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け
は
孔
子
は
別
の
と
き
に
「
詩
に
興
り
、
礼
に
立
ち
、
楽
に
成
る
。
」

こ
の
。
＾
リ
ー
語
に
つ
い
て
古
来
多
く
の
学

と
教
え
ら
れ
、
ま
た
「
詩
を
学
ば
ざ
れ
ば
、
も
っ
て
言
う
こ
と
な

か
か
る
理
解
の
通
り
で
あ
ろ
う
か
。

今
日
の
東
洋
に
お
け
る
政
治
学
、
わ
け
て
わ
が
国
や
中
国
の
そ
れ
に
つ
い
て
現
実
主
義
が
大
い
に
力
を
得
、
理
想
主
義
の
政
治
学
が
振

わ
な
い
の
は
、
宗
教
ま
た
は
哲
学
に
お
い
て
東
洋
の
多
く
の
ひ
と
び
と
に
よ
っ
て
解
せ
ら
れ
る
理
想
主
義
が
人
類
の
衝
動
を
超
越
し
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
と
理
想
主
義
に
社
会
進
化
の
観
念
を
欠
く
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
宗
教
ま
た
は
哲
学
に
お
け
る
理
想
主
義
が
は
た
し
て

さ
て
孔
子
は
「
命
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
も
っ
て
君
子
た
る
な
く
、
礼
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
も
っ
て
立
つ
な
く
、
言
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
も
っ
て

人
を
知
る
な
し
。
」
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
「
言
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
も
っ
て
人
を
知
る
な
し
。
」
（
不
知
言
、
無
以
知
人
也
。
）
の
「
言
」
の
意

味
に
つ
い
て
説
が
大
い
に
わ
か
れ
て
い
る
が
、
荻
生
祖
株
が
こ
の
「
言
」
を
「
詩
経
・
書
経
」
と
解
し
て
い
る
の
が
、
正
し
い
。
そ
の
わ

し
。
（
不
学
詩
、
無
以
言
。
）
…
…
礼
を
学
ば
ざ
れ
ば
、
も
っ
て
立
つ
こ
と
な
し
。
」
と
示
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。

注
。
与
謝
野
鉄
幹
の
作
詩
「
人
を
恋
う
る
歌
」
に
「
…
…
友
を
選
ば
ば
書
を
読
み
て
六
部
の
き
ょ
う
気
四
分
の
熱
…
…
あ
あ
わ
れ
コ
レ
ッ
ジ
の
奇
才

な
く
バ
イ
ロ
ン
ハ
イ
ネ
の
熱
な
き
も
石
を
い
だ
き
て
野
に
う
た
う
芭
蕉
の
さ
び
を
喜
ば
ず
」
と
あ
る
「
書
」
と
は
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
荻

生
の
解
釈
に
お
け
る
書
経
を
意
味
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
芭
蕉
の
さ
び
を
喜
ぶ

p
r
e
t
g
t
i
o
n

の
多
い
当
時
の
社
会
に
お
い
て
与
謝
野
が
あ
え

て
上
の
作
詩
を
世
に
出
し
た
勇
気
と
英
オ
を
尊
ぶ
。

一
方
に
お
い
て
釈
迦
は

v
a
y
a
d
h
a
m
m
i
i
samkhiirii
と
い
う
有
名
な
遣
訓
を
残
さ
れ
た
。

者
。
宗
教
家
が

a
巳
ccii
samkhi=irii 
(
諸
行
無
常
）
と
解
す
る
に
対
し
、

視
す
る
の
否
を
論
証
し
て
、

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

ひ
と
り
富
永
半
次
郎
は

v
a
y
a
i
l
h
1
1
m
m
a
を

a
巳
c
c
a
と
同
一

サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
法
華
経
の

r
d
d
h
y
a
b
h
i
s
a
m
s
k
a
r
a
を
人
間
の
理
想
と
し
て
強
調
し
て
い
る
が
、
富
永
の
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ー

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

解
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
釈
迦
の
真
意
を
見
る
。

る
に
こ
の
衝
動
は
同
時
に
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
進
化
の
契
機
(
m
o
m
e
n
t
)

長
母
音
ま
た
は
二
重
母
音
た

し
か
ら
ば
、
孔
子
も
釈
迦
も
個
個
の
人
間
の
衝
動
を
離
れ
て
は
人
間
の
本
質
を
理
解
し
え
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
「
存
在
は
本
質
に
先
立
つ
。
」
と
い
う
原
理
を
承
認
す
る
近
代
哲
学
に
お
け
る
正
し
い
結
論
で
も
あ
り
、

正
し
い
儒
教
と
仏
教
を
発
見
し
た
荻
生
、
富
永
両
大
家
の
業
績
は
さ
す
が
に
偉
大
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

か
く
て
う
え
の
衝
動
は
政
治
を
含
む
人
類
社
会
生
活
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
は
東
洋
の
古
典
に
お
い
て
も
明
白
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か

で
あ
り
、
こ
の
点
を
東
洋
の
古
典
こ
と
に
儒
教
の
聖
典
に

お
い
て
明
白
に
す
る
の
は
不
可
能
で
な
い
に
し
て
も
、
す
こ
ぶ
る
困
難
で
あ
り
、
従
っ
て
東
洋
の
古
典
主
義
で
は
人
類
の
歴
史
を
固
定
的

to 
ti 
e
n
 e
i
n
a
i
に
つ
い
て
今
日
ま
で
誤
れ
る
解
釈
が
与
え
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
正
当
な
解
釈
を
欠
い
て
い
て
、

ト
テ
レ
ー
ス
の
生
物
進
化
論
と
社
会
進
化
論
が
無
視
さ
れ
た
。
わ
た
く
し
の
こ
こ
に
論
述
し
よ
う
と
す
る
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
い

わ
ゆ
る
t
o
ti 
e
n
 e
i
n
a
i
の
真
義
を
、
今
ま
で
の
研
究
に
見
ざ
る
程
度
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
欲
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
そ
は
現
代
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
政
治
哲
学
、
否
ひ
ろ
く
政
治
哲
学
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
大
ぎ
な
宿
題
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。

な
お
引
用
す
る
ギ
リ
ジ
ャ
語
に
つ
い
て
は
、
印
刷
の
都
合
か
ら
、
全
部
t
r
a
n
s
l
i
t
e
r
a
t
e
す
る
こ
と
に
し
た
。

て
は
、
a
,
i
,
 

u
と
a
7
I
"
a
の
区
別
を
す
る
。

る
こ
と
を
示
す
。

に
考
え
る
傾
向
が
大
で
あ
る
。

と
く
に
し
る
す
こ
と
を
必
要
と
す
る
私
の
考
案
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

g

は
ア
ク
サ
ソ
・
シ
ル
コ
ソ
フ
レ
ッ
ク
ス
を
用
い
、
そ
の
下
の
母
音
が
、

accentus 
c
i
r
c
u
m
 
e
x
u
s
 

そ
の
う
え
西
洋
の
古
典
に
お
い
て
も
こ
の
傾
向
が
少
く
は
な
く
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
哲
学
に
お
い
て
さ
え
、

ニ
四

た
だ
a
,
i
.
 

u
に
つ
い

そ
の
結
果
は
ア
リ
ス

従
っ
て
う
え
の
ご
と
き

本
質
を
意
味
す
る

こ
う
し
た
究
明
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A 

記
し
、
教
授
に
心
か
ら
の
謝
意
を
さ
さ
げ
る
。

が
、
こ
の
原
則
に
従
っ
て
定
冠
詞
の
ア
ク
サ
ン
を
記
入
し
て
い
る
。

二
五

も
活
用
例
に
お
い
て

h
e
h
t
h
e
r
i
o
n
,
 
h
e
h
 t
h
e
6
s
 
(
A
r
i
s
t
o
t
e
l
e
s
)
 

る
と
き
、
つ
ぎ
に
語
が
来
れ
ば
、

3
 

2
 
母
音
の
あ
と
の

h
は
そ
の
前
の
母
音
が
長
母
音
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

と
変
る

ア
ボ
ス
ト
ロ
フ
ィ
に
つ
い
て
|
ー
ー
ai9CDli901i

と

transliterate

す
べ
き
と
こ
ろ
は
ア
ボ
ス
ト
ロ
フ
ィ
を
用
い
て
界
界

019

と

し
た
。
こ
れ
ビ
ザ
ン
チ
ソ
時
代
の
正
字
法
に
従
う
現
代
の
正
字
法
に
お
け
る

iota
s
u
b
s
c
r
i
p
t
u
m

を
ア
ボ
ス
ト
ロ
フ
ィ
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
ア
ク
サ
ン
。
シ
ル

n
ン
フ
レ
ッ
ク
ス
を
用
い
る
場
合
は
翌
界
6
"

の
例
に
よ
る
。

な
お
ギ
リ
シ
ャ
語
の
定
冠
詞
は
単
数
（
男
性
）
、
（
女
性
）
、
（
中
性
）
の
順
で

h
o
,
h
e
,
 
t
6
で
あ
り
、
複
数
は
こ
の
順
で

hoi,
hai, t
a
 

で
あ
る
が
、

ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
、
あ
る
語
が
そ
の
最
後
の
音
節
に

a
c
c
e
n
t
u
s
 
a
c
u
t
u
s
 
t
，
な
わ
ち
ア
ク
サ
ン
・
テ
ー
ギ
ュ
を
結
5

っ
て
い

原
則
と
し
て
そ
の
ア
ク
サ
ン
・
テ
ー
ギ
ュ
を

a
c
c
e
n
t
u
s
g
r
a
v
u
s
す
な
わ
ち
ア
ク
サ
ン
・
グ
ラ
ー
ヴ

に
変
え
、

h
e
h
…

h
e
h
(
a
u
t
 
••• 

aut, 
e
i
t
h
e
r
…

o
r
)
 

末
筆
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
引
用
に
つ
い
て
は
京
大
名
誉
教
授
文
博
田
中
秀
央
先
生
の
ご
示
教
を
仰
い
だ
こ
と
の
少
く
な
い
こ
と
を

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
い
わ
ゆ
る
ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
。
ニ
イ
ナ
イ
の
意
義
を
論
述
す
る
に
先
立
っ
て
、
理
想
と
理
想
主
義
の
意
義
を

明
ら
か
に
す
る
を
便
宜
と
す
る
。
理
想
と
は
宇
宙
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
事
物
の
進
化
の
究
極
と
考
え
ら
れ
る
最
高
の
状
態
で
あ
り

こ
れ
に
絶
対
理
想
の
み
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
絶
対
理
想
と
相
対
理
想
と
が
認
め
ら
れ
る
湯
合
が
あ
り
、
現
実
的
事
物
に
つ
い
て
そ
の
本

質
と
い
う
語
は
、
絶
対
理
想
の
み
を
認
め
る
場
合
、
こ
の
絶
対
理
想
を
指
し
、
絶
対
理
想
と
相
対
理
想
を
認
め
る
場
合
、
後
者
た
る
相
対

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私
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ト
テ
レ
ー
ス
を
解
し
て
思
え
ら
く
、
う
え
の
「
個
物
に
先
立
つ
普
遍
」
ー
|
坤
り
の
創
造
時
に
お
け
る
、

神
の
心
に
存
す
る
個
物
の
本
性

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

理
想
を
指
す
。
う
え
の
進
化
に
は
な
ん
ら
か
の
倫
理
的
実
践
が
伴
う
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
実
践
は
人
類
の
意
思
自
由
を
前
提
と
す
る
。
ま

た
こ
の
進
化
は
自
然
法
と
実
定
法
に
従
う
秩
序
の
う
ち
に
行
わ
れ
、
実
定
法
は
自
然
法
に
奉
仕
す
る
。
し
か
ら
で
こ
の
秩
序
は
絶
対
理
想

の
意
義
か
ら
考
え
て
宇
宙
秩
序
を
構
成
す
る
。
か
く
の
ご
と
き
理
想
を
認
め
る
哲
学
ま
た
は
宗
教
を
理
想
主
義
と
い
い
、
認
め
な
い
も
の

を
そ
れ
に
対
し
て
現
実
主
義
と
い
う
。
ま
た
う
え
の
理
想
を
認
め
る
も
う
え
の
ご
と
き
倫
理
的
実
践
と
う
え
の
ご
と
含
宇
宙
秩
序
を
認
め

な
い
も
の
を
理
想
主
義
に
対
す
る
神
秘
主
義
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
広
義
に
お
い
て
理
想
主
義
と
い
う
と
ぎ
は
こ
の
神
秘
主
義
を
も
含
ん
．
で

い
る
が
、
厳
密
な
意
味
で
理
想
主
義
と
い
う
と
き
神
秘
主
義
を
含
ま
な
い
。

学
派
に
属
す
る
ひ
と
び
と
の
解
釈
で
あ
る
。

a
n
t
e
 r
e
m
,
 pl. 
universalia 
a
n
t
e
 res) 

(
u
n
i
v
e
r
s
a
l
e
 
i
n
 re, 
pl. 
universalia 
i
n
 rebu~) 

s
u
n
t
 realia 
i
n
 r
e
b
u
s
,
)
 
と
称
し
た
。

し
か
も
こ
の
考
え
に
よ
っ
て
ア
リ
ス

は
ア
リ
ス
ト
ア
レ
ー
ス
の
説
を
知
ら
ず
し
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
い
わ
ゆ
る

の
解
釈
に
つ
い
て
今
日
も
っ
と
も
大
い
な
る
勢
力
を
有
し
て
い
る
の
は
ト
マ
ス

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

(
T
h
o
m
a
s
A
q
u
i
n
a
s
)

の
恩
師
、

「
普
遍
」

(universale,
pl., 
universalia)

は
「
個
物
に
先
立
つ
普
遍
」

(
u
n
i
v
e
r
s
a
l
e

で
あ
る
と
し
て

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
恩
師
の
こ
の
考
え
を
継
承
し
、

|
ー
を
完
全
な
る
も
の
と
し
、
意
思
決
定
論
を
と
り
、
こ
の
説
に
反
対
し
ダ
ソ
ズ
・
ス
コ
ウ
タ
ス

(
D
u
n
s
S
c
o
t
u
s
)

は
す
で
に
述
べ
た

ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
説
を
継
承
し
な
が
ら
「
個
物
の
う
ち
に
あ
る
普
遍
」
を
完
全
な
も
の
と
し
、

し
か
も
唯
名
論
に
近
い
も
の
を
主
張
し
、

か
つ
善
な
る
ゆ
え
神
が
命
ず
る
の
で
な
く
、
神
が
命
ず
る
ゆ
え
善
で
あ
る
と
し
て
、
意
思
自
由
論
を
と
っ
た
。

ト
マ
ス
学
派
に
属
す
る
多
く
の
ひ
と
び
と
は
ト
マ
ス
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
説
を
以
上
の
ご
と
く
解
す
る
と
と
も
に
こ
の
解
釈
に
お
い
て
い

「
普
遍
は
個
物
の
う
ち
に
あ
る
実
在
で
あ
る
。
」

(universalia 

と
し
て
個
物
い
ぜ
ん
に
神
の
理
性
の
う
ち
に
あ
る
と
と
も
に

t
o
 
ti 
e
n
 einai 

ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス

(
A
l
b
e
r
t
u
s
)

「
個
物
の
う
ち
に
あ
る
普
遍
」

二
六
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う
創
造
と
は
原
姶
宇
宙
論

(primitive
c
o
s
m
o
l
o
g
i
e
s
)
 
1l
意
味
す
る
創
造
で
は
な
く
、
プ
ラ
ト
ー
ン
や
教
父
哲
学
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
・

ヌ
ス
の
宇
宙
論
に
お
け
る
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
原
始
的
宇
宙
論
と
プ
ラ
ト
ー
ン
、

造
を
過
去
の
一
回
限
り
と
考
え
る
が
、
前
者
に
お
い
て
創
造
者
を
時
と
空
間
の
う
ち
に
働
く
も
の
と
見
た
に
反
し
、
後
者
に
お
い
て
は
創

造
者
を
時
と
空
間
の
そ
と
に
働
く
も
の
と
し
、
従
っ
て
時
と
空
間
も
万
物
と
と
も
に
創
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
プ
ラ
ト
ー
ン
は
そ
の

著
「
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
」

(
(
T
i
m
a
i
o
s
)

s.!.
お
い
て
創
造
者
を
ホ
・
デ
ー
ミ
ウ
ル
ゴ
ス

(
h
o
D
e
m
i
o
u
r
g
6
s
)
と
称
し
た
が
、

(
a
 skilled

〔゚r
g
o
o
d〕

era£
窃

m
a
n

〔゚r
w

゜rkm
a
n
J
)

た
固
有
名
詞
で
あ
り
、
こ
の
普
通
名
詞
は
語
原
的
に

d
e
h
m
i
o
s
(110£ 
t
h
e
 p
e
o
p
l
e
)
＋〔
h
o〕
硲
g
o
s
(
1
1
w
o
r
k
e
r
)
よ
り
成
り
、

ラ
ト
ー
ン
は
ま
た
前
掲
書
に
お
い
て
「
時

(
k
h
r
6
n
o
s
)
と
諸
天
（
宇
宙
、

ouranol.)
と
は
、

時
に
そ
う
す
る
と
い
う
目
的
で
、
同
時
に
出
現
し
た
。
…
…
か
く
の
ご
と
き
が
、
時
を
創
造
し
た
と
き
の
神
の
心
で
あ
り
、
思
想
で
あ
っ

た
。
」
と
記
し
た
。

ま
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
も
こ
の
プ
ラ
ト
ー
ソ
の
思
想
に
基
づ
い
て
「
時
の
う
ち
に
で
な
く
、
時
〔
の
創
造
〕
と

一
緒
に
、
神
は
世
界
を
創
造
し
た
。
」

(
n
o
n
in 
t
e
m
p
o
r
e
,
 s
e
d
 c
u
m
 t
e
m
p
o
r
e
,
 finxit 
D
e
u
s
 m
u
n
d
u
m
,
)
と
記
し
て
い
る
。
こ
の

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
は
教
父
（
patres
ecclestiastici)
哲
学
の
最
高
峰
で
あ
り
、
広
い
意
味
の
ス
コ
ラ
哲
学
は
教
理
組
織
を
な
し
主

と
し
て
新
プ
ラ
ー
ト
ン
主
義
と
並
行
し
た
教
父
哲
学
（
一
五

O
I八
0
0年
）
に
始
ま
り
、
教
理
組
織
い
ご
に
お
い
て
行
わ
れ
、
主
と
し

て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
哲
学
の
継
承
で
あ
っ
た
狭
義
の
ス
コ
ラ
哲
学
（
八

0
0ー
|
―
五

0
0年
）
に
及
び
、

ス
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
や
ダ
ン
ズ
・
ス
コ
ウ
ク
ス
の
哲
学
は
狭
義
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
属
す
る
。

う
え
に
記
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
言
を
「
時
の
中
に
存
せ
ず
、
然
も
時
を
以
て
神
は
世
界
を
限
定
す
。
」
と
訳
し
て
い
る
学
者
が

あ
り
、
こ
の
訳
文
は
ほ
か
の
点
を
別
と
す
る
も
、

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

ウ
ル
ゴ
ス
と
は
「
す
ぐ
れ
た
技
芸
家
」

原
語
の
円
nxit

二
七

を
過
去
か
ら
現
在
に
も
及
ぶ
真
理
を
示
す
意
味
に
訳
し
て
い
る
の
が

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
宇
宙
論
で
は
、

と
も
に
創

ホ
・
デ
ー
ミ

ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
や
ト
マ

も
し
そ
れ
ら
が
消
失
す
る
と
す
る
と
同 プ

を
意
味
す
る
普
通
名
詞
か
ら
転
じ
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f
i
n
g
e
r
e

に
は
後
世
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ト
ソ
の
言
た
る

意
味
に
お
い
て
も

a
l
r
e
a
d
y

の
代
り
に
過
去
を
明
示
す
る

あ
る
い
は
英
語
の

to
fix
に
当
る
ラ

テ
ン
ス
の
不
穏
当
は
別
と
し
て
も

ど
う
見
て
も
正
確
で
は
な
い
。

ま
た
巴
nxit

の
不
定
形

な
ど
を
用
い
る
と
き
は
現
在
完
了
形
を
用
い
な
い

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

一
番
問
題
で
あ
る
。
も
し
か
か
る
真
理
を
示
す
と
す
る
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
認
め
る
創
造
は
過
去
一
回
限
り
の
も
の
で
な
く
、
不

断
の
創
造
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

通
り
で
あ
り
、

ア
チ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
か
か
る
不
断
の
創
造
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
る

ま
た
ラ
テ
ン
語
の

im合
は
そ
ん
な
不
断
の
創
造
を
意
味
す
る
動
詞
で
は
な
い
。

藪
内
清
訳
、
神
郡
の
宇
宙
（
昭
和
十
二
年
四
月

さ
て
う
え
の

finxit
は
巴
ngol
を
見
出
し
と
し
て
辞
書
に
発
見
せ
ら
れ
る
も
の
で
、

形、

t
h
e
i
m
p
e
r
f
e
c
t
)
、
完
了
形

(
t
h
e
p
e
r
f
e
c
t
)
、
過
去
完
了
形

(
t
h
e
p
l
u
p
e
r
f
e
c
t
)
の
三
種
は
存
す
る
も
、
こ
の
三
種
の
み
で
ギ
リ
ッ

ャ
語
に
見
る
不
定
過
去
形

(
t
h
e
aorist 
t
e
n
s
e
)
 

p
r
e
f
e
c
t
)

の
う
ち

t
o
h
a
v
e
 a
l
r
e
a
d
y
 
d
o
n
e
 a
 t
h
i
n
g
…
の
意
味
の
み
を
有
し
、

t
o
h
a
v
e
 b
e
e
n
 d
o
i
n
g
 a
 t
h
i
n
g
 e
v
e
r
 s
i
n
c
e
の

意
味
を
有
せ
ず
、

恒
星
社
発
行
）
、

し
か
し
て
一
般
に
言
っ
て
ラ
テ
ン
語
動
詞
直
説
法
の
過
去
形
に
は
ア
ン
ペ
ル
フ
ェ
ー
（
不
完
了
過
去

の
存
在
を
見
な
い
。

し
か
も
う
え
の
意
味
で
は
英
語
と
異
な
り
、

一
八
三
頁

こ
の
ラ
テ
ン
語
完
了
形
は
、
英
語
の
現
在
完
了

(
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
 

ど
ん
な
表
現
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
英
語
で
は
う
え
の

last 
year, 
y
e
s
t
e
r
d
a
y
 

で
、
単
純
過
去
形
を
用
い
る
の
が
常
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
の
直
接
法
完
了
形
の
意
味
は
以
上
の
ご
と
く
、

る
巴
n
x
i
t
は
こ
の
完
了
形
に
属
す
る
。
し
か
ら
ぽ
原
語
の
巴
m
m
i
t

に
は
過
去
か
ら
現
在
に
及
ぶ
意
味
は
な
く
、
従
っ
て
学
者
が
こ
の
語

を
う
え
の
ご
と
く
「
限
定
す
」
と
日
本
語
動
詞
の
現
在
形
に
訳
し
た
の
は
、

二

"
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
n
o
n
 fingo," 
(
わ
た
く
し
は
仮
説
を
作
ら
な
い
）
に
用
い
ら
れ

た
意
味
は
も
ち
ろ
ん
古
典
時
代
よ
り
あ
る
が
、
学
者
が

finxit
を
「
限
定
す
る
」
と
訳
し
た
の
は
、

や
は
り
穏
当
を
欠
い
て
い
る
。
思
う
に
、

お
そ
ら
く
学
者
は
英
語
の

t
o
fix
か
ら
誤
っ
た
か
、

し
こ
う
し
て
こ
こ
に
問
題
と
な

な
わ
ち

e'
動
詞
活
用
に
属
す
る
。

注
①

ラ
テ
ン
語
規
則
的
動
詞
の
う
ち
第
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活
用
す

ニ
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ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

く
ま
た
一
般
に
も
そ
う
訳
さ
れ
て
い
る
。

p
a
s
t
 t
e
n
s
e
)

で
は
な
い
。

テ
ン
語
の
芸
阿
e

か
ら
「
限
定
す
る
」
の
訳
を
案
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
忌
5

臼
e

の
直
説
法
三
人
称
完
了
形
は
守
xit
で
あ
り
、
白
n
x
i
t

以
上
に
論
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
ト
マ
ス
学
派
の
ひ
と
び
と
の
解
釈
す
る

は
、
こ
の
ギ
リ
ツ
ャ
語
の
逐
語
的
翻
訳

(
a
v
e
r
b
e
r
t
i
m
 
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
)

た
る

q
u
o
d

(↑
t
o
) 
q
u
i
d
 
(↑
ti) 

einai)

を
も
っ
て
う
え
の
ア
リ
ス
ト
テ
＞
ー
ス
用
語
の
真
義
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

前
に
あ
る
も
疑
問
形
容
詞
の

q
u
o
d

(
こ
れ
に
比
し
て
疑
問
代
名
詞
は

q
u
i
d
)

で
な
く
、

v
i
d
e
1
1
(
E
.
)
 
w
h
i
c
h
 s
e
e

の

q
u
o
d
)

で
も
な
く
、
接
続
詞
の

q
u
o
d

で
あ
り
、

そ
れ
を
欠
く
を
も
っ
て
句
全
体
に
か
か
る
ギ
リ
ツ
ャ
語
に
当
る
も
の
と
し
て

q
u
o
d
が
用
い
ら
れ
た
。

つ
ぎ
に

q
u
o
d

に
従
う

q
u
i
d

は
疑
問
代
名
詞
で
あ
り
、

ギ
リ
ジ
ャ
語
の
疑
問
代
名
詞

ti
(

=

〔

E〕
w
h
a
t
)

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら

れ
た
。
な
お
ギ
リ
ジ
ャ
語
疑
問
代
名
詞
に
は

t窃
（
II〔
L.〕
q
u
i
s
1
1
⇔
)
．
〕

w
h
o
)

が
あ
る
。

こ
の

q
u
i
d

に
つ
ぐ

e
r
a
t

~
動
詞
e
s
s
e

の
ア
ン
ベ
ル
フ
ェ
ー
で
あ
り
、

ェ
ー
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

で
は
な
い
。

二
九

う
え
の
ギ
リ
ジ
ャ
語

e
n
が
動
詞

e
i
m
i

の
ア
ン
。
ハ
ル
フ

e
r
a
t
 
(
e
n
)
 ~sse 

(↑ 

う
え
の

q
u
o
d

は

q
u
i
d

の

ギ
リ
ジ
ャ
語
に
は
定
冠
詞
あ
る
も
、

か
か
る
訳
語
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の

e
r
a
t

は
正
し
く
英
訳
せ
ら
れ
て

w
a
s

と
な
る
が

(
e
n

は

w
a
s

と
訳

し
え
な
い
）
、
け
っ
し
て
そ
れ
は
不
定
過
去
形
（
ア
オ
リ
ス
ト
、

h
o
a6ristos, t
h
e
 aorist t
e
n
s
e
)

ま
た
は
単
純
過
去
形

(
t
h
e
s
i
m
p
l
e
 

す
な
わ
ち
ギ
リ
ツ
ャ
語
動
詞
に
は
ホ
・
ア
オ
リ
ス
ト
ス
で
呼
ば
れ
る
不
定
過
去
形
を
有
す
る
も
の
が
多
い
が

動
詞

e
i
m
i

!1
は
こ
の
不
定
過
去
形
を
欠
く
と
と
も
に
、
ラ
テ
ン
語
動
詞
は
す
べ
て
不
定
過
去
形
を
欠
い
て
い
る
。
あ
る
学
者
は
ラ
テ
ン

語
の
ア
ソ
。
ハ
ル
フ
ェ
ー
の
こ
と
を
「
不
定
過
去
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
し
く
は
不
完
了
過
去
ま
た
は
不
完
了
過
去
形
と
訳
す
べ

ラ
テ
ソ
語
に
は

ま
た
関
係
代
名
詞
の

q
u
o
d(q•v.11quod 

t
o
 
ti 
e
n
 einai

の
幸
辱
味
を
明
ら
か
に
し
た
が
、

そ
れ
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と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
本
質
は

な
る
カ
ン
ト
認
識
論
い
ご
の
近

tia) 

に
先
立
つ

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

市
河
三
喜
、
高
津
春
繁
共
編
、
世
界
言
語
概
説
上
（
三
一
年
八
月
三
版
）
、
四
一
二
六
頁
、
四
四

0
頁。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
う
え
の
用
語
の

einai

の
訳
語
と
し
て
の
当
否
を
別
と

し
て
考
え
る
と
、

e
i
n
a
i
1
1
(
L
.〕

e
s
s
e
と
い
う
名
詞
用
法
が
存
し
、
か
か
る
名
詞
用
法
に
お
い
て

esse
(
存
在
）
と

e
n
s
(
存
在
者
）
の

区
別
が
不
明
で
あ
る
こ
と
は

einai
(
存
在
）
と

to
6
n
 (
存
在
者
）
の
区
別
の
不
明
な
る
に
等
し
い
。

か
く
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
用
語
の
逐
語
訳
は
逐
語
的
に
見
る
と
き
は
誤
り
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
翻
訳
に
従
う
か
ぎ
り
、
こ
の

訳
語
の
意
味
を
と
っ
て
、
過
去
に
お
い
て
行
わ
れ
た
神
の
宇
宙
創
造
（
す
で
に
述
べ
た
ご
と
き
プ
ラ
ト
ー
ン
的
意
味
の
）
の
当
時
の
神
の

心
に
お
い
て
何
が
実
体
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
な
し
て
も
け
っ
し
て
誤
り
で
な
い
こ
と
に
な
る
。

受
け
る
か
ぎ
り
生
物
進
化
と
社
会
進
化
を
含
ん
で
の
、
訳
語
全
体
の
解
釈
は
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
。
ト
マ
ス
学
派
の
ひ
と
び
と
は
訳
語

の
意
味
を
か
く
解
釈
し
て
う
え
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
用
語
の
意
味
を
す
で
に
論
述
し
た
ご
と
く
理
解
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

か
く
て
ト
マ
ス
学
派
の
ひ
と
び
と
の
解
す
る
う
え
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
用
語
は
そ
の
意
味
で
「
本
質
」

(essence,

W
 
esen, essen-

と
訳
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
う
本
質
に
つ
い
て
は
「
本
質
は
存
在

(existence,

Existenz, 
existentia) 

「
存
在
は
本
質
に
先
立
つ
」

(
L
`
e
x
i
s
t
e
n
c
e
p
r
e
c
e
d
e
 !'essence,) 

代
哲
学
の
原
理
の
認
め
る
本
質
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
し
か
る
に
う
え
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
用
語
の
意
味
は
か
か
る
学
派
的
解
釈
と

は
異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
用
語
の
ギ
リ
シ
ャ
語
原
語
直
接
よ
り
の
意
味
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
う
る
。

ま
た
う
え
の
ト
マ
ス
学
派
に
対
し
批
判
的
立
場
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
学
者
の
う
ち
に
も

to
ti 
e
n
 e
i
n
a
i
1
1
q
u
o
d
 q
u
i
d
 erat 
esse 

と
見
て
こ
れ
を
「
あ
る
べ
く
あ
っ
た
も
の
」
と
訳
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
考
え
を
う
え
の
ト
マ
ス
学
派
的
に
理
解
す
る
も
の
が
あ
る

が
、
こ
の
翻
訳
は
お
そ
ら
く

t
o
と

q
u
o
d
を
略
し
て
あ
と
の
お
の
お
の
一
二
語
に
対
し
逐
語
的
英
訳
を
な
し
、

w
h
a
t
 (↑
ti 
o
r
 q
u
i
d
)
 

こ
の
訳
語
の

erat

の
制
約
を

つ
ぎ
に

einai
に
当
て
ら
れ
た

e
s
s
e
で
あ
る
が
、

注
①
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ソ
訳
た
る

q
u
o
d
q
u
i
d
 erat 
esse
か
ら
生
じ
た
と
す
れ
ば
、

w
a
s
 (
↑
e
n
 o
r
 erat) 
to 
b
e
 (
↑
einai 
o
r
 essse)
と
な
し
て
こ
の
英
訳
か
ら
の
重
訳
を
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
て

w
h
a
t
1
1
t
h
a
t
w
h
i
c
h
で
あ
る
が
、

t
i
1
1
q
u
i
d
1
1
w
h
a
t
4
'
t
h
a
t
w
h
i
c
h
で
あ
る
。
な
お
こ
の
論
者
は
う
え
の
語
に
含
ま
れ
た

erat

か
ら
ド
イ
ツ
語

W
e
s
e
n
を
連
想
し
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
名
詞
も
過
去
形
の
動
詞
と
関
係
が
あ
り
、

と
言
う
。
な
る
ほ
ど

W
e
s
e
n
と

g
e
w
e
s
e
n
と
の
間
に
は
語
原
的
関
係
は
あ
る
が
、

W
e
s
e
n
も

gewesen..,(iJ
同
一
の
み
な
も
と
よ

り
出
た
も
の
で
あ
り
、
論
者
の
い
う
ご
と
く
、

g
e
w
e
s
e
n
か
ら

W
e
s
e
n
が
出
た
も
の
で
な
い
。
す
な
わ
ち
古
代
高
地
ド
イ
ツ
語
と
古
代

英
語
と
に
は
動
詞
過
去
分
詞

w
e
s
a
n
な
る
語
が
あ
り
、
こ
の

w
e
s
a
n
か
ら
高
地
ド
イ
ツ
語

w
e
s
e
n
と
な
り
、

後
に
過
去
分
詞
た
る

こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
こ
の

w
e
s
e
n
が

ge'
を
と
っ
て

g
e
w
e
s
e
n
と
な
り
、
ま
た
一
方
に
お
い
て
は
、
高
地
ド
イ
ツ
語
で
は
過
去

⑭
 

一
回
の
事
実
で
も
今
日
に
そ
の
影
響
の
及
ぶ
も
の
は
現
在
完
了
で
表
現
す
る
慣
用
が
あ
る
な
ど
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
過
去
分
詞
の

w
e
s
e
n

注
①
②
高
坂
正
顕
、
実
存
哲
学
（
ア
テ
ネ
文
庫

7
)
五
・
六
頁
。
そ
こ
に
は
「
あ
る
べ
く
あ
っ
た
も
の
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
術
語
」
の
意
味

か
ら
「
ド
イ
ツ
語
の
本
質

w
g
e
n
が
存
在

(Sein)
の
過
去
分
詞

G
e
w
g
e
n
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
の
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
記
せ

ら
れ
て
い
る
。

⑧
か
か
る
慣
用
は
英
語
に
な
い
。

C
o
l
u
m
b
u
s
hat A
m
e
r
i
k
a
 entdeckt.=Columbus discovered 
America. 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
用
語
例
で
あ
る
ト
・
テ
ィ
・
ニ
ー
ン
・
ニ
イ
ナ
イ
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
学
派
の
ひ
と
び
と
の
解
釈
が
そ
の
ラ
テ

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
。
エ
イ
ナ
イ
と
私

か
ら
名
詞
の

W
・
e
s
e
n
が
生
じ
た
。

B
 

こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
用
語
例
の
真
義
を
知
る
た
め
に
ま
ず
ラ
テ
ン
語
訳
か

ら
ま
っ
た
く
離
れ
て
原
ギ
リ
シ
ャ
語
句
に
つ
い
て
そ
れ
を
構
成
す
る
単
語
か
ら
の
総
合
的
意
義
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
総
合
的
意

g
e
w
e
s
e
n
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う

こ
の
英
訳
に
お
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は あ
る
ギ
リ
シ
ャ
語
英
語
古
典
辞
書

現
在
、
未
来
に
わ
た
り
）
何
で
あ
る
か
と
言
う
こ
と
」
の
意

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
う
え
の
用
語
の

ti
e
n
 

(
G
r
e
e
k
,
E
n
g
l
i
s
h
 
L
e
x
i
o
n
)

に
よ
れ
ば
、

ギ
リ
ジ
ャ
語
動
詞
の
ア
ン
パ
ル
フ
ェ
ー
に
は
他
の
国
語

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

義
に
つ
い
て
あ
る
学
者
は
す
で
に
記
し
た
ご
と
き
わ
け
で
「
あ
る
べ
く
あ
っ
た
も
の
」
と
訳
し
た
が
、
哲
学
事
典
（
平
凡
社
）
は
「
と
は

も
と
も
と
な
に
で
あ
る
か
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
事
典
訳
の
方
が

ti

を
「
な
に
」
と
訳
し
て
い
る
点
で
す
ぐ
れ
て
い
る
。

注
①
哲
学
事
典
（
平
凡
社
、
昭
二
九
年
一
月
発
行
）
八
七
五
頁
。
た
だ
し
こ
の
書
で
は
ラ
テ
ン
語
訳
を

id
q
u
o
d
 eart 
esse
と
記
し
て
い
る
が
、
す

で
に
論
じ
た

q
u
o
d
q
u
i
d
 erat 
esse
か
ら
の
誤
記
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は

ti
に
当
る

quid

が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
ギ
リ
シ
ャ
語
動
詞
の
ア
ン
。
ハ
ル
フ
ェ
ー
で
あ
る

e
n

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
問
題
が
あ
り
、

ラ
テ
ン
語
動
詞
の
ア
ソ
。
ハ
ル
フ
ェ
ー
た
る

e
r
a
t

と
同
一
視
し
て
い
る
。

の
ア
ン
。
ハ
ル
フ
ェ
ー
に
見
え
な
い
特
色
が
あ
り
、

t
o
 
a
g
a
t
h
o
'
e
i
n
a
i
,
 
t
o
 
m
e
g
e
t
h
e
i
 
e
i
n
a
i
 

を
名
詞
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
学
派
の
ひ
と
び
と
は
こ
れ
を

し
か
し
リ
デ
ル
と
ス
コ
ッ
ト

(
L
i
d
d
e
l
l
a
n
d
 S
c
o
t
t
)

の
権
威

と
き
に
過
去
、
現
在
、
未
来
に
わ
た
る
真
理
を
示
し
、
他
の
国
語
で
動
詞
の
現
在
形
を

と
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
と
し
、
そ
の
一
例
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
い
わ
ゆ
る
t
o
ti 
e
n
 einai
に
お
け
る

e
n

を
挙
げ
、
こ
の

語
に
つ
い
て
「
esti

に
代
わ
る
」

(
f
o
r
esti)

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
同
書
に
よ
れ
ば
、

に
含
ま
れ
た
名
詞
与
格
に
当
る
、

a
g
a
t
h
6
s
 
(
g
o
o
d
)

か
ら
来
た
名
詞

a
g
a
t
h
6
n
(
b
e
n
e
f
i
t
)

の
与
格
で
あ
り
、

で
あ
る
。
し
か
ら
ば
う
え
の

t
o
ti 
e
n
 e
i
n
a
i

と
は
「
そ
れ
が
（
過
去
、

味
で
あ
り
、
従
っ
て
ひ
ろ
い
意
味
の
本
質
を
意
味
す
る
が
、

こ、t
 

と
く

と
記
し
て
い
る
が
、
う
え
の

agath019

は
形
容
詞

m
e
g
e
t
h
e
i

は
名
詞

m
e
g
e
t
h
o
s
(
g
r
e
a
t
n
e
s
s
)

の
与
格

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
意
味
す
る
本
質
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
従
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
こ
の
語
の
代
わ
り
に
当
時
の
一
般
用
語
た
る

t
O
t
i
e
s
t
i
ー
~
後
に
逐
語
的
に

q
u
o
dqu
i
d
 est
と

訳
せ
ら
れ
た
r
~

を
用
い
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
一
般
用
語
は

t
i
esti; 
(
q
u
i
d
 est?,

そ
れ
は
何
で
あ
る
か
。
）
と
言
う
問
い

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
、

か
か
る
一
般
用
語
以
外
に
お
い
て
、
本
質
の
義
を
示
す
に
主
と
し
て

t
o
ti 
e
n
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11id 
q
u
o
d
 

形
相
は
、

einai

と
記
し
た
こ
と
が
、
後
世
の
誤
解
を
招
く
大
い
な
種
を
ま
く
こ
と
と
な
っ
た
け
れ
ど
も
、

訳
は
思
う
に
お
そ
ら
く
、
当
時

ti
esti;

の
問
い
に
対
し
存
在
に
先
立
つ
意
味
の
本
質
が
答
え
ら
れ
た
の
が
通
常
で
あ
っ
た
の
で
、
か
れ

は
ま
ず

tis
esti ;
 (q
u
i
s
 
est
●
｀
そ
れ
は
た
れ
で
あ
る
か
。
）
の
質
問
を
発
し
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
て
か
ら
、
「
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
。
」

の
質
問
に
入
っ
た
の
で
、
慣
用
的
な

ti
esti ・
;
を
用
い
ず
に

ti
e
n
;
を
用
い
た
こ
と
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
、
例
え
ば
「
家
の
本
質
」
と
い
う
と
き
、

ト
・
テ
ィ
・
ニ
ー
ン
・
ニ
イ
ナ
イ
を
用
い
ず
に

ho
e
n
 oikia' 

einai 
(
家
に
対
し
存
在
で
あ
る
も
の
）
と
も
記
し
て
い
る
。

h
0

は
関
係
代
名
詞
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

w
h
a
t
1
1
t
h
a
t
w
h
i
c
h
1
1
q
u
o
d
 

た
れ
ば
こ
そ
、

と
訳
す
べ
く
、

oikia'

は

0
i
k
i
a
1
1
a
f
a
m
i
l
y

の
与
格
、

einai

は
名
詞
の
そ
れ
（
既
述
）
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
い
わ
ゆ
る

t
o
ti ~n 

einai

の
原
語
に
よ
る
語
学
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
が
、

か
ら
は
こ
の
語
の
意
味
す
る
限
定
し
た
意
義
の
本
質
ー
|
—
す
な
わ
ち
存
在
に
先
立
つ
本
質
で
な
く
、
存
在
に
従
う
本
質
、
し
か
も
理
想
主

義
的
本
質
ー
の
意
義
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
な
い
。
し
か
る
に
う
え
の
原
語
が
こ
の
限
定
し
た
本
質
の
意
味
で
か
れ
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ

か
れ
が
当
時
の
慣
用
語
句
た
る
前
掲
の
ご
と
き

t
o
ti 
esti
を
避
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
限
定
し
た
意

味
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
こ
こ
に
ま
ず
、

ト
'
•
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

か
れ
の
生
物
進
化
論
を
論
述
す
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
生
物
進
化
論
を
述
べ
る
に
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
よ
れ
ば
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
」

(to
6
n
 h
e
'
6
n
,
 

pl. 
t
a
 
6
n
t
a
 h
e
'
6
n
t
a
 ;
 en
s
 q
u
a
t
e
n
u
s
 e
n
s
 est, 
pl. 
entia 
q
u
a
t
e
n
u
s
 entia 
s
u
n
t
)
1
1
工
t

の
音
心
吐
＾
の

「
実
体
」

(ousia,
pl. 
o
u
,
 

s!.ai)

と
「
事
物
」

(to
p
r
d
g
m
a
,
 pl. 
t
a
 
p
r
a
g
m
a
t
a
)
1
1

「
個
物
」

(to
h
e
k
a
s
t
o
n
,
 
pl. 
ta 
h
e
k
a
s
t
a
)

を
区
別
し
、
「
形
相
」

(eidos,

pl. 
e
i
d
e
a
)

の
み
を
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
と
な
し
、

e
i
d
o
s
)

を
の
ぞ
き
個
物
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
、
個
物
は
す
べ
て
形
相
と
「
質
料
」

(bu.hie,
pl. 
h
u
h
l
a
i
)
 

こ
れ
だ
け

(
P
叉
)tos

少
し
も
質
料
を
含
ま
ぬ
純
粋
の
形
相
た
る
「
第
一
形
相
」

と
の
合
成
物
（
t
o

sun, 

か
れ
が
と
く
に
か
か
る
異
称
を
用
い
た
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恒
星
と
遊
星
の
区
別
を
認
め
た
が
、

地
球
も
と
も
に
質
料
を
も
持
つ
が
、

神
（
第
一
形
相
）
に
近
い
形
相
を
持
ち
、

形
相
は
質
料
と
無
関
係
に
動
き
う
る
と
し
、
恒
星
・
遊

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

o
l
o
n
)

で
あ
り
、
個
物
は
う
え
の
ご
と
き
形
相
を
含
む
意
味
で
「
実
体
」

(
o
u
s
i
a
)
と
も
称
せ
ら
れ
る
。
形
相
は
ま
た
「
霊
魂
」

(
p
s
u
k
h
-

e
h
)

と
も
称
せ
ら
れ
、
物
質
的
な
る
「
精
神
」

(
p
n
e
u
m
a
)
と
異
な
り
、
厳
密
な
意
味
の
実
体
な
る
が
ゆ
え
に
永
久
に
存
在
す
る
。
形
相

は
事
物
の
「
本
質
」

(
t
o
ti 
e
n
 e
i
n
a
i
)

ま
た
は
「
事
物
の
本
性
」

(
p
h
u
s
i
s
p
r
a
g
m
a
t
0
1
n》

n
a
t
u
r
a
r
e
r
u
m
)

と
も
言
わ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
に
少
し
も
形
相
を
含
ま
ぬ
「
第
一
質
料
」

(
p
r
6
t
e
h
u
h
l
e
)

が
個
物
を
離
れ
て
存
す
る
も
の
と
し
た
。

か
く
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
説
は
プ
ラ
ト
ー
ソ
が
イ
デ
ア

(idea,
pl. 
i
d
e
a
i
)

を
「
有
」

(
t
o
6
n
,
 
pl. 
t
a
 
6
n
t
a
)

と
し
、
こ
れ
に

対
し
て
個
物
を
「
非
有
」

(
t
o
m
e
h
 6
n
)
 

「
未
有
」

(
t
o
m
e
h
 p
0
6
n
,
 pl. 
t
a
 
m
e
h
 p
0
6
n
t
a
)

と
見
た
が
、
プ
ラ
ト
ー
ソ
説
と
の
こ
う
い
う
よ
う
な
違
い
か
ら
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ー
ス
は
プ
ラ
ト
ー
ン
の
用
い
た
イ
デ
ア
と
い
う
表
現
を
避
け
て
形
相
と
い
う
名
称
を
用
い
た
。
か
く
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
質

料
を
未
有
と
見
た
が
ゆ
え
に
、
質
料
を
「
潜
勢
」

(
d
5
1
a
m
i
s
)
、
形
相
を
「
現
勢
」

(
e
n
e
r
g
e
i
a
)
と
見
、

(
k
i
n
e
s
i
s
)
、
「
生
長
」

(
g
e
n
e
s
i
s
)

を
認
め
、

6
r
g
a
n
o
n
道
具
）
と
し
て
役
立
つ
と
考
え
、
そ
の
ゆ
え
に
そ
れ
を
「
有
機
体
」

(
o
r
g
a
n
i
k
6
s
)

と
称
し
た
。

た
だ
し
、

潜
勢
よ
り
現
勢
へ
の
「
変
動
」

見
ず
、

と
な
し
た
の
と
対
比
せ
ら
れ
る
。

ま
た
が
く
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
個
体
の
各
部
分
は
形
相
へ
の
生
長
に
「
機
関
」

(
t
o

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
う
え
の
ご
と
き
変
動
は
、
個
体
の
う
ち
で
天
体
の
み
に
は
存
し
な
い
と
し
た
。
そ
の
考
え

に
従
え
ば
、
宇
宙
は
地
球
を
中
心
と
す
る
、
球
形
で
あ
り
、
地
球
を
め
ぐ
る
遊
星
の
外
が
わ
に
動
か
な
い
恒
星
が
存
し
、
恒
星
も
遊
星
も

星
・
地
球
の
順
で
神
に
近
い
働
き
を
有
す
る
も
の
と
し
た
。
う
え
の
ご
と
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
天
動
説

(
g
e
o
-
c
e
n
t
r
i
c
t
h
e
o
r
y
)
と

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
い
ら
い
の
地
動
説

(helio,centric
t
h
e
o
r
y
)

を
別
と
し
て
、
今
日
の
天
文
学
で
は

恒
星
は
遠
い
た
め
動
か
ぬ
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
あ
り
、
う
え
の
区
別
を
認
め
え
な
い
。

そ
れ
と
と
も
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
質
料
を
も
非
有
と

な
お．
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一五

を
行
う
知
力
を
有
す
る
も
の
を
指
す
こ
と
は
明
白
で
、

つ
ぎ
に
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
う
え
の
質
料
と
形
相
の
対
立
は
固
定
的
、
絶
対
的
の
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
あ
る

関
係
に
お
い
て
質
料
で
あ
る
も
の
は
他
の
関
係
に
お
い
て
形
相
で
あ
り
う
る
。
か
く
て
、
こ
の
考
え
に
お
い
て
、
有
機
体
た
る
動
物
・
植

物
に
つ
い
て
進
化
論
が
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
生
物
進
化
論
は
、
す
で
に
論
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
ご
と
く
、
別
に
述

べ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
社
会
進
化
論
と
と
も
に
宇
宙
秩
序
と
し
て
の
進
化
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
混
乱
に
対
す
る
秩
序
な
る
観
念

が
つ
ね
に
―
つ
の
完
全
な
配
置

(
t
a
x
i
s
)

た
る
宇
宙
秩
序
、
す
な
わ
ち
法

(
n
6
m
o
i
)
|
n
o
m
i
k
o
i
n
6
m
o
i

と、

p
h
u
s
i
k
o
i
n
6
m
o
i
ー
に

よ
っ
て
成
立
し
た
、

支
配
せ
ら
れ
る
。
」

―
つ
の
完
全
な
配
置
た
る
宇
宙
秩
序
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
類
の
目
的
と
せ
ら
れ
、

(
h
a
p
a
s
 
h
o
 a
n
t
h
r
6
h
p
o
n
 
b
i
o
s
 p~usei 

k
a
i
 
n
6
m
o
i
s
 
dioikeitai,)

と
翫
5

せ
ら
ぞ
れ
る
と
こ
ろ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ

理
想
主
義
者
と
し
て
の
特
色
が
存
し
、

に
対
す
る
窓
s
m
o
s

(
コ
ス
モ
ス
で
な
く
、

味
の
秩
序
あ
る
宇
宙
を
、

コ
ズ
モ
ス
）
が
か
か
る
意
味
の
宇
宙
秩
序
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、

あ
る
い
は
単
複
両
形

(
k
6
s
m
o
s
,
p
l
•
k
6
s
m
o
i
)

を
有
し
て
、
飾
り

(
a
no
r
n
a
m
e
n
t
,
 
o
r
m
e
n
t
s
)

を
意
味

す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
特
色
を
裏
書
き
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

に
お
け
る

taxis
に
は
う
え
の
ご
と
く
複
数
形
が
あ
り
、
そ
の
単
数
形
は
あ
る
一
っ

注
①

taxis,
pl, 
taxe1s11an 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
,
 a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 

の
形
の
配
置
（
配
列
）
を
意
味
す
る
。

し
か
ら
ば
い
か
に
し
て
生
物
進
化
を
説
明
す
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
考
え
は
従
来
の
学
説
で
は
い
ま
だ
明

白
で
は
な
い
。
そ
れ
は
か
れ
の
い
わ
ゆ
る

t
o
p
o
i
e
t
s
k
6
n
 ~
い
ま
だ
満
足
す
べ
き
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。

ト
・
ポ
イ
ニ
ー
テ
ィ
コ
ン
と
は
惑
覚

(aisthesis)

の
力
を
借
り
ず
事
物
の
本
質
を
直
接
認
識
す
る
知
力
を
有
す
る
も
の
を
言
い
、
換

言
す
れ
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
い
わ
ゆ
る
ノ
ニ
ー
シ
ス
（
直
観
的
知
、

n
6
e
s
i
s
)

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

ー
ス
は
じ
め
ギ
リ
ジ
ャ
人
生
哲
学
者
大
多
数
の
、

k
6
s
m
o
s

が
か
か
る
意

か
く
の
ご
と
'
V
'
k
h
a
o
s

(
無
秩
序
、
混
乱
）

「
人
間
の
全
生
涯
は
自
然
と
法
に



の
い
ず
こ
に
も
見
出
し
え
な
い
。

こ。t
 

こ。t
 

世
界
が
＝
ロ
ー
ス
（
思
慕
、

ep01s)

k
i
n
o
f
t
n
)
 ト

・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

あ
り
、
う
え
の
ノ
ニ
ー
シ
ス
に
対
し
て
ニ
ビ
ス
テ
ー
メ
ー
（
論
理
的
知
、

e
p
i
s
t
e
h
m
e
)

と
は
人
類
の
有
す
る
純
理
的
理
性

(noil.s
the, 

oII

翌
k
6
s
)
1
1
ニ
ビ
ス
テ
ー
メ
ー
的
な
る
も
の

(
t
o
e
p
i
s
t
e
h
m
o
n
i
k
o
n
)

に
よ
っ
て
、

(
p
h
a
n
t
a
s
i
a
)

の
整
理
さ
れ
た
も
の
を
言
う
。

一
般
動
物
的
で
あ
る
、

感
覚
の
結
果
た
る
創
念

す
で
に
述
べ
た
ト
マ
ス
学
派
の
ひ
と
ぴ
と
は
こ
の

t
o
p
o
i
e
t
i
k
6
n
を
も
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
純
粋
形
相
と
同
一
視
し
、

神
の
創
造
を
も
っ
て
既
述
の
ご
と
く
一
回
に
限
る
と
し
、

で
あ
り
、

そ
れ
い
ご
神
は
か
か
る
直
観
の
み
を
行
う
不
動
の
「
第
一
動
者
」

(
p
r
6
t
o
n

み
ず
か
ら
動
く
こ
と
な
く
し
て
他
を
動
か
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
説
ー
イ
デ
ア
(ideai)

の

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
現
象
界
の
原
因
と
な
す
と
の
説
—
ー
、
に
通
う
理
神
論
(
d
e
i
s
m
)

を
主
張
し

ま
た
他
の
学
者
た
ち
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
説
解
釈
に
よ
れ
ば
、
人
類
の
有
す
る
理
性
の
一
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
か
れ
の
い

わ
ゆ
る

t
o
p
o
i
e
t
i
k
6
n

を
認
め
た
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
今
―
つ
の
人
類
理
性
た
る
受
動
的
理
性

(
p
a
t
h
e
t
i
k
6
s
n
o
u
s
)

と
区
別
せ
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

そ
こ
で
こ
の
派
の
ひ
と
ぴ
と
は

t
o
p
o
i
e
t
i
k
o
n

に
能
動
的
理
性

(poietik:6s
noiis)

な
る
名
称
を
与
え
、

受
動
的
理
性
は
能
動
的
理
性
の
ノ
ニ
ー
シ
ス
（
直
観
的
知
）
を
ひ
き
お
こ
す
縁
と
な
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
し
か
名
付
け
ら
れ
る
と
称
し

論
者
た
ち
の
か
か
る
解
釈
あ
る
も
、
こ
の
解
釈
に
直
接
の
根
拠
が
な
い
う
え
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
す
で
に
述
べ
た
進
化
論
と
形
式

論
理
学
か
ら
見
て
か
か
る
解
釈
は
成
立
す
る
余
地
が
な
い
。
論
者
の
用
い
る
「
能
動
的
理
性
」
な
る
表
現
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
著
書

し
か
る
に
一
方
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は

h
e
p
h
u
s
i
s
 p
o
i
e
i

と
い
う
語
が
あ
り
、
そ
こ
に
い
う

p
h
u
s
i
s

に
は
定
冠
詞
が
つ
い
て
い
る

六

こ
の
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完
了
形
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
考
に
お
い
て
は
、
神
は
存
在
を
見
な
が
ら
本
質
を
不
断
に
創
造
す
る
と
言
う
べ
く
、

プ
ラ
ト
ー
ン
の
考
え
に
お
い
て
神
が
イ
デ
ア
た
る
本
質
を
見
な
が
ら
存
在
を
過
去
一
回
限
り
に
創
造
し
た
と
せ
ら
れ
る
の
と
ま
っ
た
く
対

照
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
明
白
に
せ
ら
れ
る
こ
と
は
プ
ラ
ト
ー
ン
に
お
い
て
は
「
本
質
は
存
在
に
先
立
つ
」
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
お
い
て
は
「
存
在
は
本
質
に
先
立
つ
。
」
と
せ
ら
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
ら
ば
つ
ぎ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
か
か
る
有
神
論

(
t
h
e
i
s
m
)
的
生
物
進
化
論
．
は
現
代
の
進
ん
だ
生
物
学
と
衝
突
し
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
生
物
学
に
お
け
る
進
化
論
の
経
過
を
述
べ
る
。
そ
も
そ
も
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
時
代
に
は
進
化
は
出

た
ら
目
に
起
る
突
然
変
異
(
m
u
t
a
t
i
o
n
)
の
う
ち
、
種
族
保
存
に
有
利
な
性
質
だ
け
が
残
る
と
い
う
自
然
と
う
だ
説
で
説
明
し
た
。
生
存
競

争
と
適
者
生
存
の
原
則
が
認
め
ら
れ
、
突
然
変
異
と
ラ
マ
ル
ク
の
用
不
用
説
を
例
外
と
し
て
の
遺
伝
万
能
説
が
そ
こ
に
存
す
る
。

や
カ
ナ
リ
ヤ
の
歌
は
も
と
も
と
盲
目
的
に
お
こ
っ
た
突
然
変
異
で
あ
っ
た
が
、

s
o
n
g
)

と
し
て
、

ロ
ー
ラ
・
カ
ナ
リ
ヤ
の
美
し
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
恋
愛
歌

(
l
o
v
e
s
o
n
g
)
 

残
っ
た
。
ま
た
鳥
の
羽
毛
の
色
彩
美
は
異
性
を
チ
ャ
ー
ム
す
る
に
都
合
よ
く
、
花
の
美
も
こ
ん
虫
に
花
粉
を
媒
介
し
て
も
ら
い
果
実
を
結

ぶ
に
都
合
が
よ
い
の
で
残
っ
た
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
は
こ
う
説
明
し
た
。

そ
の
後
、
花
。
葉
・
果
実
の
黄
色
の
原
因
に
な
る
色
素
が
キ
サ
ソ
ト
フ
ィ
ル
（
〔
英
〕
ザ
ン
サ
フ
ィ
ル
、

x
a
n
t
h
o
p
h
y
l
l
)
ー

語

原

的

に
ギ
リ
シ
ャ
語
で
黄
色
い
葉
の
意
味
ー
ー
i

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
赤
•
青
・
紫
・
紫
黒
色
の
原
因
た
る
色
素
が
ア
ン
ト
シ
ア
ン

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

ー
ヌ
ス
の
巴
n
x
i
t
D
e
u
s
 m
a
n
d
u
m

と
明
白
に
区
別
せ
ら
れ
る
。

こ
の
白
n
x
i
t

一七

と
し
て
種
族
保
存
に
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で

か
ら
人
格
神
と
し
て
の
自
然
で
あ
り
、
ま
た
か
れ
は

t
o
p
o
i
e
t
i
k
6
n
を
創
造
力
の
意
味
に
用
い
て
い
る
う
え
、
う
え
の

poiet

は
動
詞

こ
の
点
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

と
は
す
で
に
論
じ
た
ご
と
く
ラ
テ
ン
語
動
詞
直
接
法’̀/ 

sヽ
ヒ
ノ
ー

ヒ
バ
リ
の
長
い
文
句
の
歌
は
地
区
防
衛
の
歌

(territory

p
o
i
e
t
n

の
直
説
法
、
第
三
人
称
現
在
形
で
あ
る
か
ら
、

h
C
l
H
p
h
u
s
i
s
 
poiet

と
は
神
の
不
断
創
造
を
意
味
し
、
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ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

れ
と
と
も
に
こ
れ
ら
の
キ
サ
ソ
ト
フ
ィ
ル
、

明
ら
か
に
さ
れ
、

と
記
し
、

骨
の

か
か
る
神
経
の
疲
れ
は
レ
ク
リ
ニ
ー
シ
ョ
ン
に

(
〔
英
〕
ア
ン
サ
サ
イ
ア
ン
、

a
n
t
h
o
c
y
a
n
)
ー
語
原
的
に
ギ
リ
シ
ャ
語
で
花
の
青
の
意
味
ー
ー
セ
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。

ア
ソ
ト
シ
ア
ソ
が
紅
葉
を
試
験
管
に
て
煮
る
と
き
分
離
し
て
緑
色
の
葉
が
出
現
す
る
こ
と
が

ま
た
こ
れ
ら
は
葉
の
う
ち
に
お
け
る
生
合
成

(
b
i
o
s
y
t
h
e
s
i
s
)

に
て
発
生
し
、
暖
い
期
間
、
根
に
畜
積
せ
ら
れ
る
が
、

晩
秋
に
は
根
に
送
ら
れ
ず
し
て
葉
に
た
ま
り
そ
れ
を
色
ど
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
考
え
に
基
づ
き
、
紅
葉
は
樹
木
を
寒
さ
か

ら
護
る
た
め
、
種
族
保
存
に
有
利
な
性
質
と
し
て
残
っ
た
と
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
的
説
明
が
出
現
し
た
。
し
か
し
こ
の
説
明
に
は
同
じ
主

ク

ミ

ジ

う
え
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
に
つ
い
て
最
近
発
表
せ
ら
れ
た
川
村
多
実
二
説
に
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
主
張
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
篤
学

に
し
て
世
界
に
誇
る
べ
き
わ
が
国
動
物
学
者
の
説
で
も
あ
り
、
ま
こ
と
に
敬
聴
す
る
に
価
す
る
。

ヒ
バ
リ
の
地
区
防
衛
の
歌
に
し
て
も
「
何
も
あ
ん
な
長
い
文
句
の
歌
を
時
間
を
か
け
て
続
け
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
人
間
の

よ
う
な
神
経
系
統
の
非
常
に
発
達
し
た
高
等
動
物
の
神
経
の
疲
れ
を
な
お
す
た
め
、
大
自
然
が
そ
う
い
う
も
の
を
用
意
し
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
」

こ
う
主
張
し
、
ま
た
こ
ん
虫
に
は
花
の
美
し
さ
の
差
は
わ
か
ら
な
い
し
、
香
り
だ
け
で
花
に
近
ず
く
こ
ん
虫
も
多

く
、
風
媒
花
に
も
美
し
い
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
大
自
然
が
地
球
上
の
春
を
飾
る
た
め
に
顕
花
植
物
に
美
し
い
花
を
つ
け
さ
し
た
も
の
で
、

こ
れ
に
よ
っ
て
い
ろ
ん
な
動
物
が
利
益
を
受
け
る
が
、
わ
け
て
特
に
神
経
系
統
の
発
達
し
た
人
類
が
多
く
の
恩
恵
を
受
け
る
と
記
し
、
ま

た
「
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
の
疲
労
は
…
…
遮
動
を
や
め
、
ゆ
っ
く
り
休
ん
で
血
の
め
ぐ
り
を
よ
く
す
る
、
風
呂
へ
入
る
と
か
、
お
酒
を
ち
ょ

っ
と
欽
む
と
か
す
れ
ば
す
ぐ
に
な
お
る
が
、
神
経
系
統
の
疲
労
は
そ
う
簡
単
に
な
お
ら
な
い
。
寝
れ
ば
脳
髄
に
ゆ
く
血
液
が
減
る
の
で
、

洗
い
流
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
神
経
が
悪
く
な
る
と
余
計
に
興
奮
す
る
。
」

よ
っ
て
な
お
し
う
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
言
わ
れ
た
レ
ク
リ
ニ
ー
シ
ョ
ン

(
r
e
c
r
e
a
t
i
o
n
)

と
は
心
理
学
上
の
も
の
で
あ
り
、

義
か
ら
も
反
対
が
あ
り
、

一
般
に
紅
葉
は
な
ぞ
と
さ
れ
て
い
る
。

一八

そ
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つ
ぎ
に
ニ
ュ
ー
ト
ソ
は
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く

九

化
、
美
し
い
花
へ
の
進
化
は
「
大
自
然
の
遠
大
な
計
画
」
の
う
ち
に
あ
る
、
こ
れ
ら
高
等
動
物
に
対
す
る
ぃ
ク
リ
ニ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と

言
い
、
さ
ら
に
「
鳥
は
自
分
が
生
き
て
る
だ
け
で
も
精
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
の
に
、
な
お
一
生
懸
命
に
歌
っ
て
聴
か
し
て
く
れ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
鳥
に
い
く
ら
感
謝
し
て
も
足
り
な
い
。
」
と
記
し
て
い
な
。

注
①
川
村
多
実
二
、
烏
の
生
活
（
ク
ラ
プ
関
西
講
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

No.
1
7
)

二
五
頁
以
下
。
川
村
説
は
武
島
羽
衣
の
作
詞
「
美
し
き
天
然
」
を
連

想
せ
し
め
る
。
「
春
は
桜
の
あ
ら
ご
ろ
も
秋
は
も
み
じ
の
か
ら
に
し
き
…
…
見
ょ
や
ひ
と
び
と
美
し
き
こ
の
天
然
の
織
り
物
を
手
ぎ
わ
見
事

に
織
り
た
も
う
神
の
た
く
み
の
尊
し
や
」

こ
の
川
村
進
化
論
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
進
化
論
を
も
っ
と
も
発
達
し
た
生
物
学
に
よ
っ
て
裏
付
け
す
る
感
じ
が
す
る
。
な
お
川
村
説

に
対
し
て
も
ダ
ー
ウ
ィ
ン
説
や
マ
ラ
ー
説
に
対
す
る
ご
と
く
ル
イ
セ
ン
コ
の
、
環
境
が
遺
伝
因
子
を
左
右
す
る
と
の
説
が
対
立
す
る
か
の

ご
と
く
考
え
ら
れ
、
食
事
そ
の
他
の
物
的
環
境
が
脳
細
胞

(
c
e
r
e
b
r
a
l
cells)

と
区
別
せ
ら
れ
る
体
細
胞

(
s
o
m
a
t
i
c
cells)

へ
う
え
の

ご
と
き
影
響
あ
る
こ
と
、
こ
と
に
核
実
験
の
体
細
胞
へ
の
こ
の
種
の
影
響
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
日
本
の
カ
ナ
リ
ヤ
の
羽
毛
が
最
近

黄
色
か
ら
赤
色
へ
進
化
し
た
の
を
も
っ
て
カ
ロ
チ
ン

(
c
a
r
o
t
e
n
e
)
摂
取
の
み
に
よ
る
と
考
え
る
の
ほ
早
計
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
赤

色
に
生
れ
た
鳥
の
羽
毛
を
保
っ
た
め
に
は
カ
ロ
チ
ン
を
常
用
せ
し
め
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
一
方
、

が
必
ず
し
も
赤
色
化
し
な
い
の
は
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

て
説
明
す
る
こ
と
を
否
定
し
、

カ
ン
ト
も

D
i
n
g
a
n
 sich 
U
つ
い
て
は
不
可
知
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
見
地
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス

や
川
村
の
進
化
論
に
反
対
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
論
理
学
と
認
識
論
を
論
述
す
る
と
き

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

折
れ
る
仕
事
か
ら
の
緊
張
を
ほ
ど
き
、

平
衡
を
回
復
す
る
に
有
効
な
活
動
を
意
味
す
る
が
、

カ
ロ
チ
ソ
を
多
く
与
え
て
も
黄
色
鳥

h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
 n
o
n
 fi.ngo

と
い
っ
て
神
り
や
輝
四
件
の
ご
と
き

occult
c
a
u
s
e
を
i
p
っ

川
村
説
に
よ
れ
ば
、

鳥
の
よ
い
声
へ
の
進
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経
験
論
と
衝
動

(
o
r
e
x
i
s
)

と
の
関
係
を
論
じ
、

（
一
九
六
一
・
―
-
。
一
五
）

注
①②

 

の
よ
う
に
見
え
は
じ
め
て
い
る
。
」
と
か
れ
は
記
し
、

に
つ
い
て
「
わ
れ
わ
れ
は
そ

に
詳
論
す
る
。

な
お
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
生
物
進
化
論
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
近
代
天
文
学
の
第
一
人
者
ジ
ー
ソ
ズ
（
Sir
J. 
J
e
a
n
s
)
 

っ
て
裏
書
き
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。

「
…
…
宇
宙
は
一
大
機
械
の
よ
う
に
見
え
る
よ
り
は
む
し
ろ
一
大
思
考
力

(
a
g
r
e
a
t
 t
h
o
u
g
h
t
)
 

「
物
質
」

(
m
a
t
t
e
r
)

U
対
す
る
「
精
神
」

(
m
i
n
d
)

れ
を
む
し
ろ
物
質
界
の
創
造
者
か
つ
支
配
者
と
呼
ん
で
迎
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
は
じ
め
て
い
る
。
」

(
w
e
 a
r
e
 b
e
g
i
n
n
i
n
g
 
to 

s
u
s
p
e
c
t
 
that 
w
e
 o
u
g
h
t
 r
a
t
h
e
r
 
t
o
 hail 
it 
a
s
 
t
h
e
 c
r
e
a
t
o
r
 
a
n
d
 g
o
v
e
r
n
o
r
 o

f
 t
h
e
 r
e
a
l
m
 o
f
 m
a
t
t
e
r
,
)

と
涼
呼
へ
て
い
る
。

た
だ
ジ
ー
ン
ズ
が
宇
宙
的
一
大
思
考
力
に
つ
い
て
「
わ
れ
わ
れ
の
発
見
し
た
限
り
で
は
情
緒
、
道
徳
、
あ
る
い
は
美
的
観
賞
で
は
な
く
し

て
、
数
学
的
方
法
（
数
学
的
と
記
す
る
よ
り
ほ
か
に
適
当
な
言
葉
を
欠
く
た
め
）
で
考
え
る
「
傾
向
」
で
あ
る
と
述
べ
て
、
今
の
と
こ
ろ

ま
だ
ラ
ッ
ス
ル

(
R
u
s
s
e
l
)

の
新
実
在
論
に
は
な
は
だ
し
く
通
じ
る
観
念
論
を
主
張
し
て
い
る
の
は
、
ジ
ー
ン
ズ
の
近
代
天
文
学
か
ら
は

い
ま
だ
十
分
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
生
物
進
化
論
を
裏
書
き
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

J
a
m
e
s
 Jeans, 
T
h
e
 Mysterious Universe, 1
9
3
5
,
 
p. 
1
3
7
`
 

J
g
n
s
,
 op. 
cit., 
p. 
1
3
7
 
et 
seq. 

最
後
に
一
言
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

to
ti 
8
n
 einai

の
一
層
深
い
理
解
の
た
め
に
は
本
論
の
ご
と
き
生
物
進
化
論
の
ほ
か
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
社
会
進
化
論
と
認
識
論
を
論
述
し
、
こ
の
認
識
論
に
つ
い
て
は
範
ち
ゅ
う
論
を
中
心
と
し
て
経
験
論
を
論
証
し
、
こ
の

さ
ら
に
か
れ
の
認
識
論
と
カ
ン
ト
認
識
論
と
の
比
較
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
（
う
え

の

occult
c
a
u
s
e

に
論
及
）
、
こ
れ
ら
は
残
念
な
が
ら
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。
（
お
わ
り
）

ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私

四
0

の
次
の
言
に
よ
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