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第
二
章
自
然
ご
人
生

第
一
節
　
自

然

　
如
何
な
る
科
學
の
研
究
で
も
．
入
と
自
然
と
の
關
係
に
あ
る
こ
と
忙
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
常
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
、

人
と
自
然
と
が
樹
立
的
に
考
え
ら
れ
て
、
或
時
は
宅
膿
と
客
盤
、
又
或
時
は
認
識
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
、
即
ち
封
象
な
ど
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

く
表
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
業
騰
で
あ
り
そ
し
て
認
識
す
る
と
い
う
人
間
自
罷
は
、
或
る
意
味
で
は
自
然
の
中
に
あ
つ

て
一
般
に
肉
膿
的
の
も
の
と
し
て
萬
物
の
中
の
一
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
一
物
で
あ
る
人
そ
の
も
の
が
自
然
の
中



に
あ
り
な
が
ら
、
自
己
以
外
の
萬
物
を
樹
象
と
レ
て
部
ち
、
人
以
外
の
萬
物
を
静
的
に
又
は
動
的
に
最
も
撲
い
意
味
で
の
自
然
又
は
自
然

現
象
と
し
て
こ
れ
等
を
研
究
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
古
來
種
々
様
々
の
思
想
や
學
読
が
生
つ
る
の
で
あ
つ
て
、
又
そ
れ
故
に
人
間
は

萬
物
の
露
長
と
い
わ
れ
、
又
は
帥
の
子
と
い
う
言
葉
も
用
い
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
實
か
ら
人
以
外
の
も
の
と
、
人
と
の
相
違

は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
上
が
當
然
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
意
味
で
先
づ
わ
れ
わ
れ
は
自
然
と
い
う
こ
と
を
出
來
狂
だ
け
深
く
考

え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
人
は
自
然
の
中
に
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
し
て
、
人
は
紳
の
子
で
自
然
か
ら
超
越
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ

れ
故
に
肉
膿
的
の
人
間
は
自
然
⑭
中
に
あ
り
そ
の
人
附
の
中
に
精
神
が
宿
つ
て
い
て
、
即
ち
神
の
子
と
し
て
萬
物
を
支
配
し
て
い
る
と
老

え
ら
れ
て
居
た
の
が
、
古
代
の
思
想
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。
又
そ
の
こ
と
が
哲
學
的
に
色
々
の
観
念
論
が
論
じ
ら
れ
、
今
日
ま
で
も
そ

れ
が
凡
ゆ
る
形
で
表
言
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
自
然
と
い
う
語
に
よ
つ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
概
念
は
種
々
の
意
味
を
も
つ
て
い
る
が
、
先
づ
自
然
と
い
う
概
念
は
文
化
と
い
う
概
念
に

勤
立
せ
し
め
ち
れ
る
。
從
っ
て
こ
れ
を
文
化
と
い
う
概
念
と
比
較
し
つ
Σ
規
定
す
る
こ
と
が
最
も
理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
自

然
の
生
産
物
は
自
然
的
に
、
換
」
言
す
れ
ば
人
の
手
を
借
り
づ
に
猫
り
で
に
成
長
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
極
め
て
雫
易
な
表
言

を
用
い
る
と
、
自
然
と
は
静
的
に
は
「
，
あ
り
の
ま
》
の
も
の
」
を
い
製
、
動
的
に
は
人
の
手
を
借
り
づ
に
攣
化
し
て
い
く
現
象
を
さ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
サ

い
る
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
。
山
川
草
木
の
姿
そ
の
ま
』
の
如
き
を
自
然
と
い
う
の
で
あ
る
似
こ
れ
に
反
し
て
文
化
の
生
産
物
は
人
が
土

地
を
耕
し
た
り
種
を
蒔
い
た
り
騙
虫
、
施
肥
等
を
行
つ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
土
地
か
ら
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
英
語
の
O
鐸
岸
霞
①

は
よ
く
こ
れ
を
表
わ
し
て
い
る
。
人
間
が
自
然
を
開
拓
す
る
こ
と
が
其
の
意
味
で
あ
る
と
思
う
。
例
え
ば
田
に
作
る
稻
や
温
室
又
は
畑
、
に

栽
培
す
る
葡
萄
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
文
化
は
何
等
か
の
慣
値
あ
り
と
認
め
ら
れ
た
目
的
に
從
つ
て
行
動
す
る
所
の
人
の
手
に
よ
つ
て
生

　
　
　
経
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哲
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一
〇
六

産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
静
的
に
は
文
化
財
と
い
鼓
、
動
的
に
見
て
文
化
現
象
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
。

　
要
す
る
に
自
然
は
慣
値
に
關
係
な
し
に
廓
ち
渡
慣
値
的
に
観
察
さ
る
」
も
の
で
あ
り
、
又
か
く
の
如
く
観
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で

あ
る
。
文
化
は
必
す
債
値
が
結
び
付
い
て
・
い
る
。
而
し
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
慣
価
を
文
化
慣
値
と
い
」
、
こ
の
慣
値
に
充
ち
た
も
の
を
文

化
財
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
自
然
は
慣
値
と
結
合
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
或
る
文
化
財
か
ら
凡
て
の
慣
値
を
除
き
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

去
る
な
ら
ば
、
そ
の
封
象
は
軍
な
る
自
然
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
野
原
の
】
本
松
を
縮
に
書
け
ば
そ
の
縮
は
文
化
慣
値
を
存
し
、
又

そ
の
松
自
身
も
之
を
美
的
自
然
と
し
て
観
る
場
合
に
は
美
的
　
慣
値
の
搬
有
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
又
薪
屋
が
こ
れ
に
岬
労
働
を
加
え
て
運
搬

し
て
薪
割
で
薪
に
す
れ
ば
経
濟
財
と
し
て
維
濟
債
値
あ
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
松
か
ら
美
的
慣
値
声
繧
濟
慣
値
を
除
き
去
る
な
ら
ば
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

れ
は
軍
な
る
一
個
の
自
然
物
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
つ
ま
り
文
化
慣
値
に
關
係
せ
し
め
て
わ
れ
わ
れ
が
槻
る
か
否
か
に
よ
つ
て
、
同
一
封
象
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

を
二
つ
の
異
れ
る
も
の
と
し
て
帥
ち
文
化
及
び
自
然
と
し
て
匿
別
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
が
大
自
然
の
中
に
あ
ρ
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
以
外
の
凡
て
を
封
象
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
観
黙
に
よ
つ
て
目
然
ど
文
化
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

う
二
種
の
封
象
の
匿
別
が
認
め
ら
れ
て
い
る
限
り
、
こ
の
…
封
立
が
、
科
學
分
類
の
基
礎
と
な
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ

る
。
道
徳
、
宗
敏
、
法
律
，
國
家
、
科
哩
、
風
習
、
言
語
、
藝
術
は
何
れ
も
文
化
財
で
あ
り
、
之
等
に
關
す
る
研
究
は
即
ち
文
化
科
學
で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
之
等
の
も
の
に
附
着
し
て
い
る
慣
値
が
肚
會
の
各
方
面
か
ら
妥
當
な
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り

又
之
等
の
も
の
は
夫
々
自
身
の
便
値
の
是
認
を
肚
會
に
封
し
て
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
文
化
便
値
耽
關
係
な
き
樹
象
、
帥

ち
没
慣
値
的
封
象
に
關
す
る
科
學
は
自
然
科
學
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
物
理
的
現
象
．
化
離
的
現
象
等
の
如
き
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は

何
等
の
文
化
慣
値
を
も
撚
有
せ
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
物
理
學
や
化
學
は
自
然
科
學
の
最
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
科
學
と
呼
ば
る



㌧
も
の
の
申
に
は
自
然
科
學
と
文
化
科
學
の
何
れ
に
屡
す
る
か
容
易
に
制
明
し
な
い
様
に
思
わ
れ
る
も
の
が
少
く
な
い
。
例
え
ば
地
理
學

や
人
類
學
の
如
き
は
之
で
あ
る
。
か
Σ
る
問
題
は
之
等
の
科
離
が
そ
の
婁
象
を
如
何
な
る
観
黙
か
ら
考
察
す
る
か
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ

る
。
註
－

　
勿
論
科
學
の
分
類
と
い
ケ
こ
と
に
つ
い
て
は
學
者
に
依
つ
て
多
種
多
様
の
分
類
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
議
゜
乏
⊆
β
象
の
如

き
は
、
純
粋
数
學
は
只
抽
象
的
な
る
純
粋
形
式
の
み
を
樹
象
と
す
る
形
式
的
科
學
と
し
て
實
質
的
科
學
か
ら
冨
別
さ
れ
、
實
質
科
學
は
明

確
に
自
然
科
學
と
精
瀞
科
學
と
に
分
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
註
2
而
し
て
自
然
科
學
は
間
接
経
瞼
の
學
に
し
て
経
験
の
も
膿
た
る
屯
槻

か
ら
隔
難
せ
し
め
ら
れ
た
る
被
経
験
的
客
鴨
帥
ち
経
験
内
容
と
し
て
與
え
ら
れ
た
る
客
観
を
封
象
と
し
て
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
之
に

反
し
て
精
紳
科
學
は
直
接
経
瞼
の
學
に
し
て
経
験
内
容
を
把
握
す
る
主
膣
た
る
主
槻
を
樹
象
と
す
る
。
註
3
又
》
」
≦
Φ
の
ω
①
憎
は
人
自
騰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L

の
頭
中
に
あ
る
観
念
そ
の
も
の
を
研
究
せ
ん
と
す
る
學
と
、
人
以
外
σ
も
の
と
を
大
別
し
て
實
在
科
學
と
観
念
科
學
の
二
部
門
に
匠
別
し

て，

｢
る
。
註
・
然
る
に
゜
網
≦
§
き
民
及
び
顕
菊
莫
・
二
は
≦
°
壽
呉
の
研
究
裂
の
差
異
に
ょ
つ
て
自
然
科
學
と

、
精
神
科
學
と
に
分
類
す
る
こ
と
に
反
封
し
て
、
科
學
の
分
類
は
各
科
學
が
そ
れ
ぞ
れ
口
標
と
す
る
と
こ
ろ
の
認
識
目
的
の
形
式
上
の
特
質

に
礎
つ
て
生
つ
る
研
究
方
法
の
相
異
を
以
て
そ
の
旺
分
原
理
と
し
た
。
　
知
圃
o
閃
①
洋
　
の
「
文
化
科
學
と
自
然
科
學
」
に
於
い
て
述
ぶ
る
と

こ
ろ
を
見
る
と
、
自
然
科
學
を
ぱ
一
、
般
科
學
O
①
コ
①
慈
凱
蛤
臼
嶺
O
①
．
≦
『
ω
①
口
ω
o
ぽ
£
o
坤
部
ち
一
般
化
を
手
績
と
す
る
科
畢
、
現
實
的
感

官
世
界
の
認
識
に
關
し
て
更
に
他
の
一
つ
の
手
績
に
よ
る
科
學
の
成
立
が
可
能
で
あ
る
。
註
5

　
こ
の
よ
う
に
學
者
の
読
に
も
多
種
多
様
に
各
々
の
見
解
か
ら
し
て
，
自
然
と
人
ど
の
間
の
遜
別
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
結
局

E
は
自
然
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
歯
身
の
意
圖
又
は
意
欲
を
出
來
る
だ
け
除
い
て
、
た
璽
在
り
の
ま
㌧
の
姿
や
動
き
を
観
察
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に
よ
つ
て
見
る
場
合
の
諸
封
象
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
状
態
を
指
し
て
知
の
世
界
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
、

わ
れ
わ
れ
は
此
の
知
の
世
界
の
代
表
的
な
も
の
を
物
理
學
者
の
研
究
態
度
に
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
。
特
に
物
理
學
な
る
も
の
も
わ
れ
わ

れ
が
一
般
に
物
理
學
と
呼
ん
で
い
る
所
の
實
鹸
物
理
學
を
い
う
の
で
は
な
い
。
電
子
に
基
く
自
然
現
象
の
物
理
的
解
明
は
．
わ
れ
わ
れ
の

實
際
的
経
験
に
依
ら
ざ
る
假
設
的
要
素
を
以
て
構
成
し
た
数
學
的
理
論
に
基
く
も
の
で
あ
つ
て
、
之
は
経
験
に
訴
え
る
所
の
實
験
物
理
學

に
依
つ
て
行
わ
る
」
も
の
で
な
く
し
て
理
論
物
理
學
と
呼
ば
る
＼
も
の
を
以
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
帥
ち
現
在
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
戴
い
た

湯
川
博
士
を
生
み
出
し
た
原
子
物
理
畢
（
》
仲
9
β
勺
び
同
ω
陣
o
ω
）
で
あ
る
。
こ
』
で
最
も
注
意
す
べ
き
は
現
代
の
諸
科
學
の
み
な
ら
す
凡
ゆ

る
學
問
研
究
の
封
象
が
、
す
べ
て
「
動
的
」
に
行
わ
れ
て
來
た
事
で
あ
る
。
わ
、
れ
わ
れ
が
日
常
経
験
す
る
こ
の
現
象
世
界
の
事
物
帥
ち
森

羅
萬
象
は
、
無
限
に
し
て
複
雑
多
様
常
に
攣
化
し
絶
え
す
生
滅
流
轄
し
て
停
止
す
る
所
を
知
ら
ざ
る
有
様
で
あ
る
。
之
を
時
間
的
に
見
る

に
吾
人
は
そ
の
始
め
を
知
ら
す
又
絡
り
を
知
ら
す
、
室
間
的
に
見
る
何
れ
の
方
向
に
も
無
限
の
延
長
を
有
す
る
も
の
」
如
く
，
其
の
極
ま

る
所
を
知
る
，
よ
し
も
な
い
。
か
く
て
経
瞼
科
學
の
封
象
た
る
こ
の
現
實
の
世
界
は
わ
れ
わ
れ
に
，
と
つ
て
無
限
の
償
り
を
有
す
る
一
膿
と
も

解
す
る
こ
と
も
出
來
る
。
わ
れ
わ
れ
が
簡
軍
に
同
一
物
と
呼
び
な
れ
て
い
る
も
の
も
決
し
て
常
に
正
確
に
同
｝
の
状
態
を
羅
　
綾
す
る
も
の

で
は
な
く
、
時
々
刻
々
間
断
な
く
攣
化
し
推
移
す
る
も
の
で
あ
る
。
或
は
一
見
し
て
同
一
又
は
不
攣
の
事
象
と
見
ゆ
る
も
の
も
之
を
精
細

に
黙
検
し
観
察
す
る
時
は
、
そ
こ
に
必
す
差
別
と
相
異
と
攣
化
が
窺
わ
れ
る
。
又
不
確
實
な
る
わ
れ
わ
れ
の
感
官
に
は
一
様
等
慣
と
見
ゆ

る
事
物
も
、
精
密
な
る
機
械
力
に
依
る
時
は
驚
く
べ
き
多
様
と
異
質
を
呈
す
る
研
究
に
於
い
て
一
切
を
動
的
に
認
識
し
・
て
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
絶
封
永
久
不
攣
の
眞
理
な
ど
は
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
事
’

に
つ
い
て
構
威
あ
る
自
然
科
學
者
の
著
書
に
よ
り
自
然
の
動
的
な
研
究
を
観
る
こ
と
に
す
る
。
現
今
こ
れ
等
動
的
の
物
理
學
の
研
究
は
極
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼



度
に
磯
達
し
て
途
に
は
自
然
科
學
と
文
化
科
學
の
旺
別
を
も
否
定
す
る
所
ま
で
進
み
新
し
い
唯
物
史
観
の
見
解
が
唱
え
ら
れ
る
ま
で
に
至

つ
た
の
で
あ
る
。

　
石
原
純
先
生
は
「
自
然
科
學
の
諸
部
門
に
於
い
て
現
象
間
の
關
係
を
最
も
深
く
論
理
的
に
分
析
す
る
こ
と
の
で
き
た
の
は
物
理
學
で
あ

る
こ
と
は
．
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
之
は
物
理
學
で
取
扱
う
物
質
現
象
が
そ
の
他
の
も
の
に
比
し
て
最
も
簡
箪
で
あ
る
の
．
に
よ
る
が
。
と
も

か
く
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
で
自
然
の
な
か
か
ら
精
密
な
数
量
的
關
係
を
抽
象
し
且
つ
之
等
を
論
理
的
に
整
序
す
る
こ
と
に
或
．
る
程
度
ま
で

成
功
し
た
の
で
あ
つ
て
、
之
が
前
述
の
如
き
意
味
で
の
自
然
科
摩
世
界
像
の
可
能
性
を
わ
れ
わ
れ
に
啓
示
し
友
の
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
の

事
か
ら
物
理
學
的
世
界
像
が
一
般
の
自
然
科
學
的
世
界
像
の
花
型
で
あ
り
得
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
。
　
と
理
論
物
理
學
の
重
要
さ
を
読

い
て
お
ら
れ
る
。
樹
又
「
物
質
の
要
素
的
粒
子
が
す
べ
て
帯
電
盟
で
あ
る
こ
と
が
磯
見
さ
れ
た
と
き
に
、
す
べ
て
物
質
硯
象
は
電
磁
氣
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ヘ
　
へ
　
り

に
解
繹
す
べ
き
で
あ
る
と
せ
ら
れ
，
・
こ
」
に
電
磁
氣
自
然
槻
が
稻
え
ら
れ
た
。
（
中
略
）
電
磁
氣
力
は
箪
に
物
鷺
に
所
屡
す
る
一
種
の
力
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

．
外
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
電
磁
的
質
量
と
力
學
的
質
量
と
を
旺
別
す
る
こ
と
は
も
は
や
無
意
味
と
見
ら
れ
る
に
至
つ
た
。
」
註
6
と
述
べ

ら
れ
て
お
ら
れ
る
。
即
ち
自
然
科
學
的
世
界
像
帥
ち
電
磁
的
世
界
像
而
し
て
そ
れ
は
力
學
的
世
界
像
で
あ
つ
て
大
自
然
の
動
的
認
識
を
思

　
　
　
　
　
　
　
・
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

わ
す
も
の
で
あ
る
。

　
然
し
森
羅
萬
象
複
雑
な
現
象
に
封
し
て
完
全
な
る
力
學
的
論
明
だ
け
で
漏
足
出
來
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
石
原
先
生
は
次
の
如
く

読
か
れ
る
。
　
「
か
よ
う
な
場
合
に
は
何
等
か
の
力
學
的
類
推
を
も
つ
て
瀧
足
す
る
よ
り
外
は
な
か
つ
た
。
光
に
封
し
て
弾
性
媒
質
と
し
て

エ
ー
テ
ル
を
假
定
し
、
又
熱
や
電
氣
を
｝
種
の
流
盟
と
し
て
論
じ
よ
う
と
し
た
の
は
何
れ
も
此
の
類
で
あ
る
。
」
省
又
「
物
質
原
子
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辱

　
　
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
う

物
化
學
的
親
和
力
の
如
き
は
、
最
初
は
力
學
的
類
推
に
於
て
一
種
の
力
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
。
こ
の
力
の
本
質
的
訟
明
は
な

　
　
　
　
輕
濟
哲
學
、
兄
の
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
九
噸



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

ほ
不
可
能
で
あ
っ
た
の
に
反
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
に
於
て
は
之
を
全
く
熱
力
學
的
に
考
察
し
て
そ
の
数
量
的
記
述
を
可
能
な
ら
し
め
た

こ
と
な
ど
そ
の
、
一
つ
の
功
績
を
も
の
が
た
る
も
の
で
あ
る
。
L
註
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か
く
の
如
く
わ
れ
わ
れ
が
常
識
的
に
感
官
の
み
で
一
見
し
て
無
数
の
姿
を
し
て
存
在
し
て
い
る
と
見
る
諸
物
も
、
何
か
唯
一
の
原
質
を

求
め
ん
と
す
る
墓
的
要
請
か
ら
し
て
研
究
に
研
究
し
て
行
く
自
然
科
薯
達
の
努
力
の
結
果
は
、
分
子
が
唱
え
ら
れ
原
子
菱
見
さ
れ

電
子
に
深
く
進
み
、
今
日
で
は
エ
ー
テ
ル
と
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
種
の
動
的
因
と
な
る
力
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
來
た
の
で
め
る
。

　
素
朴
的
唯
物
論
か
ら
そ
の
静
的
理
論
の
鮎
黙
を
見
出
し
今
口
の
唯
物
史
観
を
マ
ル
ク
ス
と
此
甚
強
張
し
て
い
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
自
然
科

學
に
於
け
る
．
叢
展
の
経
路
を
明
か
に
し
次
の
如
く
の
べ
て
い
る
。

　
「
カ
ン
ト
の
星
雲
読
は
す
で
に
太
陽
系
の
搬
生
を
．
ま
た
彼
の
地
球
廻
韓
の
海
潮
に
よ
る
妨
害
の
叢
見
に
ま
允
太
陽
系
の
渡
落
を
必
宣

言
し
た
。
…
…
（
し
か
も
そ
の
後
の
自
然
科
學
の
進
歩
は
）
蕎
來
の
固
定
し
た
甥
立
、
越
え
が
た
い
境
界
線
を
だ
ん
ノ
＼
と
泊
し
て
行

く
。
最
後
の
氣
騰
さ
え
も
液
騰
化
さ
れ
、
一
個
の
物
醒
が
液
盤
的
と
も
ガ
ス
膿
的
と
も
匪
別
の
つ
か
な
い
状
態
に
お
か
れ
ら
る
ζ
と
が
誰

明
さ
れ
て
以
來
，
凝
集
状
艦
は
そ
の
再
來
の
絶
封
的
特
性
の
最
後
の
淺
津
を
も
失
つ
て
し
ま
つ
た
。
完
全
な
ガ
ス
に
お
い
て
は
個
々
の
ガ
、

券
子
の
蓮
動
す
る
連
度
の
皐
は
、
同
一
鰹
の
下
で
は
分
子
の
重
量
と
琵
例
す
る
と
い
う
ガ
券
鑑
動
理
論
の
命
讐
よ
つ
て

熱
も
ま
た
直
接
然
る
も
の
と
し
て
繁
募
る
蓮
動
形
態
の
列
笑
る
。
＋
年
前
に
新
握
見
さ
れ
た
蕩
の
大
原
則
は
ま
奎
ネ
ル
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

ー
保
存
に
關
す
る
箪
な
る
法
則
と
し
て
、
蓮
動
の
不
減
性
と
創
造
不
可
鮨
性
と
の
軍
な
る
表
現
と
し
で
、
即
ち
軍
に
そ
の
量
的
方
面
か
ら

把
握
さ
弟
た
と
す
れ
ば
「
、
こ
の
せ
ま
い
溝
極
的
表
現
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
攣
化
と
い
う
積
極
的
な
表
現
に
よ
つ
て
・
ま
す
ま
す
駆
途
さ
れ
、
と

」
に
は
じ
め
て
過
程
の
質
的
内
容
は
そ
の
所
を
得
、
ま
た
こ
～
に
世
界
の
外
に
あ
る
創
造
者
に
封
す
る
最
後
の
記
憶
が
浩
滅
す
る
の
で
あ



る
。
蓮
動
（
い
わ
ゆ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
の
量
は
，
そ
れ
が
揮
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
い
わ
ゆ
る
力
學
的
力
）
か
ら
電
氣
、
熱
、
位
置
の
潜
在

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
に
聴
換
す
る
と
き
に
も
、
ま
た
そ
の
反
封
の
場
合
に
も
攣
化
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
今
で
は
も
に
や
、
　
新
ら
し

い
こ
老
と
し
て
詮
か
れ
る
必
要
は
な
い
。
、
…
…
そ
し
て
生
物
學
が
進
化
論
の
光
に
よ
つ
て
研
究
さ
処
る
よ
う
に
な
つ
て
以
來
、
有
機
的
自

然
の
領
域
に
お
い
て
は
分
類
の
固
定
的
境
界
線
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
解
消
し
た
。
今
で
は
卵
を
産
む
哺
乳
動
物
も
お
れ
ば
、
，
四
足
で
歩
く
鳥
も

い
る
。
す
で
に
数
年
前
ヴ
イ
ル
ヨ
ウ
が
細
胞
叢
見
の
結
果
、
動
物
的
個
盟
と
い
う
軍
位
を
細
胞
國
家
の
連
合
に
ま
で
解
消
す
る
こ
と
を
鯨

儀
な
く
さ
れ
た
と
す
れ
ば
」
、
動
物
的
（
し
た
が
つ
て
ま
た
人
間
的
）
個
性
の
概
念
も
ア
ミ
ー
バ
の
よ
う
に
高
等
勤
物
の
騰
内
を
は
い
ま
わ

っ
て
い
る
白
血
球
の
叢
見
に
ょ
つ
て
な
お
は
る
か
に
模
雑
化
す
る
、
す
べ
て
の
封
立
と
麗
分
と
は
箪
に
相
甥
的
な
袋
當
性
を
も
つ
も
の
で

あ
る
に
す
ぎ
す
、
固
定
性
と
絶
樹
侵
當
性
と
の
観
念
は
我
々
の
反
省
に
よ
つ
て
自
然
の
中
に
も
ち
ξ
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

，
ー
ー
こ
の
認
識
ζ
そ
自
然
の
辮
讃
法
的
把
握
の
核
心
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
自
然
科
學
の
集
積
さ
れ
ゆ
く
事
實
に
張
制
さ
れ
る

こ
と
に
よ
つ
て
こ
の
認
識
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
註
8

　
武
谷
三
男
先
生
は
其
の
著
書
開
，
科
學
、
哲
學
、
藝
術
」
の
申
で
、
「
原
子
物
理
學
へ
の
期
待
」
の
見
出
レ
σ
も
と
に
「
人
類
は
逡
に
原
予

そ
の
も
の
の
中
に
ぴ
そ
む
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
と
妙
出
し
、
こ
れ
を
自
由
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
帥
ち
原
子
力
の
解
放
で
あ
る
…
…
今
か

ら
五
十
年
程
前
に
電
子
と
い
う
原
子
よ
り
も
も
っ
と
小
さ
い
軍
位
が
護
見
さ
れ
た
。
そ
れ
と
共
に
ギ
リ
シ
ヤ
以
來
考
え
．
ら
れ
て
い
た
原
子

が
物
質
を
つ
く
い
上
げ
て
い
る
窮
極
の
軍
位
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
こ
わ
れ
て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
原
子
は
電
子
か
ら
つ
く
ら
れ
て
い
る

事
に
な
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
十
分
で
な
か
つ
た
。
一
九
一
一
年
原
予
は
翼
中
に
重
い
原
子
核
が
あ
り
、
周
P
忙
輕
い
電
子
が
と
び
ま
わ

つ
て
い
る
こ
と
が
分
つ
つ
だ
。
そ
し
て
そ
れ
以
前
に
叢
見
さ
れ
て
い
た
あ
の
キ
ユ
ウ
リ
ー
夫
人
の
ラ
ジ
ゥ
ム
の
放
射
能
は
原
子
核
の
現
象

　
　
　
輕
濟
哲
學
え
の
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

で
あ
り
、
．
原
子
核
は
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
た
く
わ
え
て
い
る
事
が
老
え
ら
れ
た
。
（
中
略
）
一
九
三
一
年
中
性
子
が
叢
見
さ
れ
た
…
…
こ

う
し
て
原
子
核
は
陽
子
と
中
性
子
と
か
ら
出
來
上
つ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
。
…
…
一
九
三
五
年
湯
川
博
士
は
こ
の
原
子
核
の
中
で
申

　
　
　
　
　
　
ヨ
　
つ
　
ぬ
　
も
　
ゐ
　
ゐ

性
子
と
陽
子
と
む
す
び
つ
け
る
力
と
し
て
中
間
子
を
導
入
し
た
。
」
註
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

、エ

塔
Q
ル
ス
は
こ
の
自
然
や
・
物
質
と
い
う
ζ
と
に
就
い
て
彼
の
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ツ
ハ
論
で
哲
學
的
思
考
に
よ
り
衣
の
如
く
論
じ
て
い

る
。
「
す
べ
て
の
哲
學
、
殊
に
近
代
0
哲
學
の
大
な
る
根
本
問
題
は
、
思
性
と
實
有
と
の
關
係
の
問
題
で
あ
る
。
…
…
精
神
と
自
然
と
い
つ

れ
が
本
源
的
か
と
い
う
こ
の
問
題
に
…
封
す
る
答
え
方
に
つ
い
て
哲
學
者
は
二
大
陣
螢
［
に
分
裂
し
た
。
自
然
に
…
封
す
る
精
神
の
本
源
を
主
張

し
、
し
た
が
っ
て
結
局
に
お
い
て
何
ら
か
の
、
種
類
の
宇
宙
創
造
を
認
容
し
た
人
々
は
観
念
論
の
陣
菅
に
構
成
し
た
。
そ
れ
牝
反
し
て
自
然

を
本
源
的
な
も
の
と
見
た
人
々
は
唯
物
の
種
々
の
流
派
に
厨
し
て
い
る
。
」
と
前
提
し
、
彼
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
唯
物
論
の
立
場
を
明

ら
か
忙
し
て
、

　
「
フ
オ
ィ
エ
ル
ベ
ツ
ハ
の
焚
展
道
程
は
↓
人
の
へ
ー
ゲ
ル
主
義
者
の
唯
物
論
に
至
る
ま
で
の
磯
展
道
程
で
あ
る
。
帥
ち
こ
の
磯
展
は
一

定
の
段
階
に
達
す
る
と
へ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
的
謄
…
系
と
全
然
絶
縁
す
る
こ
ど
を
必
然
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
っ
い
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
抵
抗
す
べ
か
ら
ざ
る
力
に
せ
ま
ら
れ
て
反
懸
な
し
に
次
の
見
解
を
と
る
に
至
つ
た
。
い
わ
く
、
へ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
絶
封
観
念
の

先
世
界
的
存
在
、
卸
ち
階
、
論
理
的
範
疇
の
先
在
』
な
る
も
の
は
、
超
世
界
的
創
造
主
に
封
す
る
信
仰
の
室
想
的
蓮
物
に
外
な
ら
ぬ
。
吾
々

自
身
が
屡
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
實
廃
的
な
．
感
官
に
よ
つ
て
知
畳
す
る
こ
と
の
出
來
る
世
界
が
唯
一
の
實
在
で
あ
つ
て
、
吾
々
の
意
識
と

思
性
と
は
い
か
に
超
感
畳
的
な
も
の
に
見
え
よ
う
と
一
つ
實
在
的
、
肉
謄
的
器
官
た
る
頭
脳
の
所
産
に
す
ぎ
ぬ
。
物
質
が
精
瀞
の
所
産
で

な
く
，
椿
紳
そ
の
も
の
が
物
質
の
最
高
所
産
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
」
註
1
0
　
こ
れ
が
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
唯
物
論
で
あ
歓
が
、
マ
ル
ク
ス
、



エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
唯
物
論
を
A
ー
ゲ
ル
を
通
し
て
胆
懲
自
然
を
物
質
現
象
ど
し
七
見
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
聞
の

歴
史
的
現
象
を
も
同
様
に
唯
物
論
的
に
見
た
の
を
土
壷
と
し
て
更
に
炭
的
唯
物
論
と
し
て
具
髄
化
す
る
に
至
つ
た
。
邸
ち
…
、
一
切
の
人
聞

歴
畷
の
最
初
の
前
提
は
い
う
ま
で
も
な
く
生
き
た
人
間
的
個
人
の
生
存
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
個
人
の
よ
つ
て
も
っ
て
動
物
か
ら
匠
別
さ
れ

る
所
以
の
最
初
の
歴
史
的
行
動
は
、
彼
ら
が
思
性
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
却
つ
て
彼
ら
が
彼
ら
の
生
活
資
料
を
生
産
し
は
じ
め
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
た
し
か
め
ら
る
べ
き
最
初
の
事
態
は
こ
れ
ら
の
個
人
の
肉
膿
的
組
織
と
、
こ
れ
ら
の
自
然
的
諸
基
礎
、

及
び
歴
史
の
過
程
に
お
け
る
人
間
の
行
動
に
よ
る
そ
れ
ら
の
諸
基
礎
の
塗
化
か
ら
出
磯
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
L
註
1
1

　
十
七
世
紀
末
ニ
ユ
ー
ト
ン
の
物
理
學
が
最
高
で
あ
る
と
さ
れ
、
ラ
メ
ト
リ
ー
が
「
人
間
機
械
論
」
を
書
い
た
時
代
ま
で
は
地
球
の
磯
展

ロ史
を
明
か
に
す
る
地
質
學
も
起
ら
す
、
科
墨
性
を
も
つ
た
生
物
進
化
の
槻
念
も
な
い
時
代
の
唯
物
論
が
、
攣
化
あ
り
、
進
化
あ
P
、
濫
歩

す
る
世
界
を
無
目
的
機
械
的
の
唯
物
論
と
な
つ
て
、
親
念
論
者
に
反
撃
さ
れ
た
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
つ
た
。
彼
ら
は
こ
の
自
然
に

お
け
る
個
々
の
物
に
つ
い
て
は
た
愛
こ
れ
等
を
静
的
に
弧
立
し
た
も
の
、
機
械
の
諸
部
分
の
如
き
も
の
と
し
て
の
み
把
握
し
、
し
た
が
っ

て
浬
動
を
ぱ
各
々
の
物
質
的
存
在
そ
の
も
の
に
内
在
ず
る
み
め
と
し
て
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
森
羅
萬
象
一
切
を
何
か
個
立
的
の
も
の
，
一
元
論
と
い
わ
れ
る
静
的
個
物
と
し
て
の
原
質
の
み
と
ら
わ
れ
て
い
る
古
い
唯
物
論
と
現
代

の
唯
物
史
観
を
混
同
し
て
い
る
場
合
が
相
當
の
學
識
あ
る
人
々
に
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
事
は
特
に
武
谷
氏
な
ど
が
注
意
し
て
い

る
。
馬
場
恒
吾
氏
が
昭
和
二
十
五
年
の
一
月
一
日
の
護
費
新
聞
「
年
頭
展
望
」
に
一
、
原
子
爆
弾
は
廣
島
と
長
崎
を
爆
破
す
る
と
同
時
に
、

今
ま
で
の
世
界
観
を
も
爆
磯
し
だ
。
原
子
理
論
の
蛮
展
は
物
質
は
固
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
ず
獄
二
’
ユ
ー
ト
ン
の
因
果
律
と

そ
れ
と
同
時
代
に
生
れ
た
唯
物
史
観
に
修
正
を
彊
要
す
る
。
」
云
々
の
記
事
に
樹
し
て
張
く
反
ば
く
し
て
居
る
。
帥
ち
、
「
唯
物
史
観
が
辮

　
　
　
輕
濟
哲
學
．
え
の
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
＝
二



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

誰
法
に
よ
つ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
辮
讃
法
は
機
械
的
揮
命
観
を
批
制
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
周
知
で
あ
る
。
唯
物
史
観
こ
そ
流
動
す
る
世
界
，
原
子
の
分
裂
，
物
質
の

流
動
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
馬
場
氏
は
原
子
爆
弾
が
如
何
な
る
物
質
の
法
則
に
ょ
つ
て
い
る
か
御
存
じ
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
辮
讃
法
的
因
果
性
を
根
本
と
す
る
量
子
力
學
に
よ
つ
て
い
る
の
だ
L
・

　
以
上
は
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
ザ
イ
ン
と
し
て
の
自
然
並
び
に
自
然
現
象
と
か
侮
宇
宙
と
か
世
界
像
的
の
意
味
で
老
え
て
來
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
‘

る
が
、
併
し
こ
の
自
然
と
わ
れ
わ
れ
人
間
と
の
關
係
を
含
め
て
考
え
る
場
合
に
從
來
學
者
は
ザ
イ
ン
と
し
て
自
然
に
封
し
て
ゾ
ル
レ
ン
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

ヘ
　
へ

世
界
と
い
う
表
言
を
と
っ
て
來
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
分
り
易
く
い
う
な
ら
ば
世
界
と
い
う
の
は
人
間
が
人
間
自
身
を
主
盤
と
し
て

外
界
を
意
味
づ
け
て
見
た
場
合
の
自
然
を
世
界
と
い
つ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
見
る
場
合
に
自
然
科
翠
と
は
別
に
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳳

界
観
と
か
人
生
観
と
い
う
言
葉
が
表
わ
れ
、
而
し
て
世
界
像
と
か
人
間
學
と
い
う
も
の
と
直
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
哲
學
は

入
問
観
で
あ
グ
又
世
界
槻
で
あ
る
。
自
然
科
學
は
人
間
と
か
自
然
を
渡
慣
値
的
の
ザ
イ
ン
と
し
て
の
學
と
さ
れ
て
い
る
9
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
こ
瓦
の
自
然
科
學
と
精
紳
科
學
（
又
は
丈
化
科
學
）
と
い
う
從
來
の
笹
別
に
封
し
て
、
唯
物
史
観
の
立
場
か
ら
し
て
そ
の
必
要
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

い
と
さ
れ
て
來
・
て
い
る
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
注
意
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
大
い
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
武
谷
氏
は
原
子

力
の
思
想
的
意
義
と
題
し
て
「
原
子
力
が
思
想
的
に
何
を
齎
ら
し
た
か
と
い
う
問
題
に
就
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
ザ
イ
ン
と
．
．
ソ
ル

レ
ン
の
分
離
に
封
し
て
一
つ
の
決
定
的
な
ピ
リ
オ
ド
を
照
ハ
え
た
と
い
う
こ
と
だ
」
と
い
」
、
そ
の
最
後
の
吉
こ
ろ
に
「
眞
實
の
マ
ル
キ
シ

ズ
ム
は
ザ
イ
ン
と
ゾ
ル
レ
ン
の
分
離
と
い
う
の
で
な
し
に
い
ち
お
ろ
ザ
イ
ン
と
ゾ
ル
レ
ン
を
ヵ
ン
ト
的
に
批
剰
し
、
然
る
の
ち
に
も
つ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

完
全
な
形
で
ザ
イ
ン
と
ゾ
ル
レ
ン
を
統
一
し
た
立
場
に
立
つ
て
い
る
。
ザ
ィ
望
ゾ
ル
レ
ン
を
分
離
し
て
別
の
世
界
、
二
つ
の
世
界
と
い



う
ふ
う
に
扱
う
の
で
は
な
く
し
て
、
ザ
イ
ン
の
地
盤
か
ら
ゾ
、
ル
レ
「
ン
が
ザ
イ
ン
の
自
己
磯
展
と
し
て
繊
て
く
る
。
そ
う
い
う
の
が
マ
ル
ギ

シ
ズ
ム
の
観
方
で
あ
る
」
註
1
2
と
論
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
レ
ー
ニ
ン
は
「
唯
物
論
が
観
念
論
哲
畢
と
根
本
的
に
異
る
黙
は
唯
物
論
者
が

感
畳
、
知
畳
、
表
象
！
一
般
に
人
闇
の
意
識
を
客
槻
的
實
在
の
模
爲
と
認
め
る
鮎
に
あ
る
。
世
界
は
こ
れ
等
客
観
的
實
在
の
蓮
動
で
あ

っ
て
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
反
映
す
る
。
－
表
象
。
知
髭
の
蓮
動
は
わ
れ
わ
れ
の
外
界
に
あ
る
物
質
の
蓮
動
に
封
鷹
す
る
。
物
質
と

い
う
概
念
は
わ
れ
わ
れ
の
感
畳
に
與
え
ら
れ
た
る
客
観
的
實
在
以
外
の
何
も
の
を
も
表
わ
す
も
の
で
は
な
層
い
」
註
1
3
と
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
現
今
ソ
聯
の
百
科
僻
典
に
な
つ
て
來
る
と
物
質
の
概
念
が
大
い
に
違
つ
て
來
た
「
哲
學
上
の
物
質
の
概
念
は
自
然
科
撃
上
の
概

念
と
は
切
つ
て
も
切
れ
な
い
關
係
を
有
す
る
。
そ
れ
は
現
代
自
然
科
卑
の
物
質
観
を
普
遍
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
お
よ
そ
唯
物
論
は

物
質
を
客
観
的
實
在
と
し
て
認
め
て
來
た
。
し
か
し
物
質
の
多
種
多
檬
な
蓮
動
形
態
の
研
究
に
立
脚
し
て
物
質
の
物
理
學
的
規
定
の
訣
陥
u

を
明
ら
か
に
し
、
哲
學
上
の
物
質
概
念
に
ま
で
到
達
し
た
の
は
ひ
と
り
辮
讃
法
的
唯
物
論
の
み
で
あ
つ
た
。
哲
畢
上
の
物
質
概
念
は
、
個

別
科
學
の
研
究
封
象
た
る
客
観
的
實
在
の
あ
ら
ゆ
る
其
髄
的
形
態
の
概
念
を
含
ん
で
い
る
。
雄
大
な
天
文
學
的
艦
系
も
、
徴
粒
子
も
原
子

も
電
子
も
そ
の
す
べ
て
が
客
観
的
實
在
で
あ
る
謁
生
産
力
、
生
産
關
係
，
階
級
と
い
う
よ
」
な
就
會
的
存
在
形
式
も
ま
た
同
様
に
客
観
的

實
在
で
あ
る
。
個
々
の
物
質
を
離
れ
て
具
膿
的
な
物
質
構
成
の
他
に
な
ほ
『
物
質
そ
の
も
の
』
、
『
第
一
物
質
』
が
あ
る
と
老
え
る
の
は
誤

っ
て
い
る
L
と
載
せ
て
い
る
。
註
1
4
，

　
自
然
科
學
者
で
な
い
、
叉
…
籔
學
者
で
も
理
論
物
理
學
者
で
も
な
い
私
が
、
物
質
と
か
自
然
と
か
い
う
こ
と
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
述
べ
ゐ

こ
乏
は
蝕
り
に
も
危
瞼
の
こ
と
で
あ
る
。
只
私
は
學
周
と
い
お
う
と
、
科
學
で
あ
ろ
う
と
、
人
間
と
自
然
と
の
關
係
か
ら
し
て
生
つ
る
も

の
又
は
現
象
を
研
究
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
よ
り
も
先
づ
自
然
と
人
間
と
い
う
言
葉
の
概
念
を
完
全
と
ま
で
は
い
か
な
い
に
し
て
も
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
　
　
　
　
　
‘

　
　
　
纏
濟
哲
學
幽
、
κ
の
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
｝
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
敬
に
特
ば
罐
威
あ
る
自
然
科
學
者
で
あ
る
石
原
先
生
と
最
近
廣
く
唯
物
史
観
を
理
論
物
理
學
に
結
び

つ
け
、
唱
辮
讃
法
に
よ
る
自
然
科
學
の
研
究
を
實
行
し
て
い
ら
れ
る
武
谷
先
生
と
の
著
書
を
葬
護
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
私
が
學
生

時
代
か
も
教
え
ら
れ
た
こ
と
又
其
後
研
究
し
た
範
園
に
於
い
て
は
、
や
は
り
研
窺
の
便
宜
上
か
ら
し
て
自
然
科
學
と
精
淋
科
學
と
の
匿
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

は
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
然
し
そ
れ
は
あ
く
を
で
も
便
宜
上
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
爾
科
學
に
は
其
の
實
匿
を
追
求
す
る
時
に
必
す
統
】
さ

れ
る
か
さ
も
な
け
れ
ば
何
物
か
に
よ
つ
て
關
係
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
何
故
か
な
れ
ば
、
そ
れ
は
爾
科
攣
共
に
大
自
然

の
中
に
あ
り
而
も
人
闇
を
通
し
て
見
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
人
　
　
　
生

　
す
べ
て
の
問
題
の
出
獲
黙
は
人
問
は
何
で
あ
る
か
？
　
で
あ
る
。
人
闇
こ
そ
複
難
極
ま
り
な
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
萬
物
の
簸
長
と
・

い
わ
れ
る
程
に
古
來
非
常
に
多
く
の
解
輝
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
若
し
も
自
然
科
學
的
に
グ
ー
ウ
ヰ
ン
の
進
化
論
的
解
輝
を
し
た

と
し
て
も
人
間
は
幾
憶
年
の
時
間
を
経
て
進
化
し
最
高
度
の
磯
達
を
し
た
有
機
膿
で
あ
る
。
凡
ゆ
る
植
物
、
多
種
多
様
の
動
物
、
且
今
日
「

で
は
鑛
物
性
の
も
の
を
も
飲
食
し
て
生
活
し
て
來
た
限
珍
な
き
槻
念
を
生
み
出
す
頭
隅
の
所
有
者
が
人
間
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
を
只
生

物
學
的
に
動
物
的
に
見
る
な
あ
ば
、
そ
れ
は
最
高
度
に
進
化
磯
達
し
た
有
機
盟
と
い
う
よ
り
外
は
な
い
。
之
を
其
の
起
源
の
問
題
を
別
に

し
て
現
實
の
他
動
植
物
と
匿
別
さ
れ
る
斬
謂
精
紳
飽
存
在
と
七
て
み
る
な
ら
ば
、
入
格
と
表
言
さ
れ
て
他
動
物
と
は
全
く
異
る
も
の
で
あ

る
。
暫
學
蹴
典
を
み
る
と
「
X
間
の
本
質
に
就
い
て
は
古
來
思
想
家
の
間
に
種
々
の
見
解
が
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
人
間
を
政
治
的

帥
ち
肚
會
的
存
在
と
考
え
、
ユ
ダ
ヤ
教
キ
リ
ス
ト
教
は
紳
の
似
姿
と
な
し
、
ス
コ
ラ
哲
學
に
於
て
は
人
閥
の
本
質
を
理
性
に
求
め
た
。
又



人
間
を
宇
宙
の
要
素
と
力
の
聚
積
、
宇
宙
の
模
型
と
な
し
、
小
宇
宙
と
呼
ん
だ
哲
畢
者
も
少
く
な
い
。
ヵ
ン
ト
は
現
象
と
し
て
の
人
閥
と

本
艦
と
し
て
の
人
間
と
を
匠
別
し
た
。
又
個
々
の
人
闇
を
超
え
た
人
間
性
そ
の
も
の
、
或
は
総
髄
と
し
て
の
人
類
の
内
に
人
聞
の
本
質
慣

値
を
見
ん
と
す
る
も
の
に
ブ
イ
ヒ
テ
、
ゲ
ー
テ
等
あ
り
、
純
粋
人
問
性
の
理
念
を
道
徳
的
肚
會
的
規
範
と
読
く
も
の
に
コ
ゥ
ェ
ン
．
ナ
ト

ル
プ
、
ヴ
ン
ト
、
ジ
ン
メ
ル
等
が
あ
る
。
更
に
近
峙
人
間
の
生
存
（
U
勉
ω
⑦
言
）
忌
を
他
の
存
在
（
q
り
①
矧
口
）
，
に
樹
し
て
存
在
論
的
優
先
を
有

・
す
る
と
峯
て
其
現
象
學
的
分
析
を
試
み
る
も
の
に
ハ
イ
デ
ツ
ゲ
ル
が
あ
り
、
又
諸
々
の
文
化
現
象
を
人
間
の
本
質
的
構
造
か
ら
理
解
せ

ん
と
し
て
哲
學
的
人
間
學
（
勺
ロ
出
O
ω
O
℃
琶
ω
o
ぴ
Φ
》
暮
げ
巴
o
O
2
0
ぴ
q
冨
）
を
建
設
せ
ん
と
し
た
者
シ
エ
ー
レ
ル
が
あ
る
。
L
如
何
に
人
間

観
の
多
種
多
檬
で
あ
る
か
も
明
か
で
あ
る
。
倫
門
シ
エ
ラ
ー
の
有
名
な
論
文
「
人
間
と
歴
史
」
を
開
い
て
み
よ
う
。
彼
は
歴
史
鮒
背
景
を
持

ち
、
史
観
と
結
び
付
け
て
五
つ
の
類
型
を
輿
え
て
い
る
。

　
第
一
は
有
紳
論
的
人
間
観
で
あ
る
。
こ
，
れ
は
哲
學
や
科
學
が
未
だ
論
じ
ら
れ
な
い
時
代
の
人
間
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
観
は
一

種
の
沸
話
で
現
代
の
哲
學
や
科
學
に
封
し
て
は
無
意
義
で
あ
る
と
い
え
る
。
併
し
文
學
と
か
哲
學
の
地
盤
と
し
て
大
い
に
有
意
義
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　
第
ニ
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
（
7
0
ヨ
O
ω
9
ユ
づ
一
〇
μ
ω
）
叡
智
人
の
人
問
観
で
あ
る
。
こ
れ
ば
哲
學
の
磯
生
地
で
あ
る
「
ギ
リ
シ
ヤ
人
が
唱
え
た

も
の
で
あ
つ
て
、
哲
學
的
に
人
間
を
解
繹
し
た
も
の
と
い
え
る
。
　
「
人
間
は
理
性
的
動
物
な
り
」
と
か
叉
は
「
，
人
間
は
哲
學
的
動
物
な
り

と
い
う
古
典
的
定
義
は
こ
の
人
間
観
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

　
第
三
ホ
モ
・
フ
ア
ー
ベ
ル
（
7
0
議
o
富
σ
Φ
同
）
工
作
人
の
人
間
観
で
あ
る
。
．
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
理
論
は
人
間
と
他
動
物
と
諮
根
本

的
に
匪
別
し
た
が
、
ホ
モ
・
フ
ア
ー
ベ
甚
の
そ
れ
は
人
間
と
動
物
と
に
本
質
的
匠
別
が
な
く
程
度
の
差
に
す
ぎ
な
い
と
老
え
る
。
人
間
は
，

　
　
　
　
縄
．
叢
哲
學
え
の
潜
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
，
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八

類
人
猿
に
見
ら
れ
る
心
理
的
能
力
が
一
層
畿
達
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
神
的
と
か
先
天
的
の
趣
性
の
如
き
も
の
を
否
定
．
只
麟
髄
の
如

き
多
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
し
て
い
る
衝
動
的
存
在
で
、
工
作
力
に
よ
つ
て
道
具
を
も
つ
動
物
で
あ
る
と
解
繹
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
近
頃

の
衝
動
心
理
學
者
達
が
こ
の
理
念
を
支
持
し
て
い
る
。
ホ
ツ
ブ
ス
や
マ
キ
ア
ベ
リ
の
如
し
。

　
第
四
、
前
述
の
三
理
論
は
各
々
異
つ
て
い
な
が
ら
何
れ
も
人
間
を
調
和
的
、
建
設
的
．
創
造
的
の
意
味
で
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
第

四
の
人
間
観
は
不
調
和
的
．
破
壊
的
、
退
化
的
の
本
質
及
び
根
源
を
有
す
る
も
の
と
み
た
人
間
観
で
あ
る
。
東
洋
哲
學
で
い
う
性
悪
読
の

゜
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
間
観
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
は
第
一
に
生
命
一
般
の
袋
小
路
で
あ
り
、
第
二
に
一
般
的
に
精
聯
病
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
憐
み
、
°
不
幸
の
人
生
を
み
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
知
多
け
れ
ば
悩
み
多
し
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
。

　
第
五
は
超
人
の
人
間
観
で
あ
る
。
こ
れ
は
ニ
ー
チ
エ
の
超
人
の
思
想
に
見
出
さ
れ
る
。
人
間
の
猫
立
と
自
由
の
高
昇
を
叫
び
「
神
は
死

せ
り
」
そ
れ
は
「
超
人
が
生
き
て
い
る
・
。
」
と
の
ニ
ー
チ
エ
の
言
葉
の
中
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
註
1
5

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
節
自
然
と
人
生
と
の
關
係

　
（
一
）
に
於
い
て
感
官
的
、
ザ
イ
ン
と
し
て
の
自
然
と
い
う
言
葉
に
就
い
て
述
べ
、
（
二
）
に
於
い
て
は
人
間
と
他
動
物
と
を
逼
別
し
て
人

間
観
を
論
じ
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
、
ザ
イ
ン
と
し
て
の
自
然
科
學
の
封
象
と
し
て
の
鄙
ち
波
債
値
的
の
意
味
で
の
自
然
を
人
間
観
を
通
し

て
の
見
方
郎
ち
世
界
観
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
と
思
う
。
何
故
な
れ
ば
こ
の
事
は
政
治
．
経
濟
は
勿
論
の
事
、
藝
術
、
宗
敷
等
の
學
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

み
な
ら
す
就
魯
に
お
い
て
勢
働
し
て
い
る
凡
て
の
階
級
の
人
々
が
自
ら
の
職
域
を
削
ち
義
務
を
果
す
に
は
必
・
ず
世
界
親
を
有
し
て
い
る
と
、

信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
主
義
に
し
て
も
、
枇
會
主
義
に
し
て
も
、
そ
し
て
又
共
産
主
義
に
し
て
も
何
れ
の
イ
ズ
ム
を
守
る
と
し
て
も



そ
れ
は
一
の
世
界
観
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
イ
ズ
ム
に
捕
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
國
民
多
数
の
與
論
に
從
つ
て
政
治
を
．
行
う
と
い
う
民

主
主
義
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
與
論
を
形
威
す
る
各
人
提
は
各
．
々
の
世
界
観
が
あ
れ
ば
こ
そ
政
治
略
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
畠
ヒ
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

に
し
て
も
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
に
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
の
や
は
り
世
界
観
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
世
界
観
と
い
う
言

葉
を
し
ら
べ
て
み
よ
う
。
岩
波
の
哲
學
蹴
典
に
よ
る
と
「
一
般
に
は
世
界
を
一
つ
の
統
一
的
全
髄
と
し
て
見
て
そ
の
意
義
や
慣
値
に
關
す

る
見
解
。
そ
の
意
義
や
慣
値
が
特
に
善
美
．
°
害
悪
、
合
規
範
反
規
範
と
い
ヶ
見
地
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
多
く
此
倫
理
的
意
味
か
ち
云

え
ば
厭
世
観
、
樂
天
観
、
改
善
観
の
三
様
が
あ
る
。
入
生
に
っ
い
て
の
統
一
的
観
方
な
る
人
生
観
を
密
接
な
關
係
が
あ
る
。
」
註
1
7
　
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
厭
世
観
と
し
て
な
シ
ョ
ー
」
ペ
ン
ハ
、
ウ
エ
ル
、
樂
天
観
と
し
て
は
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
や
ラ
「
イ
プ
ユ
ツ
ツ
を
、
そ

し
て
改
善
観
と
し
て
ジ
エ
イ
ム
ス
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
又
わ
れ
わ
れ
は
日
常
生
活
に
於
け
る
各
々
の
行
き
方
か
ら
し
て
次
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隙

つ
の
人
生
観
が
生
れ
る
と
も
い
え
る
、

　
第
一
に
自
然
主
義
で
あ
る
。
人
間
は
自
然
に
よ
つ
て
規
定
’
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
人
は
自
然
に
隷
屡
し
て
い
る
。
ζ
の
よ
う
な
考
え
方

は
宗
教
家
や
文
學
家
に
現
わ
れ
る
が
．
哲
學
に
於
い
て
現
れ
る
と
き
に
自
然
主
義
と
稽
し
て
い
る
。
遠
く
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス
や
プ
ロ
タ
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

ラ
ス
か
ら
、
近
く
は
ヒ
ニ
！
ム
や
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ツ
ハ
等
の
思
想
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
來
る
。
　
一
般
に
唯
物
論
者
に
多
い
。
　
、

　
第
二
は
自
由
の
観
念
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
意
思
の
自
山
よ
り
出
磯
し
、
自
然
に
封
す
る
精
紳
の
濁
立
尊
嚴
を
主
張
す
る
。
自
然
主

義
に
於
い
て
は
精
紳
も
物
理
的
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
，
伯
由
の
観
念
論
に
於
い
て
は
精
融
は
自
己
が
物
理
的
因
果
か
ら
濁
立
で
あ

る
こ
乏
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
く
は
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
，
プ
ラ
ト
ン
に
み
ら
れ
、
新
し
く
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
カ

ー
ラ
イ
ル
そ
し
て
英
米
の
思
想
家
に
多
く
現
わ
れ
る
思
想
で
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
纒
濟
一
哲
墨
一
え
の
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇

　
第
三
、
客
観
的
観
念
論
は
實
在
を
内
的
情
意
。
生
命
の
表
現
と
み
る
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
二
類
型
と
は
異
抄
哲
學
史
の
全
盤
に
亘

つ
て
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
瞑
想
的
・
静
観
的
・
藝
術
的
な
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
。
わ
れ
わ
れ
の
感
情
が
横
大
さ
れ
て
世

界
全
膿
と
共
感
し
、
生
の
力
が
高
め
ら
れ
る
。
部
分
は
全
禮
と
結
合
し
、
美
し
く
統
一
さ
れ
る
。
こ
の
思
想
と
い
う
か
氣
分
は
ゲ
ー
テ
に

於
い
て
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
x
　
×
　
×
　
み
　
ー

　
こ
れ
ま
で
私
は
人
間
自
身
の
動
き
、
働
き
、
知
識
そ
の
も
の
を
深
く
論
研
す
る
こ
と
な
し
に
只
現
在
ま
で
諸
學
者
の
動
き
、
働
き
．
而

し
て
知
識
に
よ
つ
て
一
般
に
常
識
的
の
直
槻
に
ょ
る
人
開
と
そ
れ
以
外
の
自
然
と
い
う
事
に
っ
い
て
の
理
解
や
解
繹
又
は
論
明
を
私
が
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
セ

つ
て
い
る
範
園
で
紹
介
し
、
少
し
許
り
の
私
見
を
述
べ
て
來
た
に
過
ぎ
な
い
。
併
し
是
等
の
研
究
を
專
門
と
す
る
諸
學
者
の
諸
思
想
と
、

現
に
生
琶
て
働
い
て
い
る
一
般
大
衆
の
日
常
生
活
を
静
か
に
封
照
し
て
み
る
時
、
爲
政
者
、
高
位
高
官
吏
、
・
並
び
に
文
學
者
、
教
育
者
の

如
き
所
謂
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
チ
ャ
ー
は
と
昏
か
く
と
し
て
、
全
世
界
の
幾
十
億
の
農
村
、
漁
村
．
鑛
山
勢
働
者
、
下
級
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
産
業

豫
備
軍
．
一
般
小
工
商
業
者
．
老
幼
男
女
の
無
教
育
者
、
未
開
拓
地
の
土
人
蕃
人
等
々
が
果
し
て
政
治
撃
、
経
濟
理
、
法
律
は
勿
論
の
こ

と
、
物
理
．
化
學
、
数
學
や
又
は
心
理
學
、
論
理
學
省
哲
學
の
如
き
の
知
識
を
も
っ
て
生
活
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
又
知
識
を
も
つ
て

い
る
と
し
て
も
毎
日
の
生
活
に
そ
れ
を
常
に
意
識
し
考
慮
し
て
生
活
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
っ
人
間
自
、
身
を
考
え
る
と
か
、
自
分
の
職
業

　
ヘ
　
ヘ
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の
立
場
を
認
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
肚
會
を
考
え
、
國
家
を
思
い
、
世
界
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
二
十
絵
年
の

永
き
に
わ
た
り
教
育
に
た
つ
さ
わ
つ
て
來
た
私
が
、
最
も
恐
れ
且
不
安
に
思
つ
た
と
と
は
、
中
等
學
校
程
度
ま
で
は
ま
が
し
も
、
大
學
生

の
中
で
さ
へ
も
、
或
る
科
目
に
優
秀
の
成
績
を
黙
数
の
上
で
競
今
て
い
な
が
ら
、
そ
の
科
目
の
人
間
生
活
に
於
け
る
立
場
を
知
る
こ
と
な
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し
で
た
璽
機
械
的
に
有
名
學
者
の
論
を
オ
ー
ム
の
如
く
暗
記
暗
諦
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
状
態
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
で
も
彼
等
は
生
活
し

て
い
る
。
嬉
び
つ
、
悲
し
み
つ
、
協
力
し
つ
．
．
相
争
い
つ
生
活
し
て
い
る
。
而
も
彼
等
は
只
衣
食
住
す
る
だ
け
で
な
く
映
書
に
美
術
に
、

音
樂
に
七
た
し
み
、
ス
ポ
ー
ツ
、
ダ
ン
ス
其
の
他
の
競
技
耽
夢
中
に
、
そ
れ
こ
亮
狂
人
的
（
幡
9
0
昌
圃
慧
o
）
で
あ
る
。

　
ラ
フ
カ
ー
デ
イ
ォ
・
ハ
ー
ン
は
彼
の
「
文
學
論
」
の
一
頁
に
「
此
の
世
の
一
切
の
悪
は
、
無
知
な
る
と
こ
ろ
に
生
つ
る
。
」
と
論
す
る
。

罪
悪
、
迷
信
、
利
己
主
義
而
し
て
不
道
徳
等
々
は
肚
會
性
な
き
帥
敏
養
な
き
人
々
の
故
に
起
る
も
の
で
あ
る
と
彼
は
叫
ぶ
の
で
あ
る
。
然

ら
ば
知
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
、
私
は
人
間
の
知
．
そ
れ
は
人
間
の
動
き
か
ら
出
磯
し
て
、
働
き
と
な
り
、
知
と
な
り
、
超
え
て
は
良
心

と
な
り
、
悟
性
も
、
制
断
力
も
推
理
力
も
そ
し
て
理
性
も
、
こ
の
人
間
の
動
き
、
働
き
が
向
上
し
た
も
の
で
あ
る
と
信
つ
る
。
次
章
螢
働

論
に
於
い
て
こ
の
こ
と
を
論
つ
る
こ
と
に
す
る
。

　（・1莚43／25

「
自
然
科
學
概
論
」
櫻
田
総
子
著
．
こ
の
書
は
第
一
編
本
質
論
第
二
編
方
怯
論
に
分
ち
、
第
一
編
の
科
學
と
哲
學
と
の
關
係
、
知
識
の
段
階
、

科
學
の
分
類
、
自
然
と
文
化
の
各
節
が
良
ぐ
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
Q

前
書
ω
O
℃
1
ω
μ
で
層

同
ω
9
。
で
ー
。
。
書
゜

菊
凶
。
冨
登
Z
暮
霞
鼠
・
。
．
■
窪
ω
。
9
＃
冒
山
困
葺
窪
三
¢
ω
ヨ
ω
。
冨
評
（
自
然
科
學
と
文
化
科
學
）
邦
鐸
に
依
る
。
こ
の
書
は
科
學
の
分
類
並
び
に

　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

膿
系
に
つ
い
て
私
が
も
つ
と
も
得
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
書
で
あ
る
Q
「

「
自
然
科
學
的
世
界
像
」
石
原
純
著
》
Φ
9
ー
⑩
“
O
°
　
こ
の
書
は
現
在
の
自
然
科
學
の
研
究
が
特
に
物
理
學
が
如
何
な
る
黙
ま
で
畿
達
し
て
ゐ

る
か
を
知
る
の
に
役
立
つ
た
o
　
　
　
　
　
・
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一
二
二

5
前
書
り
㊤
喝
1
μ
O
ε
゜

7
　
「
反
デ
ユ
ー
リ
ソ
グ
論
」
岡
村
繁
謬
第
二
版
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

8
　
「
科
學
・
哲
學
・
藝
術
」
武
谷
三
男
著
、
昌
書
嵩
℃
日
9
°
こ
の
書
は
、
現
代
最
も
世
界
の
注
目
の
的
に
な
つ
て
ゐ
る
理
論
物
理
學
の
原
子
論

　
　
に
つ
い
て
の
そ
の
研
究
が
如
何
な
る
方
法
で
な
さ
れ
た
か
に
ρ
い
て
．
武
谷
氏
が
唯
物
更
観
的
辮
護
法
の
下
に
湯
川
、
坂
田
爾
氏
と
共
に
研
究
」

　
　
し
た
結
果
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
非
常
に
興
味
を
引
か
れ
る
書
で
あ
る
。
併
し
武
谷
氏
が
自
分
の
學
説
に
確
心
を
持
つ
こ
と
は
大
い
に
奪

　
　
敬
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
他
の
學
者
の
思
想
の
批
到
す
る
場
合
の
言
語
に
何
か
し
ら
禮
儀
を
失
し
て
ゐ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
α
日
本
共
産

　
　
窯
員
に
よ
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
Q

9
、
「
ラ
オ
イ
エ
ル
バ
ツ
ハ
論
…
」
エ
ソ
ゲ
ル
ス
薯
…
．
岩
波
文
庫
O
O
O

10

@
「
ド
イ
ッ
チ
エ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
マ
ル
ク
ス
ー
エ
ソ
ゲ
ル
ス
著
、
岩
波
文
庫
癖
①
唱
ー
酒
刈
や
゜

　
　
　
　
　
　
　
　
｛

11
@
「
哲
學
・
科
學
・
藝
術
」
武
谷
三
男
著
、
繕
習
1
お
や
゜

12

@
　
「
唯
物
論
と
纒
瞼
批
判
論
」
レ
ー
ニ
ソ
著
、
佐
籔
文
夫
謬
（
岩
波
文
庫
）

13

@
「
共
琵
主
義
批
判
全
書
」
共
涯
主
義
批
判
研
究
會
編
に
依
る
、
本
書
は
我
が
國
に
於
け
る
最
あ
認
め
ら
れ
る
共
産
主
義
批
判
書
で
あ
る
と
思
う
。

14
@
「
入
間
講
座
」
第
四
巻
鬼
頭
英
一
「
現
代
の
人
聞
観
」
卜
。
お
つ
，
以
下
参
照
り



第
二
章
　
勢
、
．

働

第
一
節
　
動

き

　
私
は
前
號
一
部
に
於
い
て
「
一
切
は
動
で
あ
る
。
」
　
と
い
う
こ
と
を
力
読
し
だ
。
大
宇
宙
に
何
一
つ
と
し
て
動
か
ざ
る
も
の
は
絶
樹
に

あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
今
日
の
理
論
物
理
擦
の
磯
蓬
に
よ
っ
て
釜
々
實
誰
さ
れ
て
行
く
よ
ヶ
に
信
じ
ら
れ
る
。
私
は
敢
て
信
つ
る
と
い
う

言
葉
を
用
い
る
。
何
故
か
な
れ
ば
、
私
は
物
理
學
者
で
も
な
け
れ
ば
、
化
學
者
で
も
な
け
れ
ば
又
償
く
自
然
科
學
者
℃
も
な
く
、
た
穿
淺

學
な
る
一
経
濟
學
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
・
併
し
私
に
は
例
え
微
弱
な
頭
脳
の
持
主
で
あ
る
と
は
い
え
、
人
闇
で
あ
れ
ば
こ
そ
の
高
度
の

哲
學
的
意
味
で
の
制
断
力
、
推
理
力
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
私
の
み
な
ら
す
偉
大
な
る
肝
然
科
學
者
と
い
え
ど
も
、
そ
の
畢
読
の
大
部
分

は
哲
學
的
思
考
の
結
果
か
ら
し
て
生
れ
て
來
る
の
だ
と
信
つ
る
。
「
一
切
は
動
い
て
い
る
、
欝
止
と
は
動
中
の
相
封
的
な
る
一
時
的
の
錯

畳
に
過
ぎ
な
い
。
肉
膿
的
の
感
覧
に
よ
る
人
間
自
身
の
生
活
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
結
果
見
ら
れ
る
歌
態
が
静
止
で
あ
る
。
」
　
こ
れ
が
私

の
根
本
思
想
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
併
し
其
虞
に
は
多
く
の
私
に
と
っ
て
の
未
知
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
切
は
動
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
が
、
動
く
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
自
ら
動
く
の
で
あ
る
か
、
動
か
さ
れ
て
い
る
の
か
、
動
き
が
あ
れ
ば
こ
そ
攣
化
も
あ
り
、

攣
化
が
あ
れ
ば
こ
そ
進
化
も
あ
り
進
歩
も
あ
る
。
そ
れ
が
因
と
な
り
差
別
も
生
つ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
差
別
が
あ
る
か
ら
こ
そ
種
類

も
生
つ
る
の
で
は
な
い
か
、
而
し
て
是
等
の
自
然
的
の
動
き
か
ら
こ
そ
時
間
も
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
進
化
獲
展
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
無
機

　
　
　
纏
濟
哲
墨
り
え
の
助
迫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
　
一
ご
三
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西

物
は
量
か
ら
質
へ
と
攣
化
し
、
且
途
に
は
有
機
物
と
な
り
、
術
其
の
有
機
物
中
か
ち
植
物
と
も
な
れ
ば
又
は
動
物
に
進
化
す
る
も
の
も
あ

る
懇
い
う
ダ
L
ウ
ヰ
ン
の
進
化
論
が
表
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
．
而
し
て
最
高
度
に
進
化
し
た
人
間
が
生
じ
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
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幽
來
る
。
而
し
て
動
く
こ
と
か
ら
時
間
の
親
念
が
起
り
、
又
進
化
よ
り
差
別
が
生
つ
る
こ
と
に
よ
り
数
や
形
の
観
念
が
生
つ
る
よ
う
に
な

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
時
間
と
い
う
流
れ
の
中
に
進
化
し
つ
」
、
差
別
さ
れ
る
諸
物
が
生
つ
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
わ
れ
わ
れ
は
個
物
が

考
え
ら
れ
、
や
が
て
は
そ
こ
に
個
性
と
か
特
種
の
観
念
が
生
じ
て
歴
史
の
過
程
に
入
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し

て
も
禾
だ
私
に
分
ら
な
い
こ
と
は
、
動
く
も
の
又
は
動
か
さ
鵬
る
、
も
の
帥
物
質
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

て
い
く
と
。
何
か
存
在
す
る
も
の
即
ち
現
代
の
誓
學
的
の
語
で
い
え
ば
ザ
イ
ン
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
結
局

は
現
代
の
理
論
物
理
が
哲
學
的
辮
誰
法
に
よ
る
考
え
か
ら
し
て
前
逃
の
如
く
「
存
在
す
る
も
の
（
脚
ち
ザ
イ
ン
）
．
一
母
は
物
質
で
あ
る
」

と
い
う
・
と
が
出
來
・
の
で
あ
る
。
晃
で
あ
ろ
う
と
二
元
で
あ
ろ
う
と
又
多
兀
で
あ
ろ
う
と
そ
の
重
は
今
蓄
自
然
科
學
蓬
の
努

力
、
研
究
の
課
題
と
薯
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
こ
そ
私
が
蔀
に
お
い
て
引
用
し
た
自
然
科
學
者
石
原
先
生
の
研
究
態
度
で
あ
る

と
思
う
。
重
復
す
る
よ
う
で
あ
る
が
大
切
な
る
が
故
に
今
一
度
先
生
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
「
，
究
極
な
る
も
の
を
求
か
て
ゆ
く
と
き
、
私

た
ち
は
先
づ
自
分
等
の
生
命
の
棲
息
す
る
現
實
の
宇
宙
の
大
き
さ
と
深
さ
と
そ
の
内
容
の
細
か
さ
之
に
眼
を
惹
か
れ
す
に
は
い
ら
れ
ま
せ

ん
。
あ
の
燦
然
と
し
た
多
く
の
思
を
包
容
す
る
天
室
．
は
ど
こ
ま
で
大
き
風
廣
い
の
で
あ
り
ま
せ
う
か
、
顯
微
鏡
下
に
錯
雑
す
る
い
ろ
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
物
質
の
組
織
は
ど
ご
ま
で
細
密
な
の
で
あ
り
ま
せ
う
か
ゼ
私
た
ち
は
次
い
で
現
象
の
諸
相
を
な
が
め
計
す
。
そ
う
し
て
そ
の
あ
ら
ゆ
る
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攣
轄
を
現
前
す
る
時
相
は
果
し
て
何
れ
の
巌
き
に
始
ま
り
て
い
つ
ま
で
績
い
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
思
い
究
め
ま
す
と
、
そ
黛
う
に
神
秘

の
世
界
を
導
か
れ
す
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
」
　
私
は
此
の
自
然
科
學
者
の
人
間
ら
し
き
敬
」
慶
の
態
度
に
頭
の
下
る
の
を
禁
じ
得
な
い
。
二



ユ
ー
ト
ン
は
「
、
余
に
榊
秘
の
扉
を
開
か
せ
給
え
。
」
と
毎
朝
の
所
藩
．
を
捧
げ
て
あ
の
よ
う
な
科
學
の
研
究
を
績
け
た
乏
聞
く
雨
現
代
の
我
が

國
に
於
て
一
部
の
科
墨
者
た
ち
か
、
徒
ら
に
自
己
の
科
學
的
知
識
を
信
頼
す
る
こ
と
も
」
慮
は
分
る
か
、
む
し
ろ
迷
信
に
近
い
言
語
を
用

い
て
競
孚
と
か
討
論
と
か
な
ら
ば
ま
だ
し
も
常
に
岡
争
心
を
も
っ
て
相
手
學
者
を
罵
署
罵
倒
す
る
が
如
き
論
文
を
み
る
こ
と
が
あ
る
。
例

え
そ
の
學
者
の
學
識
そ
の
も
の
に
は
成
程
と
感
心
す
る
の
で
あ
る
が
、
何
か
し
ら
人
格
的
の
意
味
で
の
不
快
の
念
が
起
る
。
　
　
　
－

　
わ
れ
わ
れ
経
濟
學
を
研
究
す
る
も
の
は
窮
極
の
元
素
と
か
原
子
と
か
或
は
電
子
の
如
き
物
質
の
こ
と
に
就
い
て
は
今
後
の
自
然
科
學
者

の
研
究
に
ま
つ
こ
と
に
す
ろ
。
樹
併
し
動
き
と
い
う
こ
と
に
關
し
て
も
よ
り
深
い
こ
と
に
つ
い
て
は
理
論
物
理
學
に
於
け
る
現
在
最
も
高

度
に
磯
達
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
か
あ
る
か
ら
常
に
將
來
の
彼
等
の
研
究
磯
表
を
期
待
す
る
こ
と
に
す
る
。
只
わ
れ
わ
れ
は
前
述
の
如
く

森
羅
萬
象
一
切
の
自
然
は
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
液
ら
ぬ
と
考
え
る
こ
と
が
出
來
る
。
私
は
こ
の
動
き
が
働
き
に
進

化
し
、
…
劣
働
と
い
う
現
在
の
複
難
な
る
概
念
に
ま
で
磯
達
し
て
來
た
も
の
で
あ
る
と
信
つ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
現
在
の
私
の
頭
に
は

人
間
の
知
は
こ
の
勢
働
の
最
蔚
度
の
叢
達
を
し
た
も
の
だ
と
い
う
思
想
が
生
じ
て
來
て
い
る
。
い
ま
こ
の
こ
と
に
゜
つ
い
て
、
動
屯
蓮
動
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

勢
働
↓
知
ヵ
と
い
う
順
で
自
分
の
老
え
を
論
じ
て
み
る
。

第
ご
節
運

動

佛
人
フ
ー
リ
エ
（
団
篤
o
O
坤
ω
】
≦
2
。
甑
Φ
O
ぴ
帥
二
〇
°
o
閃
O
⊆
ユ
Φ
き
嵩
O
甲
－
同
Q
Q
ω
N
）
は
「
四
蓬
動
お
よ
び
一
般
蓮
命
の
理
論
」
の
中
に
揮
動

9
を
次
の
類
別
し
て
い
る
。
註
1
5

　
宇
宙
に
は
四
つ
の
運
動
が
あ
る
。
第
一
は
物
質
的
浬
動
、
第
一

　
　
　
纏
濟
哲
學
え
の
道
　
　
　

一
け
有
機
的
逗
動
、
第
三
は
動
物
的
運
動
、
第
四
は
勅
＾
曾
的
蓮
動
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
二
六

る
。
．
こ
れ
ら
の
四
蓬
動
を
み
る
に
、
唯
物
論
者
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
根
本
に
於
い
て
只
物
質
的
逮
動
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

あ
ろ
う
、
何
故
な
れ
ば
彼
等
は
入
間
鵠
も
肉
饗
間
に
於
け
る
旙
随
の
細
胞
の
翫
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
託

ら
の
四
蓮
動
を
一
歩
進
ん
だ
唯
物
史
観
の
辮
讃
法
的
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
噂
第
一
の
蓮
動
か
ら
第
四
の
蓮
動
え
と
辮
讃
法
的
に
進
化
し
た

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
、
唯
物
論
的
の
解
繹
は
今
口
に
お
い
て
は
恐
ら
く
誰
れ
も
肯
定
す
る
も
の

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
唯
物
史
観
的
の
見
方
は
多
く
の
學
者
が
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
」
蓬
動
と
い
う
語
も
一
般
的
に

物
龍
の
室
間
的
位
置
の
攣
化
を
い
う
こ
と
を
表
わ
し
、
静
止
の
封
象
語
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
そ
の
意
義
も
鑛
充
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

精
神
活
動
に
も
用
い
ら
れ
る
．
例
え
ば
思
考
の
蓮
動
と
い
う
が
如
し
。
又
精
神
的
に
帥
ち
或
る
主
義
の
下
に
多
数
の
人
が
歩
調
を
一
に
し

て
協
力
的
に
活
動
を
な
す
場
合
に
も
蓮
動
と
い
つ
て
い
る
、
例
え
ば
倫
理
蓮
動
、
瀧
會
蓮
動
、
政
治
蓮
動
等
と
い
う
が
如
し
。
又
艦
操
、

ス
ポ
ー
ツ
等
身
騰
の
健
康
の
た
め
に
四
肢
，
の
或
る
部
分
、
或
は
全
騰
を
動
か
す
の
を
蓮
動
と
い
う
。
そ
れ
故
廣
く
蓮
動
を
解
す
る
時
は
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

間
上
に
限
ら
・
ず
、
或
は
一
定
の
も
の
に
封
し
て
其
の
位
置
關
係
の
攣
化
を
意
蝋
す
る
も
め
と
い
え
よ
う
。
フ
ー
リ
エ
の
第
一
の
物
質
的
の

運
動
と
は
、
．
自
然
現
象
特
に
物
理
化
學
的
現
象
の
中
て
見
ら
れ
，
第
二
の
有
機
的
蓮
動
は
生
物
學
の
研
究
す
る
射
象
に
見
ら
れ
、
第
三
は

動
物
學
又
は
人
間
學
等
の
研
究
封
象
の
中
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
第
匹
の
耽
愈
的
蓮
動
は
帥
ち
耐
會
現
象
の
中
に
認
め
ら
れ
る
も

の
と
い
え
よ
う
。
各
々
の
浬
動
が
無
關
係
に
起
る
と
は
絶
封
に
考
え
ら
れ
な
い
。
第
四
の
枇
會
的
運
動
が
も
と
も
と
第
一
の
物
質
的
還
動

か
ら
進
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
然
し
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
切
の
肚
會
的
蓮
動
が
物
質
的
蓮
動
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
は
云
え
な
払
で
あ
ろ
う
。
甲
と
乙
と
は
關
係
が
あ
る
と
か
．
又
は
甲
は
乙
か
ら
進
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
必
す
し
も

甲
は
乙
に
支
配
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
人
間
は
猿
か
ら
進
化
し
た
と
い
つ
て
、
故
に
人
間
の
運
動
は
猿
の
蓮
動
を
主
と
し



て
，
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
侃
物
質
的
浬
動
か
ら
人
聞
の
意
志
的
蓮
動
が
進
化
し
て
來
た
の
で
あ
る
か
ら
，
人
間
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　

志
は
物
質
的
運
動
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
衣
食
住
の
物
質
の
お
蔭
で
人
間
は
生
き
て
い
る
か
ら
し
て
人
間
の
意
志
は
衣

食
佳
に
支
配
さ
れ
る
と
は
必
づ
し
も
い
㌧
勢
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
物
質
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
幾
億
皐
を
経
て
進
化
し
て
人
間
の
蓮
動
帥
勢

働
に
ま
で
達
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
義
理
、
人
情
と
か
、
良
心
、
悟
性
、
理
性
と
か
、
時
間
、
室
間
、
因
果
と
か
の
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
に
至

る
ま
℃
、
す
べ
て
是
等
の
も
の
を
観
念
と
し
、
而
し
て
そ
れ
ら
の
観
念
も
永
年
の
艦
験
や
経
験
を
経
て
物
質
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
…
進
化
し
た

の
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ぬ
。
然
し
進
化
と
は
何
を
意
味
す
る
か
．
進
化
し
た
も
の
が
指
導
し
て
こ
そ
家
の
も
の
え
と
進
化
す
る
も

の
で
あ
る
。
大
人
は
青
年
よ
り
、
青
年
は
少
年
よ
り
、
少
年
は
幼
兇
よ
り
進
化
磯
達
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
幼
児
が
種
子
で
あ
り
土
豪

で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
大
人
、
は
あ
り
得
な
い
。
併
し
進
化
磯
達
し
た
成
人
が
指
導
し
て
こ
そ
、
砒
會
の
進
渉
も
あ
る
の
で
あ
る
。
叉
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

れ
に
ょ
つ
て
幼
見
も
襲
達
す
る
の
で
あ
る
。
物
質
が
種
子
で
あ
つ
で
精
紳
が
生
れ
た
も
一
鷹
唯
物
論
並
び
に
唯
物
史
観
の
主
張
を
認
め
よ

う
。
併
し
だ
か
ら
と
い
つ
て
人
間
と
い
う
最
高
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
的
存
在
物
に
進
化
し
た
も
の
が
、
物
質
に
支
配
洛
唄
れ
る
と
い
つ
こ
と
は
必

・
ず
し
も
い
え
ま
い
。
私
は
敢
え
て
い
う
「
必
し
も
」
と
。
何
故
な
れ
ば
支
配
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
其
の
場
合
は

人
間
の
退
化
で
あ
る
、
從
ヶ
て
肚
會
の
退
化
で
あ
り
、
破
壌
で
あ
り
、
文
明
の
波
落
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
〉

　
心
理
學
者
は
物
理
學
上
の
蓮
動
と
恒
別
し
て
心
を
有
す
る
人
間
の
肚
＾
曾
的
揮
動
を
心
理
銀
上
か
ら
衝
動
運
動
、
反
射
運
動
、
本
能
蓮
動

有
意
淑
動
と
を
あ
げ
て
い
る
。
衝
動
蓮
動
は
刺
戟
に
鷹
じ
て
一
定
の
運
動
動
観
念
を
思
い
浮
べ
直
に
蓮
動
を
存
す
の
を
い
う
。
獣
類
に
近

い
。
知
識
の
足
ら
ざ
る
意
志
の
弱
い
人
聞
の
蓮
動
に
よ
く
見
ら
れ
乃
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
是
の
如
き
自
毘
な
き
も
の
を
行
動
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
巴

つ
て
い
る
。
反
射
揮
動
と
は
刺
戟
に
封
し
何
等
の
感
畳
又
は
揮
動
の
観
念
を
俘
わ
す
し
て
起
る
も
の
を
い
う
。
畷
埃
が
眼
に
入
り
そ
う
に

　
　
　
輕
濟
哲
學
え
の
道
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
入

な
つ
た
と
き
瞼
を
閉
じ
る
と
か
、
生
れ
て
す
ぐ
の
嬰
児
が
母
の
乳
房
を
吸
う
が
如
き
こ
と
を
い
う
。
本
能
澱
動
は
豫
め
揮
動
の
目
的
を
考

え
る
よ
う
な
こ
と
な
く
實
行
し
，
し
か
も
複
雑
な
一
定
の
目
的
を
も
つ
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
い
う
。
反
射
蓮
動
と
比
較
し
て
有
意
識
的

で
あ
る
。
註
1
6
有
意
的
運
動
は
設
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
註
　
わ
れ
わ
れ
人
間
の
蓮
動
は
か
く
の
如
く
複
雑
し
た
も
の
と
な
つ
て
い
る
の

「
で
あ
る
。
こ
の
運
動
が
勢
働
と
い
う
語
で
表
言
す
る
よ
う
に
な
る
と
益
々
複
雑
麟
も
の
と
な
る
。
こ
の
呼
労
働
の
研
究
こ
そ
最
も
今
日
に
必

　
　
　
　
　
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

要
な
こ
と
で
あ
る
9
こ
れ
に
つ
い
て
は
特
に
深
く
考
え
て
見
た
い
と
思
う
。
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
第
＝
節
．
艸
労
　

働
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
勢
働
は
た
し
か
網
人
閥
の
運
動
よ
り
進
化
し
た
も
の
と
云
え
よ
う
。
し
か
し
蓮
動
邸
勢
働
で
は
な
い
。
マ
ー
シ
ヤ
ル
（
》
賦
貝
①
α
鼠
£
Ω
嘱
1

ω
げ
鋤
嵩
）
は
彼
の
経
濟
學
入
門
（
田
①
ヨ
Φ
暑
の
O
幡
国
o
O
ロ
O
導
汀
ω
O
鴎
ぎ
創
ロ
゜
。
窪
同
び
O
ぎ
騎
昏
Φ
曹
ω
叶
く
O
ぎ
B
①
O
幡
国
Φ
白
①
昌
↓
ω
O
臨

国
o
o
、
o
ヨ
ぎ
ω
）
で
、
勢
働
に
就
い
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
「
凡
そ
勢
働
ぼ
全
て
、
或
結
果
を
生
ぜ
ん
爲
に
行
は
れ
る
。
蓋
し
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

娯
樂
の
爲
に
す
る
競
技
の
如
く
、
人
の
活
動
に
し
て
た
ぼ
其
の
自
鰹
の
爲
に
行
わ
る
」
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
脇
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
も
の

は
、
勢
働
の
中
に
は
入
ら
な
い
の
で
あ
る
ρ
ジ
エ
ヴ
オ
ン
ス
は
よ
く
勢
働
を
定
義
し
て
曰
く
、
凡
そ
精
紳
ま
た
は
身
膿
の
活
動
に
し
て
、

こ
れ
か
ら
直
接
生
す
る
快
樂
以
外
の
或
職
利
を
ば
、
幾
分
ま
た
は
專
ら
目
當
と
な
し
て
行
わ
る
製
も
の
で
あ
る
と
。
今
若
し
わ
れ
λ
＼
に

し
て
、
新
た
に
出
直
し
て
定
義
を
す
べ
し
と
す
る
な
ら
ば
、
全
て
の
岬
労
働
を
以
て
生
産
的
の
も
の
　
（
昌
Φ
四
ユ
団
£
Ω
目
冨
σ
o
q
触
δ
貯

ω
O
ヨ
Φ
ω
①
口
o
Φ
わ
同
O
賃
自
q
o
鉱
く
Φ
）
と
見
る
の
が
最
上
で
あ
ら
う
L
ど
註
1
7
　
等
し
く
人
間
の
動
き
又
は
運
動
゜
（
鑓
O
餓
O
口
）
で
あ
る
け
れ

ど
。
勢
働
は
、
競
技
、
遊
戯
等
の
如
唐
蓮
動
其
の
も
の
を
樂
し
む
も
の
と
匹
別
遷
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
云
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。



　
今
日
、
マ
ル
ク
ス
の
経
濟
思
想
が
横
く
而
も
強
く
傅
播
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
か
ら
、
學
者
、
政
治
家
、
學
生
は
勿
論
の
こ
と
、
　
一
般

・
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
チ
ヤ
ー
と
い
わ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
、
口
を
開
け
ば
、
勢
働
問
題
と
か
螢
働
慣
値
と
か
又
は
勢
働
者
の
立
場
等
を
論
じ
て

ゐ
る
が
、
彼
等
募
働
と
は
如
何
な
る
意
味
を
表
は
し
て
ゐ
る
か
、
螢
働
者
と
は
如
何
な
る
範
圏
の
も
の
を
云
う
の
で
あ
る
か
・
．
筆
を

深
く
考
慮
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
前
述
の
如
く
、
勢
働
ど
い
つ
て
も
，
そ
れ
は
人
間
自
膿
の
、
物
質
的
蓮
動
を
指
し
て
ゐ
る
の
で
は

な
い
。
又
は
獣
類
の
箪
な
る
生
物
的
の
蓮
動
を
意
味
す
る
慰
の
で
も
あ
る
ま
い
。
等
し
く
運
動
の
中
に
あ
つ
て
も
、
競
技
や
遊
戯
と
は
匝
、

別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
最
高
動
物
で
あ
り
良
心
あ
り
理
性
あ
る
わ
れ
く
人
間
に
し
て
も
、
唯
物
論
者
や
唯
物
史
観
論

者
の
主
張
の
如
く
、
猿
を
先
祀
と
し
て
ゐ
る
ダ
ー
ウ
ヰ
ン
的
の
動
物
で
あ
る
爲
で
あ
ら
う
．
多
数
の
人
間
の
中
に
は
、
所
謂
心
理
學
者
の

云
う
、
衡
動
的
蓮
動
、
反
射
的
運
動
又
は
本
能
的
蓮
動
の
み
に
行
動
し
て
ゐ
る
占
し
か
思
え
な
い
徒
輩
が
あ
る
。
無
學
無
知
な
る
が
故
に
「

禽
獣
に
等
し
き
行
ぴ
を
し
て
ゐ
る
な
ら
・
ま
だ
し
も
、
中
に
は
、
相
當
の
學
識
を
否
、
凡
人
以
上
の
學
者
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
科
學
的

知
識
の
行
き
過
ぎ
か
ら
と
い
う
か
又
は
錯
墨
を
生
じ
た
と
い
う
の
か
、
自
然
科
學
的
の
帥
ち
、
考
古
學
一
地
質
學
や
理
論
物
理
學
の
農
達

に
よ
り
、
人
間
の
歴
史
を
深
く
研
究
し
，
自
然
を
微
細
に
分
析
し
て
、
人
間
も
猿
で
あ
り
、
ア
ミ
ー
．
、
ハ
で
あ
り
、
結
局
物
質
の
塊
で
あ
る

か
の
如
く
考
へ
、
幾
億
年
を
も
経
て
進
化
せ
る
、
人
間
の
意
思
力
、
理
性
、
判
噺
力
等
を
箪
な
る
物
質
の
模
篇
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
一

切
の
観
念
基
想
的
な
る
夢
に
す
ぎ
な
い
か
の
如
く
輕
硯
し
て
ゐ
る
と
し
か
・
心
え
な
嬢
者
が
居
る
・
彼
等
自
身
の
生
要
は
主
讐
矛

盾
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
あ
ら
う
か
。
何
故
な
れ
ば
、
百
年
前
に
マ
曽
ル
ク
ス
が
、
、
「
必
然
的
に
崩
潰
引
る
」
と
叫
ん
だ
高
度
の
資
本

義
の
ア
メ
リ
、
ヵ
．
英
國
叉
は
其
の
他
の
璽
に
於
い
て
、
未
だ
に
績
い
て
ゐ
る
資
本
主
義
、
而
も
其
の
幾
に
生
れ
、
生
活
し
て
い
な

が
ら
、
彼
は
共
産
主
義
を
意
識
し
て
、
現
在
の
資
本
主
義
を
蓼
墜
な
手
段
に
よ
つ
て
破
壊
せ
臥
と
努
力
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
有
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例
へ
身
は
牢
獄
に
し
ば
ら
れ
よ
う
と
、
雨
の
日
も
、
風
の
日
も
、
騒
頭
に
赤
旗
を
振
る
學
生
．
こ
れ
こ
そ
或
る
意
味
で
の
人
間
の
意
思
が

歴
史
を
環
境
を
改
革
せ
、
ん
と
す
る
努
力
で
は
な
い
か
。
彼
等
は
人
間
的
の
理
性
、
良
心
、
李
等
の
観
念
を
抱
く
が
故
に
、
そ
れ
が
主
膿
と

な
っ
て
、
蓮
動
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
運
動
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
自
然
的
の
流
れ
に
は
、
偶
然
性
を
伴
ふ
、
差

別
、
不
準
等
は
必
す
あ
る
も
の
だ
リ
グ
ザ
ウ
ヰ
ン
の
自
然
陶
汰
は
そ
れ
を
示
し
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
か
製
る
自
然
的
必
然
的
の
流
れ
か

ら
生
す
る
差
別
，
不
李
等
の
中
に
あ
り
、
な
が
ら
、
公
雫
と
か
雫
等
化
せ
ん
と
す
る
蓮
動
こ
そ
は
、
人
間
の
良
心
、
理
性
、
制
断
力
等
の
如

象
所
謂
精
神
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
又
私
は
そ
の
意
味
に
於
て
、
そ
の
檬
な
蓮
動
に
は
賛
意
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
徒
ら
に
唯
物
史

観
の
辮
讃
法
を
絶
封
覗
す
る
な
か
れ
。
私
見
を
も
つ
て
云
え
ぱ
唯
物
史
槻
そ
の
も
の
も
矢
張
り
人
間
の
生
ん
だ
観
念
論
の
一
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
そ
の
槻
念
論
も
現
實
に
適
用
す
る
時
の
手
段
如
何
に
よ
つ
て
は
、
成
功
も
す
れ
ば
失
敗
も
す
る
。
マ
ル
ク
ス
業
義
者
よ
1
　
只

信
ぜ
よ
。
「
勢
働
は
慣
値
を
産
む
1
　
勢
働
せ
ざ
る
も
の
は
食
う
べ
か
ら
す
！
」
　
と
い
う
マ
夷
ク
ス
の
金
言
を
，
唯
物
史
槻
、
辮
諮
法
は

一
種
の
マ
ル
キ
シ
ズ
広
の
形
容
詞
が
副
詞
の
役
目
を
そ
れ
も
時
と
場
合
に
ょ
つ
て
役
に
も
立
て
ば
損
に
も
な
る
哲
畢
的
の
観
念
に
す
ぎ
な

い
。
人
聞
は
知
、
情
、
意
の
必
然
的
進
化
に
よ
る
天
性
に
よ
つ
て
毎
日
々
々
を
行
え
ば
そ
れ
で
慣
値
を
産
む
も
の
だ
。
行
え
ぱ
必
す
通

す
。
螢
働
す
れ
ば
必
す
慣
値
は
生
れ
る
。
’
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
私
は
特
に
勢
働
に
つ
い
て
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
◎
で
あ
る
。
「
｝
め

見
勢
働
は
如
何
な
る
こ
と
か
は
誰
で
も
分
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
れ
は
最
も
複
雑
な
概
念
を
包
ん
で
い
る
と
思
う
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何
故
な
れ
ば
、
人
間
の
知
識
の
叢
達
に
よ
つ
て
勢
働
そ
の
も
の
が
…
進
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。
物
質
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
意
昧
で
の
蓮
・
動
で
あ

る
な
ら
ば
、
一
時
間
の
浬
動
は
藪
量
的
に
確
實
に
計
る
こ
と
も
出
來
よ
う
。
そ
し
て
マ
ル
グ
ス
の
勢
働
便
値
も
、
肚
・
曾
的
の
卒
均
勢
働
で

解
決
出
來
よ
う
。
し
か
し
無
知
の
も
の
と
、
有
知
の
も
の
と
の
】
時
間
の
蓮
動
の
結
果
が
等
慣
で
な
い
こ
と
は
誰
で
も
分
る
で
あ
ら
う
。



こ
れ
は
何
故
か
、
螢
働
が
物
質
的
湿
動
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
．
と
は
今
日
ま
で
の
経
濟
墨
で
筋
肉
勢
働
と
精
紳
螢
働
と
に
分
け

て
読
明
し
て
い
る
こ
と
で
も
分
る
。
い
ま
経
濟
史
曲
に
勢
働
を
考
え
て
み
て
も
螢
働
と
い
う
語
は
二
字
で
何
等
攣
り
は
な
い
と
し
て
も
そ

の
概
念
を
老
え
て
・
見
る
と
時
と
場
所
に
よ
つ
て
大
い
に
墾
つ
て
い
る
。
原
始
時
代
に
は
人
間
の
動
き
帥
蓮
動
で
あ
り
螢
働
で
あ
つ
た
と
め

え
る
。
一
否
動
物
的
の
動
き
に
す
ぎ
す
勢
働
と
い
う
概
念
も
生
じ
て
い
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
人
口
が
増
加
し
人
知
が
嚢
達
し
分
業
が
起
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
必
然
的
に
動
き
と
、
蓮
動
、
英
語
で
．
よ
く
い
う
需
O
就
O
口
と
竃
O
〈
①
ヨ
①
暮
、
の
匝
別
も
生
じ
て
來
た
の
で
あ
る
。

又
も
つ
と
人
間
祉
會
が
進
化
磯
達
し
た
所
謂
文
明
勉
會
に
な
る
と
，
釜
々
分
業
が
起
り
】
≦
o
口
o
口
が
竃
o
〈
①
日
①
韓
乏
な
り
ゃ
が
て
は
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冨
ぴ
o
鍾
騰
で
表
言
せ
ざ
る
を
え
な
ぐ
な
り
ω
覧
o
簿
ω
゜
O
鱒
導
①
゜
な
ど
と
匠
別
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
い
。
高
度
に
科
學
が
磯
逮
し
て
く
る
と
、
印
ち
、
人
知
が
蛮
達
し
て
箪
な
る
器
具
が
複
雑
精
巧
な
る
機
械
が
毅
明
さ
れ
て
、
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自
然
力
帥
ち
引
力
、
風
力
、
電
力
、
水
力
等
が
鷹
用
さ
れ
る
と
な
る
と
、
勢
働
は
こ
れ
．
ら
の
知
力
の
お
蔭
で
ス
ヰ
ツ
チ
を
押
せ
ば
あ
と
は
手

を
動
か
し
さ
え
す
れ
ば
（
殆
〃
ど
蓮
動
又
は
動
き
と
い
つ
て
も
よ
い
ほ
ど
簡
軍
で
あ
る
）
知
力
の
産
物
で
あ
る
機
械
が
人
間
の
筋
肉
勢
働
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に
代
つ
て
生
産
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
㌧
て
極
度
に
叢
達
し
て
・
機
械
が
機
械
を
生
産
す
る
と
な
れ
ば
、
呼
労
働
は

殆
ん
ど
精
神
榮
働
即
知
力
だ
け
だ
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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第
四
節
精
紳
跨
働
」
知
力
の
節
は
本
…
號
の
頁
微
の
關
係
で
、
中
途
で
甚
だ
意
に
満
た
な
い
が
、
此
所
で
ヵ
ッ
ト
し
て
次
號
に
載
せ

る
こ
と
に
し
た
。
從
つ
て
（
註
）
も
第
四
節
の
絡
り
に
付
け
る
こ
と
に
し
た
。
・

糎
潜
一
哲
學
え
の
道
，

＝
二
一


