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相
を
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
。
（
全
集
第
四
巻

紳

認

主

義

の

「
紳
秘
主
義
が
何
で
あ
る
か
は
學
界
に
於
て
現
在
最
も
盛
に
論
議
さ
れ
る
問

題
の
一
で
あ
る
。
今
こ
の
問
題
の
解
決
を
試
み
る
に
際
し
て
、
先
づ
鹿
を
追

ひ
つ
つ
山
を
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
為
め
に
、
吾
々
は
、
名
稲
の
語
義
や
語
源

に
絲
口
を
求
め
る
あ
ら
ゆ
る
解
決
を
、
少
く
も
一
應
は
、
遠
ざ
け
ね
ば
な
ら

ぬ
。
誹
秘
主
義
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
源
に
ま
で
遡
れ
ば
、
口
を
閉
ぢ
る
と
い

を
意
味
の
一
語
（
郎
ち

m
u
e
i
n
)
よ
り
獲
し
、
従
っ
て
語
義
上
よ
り
は
、
秘

密
を
守
り
又
は
主
張
す
る
態
度
や
数
な
ど
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
専
ら

こ
の
貼
よ
り
解
さ
れ
た
だ
け
の
誹
秘
主
義
は
、
必
ず
し
も
宗
教
に
の
み
限
る

を
要
せ
ぬ
で
あ
ら
う
貼
に
於
て
、
す
で
に
學
問
上
の
用
語
と
し
て
餘
り
に
曖

昧
の
磯
を
免
れ
難
い
。
吾
々
は
宗
赦
的
現
象
と
し
て
そ
れ
を
見
、
そ
れ
の
員

る。

1
0八
頁
~
1
0九
頁
）

驚
く
ほ
ど
率
直
な
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
が
そ
れ
ほ
ど
雖
純
明
解
に
片

附
く
で
あ
ら
う
か
。
も
し
紳
秘
主
義
の
語
義
が
こ
こ
で
い
は
れ
て
ゐ
る
ほ
ど
の

波
多
野
精
一
は
そ
の
著
「
宗
教
哲
學
」
に
お
い
て
次
の
や
う
に
述
べ
て
ゐ

語

義

に

「
名
稲
」
と
い
ふ
も
の
は
意
外
に
多
く
の
員
寅
を
語
る
。
―
つ
の
名
稲
は
そ

の
ク
ラ
ス
に
服
す
る
無
敷
の
個
物
を
集
め
、
自
ら
が
集
め
た
も
の
に
存
在
を
興

へ
る
。
し
か
し
ま
た
人
は
名
稲
の
ゆ
ゑ
に
多
く
の
過
誤
を
も
重
ね
る
で
あ
ら

う
。
ま
し
て
名
稲
の
「
語
義
」
が
不
完
全
で
あ
っ
た
り
、
謬
つ
て
理
解
さ
れ
て

ゐ
る
な
ら
ば
、
「
誹
秘
主
義
の
本
質
規
定
」

(
1
0九
頁
‘
―

1
0頁
、
以
下
若

干
例
）
へ
の
試
み
は
徒
ら
に
過
熱
す
る
ば
か
り
で
、
わ
れ
わ
れ
の
脳
細
胞
は
少

し
も
涼
し
く
な
ら
な
い
。
波
多
野
精
一
の
い
ふ
や
う
に
、
「
稗
秘
主
義
」
と
い

た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

こ
と
で
盛
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
も
同
じ
ゃ
う
に
「
口
を
閉
ぢ
」
て
、

た
だ
山
を
眺
め
て
ゐ
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
風
雅
な
趣
を
漂
は
せ
る
鹿
は
孤
獨
な

旅
人
を
誘
っ
て
仙
境
深
く
分
入
ら
せ
、
山
の
員
髄
を
味
は
せ
て
く
れ
る
先
導
者

と
な
る
に
違
ひ
な
い
。
波
多
野
が
語
氣
鋭
く
一
刀
雨
断
し
去
っ
た
か
の
如
く
に

見
え
る
に
も
拘
ら
ず
、
「
稗
秘
主
義
」
と
い
ふ
「
名
稲
の
語
義
や
語
源
」
が
「
學

問
上
の
用
語
と
し
て
餘
り
に
曖
昧
の
賤
を
免
れ
難
い
」
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
き

た
こ
と
が
、
誹
秘
主
義
の
「
員
相
を
明
か
に
」
す
る
こ
と
を
「
遠
ざ
け
」
て
き

つ
し、

て

（一）
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規
定
す
る
た
め
に
は
、
誹
秘
主
義
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
と
も
共
通
す
る

向
の
本
質
を
明
か
に
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
に
共
通
し
た
一
般
的
な
問
題

哲
學
や
宗
教
の
領
域
に
お
い
て
出
現
し
た
或
る
特
定
の
数
義
や
思
想
上
の
動
な
他
の
立
場
を
主
張
す
る
別
の
名
稲
と
も
直
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
た

な
く
と
も
「
解
決
」
へ
の
「
絲
口
」
を
輿
へ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

ふ
名
稲
の
語
源
は
一
般
に
「
口
を
閉
ぢ
る
と
い
を
意
味
の
」
ギ
リ
シ
ア
語
動
詞

m
u
e
i
n
に
由
来
す
る
と
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
果
し
て
さ
う
で
あ
ら
う

か
。
こ
の
や
う
な
黙
に
針
す
る
疑
問
か
ら
出
稜
し
た
の
が
小
論
で
あ
る
。
も
と

よ
り
名
稲
の
「
語
義
」
を
明
か
に
す
る
だ
け
で
は
た
し
か
に
「
問
題
の
解
決
」

に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
紳
秘
主
義
」
と
い
ふ
名
稲
の
「
語
義
」
が
見
究
め

ら
れ
な
い
ま
ま
に
「
神
秘
主
義
が
何
で
あ
る
か
」
を
「
論
議
」
し
て
一
臆
何
に

な
る
で
あ
ら
う
か
。
「
語
義
」
を
確
定
す
る
こ
と
は
論
議
の
空
轄
を
止
め
、
少

を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
表
示
す
る
名
稲
に
含
蓄
さ
れ
て

ゐ
る
意
味
内
容
が
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
把
握
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
お
い
て
取
扱
は
れ
う
る
事
象
を
包
括
的
に
表
示

し
て
ゐ
る
概
念
が
豫
め
で
き
る
だ
け
厳
密
に
定
義
さ
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
と
へ
ば
紳
秘
主
義
の
本
質
と
か
、
哲
學
に
お
け
る
紳
秘
主
義
的
方
法
の

意
義
と
か
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
恣
意
的
な
結
論
に
陥
ら
ぬ
や
う
に
用

心
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
づ
「
神
秘
主
義
」
と
い
ふ
名
稲
の
意
味
が
明

確
に
な
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
紳
秘
主
義
の
特
色
を

般
的
な
問
題
を
表
示
す
る
、
存
在
と
か
認
識
と
か
、
言
語
や
生
命
と
い
っ
た
基

本
概
念
や
、
神
秘
主
義
者
に
と
つ
て
無
く
て
は
な
ら
な
い
、
魂
・
浮
化
・
光
・

永
遠
・
直
観
・
合
一
・
脱
自
・
暢
験
と
い
っ
た
誹
秘
主
義
特
有
の
概
念
が
透
明

と
こ
ろ
で
或
る
特
定
の
思
想
上
の
立
場
を
表
示
し
規
定
す
る
た
め
に
つ
け
ら

れ
た
名
稲
は
、
通
常
そ
の
な
か
に
、
相
互
に
か
な
り
異
な
っ
た
意
味
内
容
を
も

つ
他
の
名
稲
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
た
若
干
の
特
殊
形
態
を
含
ん
で
ゐ
る
こ
と
が

多
い
。
「
誹
秘
主
義
」
と
い
う
名
稲
を
例
に
と
つ
て
も
、
ギ
リ
シ
ア
的
と
か
、

キ
リ
ス
ト
教
的
と
か
、

イ
ス
ラ
ム
赦
的
と
か
、
或
い
は
ま
た
自
然
的
と
か
、
哲

學
的
と
か
、
感
情
的
と
い
っ
た
形
容
詞
に
よ
る
附
加
的
限
定
が
可
能
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
或
る
―
つ
の
名
稲
は
し
ば
し
ば
自
ら
が
表
明
す
る
立
場
に
否
定
的

と
へ
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
啓
示
信
仰
は
多
く
の
場
合
に
紳
秘
主
義
を
烈

し
く
拒
否
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
パ
ウ
ロ
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
閥
し
て
「
信
仰
紳

秘
主
義
」
と
い
ふ
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
推
理
と
い
ふ
間
接
的
方
法
に
よ

つ
て
絶
到
者
を
認
識
せ
ん
と
す
る
哲
學
的
思
辮
が
直
接
知
を
標
謗
す
る
紳
秘
主

義
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
バ
ギ
ー
タ
や
ニ
ッ

ク
ハ
ル
ト
に
蒻
し
て
「
思
辮
的
肺
秘
主
義
」
と
い
ふ
こ
と
が
い
は
れ
、
ま
た
ラ

ッ
セ
ル
は
「
全
騰
と
し
て
の
世
界
を
、
思
想
に
よ
っ
て
想
定
し
よ
う
と
す
る
試

(
1
)
 

み
」
で
あ
る
形
而
上
學
か
ら
生
じ
た
相
異
な
る
二
つ
の
方
向
と
し
て
宗
敦
（
紳

秘
主
義
）
と
科
學
（
論
理
）
と
を
属
別
し
な
が
ら
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
ヘ
ー
ゲ

ル
の
ご
と
き
「
偉
大
な
紳
秘
主
義
的
形
而
上
學
者
た
ち
」
の
立
場
を
「
”
論
理

(
2
)
 

的
“
と
名
づ
け
て
も
差
支
へ
の
な
い
紳
秘
主
義
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
。

に
語
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。



紳
秘
主
義
の
語
義
に
つ
い
て
日

と
を
避
け
て
通
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
過
去
の
偉
統
を
否
定
せ
ん
と

こ
の
や
う
に
卒
爾
の
間
に
瞥
見
し
た
だ
け
で
も
、
紳
秘
主
義
と
い
ふ
名
稲
は

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
賓
に
多
様
な
意
味
で
語
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
相
互
に
ま
つ

た
＜
閥
聯
が
つ
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
雑
多
な
規
定
が
混
線
し
た
ま
ま
で
、
「
神

秘
主
義
」
と
い
ふ
―
つ
の
名
稲
に
附
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
哲
學
や

宗
教
に
お
け
る
或
る
特
定
の
立
場
を
表
示
す
る
名
稲
は
多
く
の
場
合
定
義
上
の

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
陥
っ
た
ま
ま
で
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
種
の
名

稲
の
定
義
の
問
題
を
さ
ら
に
厄
介
な
も
の
に
す
る
も
う
―
つ
の
事
情
が
加
ぽ

る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
名
稲
が
絶
え
ざ
る
論
争
の
渦
中
に
曝
さ
れ
、
そ
の
た
め

に
激
し
い
情
念
に
よ
っ
て
菱
状
を
蒙
る
こ
と
が
珍
し
く
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
た
と
へ
ば
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
か
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
ご
と
く
、
名
稲
自

餞
が
こ
れ
に
敵
劉
す
る
者
の
側
か
ら
命
名
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
名
稲
そ
の
も

の
の
成
立
に
最
初
か
ら
否
定
的
な
観
貼
が
こ
め
ら
れ
て
を
り
、
し
た
が
つ
て
名

稲
の
定
義
自
身
に
否
定
的
な
評
債
が
入
っ
て
ゐ
る
場
合
が
決
し
て
少
な
く
は
な

い
。
し
た
が
つ
て
或
る
特
定
の
立
場
を
表
示
し
て
ゐ
る
名
稲
を
肯
定
的
に
定
義

す
る
こ
と
は
そ
れ
に
射
立
す
る
他
の
名
稲
に
劉
し
て
否
定
的
な
評
償
を
下
す
こ

す
る
何
ら
か
の
仕
方
で
異
端
的
な
立
場
の
名
稲
を
定
義
す
る
こ
と
は
一
種
の
戦

闘
的
行
為
と
な
り
、
二
つ
以
上
の
名
稲
の
定
義
を
相
互
に
閲
聯
づ
け
る
こ
と
は

嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
思
想
上
の
或
る
特
定
の
立
場
を
表
示
す
る
名
稲
を
定
義
す
る
こ
と
は

ま
こ
と
に
容
易
な
ら
ぬ
相
貌
を
呈
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
哲
學
や
宗
数
に
お
け
る
基
本
概
念
の
定
義
に
つ
い
て
は
い
か
な
る

て
或
る
一
人
の
思
想
家
に
よ
つ
て
語
ら
れ
た
或
る
特
定
の
基
本
概
念
を
定
義
す

よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
た
網
目
模
様
の
な
か
に
位
概
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
く
し

つ
の
基
本
概
念
を
定
義
す
る
た
め
に
は
、

事
情
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
著
「
形
而
上

學
」
の

Z
巻
に
お
い
て
、

「
有
る
と
い
ふ
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
語
ら
れ

る」

(
T
6
6
p
i
5
r
e
g
[
r
o
i
i
g
e
S
の
9

)

と
し
ば
し
ば
注
意
を
喚
起
し
て
ゐ
る
が
、

6
p

と
い
ふ
概
念
は
最
高
度
に
普
遍
性
を
も
つ
が
ゆ
ゑ
に
存
在
性
の
段
階
の
相

―
つ
の
箪
語
だ
け
に
限
ら
ず
、
哲
學
や
宗
数
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
基
本
的
な

お
よ
そ
思
惟
と
い
ふ
こ
と
を
可
能
に
す
る
道
具
と
し
て
の
概
念
が
抽
象
的
一

般
性
に
高
め
ら
れ
れ
ば
高
め
ら
れ
る
程
、
そ
の
適
用
領
域
は
増
大
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
多
義
的
と
な
る
。
し
た
が
つ
て
或
る
一

一
箇
の
概
念
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
多
様

な
意
味
を
相
互
に
闊
聯
づ
け
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
多
様
な
意
味
の
根
祗
に

あ
っ
て
、

し
ば
し
ば
自
ら
は
語
る
こ
と
な
く
し
て
全
罷
を
一
つ
に
閥
聯
づ
け
て

ゐ
る
原
本
的
な
事
態
を
見
出
し
、

か
く
し
て
多
様
な
る
意
味
の
間
の
一
郎
多
、

多
郎
一
な
る
全
罷
的
構
造
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
な
が

ら
こ
の
や
う
な
手
績
き
だ
け
で
は
6
C

の
ご
と
き
高
度
の
包
括
性
を
も
っ
た
概

念
を
定
義
す
る
に
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
概
念
は
ま
た
そ
れ
ぞ

れ
多
様
な
意
味
で
語
ら
れ
る
若
干
の
同
義
語
と
反
劉
概
念
と
の
間
に
同
一
性
ま

た
は
反
封
閥
係
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
を
り
、
こ
の
や
う
な
一
聯
の
諸
概
念
に

る
た
め
に
は
、
意
味
聯
開
の
上
で
の
多
と
一
の
ほ
と
ん
ど
無
敷
の
組
合
せ
が
重

術
語
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
妥
嘗
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

違
に
應
じ
て
多
様
な
仕
方
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は

6
t

と
い
ふ



こ
の
や
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
組
合
せ
が
照
射
し
合
ふ
な
か
で
自
ら
の
内
に
包
蔵
さ

れ
て
ゐ
る
意
味
の
多
様
性
を
全
臆
的
統
一
に
も
た
ら
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
の

し
か
し
な
が
ら
こ
の
や
う
な
基
本
概
念
を
箪
に
或
る
―
つ
の
思
想
憫
系
を
構

成
す
る
記
琥
的
要
素
と
見
倣
す
だ
け
で
な
く
、
哲
學
乃
至
紳
學
に
お
け
る
甚
本

的
な
問
題
の
一
般
的
表
現
と
し
て
把
捉
す
る
な
ら
ば
、

か
か
る
問
題
の
本
質
を

そ
の
全
閥
性
に
お
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、
古
代
か
ら
現
代
へ
と
博
逹
さ
れ

て
き
た
意
味
の
歴
史
的
展
開
の
軌
跡
を
視
野
に
牧
め
た
上
で
、
営
の
概
念
が
定

義
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
勿
論
さ
う
は
い
つ
て
も
、
西
洋

と
い
ふ
廣
大
な
世
界
に
お
い
て
、
高
度
の
普
遍
性
を
も
つ
て
語
ら
れ
て
き
た
や

う
な
術
語
の
意
味
の
博
統
は
も
と
よ
り
猥
純
な
一
本
の
線
で
描
け
る
筈
は
な

い
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
以
来
、
西
洋
的
世
界
に
お
い
て
は
存
在
と
思
惟
と
は
同
じ

―
つ
の
事
柄
に
隔
し
、
思
惟
は
言
語
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
き

た
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
言
語
は
存
在
の
箕
理
の
宿
る
場
所
と
し
て
、
西
洋
的
批
界
そ

の
も
の
を
―
つ
の
統
一
を
も
っ
た
世
界
と
し
て
開
示
し
、

形
成
し
て
き
た
根
源
的
な
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
歴
史
を

西
洋
的
思
惟
の
博
統
の
核
心
を
形
造
る
も
ろ
も
ろ
の
基
本
概
念
の
枠
組
を
築

き
上
げ
て
き
た
の
は
、

い
ふ
ま
で
も
な
く
し
ば
し
ば
劉
抗
闊
係
に
箇
か
れ
て
き

た
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
ア
リ
ス
ト
テ
リ
ズ
ム
と
い
ふ
二
つ
の
野
極
か
ら
な
る
理
性

の
形
而
上
學
で
あ
る
。
し
か
し
存
在
者
全
燈
を
一
元
論
的
に
把
握
せ
ん
と
す
る

形
而
上
學
の
内
郡
に
は
、
形
而
上
學
の
次
元
を
も
超
出
し
て
、
さ
ら
に
自
ら
の

で
あ
る
。

な
り
合
っ
て
構
成
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
全
橙
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
分
析
し
、

(

1

)

 

(
2
)
 

把
握
す
る
こ
と
は
甚
し
く
困
難
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

B
.
 R
u
s
s
e
l
l
,
 
M
y
s
t
i
c
i
s
m
 a
n
d
 L
o
g
i
c
,
 
P
.
 1
 

ibid., 
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概
念
を
と
ほ
し
て
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
基
礎
的
な
問
題
を
そ
の
鎖
理
性
に
お
い
て

う
な
意
味
の
重
暦
的
稜
展
を
明
瞭
に
認
識
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
或
る
―
つ
の

轄
繹
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
影
響
は
近
代
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
。
以
上
述
べ
た
や

じ
め
、

ユ
ダ
ヤ
敦
や
イ
ス
ラ
ム
数
の
紳
學
に
お
け
る
術
語
の
歴
史
と
絡
み
合
っ

在
概
念
と
、
そ
れ
を
思
惟
す
る
人
間
精
誹
の
態
度
に
根
本
的
な
愛
化
が
生
じ

始
元
的
な
根
源
に
還
蹄
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
誹
秘
主
義
へ
の
方
向
が
含
ま
れ
て

ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
方
向
は
新
プ
ラ
ト
ソ
主
義
に
よ
っ
て
現
賓
化
さ
れ
、
神
秘

主
義
に
よ
っ
て
意
味
が
愛
様
さ
れ
た
形
而
上
學
の
基
本
概
念
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
純

由
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
流
込
み
、
さ
ら
に
降
つ
て
は
シ
リ
ア
、

ア
ラ
ビ
ア
続

由
や
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
を
と
ほ
し
て
ラ
テ
ソ
中
世
に
偲
達
さ
れ
た
。
他
方
に
お

い
て
、
神
秘
主
義
へ
の
方
向
が
猿
現
す
る
の
に
先
立
つ
て
、
存
在
者
の
或
郡
分

に
妥
常
す
べ
き
原
理
の
學
と
し
て
第
一
哲
學
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た

自
然
學
が
箪
な
る
「
第
二
哲
學
」
の
地
位
に
甘
ん
ず
る
こ
と
を
拒
否
し
、
形
而

上
學
の
外
に
向
は
う
と
し
て
感
性
的
紐
瞼
論
へ
の
方
向
を
現
は
し
て
く
る
。
と

こ
ろ
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
哲
學
と
並
行
し
て
展
開
さ
れ
た
数
父
哲
學
に
お
い

て
、
ギ
リ
シ
ア
哲
學
と
キ
リ
ス
ト
数
信
仰
と
の
内
面
的
結
合
を
と
ほ
し
て
、
賓

た
。
こ
の
や
う
な
西
洋
哲
學
に
お
け
る
基
本
概
念
の
歴
史
は
キ
リ
ス
ト
教
を
は

て
を
り
、
同
一
の
躁
語
で
は
あ
り
な
が
ら
そ
の
一
意
味
が
多
く
の
貼
で
決
定
的
に

四



紳
秘
主
義
の
語
義
に
つ
い
て
巳

的
な
概
念
の
―
つ
で
あ
る
6

て
と
い
ふ
語
を
一
例
と
し
な
が
ら
、

西
洋
的
世
界

の
成
立
そ
の
も
の
に
か
か
は
つ
て
ゐ
る
基
本
的
な
概
念
に
劉
す
る
定
義
を
、

で

き
る
だ
け
十
分
な
仕
方
で
可
能
に
す
る
條
件
を
述
べ
て
き
た
。
勿
論
煩
雑
な
考

察
を
一
切
抜
き
に
し
て
自
分
一
箇
の
立
場
に
立
ち
、
事
象
そ
の
も
の
に
直
接
す

る
現
場
か
ら
論
議
を
箪
純
化
し
て
定
義
を
下
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
歴

史
を
超
越
し
て
、
歴
史
以
前
の
永
遠
の
場
に
立
つ
て
、
紳
と
と
も
に
あ
る
概
念

の
論
理
學
を
展
開
す
る
こ
と
も
考
へ
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
い
か

に
裸
の
事
象
と
い
へ
ど
も
歴
史
の
外
に
立
ち
得
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま

た
純
梓
紐
瞼
の
判
断
を
探
所
と
し
て
超
越
的
概
念
の
定
義
を
下
す
場
合
に
、
根

概
念
の
定
義
の
場
合
と
同
様
に
、
思
想
上
の
或
る
特
定
の
立
場
の
特
性
を
、

可
能
な
か
ぎ
り
そ
の
全
餞
性
と
完
全
性
と
に
お
い
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
場
合

お
い
て
は
、
或
る
特
定
の
敦
義
や
思
惟
の
一
定
の
傾
向
は
多
く
の
場
合
F

…
•
•

ism"
と
い
ふ
形
で
表
は
さ
れ
、
通
常
「
…
…
主
義
」
も
し
く
は
「
…
…
論
」
と

邦
諜
さ
れ
る
。
こ
の
や
う
な

F

…
•
•

ism'`

と
い
ふ
語
形
を
も
つ
名
詞
は
い
ふ

ま
で
も
な
く
近
代
語
に
お
い
て
出
現
し
た
の
で
あ
っ
て
、
二
千
年
以
上
の
偉
統

を
も
っ
ョ
ー
ロ
ッ
パ
的
思
惟
の
世
界
に
お
い
て
は
、
精
々
二
三
百
年
く
ら
ゐ
の

に
も
、
ほ
ぽ
同
じ
ゃ
う
な
解
秤
上
の
手
績
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
西
洋
に

惟
の
歴
史
が
現
在
化
し
た
尖
端
に
立
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

源
的
一
性
に
生
き
て
ゐ
る
主
證
と
い
へ
ど
も
、
學
の
侮
統
を
形
成
し
て
き
た
思

J

れ
ま
で
は
西
洋
哲
學
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
赦
紳
學
に
お
け
る
も
っ
と
も
基
本

五

歴
史
し
か
も
た
な
い
新
し
い
表
現
形
態
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
長
い
歴
史
の
最

後
の
十
分
の
一
の
時
期
に
な
っ
て
突
然
猛
威
を
奮
ひ
は
じ
め
た
、
さ
ま
ざ
ま
な

?
 ・・・・ism"
と
い
ふ
一
種
の
賓
睦
的
な
概
念
に
よ
っ
て
、
こ
の
や
う
な
規
定
意

誠
を
も
た
な
か
っ
た
過
去
の
大
思
想
家
の
含
蓄
に
富
ん
だ
言
語
宇
宙
を
規
定
し

よ
う
と
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
小
賢
し
い
空
論
に
陥
り
、
思
想
家
の
鰹
瞼
か
ら

遊
離
し
た
箪
に
戦
闘
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
改
編
す
る
こ
と
に
を
は
り
か
ね
な

一
般
に
近
代
語
の

F・・ism"
と
い
ふ
名
詞
は
語
源
的
に
は
二
通
り
の
仕
方

で
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
一
っ
は
ラ
テ
ン
語
乃
至
ラ
テ
ン
語
化
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア

語
の
形
容
詞
の
最
上
級
の
語
尾
形
で
あ
る

F
ismus, 
,
 
a, 
,
 
u1n"
に
由
来
す
る

と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
ギ
リ
シ
ア
語
の

6

ゞ
が
梵
9

(

：,
．．． 
化
す
る
）

と
い
ふ
語
尾
形
を
も
つ
動
詞
よ
り
涙
生
し
た

F
．．
 
ヘミ

p
o
内
と
い
ふ
語
尾
形
を

も
つ
名
詞
か
ら
由
来
す
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば

barbarism
と

い
ふ
名
詞
は
翠
P
涛
ミ
p
t
5
g
u

（
ギ
リ
シ
ア
語
を
プ
ロ
ー
ク
ン
に
諜
舌
る
、
粗
野
な
も
の

の
言
ひ
方
を
す
る
）
と
い
ふ
動
詞
か
ら
派
生
し
た
姿
t
p
涛
ミ
P
ミ
苓
の
（
ギ
リ
シ
ア
語
を

正
し
く
話
さ
な
い
こ
と
）
と
い
ふ
名
詞
に
由
来
し
て
ゐ
る
と
か
、
計
算
や
推
論
を

意
味
す
る

g
i
i
o
rヘミ
p
分

が

g
i
i
o
rが

(
e
0
登
‘
へ
（
二
箇
の
前
提
か
ら
結
論
を
引
出
す
、

推
理
す
る
）
と
い
ふ
動
詞
か
ら
振
生
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

"
 .
. 
・ism"
と
い
ふ
語
は
人
間
の
或
種
の
具
的
的
な
行
為
も
し
く
は
態
度
を
産
み

出
す
或
る
特
殊
な
性
情
も
し
く
は
債
値
観
を
意
味
し
、

ほ
か
の
？
・ism"
と

い
ふ
語
に
は
見
出
せ
な
い
一
種
の
絶
劉
化
さ
れ
た
表
現
と
な
っ
て
ゐ
る
。

こ
れ
に
劉
し
て
、
ラ
テ
ン
語
形
容
詞
の
最
上
級
が
近
代
に
い
た
つ
て
名
詞
化

、。
＼
＞
 



さ
れ
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
場
合
に
は
、

6-…

i
s
m
"
と
い
ふ
語
は
ど
う
い

ふ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
で
あ
ら
う
か
。
た
と
へ
ば

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
箪
語

を
例
に
と
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

m
y
s
t
i
c
a
l
と
い
ふ
形
容
詞
の
最
上
級
が
名
詞

化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
形
造
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
最
高
度
に

m
y
s
t
i
c
a
l

な
教
説
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
思
想
も
し
く
は
騰
瞼
の

内
容
と
し
て
の

m
y
s
t
i
c
a
l

な
要
素
は
所
謂

m
y
s
t
i
c
i
s
m

以
外
に
も
到
る
慮

で
判
然
と
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る

p
a
n
t
h
e
i
s
m
や

o
c
c
u
l
t
i
s
m

の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
い

が
、
理
論
的
な
哲
學
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
や
ド
イ
ツ
の

i
d
e
a
l
i
s
m
も
し
く
は

ヽ

m
o
n
i
s
m
に
3
も

し
た
が
つ
て

m
y
s
t
i
c
i
s
m
に
は
否
定
的
で
あ
る
筈
の

ratio
,
 

n
a
l
i
s
m

に
お
い
て
さ
へ
本
質
的
な
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
ゐ
る
場
合
が
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た

m
y
s
t
i
c
a
l
な
要
素
は
神
秘
主
義
に
到
す
る
最
も
悪
意
あ
る
敵
劉

者
で
あ
る
啓
示
に
到
す
る
歴
史
的
信
仰
を
強
調
す
る

t
h
e
i
s
m

に
お
い
て
も

し
ば
し
ば
活
澄
に
息
づ
い
て
ゐ
る
だ
け
で
な
く
、

a
t
h
e
i
s
m
や

n
i
h
i
l
i
s
m
に
お
い
て
も
看
取
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

一
般
の
豫
想
を
裏
切
つ
て

こ
の
や
う

に
一
見

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
や
う
に
見
え
る
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
に
お
い
て
さ
へ

m
y
s
t
i
c
a
l
と
い
ふ
性
質
は
含
ま
れ
て
ゐ
る
が
、

『ヽ

し
カ

し
な
が
ら

m
y
s
t
i
c
i
s
m
以
外
の
立
場
で
は

m
y
s
t
i
c
a
l
な
要
素
乃
至
傾
向
は
主

導
的
な
地
位
を
占
め
た
り
、
主
題
化
さ
れ
る
に
は
到
つ
て
ゐ
な
い
。
こ
の
や
う

に
m
y
s
t
i
c
a
l
な
要
素
や
傾
向
を
含
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
な
か
に
あ
っ
て
、

m
y
s
t
i
c
a
l
と
い
ふ
特
色
が
最
高
度
に
現
賓
化
さ
れ
、
も
っ
と
も
明
瞭
に
表
出

さ
れ
て
ゐ
る
数
説
が

m
y
s
t
i
c
i
s
m

と
い
は
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
ふ
う
に

し
た
が
つ
て
m
y
s
t
i
c
a
l
な
要
素
を
も
っ
た
主
義
主
張
は
決
し
て
m
y
s
t
i
c
i
s
m

と
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
立
場
に
だ
け
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
所
謂

m
y
s
t
i
,
 

c
i
s
m
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
や
、
さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
は

m
y
s
t
i
c
i
s
m

と
は
相
反
す
る
立
場
に
ま
で
、

ま
れ
て
ゐ
る
が
、

し
ば
し
ば
そ
の
基
本
的
な
構
成
要
素
と
し
て
含

し
か
し
こ
れ
ら
の
な
か
に
あ
っ
て
、
も
っ
と
も
本
来
的
な
形

で
、
も
っ
と
も
純
粋
で
充
賞
し
た
形
で

m
y
s
t
i
c
a
l
な
要
素
が
表
明
化
さ
れ
た

立
場
が

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
他
の

^
r
:
 i
s
m
"

に
お
い
て
は
、

m
y
s
t
i
c
a
l
な
面
女
圭
示
は
回
ヂ
に
滋
但
ナ
仁
珀
3

な
踪
閲
{
四
砂
H

乃
至

部
分
的
な
役
割
を
果
す
に
と
ど
ま
つ
て
ゐ
て
、
他
の
要
素
の
支
配
下
に
お
か
れ

て
ゐ
る
の
に
到
し
て
、

m
y
s
t
i
c
a
l
な
要
素
が
他
の
要
素
へ
の
傾
向
性
を
打
ち
破

つ
て
主
導
的
な
地
位
を
獲
得
し
、
完
全
に
顕
在
化
し
て
ゐ
る
の
は

m
y
s
t
i
c
i
s
m

の
立
場
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
逆
に
い
へ
ば
、

m
y
s
t
i
c
i
s
m
の
な
か
に
は
、

m
y
s
t
i
c
i
s
m
の
立
場
と
矛
盾
す
る
可
能
性
を
も
っ

て
ゐ
て
、
他
の

u
…

i
s
m
"

に
お
い
て
最
高
の
表
現
形
態
が
見
出
さ
れ
る
や
う

な
、
別
の
形
容
詞
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
他
の
要
素
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
に

な
る
。

u
…

i
s
m
"
と
い
ふ
語
が
形
容
詞
の
最
上
級
を
名
詞
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
語
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
と
い
ふ
こ
と
の
意
味
は
以
上
の
や
う
に
考
へ
る
こ

上
述
の
や
う
に
近
代
語
の

"
·
•
•
i
s
m
"
と
い
ふ
語
が
ラ
テ
ン
語
形
容
詞
の
最

上
級
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
営
の
形

容
詞
が
表
示
し
て
ゐ
る
或
る
特
定
の
立
場
を
排
他
的
獨
占
的
な
仕
方
で
主
張
す

と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
や
う
。

． 
ノ‘



稗
秘
主
義
の
語
議
に
つ
い
て
け

間
に
或
る
程
度
ゆ
る
や
か
に
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
差
異
を
暴
力
的
に
絶
封
化
す
る

七

な
弊
害
を
興
へ
た
と
も
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

の
場
合
の
や
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば
或
る
特
定
の
立
場
や
態
度
を
客
観
的

の
特
殊
形
態
を
提
示
す
る
も
の
と
い
へ
や
う
。

な
ど
は
そ

一
般
的
立
場
を
表
示
す
る

thoritarianism, 
fideism 

る
も
の
で
は
な
く
、
他
の

F
:
i
s
m
"
と
の
謳
別
ほ
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば
相
到

的
見
地
か
ら
印
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば

a
t
h
e
i
s
m
と
い
ふ
語
を
例
に

と
つ
て
も
、

atheistic
な
要
素
乃
至
傾
向
は
無
論
そ
れ
と
極
め
て
近
い
闊
係

に
立
つ
て
ゐ
る

nihilism
や

a
n
a
r
c
h
i
s
m
の
内
に
は
強
く
現
れ
て
ゐ
る
と
い

ふ
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の

rationalism
や

idealism
、

．．． 

に
お
い
て
、
更
に
ま
た

．．． 

或
い
は

e
m
p
1
n
c
1
s
m
,
p
r
a
g
m
a
t
i
s
m
,
 
pos1t1v1sm 

m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
m
や

historicism
に
お
い
て
J
9
し
ば
し
ば
顕
率
臼
な
仕
i

七
パ
で
日
R

出
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
逆
に

t
h
e
i
s
m
と
い
ふ
術
語
は
哲
學
や
紳
學
に
お
け
る

realism, 
voluntarism, 
m
o
n
o
t
h
e
i
s
m
,
 
a
u
 ,
 

と
い
っ
た
輩
語
と
内
容
的
な
聯
閥
が
あ
り
、

ま
た
宗
敦
史
に
お
け
る

christianism

`
 
j
u
d
a
i
s
m
 `
 
i
s
l
a
m
i
s
m
 

と
こ
ろ
で

F
:
i
s
m
"
と
い
ふ
語
が
日
本
語
に
受
容
さ
れ
る
に
嘗
つ
て
は
、

ラ
テ
ン
語
形
容
詞
に
由
来
す
る
輩
語
の
方
は
「
…
…
主
義
」
と
か
「
…
…
論
」

と
醗
繹
さ
れ
る
こ
と
が
比
較
的
多
い
。
「
…
…
論
」
と
諄
す
る
こ
と
が
原
義
に

ふ
さ
は
し
い
場
合
に
は
、
た
と
へ
ば

d
o
g
m
a
t
i
c
i
s
m
と
か

scepticism
な
ど

に
規
定
し
て
ゐ
る
語
が
多
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
形
容
詞
の

最
上
級
か
ら
振
生
し
た
と
い
ふ
語
源
的
な
由
来
が
顕
著
に
窺
へ
る
語
が
「
…
…

主
義
」
と
諄
さ
れ
る
場
合
に
は
、
も
と
も
と
他
の

F
•
•
i
s
m
"
と
い
ふ
語
と
の

や
う
な
感
じ
が
生
じ
て
く
る
。
「
主
義
」
と
い
ふ
日
本
語
は
お
そ
ら
く
或
る
立

場
を
根
本
義
と
し
て
ゐ
る
主
張
・
學
説
・
信
念
と
い
ふ
ほ
ど
の
意
味
で
あ
っ

て
、
意
味
の
上
か
ら
い
へ
ば
必
ず
し
も
排
他
的
な
性
格
の
も
の
と
は
限
ら
な
い

で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
「
主
義
」
と
い
ふ
日
本
語
が
も
つ
て

ゐ
る
語
感
に
は
非
寛
容
な
響
き
が
漂
ひ
、
一
種
の
絶
到
性
へ
の
主
張
を
伴
つ
て

迫
つ
て
く
る
や
う
な
強
制
力
が
附
纏
ふ
。
勿
論
こ
の
や
う
な
事
情
は
日
本
に
お

け
る
議
論
が
主
と
し
て
翻
諄
語
に
依
存
し
て
行
は
れ
、
西
洋
語
に
お
け
る
固
有

の
意
味
に
到
す
る
十
分
な
考
慮
が
鋏
け
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
だ
け
責
任
が
あ

る
の
で
は
な
い
。
西
洋
に
お
い
て
も
、
歴
史
的
な
知
識
が
鋏
け
て
ゐ
た
り
、
正

し
い
事
賓
認
識
に
立
脚
す
る
こ
と
よ
り
も
感
情
的
動
機
や
利
害
闊
係
を
先
行
さ

せ
て
議
論
が
行
は
れ
る
場
合
に
は
、
概
念
の
も
つ
豊
か
な
多
様
性
が
一
面
的
な

視
野
の
な
か
に
狭
め
ら
れ
て
し
ま
ふ
こ
と
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
た
と
へ
ば
互

ひ
に
共
通
貼
も
決
し
て
少
な
く
な
い

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と

rationalism
、
或
い
は

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
客
観
的
啓
示
に
基
く
紳
信
仰
と
を
敵
到
的
な
閥
係
で
捉
へ
て
、

二
者
揮
一
を
迫
る
が
ご
と
き
事
態
に
陥
ら
せ
て
ゐ
る
や
う
な
こ
と
は
珍
し
く
な

い
。
し
か
し
ョ
ー
ロ
ッ
。
＾
言
語
の
語
彙
に
お
け
る
歴
史
的
含
蓄
に
あ
ま
り
注
意

を
彿
は
な
い
日
本
に
お
い
て
は
、
上
述
し
た
や
う
な
"
·
•
•
i
s
m
"
と
い
ふ
形
態

の
輩
語
の
意
味
を
深
く
知
ら
な
い
ま
ま
「
…
…
主
義
」
と
醜
諄
し
て
き
た
こ
と

が
、
一
面
に
お
い
て
は
却
つ
て
日
本
の
急
速
な
近
代
化
に
貢
獣
し
た
と
も
お
そ

ら
く
言
ひ
う
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
こ
と
が
同
時
に
、
性
急
な
判
断
を
振
り
か

ざ
す
こ
と
に
な
っ
て
、
思
想
の
十
分
な
理
解
と
日
本
語
の
正
確
な
表
現
に
大
き

他
方
に
お
い
て
、
近
代
語
の

"
·
•
•
i
s
m
"
~

か
語
源
的
に
は

r̂:へCe梵
：
と
い
ふ



さ
れ
て

語
尾
形
を
も
つ
ギ
リ
シ
ア
語
動
詞
よ
り
振
生
し
た

F
：ヘミ
P
o
内
と
い
ふ
形
を
も

つ
名
詞
か
ら
由
来
す
る
と
説
明
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
ど
の
や
う
に
考
へ
ら

れ
る
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
多
く
の
事
例
が
見
つ
か
ら
な

い
た
め
に
は
つ
き
り
と
し
た
見
透
し
が
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
僅
か
に

殿
げ
ら
れ
る

b
a
r
b
a
r
i
s
m

や

s
y
l
l
o
g
i
s
m

と
い
っ
た
名
詞
は
別
に
或
る
特
定

の
主
義
、
主
張
を
意
味
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
く
、
所
謂
イ
ズ
ム
と
は
ま
っ
た

く
無
闊
係
に
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
或
る
種
の
性
情
な
り
、
或
る
種
の

普
遍
的
能
力
を
指
し
て
ゐ
る
。

た
と
へ
ば
近
代
語
の

b
a
r
b
a
r
i
s
m

と
い
ふ
名
詞
は
言
語
の
使
用
に
お
い
て

敦
養
人
と
し
て
の
資
格
を
鋏
く
こ
と
を
意
味
す
る
姿
t
p
姿
名
ヘ
ミ
P
合
と
い
ふ
名

詞
に
由
来
す
る
が
、
こ
の
名
詞
は
涛
名
脊
t
p
{
C
e
e

と
い
ふ
動
詞
か
ら
振
生
し
て

「P
a
p
p
a
p
芯
危
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
個
別
的
な
行
為

を
さ
す
西
a
p姿
a
p
答
せ
と
い
ふ
動
詞
の
根
祗
と
な
る
普
遍
的
な
相
を
と
ら
へ
て

ゐ
る
と
い
へ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
が
ラ
テ
ン
語
に
受
容

b
a
r
b
a
r
i
s
m
 u
s

と
い
ふ
名
詞
に
な
る
と
、
数
養
人
の
使
用
す
べ
き
言

語
に
は
嘗
然
ラ
テ
ン
語
が
加
へ
ら
れ
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
陳
述
に
お
け
る
粗
野
な
語
法
を
意
味
す
る
や
う
に
な
る
。

ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
が
「
告
白
」
第
一
巻
に
お
い
て
、
少
年
時
代
の
古
典
文
學
の
學
習
に

つ
い
て
語
っ
て
ゐ
る
箇
所
で
見
出
さ
れ
る
用
例
(
X
V
I
I
I
,
2
8
 ;
 
X
I
X
,
 30)~ 

正

に
こ
の
意
味
で
あ
ら
う
。
近
代
語
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
の

b
a
r
b
a
r
i
s
m
e

の
場
合
に
は
粗
野
な
振
舞
は
依
然
と
し
て
言
語
使
用
の
範
園
に
限
ら
れ
て
ゐ
る

が
、
英
語
に
取
入
れ
ら
れ
る
と
意
味
が
撒
大
さ
れ
、
言
語
使
用
の
場
合
だ
け
で

一
般
的
に

お
け
る
粗
野
な
振
舞
を
さ
す
や
う
に
な
る
。

次
に
、
計
算
や
推
理
を
意
味
す
る

i
6
r
ミ
P
o
s

と
か

o
u
i
i
o
r
ヘミ
p
6
S

と
い
ふ

名
詞
も
同
様
の
手
績
で
動
詞
か
ら
振
生
し
た
語
で
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、
こ
の

場
合
に
は
名
詞
化
に
よ
る
行
為
の
普
遍
化
が
さ
ら
に
進
め
ら
れ
て
ゐ
て
、
個
々

の
さ
ス
か
忌
aへ
と
い
ふ
行
為
が
そ
こ
か
ら
引
出
さ
れ
る
能
力
と
か
、
個
々
の

行
為
が
そ
れ
に
遵
つ
て
成
立
し
う
る
規
則
な
り
方
法
と
い
っ
た
普
遍
的
な
観
貼

が
入
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
僅
か
な
例
を
検
討
し
た
だ
け
で
結
論
を
出
す
こ

と
は
甚
だ
早
計
と
の
談
り
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
動
詞
に
由

束
す
る
と
説
明
さ
れ
う
る
場
合
の

"
・
・
・
i
s
m
"

は
、
或
る
特
定
の
行
為
が
反
覆

さ
れ
て
人
間
の
習
慣
と
化
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
す
る
主
骸
に
と
つ
て

習
慣
化
さ
れ
た
意
識
と
な
っ
て
ゐ
る
も
の
、
す
な
は
ち
性
情
を
表
示
し
て
ゐ
る

と
見
倣
し
う
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

m
y
s
t
i
c
i
s
m

と
い
ふ
近
代
語
の
意
味
を
明
か
に
す
る
た
め
に
、

F
・
・
i
s
m
"
と
い
ふ
形
態
を
も
つ
近
代
語
の
語
源
的
な
由
来
を
探
ら
う
と
し
て
、

大
麦
な
道
草
を
喰
つ
て
し
ま
っ
た
が
、
或
る
特
定
の
思
想
傾
向
を
一
括
し
て

^^…
i
s
m
"

と
い
ふ
語
尾
形
を
も
つ
普
通
名
詞
に
よ
っ
て
規
定
す
る
習
慣
が
生
じ

て
き
た
の
は
、
錐
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
近
代
性
の
原
理
が
十
分
に
花
開
い

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
劉
す
る
歴
史
哲
學
的
意
識
乃
至
世
界
観
的
反
省
が
芽

生
へ
た
時
期
で
あ
る
十
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
へ
ば

な
く
、
人
間
の
行
為
一
般
や
生
活
、
さ
ら
に
社
會
の
風
習
と
い
ふ
廣
い
範
園
に

ノ＼



稗
秘
主
義
の
語
義
に
つ
い
て

H

世
紀
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
を
規
準
と
し
て
ゐ
る
と

い
ふ
こ
と
は
自
か
ら
明
か
で
あ
ら
う
。
し
た
が
つ
て
十
八
世
紀
に
な
っ
て
哲
學

や
宗
教
史
の
術
語
と
し
て
登
場
し
た

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
概
念
も
、
十
五
世

て
も
、
そ
の
最
上
級
の
意
味
内
容
と
し
て
把
握
さ
れ
た
も
の
は
主
と
し
て
十
七

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
輩
語
の
場
合
に
は
、

T
h
e
O
x
f
o
r
d
 
E
n
g
l
i
s
h
 
D
i
c
t
i
o
 ,
 

n
a
r
y

の
第
六
巻
を
み
る
と
、
そ
こ
に
畢
げ
ら
れ
て
ゐ
る
一
番
古
い
用
例
は
一

七
三
六
年
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は

e
x
t
a
s
y
(
脱
我
）
と
並
列
さ
れ
て
、
同

義
語
と
し
て
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
到
し
て
、

m
y
s
t
i
c
a
l
と
い
ふ
形
容
詞

や

m
y
s
t
i
c
a
l
l
y
と
い
ふ
副
詞
は
敷
多
く
の
用
例
が
既
に
十
六
世
紀
前
半
か
ら

十
七
世
紀
に
か
け
て
途
切
れ
る
こ
と
な
く
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
形

容
詞
や
副
詞
の
方
が
名
詞
に
二
百
年
以
上
も
先
立
つ
て
瀕
出
し
て
ゐ
た
と
い
ふ

言
語
史
的
な
事
賓
か
ら
、
或
る
―
つ
の
"
·
•
•
i
s
m
"
と
い
ふ
名
詞
が
語
ら
れ
る

や
う
に
な
る
背
景
に
は
、
人
間
精
紳
の
所
産
を
一
切
歴
史
的
解
繹
の
到
象
と
化

す
る
近
代
的
意
識
の
成
熟
と
相
侯
つ
て
、
た
と
へ
ば

m
y
s
t
i
c
i
s
m
以
外
の
思

想
傾
向
を
表
示
す
る
他
の
形
容
詞
と
の
比
較
到
照
を
重
ね
て
き
た
長
い
鰹
緯
が

浮
か
ぴ
上
つ
て
く
る
。
こ
の
や
う
な
形
容
詞
が
名
詞
化
さ
れ
て

F
:
i
s
m
'
｀
と

い
ふ
形
態
が
生
じ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
近
代
人
の
歴
史
意
識
に
営
為
の
感
覺
が

接
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
ら
う
。

し
か
る
に
か
か
る
接
貼
を
形
成
し
た
の
は
十
七
世
紀
後
半
よ
り
ョ
ー
ロ
ッ
。
＾

に
輩
出
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
型
の
合
理
主
義
者
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
十
八
世
紀
に

な
っ
て
盛
に
使
用
さ
れ
始
め
た
？
・
i
s
m
"

と
い
ふ
近
代
語
の
根
基
に
な
っ
て

ゐ
る
形
容
詞
が
た
と
へ
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
語
や
中
世
の
ラ
テ
ン
語
に
遡
る
と
し

九

紀
以
降
に
現
れ
た
近
代
的
傾
向
の
紳
秘
家
た
ち
、
特
に
十
七
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
各
國

l
ィ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ド
イ
ツ
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン

ド
等
ー
に
躾
生
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
紳
秘
家
た
ち
を
モ
デ
ル
に
し
な
が
ら
語
ら

れ
る
や
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
ら
の
神
秘
家
た
ち
は
感
情
の
能
力
に
立
脚

し
て
、
紳
に
封
す
る
魂
の
受
動
性
に
徹
し
て
、
純
粋
な
愛
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
と

の
合
一
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
共
通
し
た
特
色
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
、
肉
證
が

お
か
れ
た
病
的
な
條
件
の
も
と
で
し
ば
し
ば
幻
想
的
な
心
霊
現
象
を
顕
示
し
た

と
受
取
ら
れ
た
。
こ
の
や
う
な
型
の
稗
秘
家
を
代
表
す
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
た

の
は
ス
ペ
イ
ン
の
ア
ヴ
ィ
ラ
の
テ
レ
サ
と
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
で
あ
り
、
ま
た
フ

ラ
ン
ス
の
ギ
ュ
イ
ヨ
ン
夫
人
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
十
八
世
紀
に
な
っ
て
啓
蒙
主

義
が
ョ
ー
ロ
ッ
パ
全
騰
を
風
靡
す
る
や
う
に
な
る
と
、
哲
學
や
宗
教
の
世
界
か

ら
稗
秘
主
義
の
潮
流
が
退
き
、
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
の
天
才
的
な
感
情
に
委
ね
ら

れ
る
や
う
に
な
り
、

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
言
葉
の
語
感
に
は
ま
す
ま
す
主
親
主

義
や
審
美
主
義
の
色
合
ひ
が
深
ま
つ
て
行
っ
た
。

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
雖
語
に
到
す
る
近
代
人
の
感
覺
と
、
近
代
英
語
に
お
い

て
賓
際
に
用
ゐ
ら
れ
て
き
た
意
味
の
歴
史
に
立
つ
て
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の

辟
書
に
お
け
る
m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
鼠
語
の
意
味
は
、
肯
定
的
に
語
ら
れ
た
事

例
に
基
く
第
一
義
と
し
て
、
次
の
や
う
に
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
。
「
紳
秘
家
た
ち

の
も
つ
て
ゐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
、
心
的
諸
傾
向
、
つ
ま
り
思
想
と
感
情
に
そ

な
は
る
習
慣
、
特
徴
。
紳
秘
的
な
数
義
も
し
く
は
精
誹
」
と
抽
象
的
な
規
定
が

掲
げ
ら
れ
た
の
ち
、
そ
の
具
骰
的
な
内
容
が
「
忘
我
に
導
く
観
想
に
よ
っ
て
、

紳
的
な
本
性
と
の
合
一
の
可
能
性
へ
の
確
信
。
知
性
的
な
理
解
力
に
と
つ
て
は



漠
然
と
し
た
仕
方
で
適
用
さ
れ
る
。

b
、
時
に
は
、

い
か
な
る
合
理
的
な
説

接
近
し
え
な
い
紳
祁
に
閥
す
る
知
識
を
獲
得
す
る
手
段
と
し
て
の
霊
的
直
観

も
し
く
は
高
揚
さ
れ
た
感
情
へ
の
信
頼
」
と
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が

ら
こ
の
や
う
に
規
定
さ
れ
た
宗
赦
経
験
乃
至
思
想
傾
向
を

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
名

づ
け
た
十
八
世
紀
の
ョ
ー
ロ
ッ
。
＾
は
超
自
然
的
な
恩
寵
を
否
定
す
る
合
理
主
義

が
時
代
精
紳
と
な
っ
て
ゐ
た
た
め
、

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
言
葉
は
憧
れ
の
念
も

伴
っ
た
好
奇
心
を
混
じ
へ
て
語
ら
れ
た
反
面
に
、
し
ば
し
ば
嫌
悪
と
軽
蔑
の
念

を
惹
起
し
た
で
あ
ら
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
の
辞
書
は

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
語
の
第
二
義
に
、
「
非
難
の
用
語
と

「
a
、
敵
意
あ
る
観
貼
か
ら
。
誹
秘
主
義
は
自
己
欺
踊
も
し
く
は
思
想
の
夢

見
心
地
な
混
濁
を
含
ん
で
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
用
語
は
し
ば
し
ば

こ
れ
ら
の
邪
悪
な
性
質
が
そ
こ
に
蹄
せ
ら
れ
る
や
う
な
宗
赦
信
仰
に
到
し
て

明
も
興
へ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
う
な
秘
赦
的
な
性
質
や
不
可
思
議
な

カ
の
想
定
を
包
込
ん
で
ゐ
る
と
断
定
さ
れ
た
哲
學
上
も
し
く
は
科
學
上
の
理

論
に
封
し
て
も
適
用
さ
れ
た
」
。

さ
う
し
て
こ
の
や
う
な
用
例
の
一
番
古
い
も
の
と
し
て
、
「
誹
秘
主
義
の
害
毒
」

に
つ
い
て
語
っ
た
一
七
六
三
年
の
ウ
ェ
ズ
レ
ー
の
日
記
が
畢
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

神
秘
主
義
者
の
證
瞼
や
主
張
が
分
析
的
理
性
や
科
學
的
自
然
に
封
す
る
否
定

を
含
ん
で
ゐ
る
と
見
ら
れ
た
以
上
、
稗
秘
主
義
を
敵
視
す
る
風
潮
は
一
九

0
ニ

年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
「
宗
教
的
純
瞼
の
多
様
性
」
を
刊
行
し
た

時
に
も
少
し
も
愛
つ
て
ゐ
な
い
。
彼
は
そ
の
な
か
で
「
”
稗
秘
主
義
“
と
”
稗
秘

し
て
」
用
ゐ
ら
れ
た
場
合
の
語
義
を
次
の
や
う
に
掲
げ
て
ゐ
る
。

J
o
n
e
sは
英
語
の
m
y
s
t
i
c
i
s
m
~

同
じ
―
つ
の
語
で
あ
り
な
が
ら
ド
イ
ツ
語

的
“
と
い
ふ
語
は
、
漠
然
と
し
て
ゐ
て
、
涯
し
な
く
披
り
、
感
情
に
訴
へ
て
ゐ

て
、
し
か
も
事
質
か
論
理
の
ど
ち
ら
に
も
基
礎
を
下
し
て
ゐ
な
い
と
見
倣
す
や

う
な
意
見
に
わ
れ
わ
れ
が
ぶ
つ
け
る
べ
き
、
純
然
た
る
非
難
の
用
語
と
し
て
し

(
1
)
 

ば
し
ば
用
ゐ
ら
れ
る
」
、
と
述
べ
て
ゐ
る
。

以
上
述
べ
た
や
う
に
、
英
語
の

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
輩
語
に
は
好
意
的
観

貼
に
立
つ
側
か
ら
の
と
、
敵
意
を
も
つ
側
か
ら
の
と
、
相
反
す
る
評
債
が
合
證

し
て
ゐ
て
、
雨
義
的
な
仕
方
で
使
用
さ
れ
て
き
て
ゐ
る
。
こ
の
貼
ド
イ
ツ
語
に

お
い
て
は
、
稗
秘
主
義
の
非
本
来
的
な
形
態
で
あ
る
主
観
的
な
奇
蹟
信
仰
や
狂

信
的
な
惑
溺
の
面
に
は
大
騰
に
お
い
て

M
y
s
t
i
z
i
s
m
u
s
と
い
ふ
語
が
嘗
て
ら

れ
、
哲
學
や
高
度
な
宗
教
に
お
け
る
本
来
的
な
紳
秘
主
義
を
さ
す

M
y
s
t
i
k
か

ら
謳
別
さ
れ
て
ゐ
る
。
大
著
「
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
入
門
」
を
書
い
た
ツ
ァ

ー
ン
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
は
「
誹
秘
的
生
活
の
慎
正
に
し
て
健
全

な
形
態
」
と
「
さ
ま
ざ
ま
な
擬
似
誹
秘
主
義
的
な
方
向
」
と
が
は
つ
き
り
園
別

さ
れ
、
前
者
に
は

M
y
s
t
i
k
と
い
ふ
名
稲
が
、
後
者
に
は

M
y
s
t
i
z
i
s
m
u
s
と

(

2

)

 

い
ふ
名
稲
が
興
へ
ら
れ
て
ゐ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い

て
は

la
m
y
s
t
i
q
u
e
も

le
m
y
s
t
i
c
i
s
m
e
 
..@ A.I..@
に
＋
＾
匡
』
に
お
い
て
涸
只
H
4
4心

形
態
を
さ
す
語
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
英
語
に
お

け
る

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
語
は
學
術
用
語
で
あ
り
な
が
ら
語
義
の
な
か
に
相

到
立
し
合
ふ
評
債
が
入
込
ん
で
ゐ
て
、
意
味
の
混
風
を
惹
き
起
す
結
果
を
招
い

て
ゐ
る
。
そ
の
た
め
に
、

E
n
c
y
c
l
o
p
a
e
d
i
a
of 
R
e
l
i
g
i
o
n
 
a
n
d
 Ethics, 

ed. 
b
y
 
J• 

H
a
s
t
i
n
g
s
の
マ
[Y
S
T
I
C
I
S
M
の
項
を
撥
嘗
し
た

R
u
f
u
s
M
.
 

1
0
 



紳
秘
主
義
の
語
義
に
つ
い
て
日

今
ま
で
述
べ
て
き
た
や
う
に

m
y
s
t
i
c
i
s
m

と
い
ふ
語
の
う
ち
に
本
来
的
用

法
と
非
本
来
的
用
法
と
が
混
同
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
、

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ

名
稲
の
も
と
に
賓
に
雑
多
な
領
域
が
含
め
ら
れ
て
を
り
、
そ
の
こ
と
が
因
で
し

ば
し
ば

m
y
s
t
i
c
i
s
m

全
橙
が
い
は
れ
な
き
軽
戦
を
招
い
た
り
、
憎
悪
の
劉
象

四

す
な
は
ち
そ
の
適
用
範
園
を
鳥
諏
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

に
お
け
る
相
反
す
る
性
格
を
も
っ
た

M
y
s
t
i
z
i
s
m
u
s

と

M
y
s
t
i
k

と
い
ふ
ニ

つ
の
語
の
等
債
物
す
な
は
ち
同
義
語

(
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
)

と
し
て
使
は
れ
る
や
う

(
3
)
 

に
な
っ
た
た
め
に
、
「
き
は
め
て
不
確
か
な
内
包
を
も
っ
た
語
」

a

w
o
r
d
 o
f
 

．
に
な
っ
た
と
歎
い
て
ゐ
る
。
し
た
が
つ
て
日

v
e
r
y
 u
n
c
e
r
t
a
i
n
 
c
o
n
n
o
t
a
t
i
o
n
 

本
語
に
お
い
て
、
英
語
の

m
y
s
t
i
c
i
s
m

も
し
く
は
ド
イ
ツ
語
の

M
y
s
t
i
k

と

い
ふ
語
の
諄
語
と
し
て
「
神
秘
主
義
」
と
い
ふ
言
葉
が
語
ら
れ
る
場
合
に
、
西

洋
の
近
代
語
に
お
け
る
意
味
の
雨
義
性
に
封
す
る
正
確
な
知
識
を
も
た
ず
に
自

己
流
の
定
義
に
依
存
す
る
と
、
空
疏
な
論
議
を
開
陳
す
る
こ
と
に
陥
り
や
す
い

の
で
、
そ
の
や
う
な
こ
と
は
十
分
に
警
戒
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
や

う
な
日
本
的
な
事
情
は
さ
て
措
き
、

m
y
s
t
i
c
i
s
m

の
語
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
急
が
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
た
め
に

m
y
s
t
i
c
i
s
m

と
い
ふ
箪
語
の
外
延

(

1

)
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の
背
後
に
隠
さ
れ
た
生
命
的
原
理
を
直
接
的
に
把
握
せ
ん
と
す
る
超
自
然
的
能

と
な
っ
た
。
非
本
来
的
な
仕
方
で

m
y
s
t
i
c
i
s
m

と
い
ふ
語
が
誤
用
さ
れ
る
場

合
に
は
、
悪
魔
信
仰
の
ご
と
き
迷
信
や
死
の
舞
踏
の
ご
と
き
集
閣
的
な
狂
氣
の

現
象
を
は
じ
め
と
し
て
、
古
代
末
期
よ
り
ル
ネ
サ
ン
ス
に
か
け
て
人
人
の
魂
を

凌
っ
た
占
星
術
や
敷
理
誹
秘
主
義
、

似
科
學
、

い
か
が
は
し
い
錬
金
術
や
廠
薬
な
ど
の
擬

ま
た
そ
れ
を
學
問
の
形
態
に
高
め
た
魔
術
的
自
然
學
や
紳
智
學
、
或

い
は
あ
ま
り
に
も
苛
酷
な
肉
骰
の
苦
行
や
心
霊
術
の
瞑
想
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形

態
に
お
け
る
霊
性
へ
の
集
中
、
さ
ら
に
は
反
社
會
的
分
子
の
政
治
的
・
宗
敦
的

な
秘
密
結
社
の
運
動
に
い
た
る
ま
で
の
廣
範
囮
な
領
域
が
、
そ
こ
に
含
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
現
象
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
多
岐
に
わ
た

り
、
詳
細
に
椀
討
し
て
ゐ
る
餘
裕
は
勿
論
な
い
が
、
い
ま
列
畢
し
た
さ
ま
ざ
ま

な
領
域
に
お
い
て
は
、
本
束
的
誹
秘
主
義
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
不
可
鉄
な

身
睦
的
原
理
か
ら
離
脱
し
た
霰
魂
の
観
念
が
確
立
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
、
非
本

束
的
な
神
秘
主
義
に
お
い
て
は
盛
的
存
在
と
自
然
的
存
在
と
の
犀
別
が
曖
昧
で

あ
る
。
さ
う
し
て
そ
こ
で
見
出
さ
れ
た
自
然
的
な
力
の
概
念
も
自
然
を
断
片
的

に
と
ら
へ
る
に
を
は
つ
て
ゐ
て
、
世
界
の
全
騰
的
認
識
に
結
び
つ
い
て
ゐ
な
い

し
、
霙
的
な
修
錬
の
方
も
世
界
超
越
と
純
梓
な
魂
と
し
て
の
自
己
認
識
に
到
逹

し
え
な
い
と
い
へ
や
う
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
こ
に
は
合
理
的
認
識

カ
ヘ
の
強
い
意
志
が
見
出
さ
れ
、
こ
の
や
う
な
意
味
に
お
い
て
紳
秘
的
と
い
ヘ

る
特
徴
が
現
れ
て
ゐ
る
。
し
た
が
つ
て
非
本
来
的
な
稗
秘
主
義
は
本
来
的
な
神

秘
主
義
の
い
ほ
ば
裾
野
を
形
成
し
て
を
り
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
本
来
の
神
秘
主

義
と
は
無
縁
で
は
な
い
。
こ
の
や
う
に
純
梓
に
涵
的
な
原
理
が
確
立
さ
れ
て
ゐ



ち
に
本
来
的
意
味
に
お
け
る
誹
秘
主
義
の
原
型
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

け
る
の
は
決
し
て
正
し
い
と
は
い
へ
な
い
。

な
い
非
本
来
的
な
誹
秘
主
義
に

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
名
稲
を
冠
せ
る
の
は
、

そ
こ
に
や
は
り
何
ら
か
の
形
で
根
源
的
生
命
の
原
理
と
し
て
の
霊
的
な
力
が
現

れ
、
そ
れ
が
軸
と
な
っ
て
人
間
と
世
界
と
の
交
流
が
成
立
つ
て
ゐ
る
の
が
認
め

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
無
條
件
的
に
そ
れ
ら
を

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
名
づ

そ
れ
で
は
無
條
件
的
に

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
名
稲
に
ふ
さ
は
し
い
、
本
来

的
意
味
に
お
け
る

m
y
s
t
i
c
i
s
m

の
領
域
に
含
め
ら
れ
る
の
は
い
か
な
る
も
の

で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
ま
づ
地
中
海
東
部
沿
岸
地
域
か
ら
ペ
ル
シ
ア
に
い
た
る

廣
大
な
空
間
に
稜
生
し
た
密
儀
宗
数
で
あ
り
、
特
に

m
y
s
t
i
c
a
l
と
い
ふ
術
語

の
起
源
と
な
っ
て
ゐ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
エ
レ
ウ
シ
ス
の
密
儀
宗
数
や
オ
ル
ペ

ウ
ス
数
や
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
崇
拝
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
密
儀
宗
数
は
地
縁
的
血

縁
的
原
理
に
と
ど
ま
つ
て
ゐ
た
民
族
宗
数
の
域
を
一
歩
越
え
出
て
を
り
、
こ
こ

に
お
い
て
は
じ
め
て
身
證
的
原
理
か
ら
切
断
さ
れ
た
霊
魂
の
観
念
が
成
立
し

た
。
さ
う
し
て
入
信
の
儀
式
を
通
過
し
て
霙
魂
の
浄
化
の
過
程
に
進
み
、
そ
の

段
階
を
上
昇
し
、
浄
化
が
完
成
す
る
と
光
に
照
さ
れ
て
見
紳
が
逹
成
さ
れ
る
。

以
上
の
形
態
に
お
い
て
密
儀
は
組
織
さ
れ
、
こ
の
や
う
に
し
て
密
儀
宗
教
の
う

こ
の
や
う
な
稗
話
的
世
界
認
識
を
背
景
と
し
た
密
儀
宗
数
は
古
典
期
に
お
い

て
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
の
説
い
た
霊
魂
の
不
減
性
と
哲
學
的
死
に
よ
る
イ

デ
ア
の
直
観
の
根
源
を
な
し
て
ゐ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
善
の
イ
デ
ア
を
さ

ら
に
一
切
の
存
在
と
知
的
直
観
の
彼
岸
へ
超
出
さ
せ
、
純
粋
な
一
者
を
原
理
と

し
た
員
正
な
る
神
秘
主
義
の
哲
學
を
完
成
し
た
の
が
プ
ロ
チ
ノ
ス
と
プ
ロ
ク
ロ

仰
告
白
を
行
ふ
こ
と
は
直
ち
に
紳
學
的
論
争
の
渦
中
に
立
た
さ
れ
る
と
い
ふ

ほ
悉
く
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
深
い
影
響
下
に
立
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ス
を
頂
貼
と
す
る
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
に
お
い
て
プ

ロ
チ
ノ
ス
の
弟
子
た
ち
が
密
儀
宗
数
の
儀
證
に
閥
心
を
抱
い
た
の
も
興
味
深
い

事
賓
で
あ
ら
う
。
い
づ
れ
に
せ
よ
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
哲
學

的
誹
秘
主
義
こ
そ
員
に
本
来
的
な
意
味
に
お
け
る

m
y
s
t
i
c
i
s
m

の
名
が
適
用

さ
る
べ
き
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
學
が
キ
リ
ス
ト

数
か
ら
獨
立
し
た
近
世
に
お
い
て
哲
學
的
紳
秘
主
義
者
と
し
て
算
へ
ら
る
べ
き

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
フ
ィ
チ
ー
ノ
や
プ
ル
ー
ノ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ペ
ル
ク
ソ
ン
ら

ギ
リ
シ
ア
文
化
に
源
を
稜
す
る
哲
學
的
紳
秘
主
義
と
な
ら
ん
で
イ
ス
ラ
エ
ル

の
宗
教
的
博
統
か
ら
も
誹
秘
主
義
の
立
場
が
痰
現
し
た
。
原
始
キ
リ
ス
ト
数
時

代
に
キ
リ
ス
ト
信
仰
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
霊
と

し
て
の
キ
リ
ス
ト
と
の
同
時
性
の
場
が
「
律
法
の
外
に
」

xep~S
て令
0
0
（ロマ

璽
―
―
ー
ニ
―
)
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
啓
示
信
仰
と
紳
秘
主
義
と
が
一
っ

に
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
キ
リ
ス
ト
に
到
す
る
信

こ
と
を
意
味
し
た
。
ナ
ザ
レ
の
人
た
る
イ
ニ
ス
が
誹
の
子
た
る
キ
リ
ス
ト
で
あ

る
こ
と
を
證
明
す
る
や
う
に
強
ひ
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
に
と
つ
て
は
、
信
仰
と

は
箪
に
櫂
威
に
服
従
す
る
こ
と
だ
け
に
は
と
ど
ま
り
え
ず
、
歴
史
の
唯
中
に
現

成
し
た
永
遠
の
現
在
に
立
つ
て
、
「
神
の
奥
義
な
る
キ
リ
ス
ト
を
知
る
こ
と
」

(br:,r
萎
吾
Tocl

苓
0
3
p
t
o
u
g
e
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0
e
o
c
l
.
x
p
ミ
T
o
c
l
3）
（
コ
ロ
サ
イ
書
ニ
ー
ニ
）

に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
の
唱
へ
た
「
稗
の
奥
義

を
知
る
」
と
い
ふ
こ
と
と
「
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
」
と
い
ふ
こ
と
と
の
同
一
化



紳
秘
主
義
の
語
義
に
つ
い
て
日

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

秘
主
義
は
哲
學
と
宗
敦
以
外
に
藝
術
の
領
域
に
も
現
れ
て
を
り
、
紳
秘
主
義
の

念
論
的
形
而
上
學
、
さ
ら
に
高
等
宗
教
の
各
領
域
に
現
れ
て
ゐ
る
。
し
か
も
そ

以
上
の
や
う
に
、
西
洋
世
界
に
お
け
る
本
来
的
稗
秘
主
義
は
密
儀
宗
数
と
観

か
ら
露
性
が
自
由
に
近
出
る
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

キ
リ
ス
ト
敦
紳
秘
主
義
の
も
っ
と
も
深
い
表
現
で
あ
る
。
ま
た
中
世
初
期
の
聖

家
の
霰
性
を
培
っ
た
祈
り
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
建
築
の
構
造
そ
の
も
の
が

さ
ら
に
眼
を
建
築
の
世
界
に
移
せ
ば
、
ゴ
チ
ッ
ク
の
大
伽
藍
は
中
世
の
紳
秘

て
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
古
代
末
期
よ
り
中
世
を
紐
て
ル
ネ
サ
ン
ス
期
、
さ
ら
秘
的
娠
性
が
活
き
活
き
と
現
れ
て
ゐ
る
。

法
を
内
面
的
統
一
に
も
た
ら
す
方
向
に
見
出
さ
れ
る
の
ほ
紳
秘
的
直
観
に
お
い

ギ
リ
ス
文
學
の
イ
ェ
ー
ツ
、
さ
ら
に
ゲ
オ
ル
ゲ
な
ど
の
抒
情
詩
の
世
界
に
、
誹

は
ヨ
ハ
ネ
紳
學
に
お
い
て
は
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
一
切
の
キ
リ
ス

や
が
て
キ
リ
ス
ト
数
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
に
浸
透
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
キ

リ
ス
ト
の
癖
證
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
ギ
リ
シ
ア
哲
學
と
の
内
面
的
結
合
を
要
求

援
用
し
た
塞
書
解
繹
に
基
き
、

を
母
胎
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
数
の
員
理
概
念
を
確
立
し
よ
う
と
努

め
た
が
、
頂
理
認
識
を
め
ぐ
つ
て
射
立
し
合
ふ
信
仰
と
知
性
と
い
ふ
二
つ
の
方

に
十
七
世
紀
に
い
た
る
長
期
間
に
わ
た
っ
て
、
き
は
め
て
多
彩
な
キ
リ
ス
ト
数

軸
秘
主
義
が
花
開
い
た
。
こ
の
ほ
か
盛
期
中
世
に
は
ユ
ダ
ヤ
敦
と
イ
ス
ラ
ム
数

ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
高
度
に
雛
證
法
的
な
論
理
と
結
び

つ
い
た
誹
秘
主
義
も
ョ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
重
大
な
衝
撃
を
輿
へ
、
そ
の
残
像
は

ス
ピ
ノ
ザ
に
及
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
成
立
そ
の
も
の
に
根
抵
か
ら
か
か
は
る
や
う
な
仕
方

で
現
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
や
う
な
言
葉
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
誹

概
念
と
歴
史
を
語
る
た
め
に
は
、
藝
術
に
お
け
る
誹
秘
主
義
の
展
望
も
見
落
し

文
學
の
世
界
で
は
、
中
世
の
初
期
に
は
じ
ま
る
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
キ
リ

す
る
に
い
た
る
。
敦
父
哲
學
に
お
い
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
學
の
概
念
と
論
理
を

ト
教
誹
秘
主
義
の
源
泉
が
あ
る
。

ス
ト
ヘ
の
愛
を
謡
っ
た
詩
や
キ
リ
ス
ト
受
難
劇
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
憩
愛

を
讃
へ
た
騎
士
文
學
や
世
俗
歌
謡
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
紳
秘
主
義
の
深
い
影
響

が
見
ら
れ
る
。
近
世
に
お
い
て
は
、
哲
學
や
紳
學
の
世
界
よ
り
は
む
し
ろ
文
學

に
お
い
て
紳
秘
主
義
の
血
脈
が
侮
へ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ダ
ソ
テ
と
ペ
ト
ラ
ル

力
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、

ゲ
ー
テ
の
自
然
観
に
到
す
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
影

響
も
夙
に
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
。
降
つ
て
は
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
や
プ
レ
イ
ク
に
代
表

さ
れ
る
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
、
象
徽
主
義
の
マ
ラ
ル
メ
や
ク
ロ
ー
デ
ル
、
現
代
イ

堂
で
歌
ひ
織
が
れ
て
き
た
讃
美
歌
や
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
来
の
昔
架
論
の

系
譜
も
キ
リ
ス
ト
数
紳
秘
主
義
の
重
要
な
側
面
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
大
伽
藍

で
響
い
た
で
あ
ら
う
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
よ
り
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
の
モ
テ
ッ
ト
や
ミ

サ
曲
に
い
た
る
キ
リ
ス
ト
数
音
榮
は
、
十
四
世
紀
ド
イ
ツ
の
誹
秘
家
ハ
イ
ン
リ

ヒ
・
ゾ
イ
ゼ
が
罷
瞼
し
た
天
使
と
の
合
唱
に
深
く
通
ず
る
も
の
を
感
じ
さ
せ

る
。
彫
刻
や
綸
壷
の
世
界
で
も
、
中
世
の
素
朴
な
聖
像
と
ガ
ラ
ス
鎗
、
聖
者
物

語
の
場
面
の
素
描
を
は
じ
め
、
近
代
の
本
格
的
な
綸
書
＿
で
も
、
澄
切
っ
た
天
上

の
淫
ら
か
さ
を
描
き
え
た
ジ
オ
ッ
ト
ー
や
幻
想
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
と
の
合
一

を
表
現
し
た
グ
レ
コ
、
さ
ら
に
降
つ
て
タ
ー
ナ
ー
や
ル
オ
ー
に
は
素
材
の
な
か



る
も
の
で
は
な
く
、

一
そ
の
も
の
で
あ
る
客
観
的
な
賞
在
の
側
か
ら
の
直
接
的

験
は
「
主
證
の
側
」
か
ら
の
直
接
的
把
捉
で
あ
る
直
観
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す

今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
か
に
な
っ
た
や
う
に
、

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い

ふ
用
語
の
適
用
範
園
は
、
本
来
的
意
味
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
場
合
に
限
つ
て

も
、
古
代
世
界
に
お
け
る
密
儀
宗
数
、
観
念
論
的
形
而
上
學
お
よ
び
高
等
宗
赦

る
。
さ
う
し
て
こ
れ
ら
の
領
域
に
お
い
て

m
y
s
t
i
c
i
s
m

の
立
場
や
傾
向
を
代

表
す
る
も
の
と
し
て
算
へ
ら
れ
る
べ
き
多
彩
な
思
想
家
や
天
才
を
見
渡
す
な
ら

ば、

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
呼
ば
れ
る
立
場
の
特
色
は
、
純
粋
な
一
そ
れ
自
骰
と
し
て

見
出
さ
れ
た
賓
在
全
臆
の
究
極
的
原
理
ー
多
く
の
場
合
に
誹
と
名
づ
け
ら
れ

の
人
間
の
間
に
、
直
接
的
な
合
一
の
経
験
が
成
立
し
て
を
り
、

か
か
る
紐
瞼
に

基
い
て
賓
在
全
罷
が
説
明
さ
れ
、
且
つ
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ

一
般
に
人
間
的
意
識
の
内
部
に
お

紳
と
魂
と
の
誹
秘
的
合
一
に
つ
い
て
は
、

け
る
多
様
性
の
統
一
化
を
と
ほ
し
て
成
立
つ
主
観
的
性
格
の
も
の
と
解
繹
さ
れ

て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
波
多
野
精
一
が
紳
秘
主
義
の
精
神
に
深
く
燭
れ
て
ゐ
な
が

(

1

)

 

ら
、
紳
秘
主
義
の
「
本
質
規
定
」
を
専
ら
「
主
證
の
側
罷
瞼
の
側
よ
り
見
」
よ

う
と
し
て
、
「
神
秘
主
義
が
イ
デ
ア
リ
ス
ム
の
極
端
化
徹
底
化
で
あ
る
こ
と
も

(

2

)

 

明
か
と
」
見
倣
し
て
ゐ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
誹
秘
的
合
一
の
経

な
現
前
も
不
可
鋏
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
、
直
槻
と
現
前
と
が
―
つ
の
事
賞
と
な

る
と
こ
ろ
に
合
一
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
合
一
の
完
成
で
あ
る
脱
自
に
お
い

る。 る
ー
と
、

一
切
の
感
性
的
原
理
か
ら
の
脱
却
を
完
成
し
た
純
粋
な
魂
と
し
て

か
ら
、
さ
ら
に
墓
術
ま
で
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
わ
た
つ
て
ゐ
る
の
で
あ

近
代
語
の

m
y
s
t
i
c
a
l
と
い
ふ
形
容
詞
の
本
に
な
る
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
く

ギ
リ
シ
ア
語
の

P
g
a
E
6
S

で
あ
る
が
、
こ
の
語
が
學
術
用
語
と
し
て
盛
に
使

は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
護
敦
家
で
あ
る
ク
レ
メ
ン

暦
三
世
紀
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て
の
所
謂
ギ
リ
シ
ア
数
父
と
呼
ば
れ
る
人
人
の

ス
や
オ
リ
ゲ
ネ
ス
、
さ
ら
に
敦
會
史
家
と
し
て
名
高
い
ニ
ウ
七
ビ
オ
ス
な
ど
西

形
容
詞
の
意
味
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

十
八
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い

ふ
名
詞
の
基
本
的
な
意
味
は
、
そ
の
根
幹
を
な
し
て
ゐ
る

m
y
s
t
i
c
a
l
と
い
ふ

語
さ
れ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
界
の
用
語
と
し
て
登
場
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は

最
初
に
述
べ
た
や
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
由
来
す
る
ラ
テ
ン
語
の

m
y
s
t
i
c
u
s

と
い
ふ
形
容
詞
を
最
上
級
に
し
て

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
近
代
語
の
名
詞
が
造

五

(

1

)

 

(

2

)

 

波
多
野
精
一
、
宗
教
哲
學
、
全
集
第
四
巻
―
一
五
頁
。

同

一

三

0
頁。

あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
追
究
す
る
の
は
こ
こ
で
は
適
嘗
で
な

い
の
で
、
紳
秘
主
義
の
立
場
の
特
色
を
一
往
こ
の
や
う
に
了
解
し
た
上
で
、

こ
の
や
う
な
性
格
を
も
つ
思
想
傾
向
を
表
示
す
る
た
め
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る

m
y
s
t
i
c
i
s
m
と
い
ふ
用
語
の
意
味
が
本
来
的
な
仕
方
で
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
場
合

を
、
そ
の
語
源
と
歴
史
的
用
法
に
遡
つ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

で
あ
っ
て
、
主
観
性
と
客
観
性
と
の
完
き
自
己
同
一
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で

て
は
直
観
も
消
減
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
紳
秘
的
経
瞼
は
鰹
瞼
の
自
己
超
越

一四



紳
秘
主
義
の
語
義
に
つ
い
て

H

し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
進
ん
で
苓
O
T
B
i
S

と
い
ふ
形
容
詞
が
哲
學
上
、

紳
學
上
の
或
る
特
定
の
立
場
を
明
確
に
主
張
す
る
語
と
し
て
は
じ
め
て
使
用
さ

れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
五
世
紀
の
末
ご
ろ
の
人
と
推
定
さ
れ
る
低
デ
ィ
オ

ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
。
＾
ギ
ー
ク
で
あ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
彼
は
「
紳
秘
紳

學
に
つ
い
て
1

テ
ィ
モ
テ
に
宛
て
て
|
—
ー
」
(
H
e
p
~
P
u
o
T

へ
k
i
g
o
e
o

ざ
r
E
a
~

が
つ
て
ゐ
る
。

も
な
く
。
ハ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
数
的
に
轄
用
さ
れ
た
意
味
の
偉
統
に
し
た

紳
性
の
在
り
方
を
特
徴
づ
け
る
と
と
も
に
、
魂
に
よ
る
紳
認
識
の
完
成
さ
れ
た

情
態
を
表
す
言
葉
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
注
目
さ
る

べ
き
こ
と
は
、
溶
o
g
&
S
と
い
ふ
形
容
詞
が
た
だ
そ
れ
だ
け
で
箪
獨
に
出
現
し

た
の
で
は
な
く
、
逗
o
g
t
e
S
S
と
い
ふ
圃
詞
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、

p
g
g
r
er
e
a
 

（
奥
義
に
通
暁
す
る
こ
と
）
、

p
u
o
t
a
r
er6r, 
C

霙
性
上
の
数
師
）
、

P
6
o
t
7
g
（紳

秘
家
）
と
い
っ
た

p
u
o
T
i
p
目
（
奥
義
）
と
い
ふ
語
と
密
揆
な
閥
係
に
あ
る
一

聯
の
単
語
と
の
組
合
せ
に
お
い
て
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
つ
て
ギ
リ
シ
ア
敦
父
た
ち
に
お
い
て
も
苓
o
g
&
S
と
い
ふ
形

容
詞
は

p
u
o
t
苓
目
と
い
ふ
語
と
の
密
接
な
聯
閥
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
溶
0
w
r
 

e
 rEa, 
μ6<n:YJr,;, 
μ

g
ふ
pg
を
と
い
ふ
語
は
元
来
ギ
リ
シ

ア
の
密
儀
宗
教
に
由
来
し
て
ゐ
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
数
父
に
お
い
て
は
い
ふ
ま
で

に
お
い
て
ほ
じ
め
て
逗
O
T
B
K
合
と
い
ふ
形
容
詞
が
、

著
作
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
ら
は
ギ
リ
シ
ア
哲
學
の
方
法
を
援
用
し
た
薔
約
聖

書
の
象
徽
的
解
繹
に
基
い
て
ユ
ダ
ヤ
数
哲
學
を
樹
立
し
た
ピ
ュ
ロ
ン
を
範
と
し

て
、
最
初
の
本
格
的
な
キ
リ
ス
ト
教
哲
學
を
形
成
し
た
が
、
そ
の
彼
ら
の
著
作

一
そ
れ
自
餞
と
し
て
の

一五

（
未
完
）

屯
O
S
T
ま
oeoy)

と
い
ふ
小
冊
子
に
お
い
て
、
「
紳
秘
的
」

p
o
o
gふ
と
い
ふ

形
容
詞
を
彼
の
「
否
定
紳
學
」
の
立
場
を
端
的
に
特
徴
づ
け
る
言
葉
と
し
て
語

つ
て
ゐ
る
。
さ
ら
に
「
誹
名
論
」

(
H
e
p
~
o
e
t
e
p
O
u
o苓
d
g
e
u
)

の
第
二
巻
に
お

い
て
も
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
「
誹
學
要
綱
」
（
起

Ocoiorへこ
d
0
t
oへx
eへ
念

g)
に

言
及
し
つ
つ

P
o
0
T
（
ぶ
と
い
ふ
形
容
詞
を
用
ゐ
て
ゐ
る
。
侭
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ

ス
は
こ
の
語
に
よ
っ
て
、
言
葉
を
狼
す
る
以
前
の
暗
闇
と
沈
獣
に
と
ど
ま
つ
て

人
格
性
の
場
を
も
超
え
た
稗
的
な
無
と
の
直
接
的
自
己
同
一
性
を
表
現
し
て
ゐ

る
。
彼
の
輿
へ
た
こ
の
や
う
な
意
味
内
容
こ
そ
ク
レ
メ
ン
ス
と
オ
リ
ゲ
ネ
ス
以

来
の
語
法
の
到
逹
貼
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
苓
o
g
E
6
S

と
い
ふ
形
容
詞
の
も

っ
と
も
本
来
的
な
語
義
を
明
か
に
す
る
た
め
に
は
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の

テ
ク
ス
ト
に
帥
し
て
こ
の
語
の
用
法
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


