要
素
と
が
含
ま
れ
る
。
尤
も
二
つ
の
要
素
は
は
な
れ
ば
な

れ
の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
な
く
、
思
想
が
飽
く
ま
で
も
理
論
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
哲
学
が
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
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最
近
の
哲
学
は
、
い
わ
ゆ
る
厳
密
な
科
学
と
し
て
の
哲
学
に
対
す
る
要
求
が
強
く
、
思
想
的
で
あ
る
よ
り
も
理
論

的
で
あ
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
恰
も
そ
こ
に
、
哲
学
に
お
い
て
い
き
な
り
思
想
を
求
め
る

人
々
が
、
今
日
、
哲
学
は
む
つ
か
し
い
と
感
ず
る
理
由
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
今
日
の
哲
学
を
ば
わ

か
り
易
い
と
思
わ
れ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
豊
富
な
思
想
的
要
素
が
そ
の
う
ち
に
盛
ら
れ
る
こ
と
、

一
層
正
確
に
云
え
ば
、
哲
学
が
も
っ
と
豊
富
な
思
想
を
背
景
と
し
て
、
或
い
は
地
盤
と
し
て
作
ら
れ
る
こ
と
が
要

求
さ
れ
て
い
る
と
も
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
哲
学
に
お
い
て
「
思
想
」
に
対
す
る
要
求
は
根
源
的
な
も

の
で
あ
っ
て
、
思
想
的
要
素
を
除
外
し
て
純
粋
な
「
理
論
」
と
し
て
哲
学
を
打
ち
建
て
よ
う
と
い
う
主
張
そ
の
も

の
が
既
に
ひ
と
つ
の
思
想
と
し
て
、
云
い
換
え
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
世
界
観
乃
至
人
生
観
と
し
て
受
取
ら
れ
る
と
い

う
ほ
ど
で
あ
る
。
思
想
は
哲
学
に
お
い
て
飽
く
迄
理
論
化
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
思
想

は
思
想
と
し
て
直
観
的
に
理
解
さ
れ
る
と
い
う
性
質
を
失
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
豊
富
な
思
想
に
よ
っ
て

生
か
さ
れ
て
い
る
哲
学
は
「
理
窟
で
な
し
に
わ
か
る
」
と
い
う
方
面
を
も
っ
て
い
る
。
か
か
る
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

哲
学
が
む
つ
か
し
い
と
云
わ
れ
る
の
は
、
哲
学
に
お
け
る
思
想
の
貧
困
に
も
と
づ
く
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。

よ
く
云
わ
れ
る
こ
と
は
、
現
在
の
日
本
の
哲
学
の
む
つ
か
し
い
の
は
、
そ
れ
が
西
洋
の
哲
学
の
模
倣
で
あ
り
、

翻
訳
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
い
え
ば
、
数
学
だ
っ
て
物
理
学
だ
っ
て
根
本
に
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お
い
て
は
同
じ
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
も
で
き
よ
う
。
哲
学
は
実
に
へ
ん
て
こ
な
言
葉
を
使
う
の
で
わ
か

ら
な
い
と
云
う
。
し
か
し
物
理
学
の
術
語
で
も
、
数
学
の
符
号
で
す
ら
が
し
ろ
う
と
に
は
わ
か
ら
な
い
も
の
で
は

な
い
か
。
哲
学
上
の
種
々
な
る
術
語
も
少
し
勉
強
す
れ
ば
わ
か
る
筈
だ
。
こ
う
し
て
哲
学
が
む
つ
か
し
い
と
一
般

に
云
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
根
本
に
お
い
て
何
か
別
の
意
味
で
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
哲
学
の
或
る
特

殊
性
に
関
係
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
哲
学
に
は
何
か
ほ
ん
と
う
に
模
倣
で
き
な
い
も
の
、
翻
訳

で
き
な
い
も
の
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
哲
学
の
理
論
的
要
素
で
は
な
く
、
寧
ろ
思
想
的
要

素
で
あ
ろ
う
。
模
倣
や
翻
訳
の
で
き
な
い
も
の
を
模
倣
し
翻
訳
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
む
つ
か
し
く
な
り
、
わ
か

ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
理
論
は
模
倣
さ
れ
翻
訳
さ
れ
て
も
わ
か
る
も
の
で
あ
る
（
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
の
模
倣
、

ほ
ん
と
う
の
翻
訳
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
）。
そ
う
で
な
い
の
は
思
想
で
あ
る
。
し
か
も

理
論
も
哲
学
に
お
い
て
は
思
想
と
結
合
し
て
お
り
、
は
な
れ
ば
な
れ
の
も
の
で
な
い
。
か
く
し
て
哲
学
に
お
い
て

要
求
さ
れ
る
の
は
「
思
索
の
根
源
性
」
で
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
し
て
大
哲
学
者
の
著
作

は
多
く
の
亜
流
の
書
い
た
も
の
よ
り
も
本
質
に
お
い
て
わ
か
り
易
い
。
思
索
の
根
源
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
古

典
は
そ
こ
い
ら
の
書
物
よ
り
も
わ
か
り
易
い
。
お
よ
そ
古
典
と
な
る
も
の
に
は
「
天
才
的
な
単
純
さ
」
と
い
っ
た

も
の
が
あ
る
。
解
説
書
よ
り
も
原
典
が
結
局
わ
か
り
易
い
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
場
合
に
経
験
さ
れ
る
こ
と
で
あ
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る
。
そ
こ
で
哲
学
に
お
い
て
大
切
な
の
は
思
索
の
根
源
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
分
で
し
っ
か
り
考
え
て
書
い

た
も
の
な
ら
、
わ
か
り
易
い
の
で
あ
る
。
自
分
で
考
え
る
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
独
創
的
で
あ
る
こ

と
を
い
う
の
で
は
な
い
。
哲
学
の
歴
史
を
少
し
綿
密
に
辿
っ
た
者
は
、
い
わ
ゆ
る
独
創
的
な
も
の
が
そ
ん
な
に
多

く
は
な
い
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
あ
ら
ゆ
る
哲
学
研
究
者
に
独
創
的
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
得
る
わ
け
の

も
の
で
な
く
、
希
望
さ
れ
る
こ
と
は
思
索
の
根
源
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
哲
学
を
模
倣
し
た
り
翻
訳
し
た

り
す
る
の
で
な
く
、他
の
哲
学
に
従
っ
て
或
い
は
そ
れ
を
手
引
と
し
て
自
分
自
身
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
い
う
思
索
の
根
源
性
が
な
け
れ
ば
他
の
哲
学
が
ほ
ん
と
う
に
わ
か
る
こ
と
も
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
芸
術
に
関

し
て
真
の
享
受
は
或
る
創
作
活
動
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
思
索
の
根
源
性
に
よ
っ
て
何
よ
り
も

哲
学
上
の
問
題
が
生
き
て
来
る
の
で
あ
り
、
問
題
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ま
た
ひ
と
に
と
っ
て
わ
か
り
易

く
な
る
一
つ
の
要
点
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
問
題
が
生
き
て
い
る
も
の
は
何
と
い
っ
て
も
わ
か
り
易
い
。
そ
う
い

う
問
題
は
現
実
性
を
有
す
る
問
題
で
あ
る
。
本
か
ら
で
な
く
、
物
か
ら
考
え
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
自
分
に
と

っ
て
現
実
的
に
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
そ
れ
が
流
行
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
或
い
は
そ
れ
に
つ
い
て

ひ
と
が
論
じ
て
い
る
か
ら
と
い
う
の
で
、
問
題
に
し
た
の
で
は
、
わ
か
ら
な
い
も
の
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

現
在
の
日
本
の
哲
学
の
む
つ
か
し
い
の
は
、
あ
ま
り
に
折
衷
的
乃
至
混
合
的
で
あ
る
た
め
だ
と
も
云
わ
れ
得
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。
そ
こ
で
は
思
索
の
根
源
性
が
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
思
索
の
根
源
性
か
ら
い
え
ば
、
自
分
に
と
っ
て
ほ
ん

と
に
根
源
的
に
理
解
し
、
思
惟
し
、
研
究
し
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
る
立
場
と
い
う
も
の
が
色
々
あ
り
得
る
わ
け
で

は
な
か
ろ
う
。或
る
人
に
と
っ
て
或
る
種
類
の
哲
学
が
コ
ン
ジ
ニ
ア
ル（
性
に
合
っ
た
も
の【congenial

】）で
あ
り
、

他
の
人
に
と
っ
て
は
他
の
種
類
の
哲
学
が
コ
ン
ジ
ニ
ア
ル
で
あ
る
。
自
分
に
と
っ
て
コ
ン
ジ
ニ
ア
ル
な
、
従
っ
て

運
命
的
と
も
性
格
的
と
も
い
う
べ
き
哲
学
を
や
る
こ
と
が
、
自
分
に
と
っ
て
は
固
よ
り
、
他
人
に
と
っ
て
も
有
益

な
こ
と
で
あ
る
。
今
の
日
本
の
よ
う
に
何
か
最
新
流
行
の
哲
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
次
か
ら
次

へ
め
ま
ぐ
る
し
く
変
っ
て
行
き
、
そ
し
て
或
る
も
の
が
流
行
だ
と
い
え
ば
、
誰
も
彼
も
が
、
従
っ
て
そ
れ
が
自
分

の
性
に
合
っ
て
い
な
い
人
々
ま
で
が
、
そ
れ
を
追
つ
か
け
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
て
は
、
哲
学
が
む
つ
か
し
い
と

非
難
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
状
態
で
は
思
索
の
根
源
性
も
、
純
粋
性
も
、
そ

れ
故
に
徹
底
性
も
あ
り
得
な
い
か
ら
だ
。
流
行
を
追
う
と
い
う
こ
と
は
哲
学
の
場
合
に
も
浪
費
を
意
味
す
る
。
そ

れ
は
個
人
と
し
て
も
、
哲
学
界
全
体
と
し
て
も
、
た
し
か
に
浪
費
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
が
特
に
日
本
に
お

い
て
著
し
い
と
い
う
の
は
、
日
本
に
は
ま
だ
し
っ
か
り
し
た
哲
学
の
伝
統
が
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

伝
統
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
哲
学
の
む
つ
か
し
い
ひ
と
つ
の
原
因
で
あ
り
、
い
な
、
そ
の
最
大
の
原
因
で
あ
る
と

云
え
る
。
伝
統
が
な
い
か
ら
哲
学
が
自
然
的
な
教
養
と
し
て
一
般
人
の
間
に
行
き
亙
っ
て
い
な
い
。
伝
統
が
な
い
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か
ら
哲
学
が
他
の
諸
文
化
の
う
ち
に
浸
潤
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
哲
学
が
む
つ
か
し
い
と
思
わ
れ
る
度
が
甚

し
い
の
で
あ
る
。
哲
学
が
芸
術
、
科
学
等
の
諸
文
化
の
中
に
根
を
張
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
哲
学
の
わ
か
り
易
く

な
る
た
め
に
必
要
な
条
件
で
あ
る
。
そ
う
な
る
た
め
の
努
力
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
哲

学
が
哲
学
者
仲
間
だ
け
の
あ
い
だ
の
も
の
と
な
り
、
お
互
い
の
あ
い
だ
だ
け
し
か
通
じ
な
い
言
葉
を
語
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
哲
学
を
無
意
味
に
む
つ
か
し
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
あ
り
は
し
な
い
か
。

ま
た
よ
く
云
わ
れ
る
の
は
、
今
の
日
本
の
哲
学
の
む
つ
か
し
い
の
は
ド
イ
ツ
哲
学
の
影
響
に
よ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
理
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
は
ド
イ
ツ
の
も
の
に
比
し
て
わ

か
り
易
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
本
質
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
わ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
、

ほ
ん
と
う
に
わ
か
っ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
例
え
ば
、
そ
う
い
う
フ
ラ
ン
ス
流
の
哲
学
を
自
分
で
や
っ
て
み

よ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
知
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
は
性
格
と
才
能
と
が
要
る
。
然

る
に
そ
の
よ
う
な
性
格
や
才
能
は
、
実
際
は
ド
イ
ツ
流
の
哲
学
に
お
い
て
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
哲
学

は
概
念
的
で
、
秩
序
整
然
た
る
も
の
が
あ
り
、
教
科
書
と
し
て
便
利
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
な
ぎ
合
わ
す
れ
ば
何
か

論
文
ら
し
い
も
の
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
哲
学
論
文
を
作
る
に
は
ド
イ
ツ
の
も
の
が
都
合
が
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
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そ
う
い
う
風
に
し
て
論
文
が
作
製
さ
れ
る
こ
と
が
哲
学
を
む
つ
か
し
く
、
い
な
、
わ
か
ら
な
い
も
の
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
論
文
作
製
の
便
法
を
す
て
て
、
ほ
ん
と
う
に
哲
学
す
る
こ
と
の
困
難
を
知
る
た
め
に
、
も
っ
と
フ
ラ

ン
ス
の
も
の
が
読
ま
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
も
知
れ
ぬ
。
フ
ラ
ン
ス
風
の
も
の
で
哲
学
的
と
思
わ
れ
る
よ
う
な

も
の
を
書
く
こ
と
は
容
易
で
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
自
然
ド
イ
ツ
流
の
哲
学
に
お
も
む
く
と
い

う
こ
と
が
な
け
れ
ば
仕
合
せ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
も
の
な
ら
何
で
も
大
事
に
読
む
と
い
う
傾
向
が
あ
ま
り
甚
し
く

は
な
い
か
、
そ
し
て
実
は
亜
流
の
も
の
を
あ
ま
り
に
大
切
に
読
む
と
い
う
こ
と
の
影
響
で
哲
学
が
む
つ
か
し
く
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
読
書
は
哲
学
に
と
っ
て
も
大
切
だ
。
し
か
し
何
で
も
構
わ

ず
手
あ
た
り
次
第
に
読
ん
で
い
る
と
、
善
い
も
の
と
悪
い
も
の
と
の
区
別
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
影

響
が
恐
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

今
の
日
本
の
哲
学
が
む
つ
か
し
い
の
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
こ
せ
こ
せ
し
て
い
て
、
余
裕
が
な
い
た
め
で
あ

る
と
云
え
る
。
古
典
的
な
も
の
に
は
ゆ
と
り
が
あ
り
、
落
ち
着
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
が
出
て
来
る
と
い
う
の
は
実
に
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
も
っ
と
余
裕
の
あ
る
も
の

を
書
く
よ
う
に
努
力
し
た
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
だ
か
ら
、
云
っ
て
お
か
れ
て
よ
い
と

思
う
。
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本
質
問
題
を
離
れ
て
、
哲
学
を
わ
か
り
易
く
す
る
た
め
に
啓
蒙
的
な
論
文
や
書
物
が
も
っ
と
で
き
る
こ
と
は

望
ま
し
い
こ
と
に
相
違
な
い
。哲
学
は
学
問
で
あ
る
限
り
そ
の
よ
う
な
啓
蒙
的
な
も
の
が
書
か
れ
得
る
筈
で
あ
る
。

そ
れ
は
実
際
に
そ
う
い
う
能
力
の
あ
る
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
啓
蒙
的
な
も
の
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
誰
に
で
も
書
け
る
わ
け
の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
は
普
通
に
想
像
さ
れ
る
以
上
に
困
難
な
仕
事
だ
。
そ
の
困
難

の
ほ
ん
と
う
に
わ
か
る
人
が
、
そ
れ
に
打
ち
克
ち
つ
つ
啓
蒙
的
な
も
の
を
書
い
て
く
れ
る
こ
と
が
希
望
さ
れ
る
。

固
よ
り
、
啓
蒙
的
と
い
う
こ
と
と
俗
流
化
と
い
う
こ
と
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
俗
流
化
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
哲
学
は
ほ
ん
と
に
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
で
な
く
、
唯
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
で

あ
り
、
実
は
何
も
わ
か
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
俗
流
化
は
哲
学
を
失
う
、
哲
学
を
な
く
す
る
こ
と
は
哲

学
を
わ
か
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
哲
学
を
わ
か
り
易
く
す
る
と
い
う
口
実
の
も
と
に
、
俗
流
化
に

よ
っ
て
、
哲
学
そ
の
も
の
が
抹
殺
さ
れ
た
り
、
哲
学
的
精
神
が
失
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
は
し
な
い
か
を
警

戒
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
啓
蒙
は
哲
学
そ
の
も
の
の
啓
蒙
で
あ
り
、
哲
学
的
精
神
の
啓
蒙
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

だ
か
ら
ほ
ん
と
う
の
「
哲
学
者
」
だ
け
が
哲
学
に
つ
い
て
真
に
啓
蒙
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
古
典
こ
そ
最
上
の
啓
蒙
書
な
の
で
あ
る
。
哲
学
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
物
の
見
方
で
あ
り
、
考
え
方
で
あ
り
、

方
法
で
あ
る
。
結
論
で
な
く
、
過
程
が
、
方
法
が
特
に
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
哲
学
的
啓
蒙
の
特
殊
な
困
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難
が
あ
る
。
然
る
に
方
法
は
、
そ
の
方
法
が
生
き
て
生
産
的
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
最
も
よ
く
学

ば
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
た
め
に
は
大
哲
学
者
の
著
作
に
つ
く
の
が
最
も
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
離
れ
て
も
、
大
哲
学
者
の
書
い
た
も
の
に
は
何
か
啓
蒙
的
精
神
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
科
学
と
し
て
の
哲
学
の
理
念
と
共
に
教
育
と
し
て
の
哲
学
の
理
念
を
た
て
た
と
こ

ろ
に
プ
ラ
ト
ン
の
偉
大
さ
が
忍
ば
れ
る
。
啓
蒙
的
、
教
育
的
、
指
導
的
精
神
と
云
え
ば
、
何
か
嫌
な
も
の
に
感
ぜ

ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
、
ひ
と
に
呼
び
か
け
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
偉
大
な
哲
学
に
は
含
ま
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
の
欠
乏
が
哲
学
を
む
つ
か
し
く
思
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
独
語
的
な

哲
学
は
む
つ
か
し
い
。

こ
れ
が
質
問
に
対
す
る
私
の
感
想
的
な
答
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
私
自
身
に
い
い
き
か
せ
る
言
葉
で
あ
る
。





　
　
　

解
題

底
本
後
記
（
桝
田
啓
三
郎
筆
）
か
ら
、
成
立
機
序
を
記
す
。

『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
は
、1926

（
大
正15

）
年
六
月
二
十
五
日
岩
波
書
店
か
ら
発
行
さ
れ
た
。

第
一
か
ら
第
五
論
文
ま
で
は
パ
リ
に
お
い
て
書
か
れ
た
。1925

年
二
月
に
第
一
論
文
か
ら
始
ま
り
七
月
に
は
第

五
論
文
ま
で
書
か
れ
た
も
よ
う
。
第
六
論
文
は
帰
国
後1926

年
五
月
に
脱
稿
し
た
。
後
年
改
稿
を
希
望
し
書
き

始
め
た
が
原
稿
は
押
収
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
た
ら
し
い
。

雑
誌
「
思
想
」
に
発
表
さ
れ
た
日
付
と
題
は
、
以
下
の
通
り
、

「
パ
ス
カ
ル
と
生
の
存
在
論
的
解
釈
」　

第
四
十
三
号
（1925

年
五
月
）

「
愛
と
情
念
に
関
す
る
説—

—

パ
ス
カ
ル
覚
え
が
き—

—

」　

第
四
十
六
号
（1925

年
八
月
）

「
パ
ス
カ
ル
の
方
法
」　　
　

第
四
十
九
号
（1925
年
１
１
月
）

「
パ
ス
カ
ル
の
『
賭
』」　　

第
五
十
号
（1925

年
十
二
月
）



『
人
生
論
ノ
ー
ト
』
は
、
雑
誌
『
文
学
界
』
に1938

（
昭
和13

）
年
六
月
か
ら1941

（
昭
和16

）
年
十
月
ま

で
掲
載
さ
れ
た
も
の
に
、「
旅
に
つ
い
て
」
と
「
個
性
に
つ
い
て
」
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
後
記
は
、1941

年
八
月
に
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。

「
我
が
青
春
」
不
詳
。『
読
書
と
人
生
』1942

年
六
月
小
山
書
房
刊
に
収
録
。

「
読
書
遍
歴
」1941
年
六
月
か
ら
十
二
月
ま
で
、『
文
芸
』（
改
造
社
刊
）
に
連
載
。『
読
書
と
人
生
』
に
収
録
。

「
哲
學
は
ど
う
学
ん
で
ゆ
く
か
」1941

年
三
〜
五
月『
図
書
』（
岩
波
書
店
刊
）に
連
載
。『
読
書
と
人
生
』に
収
録
。

「
哲
学
は
や
さ
し
く
出
来
な
い
か
」1932

年
七
月
『
鐵
塔
』（
鉄
塔
書
院
刊
）
に
掲
載
。『
読
書
と
人
生
』
に
収
録
。
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