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弧llma

文
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
け
る
代
理
概
念

鶴
　
島

暁

1
　
問
題
設
定

　
本
稿
の
目
的
は
『
獄
中
書
簡
』
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
「
苦
し
む
神
」
と
い
う
思
想
を
、
代
理
概
念
を
頼
り
に
検
討
す
る
こ
と

に
あ
る
。
『
獄
中
書
簡
』
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
「
苦
し
む
神
」
と
い
う
思
想
が
戦
後
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
与
え
た
影
響
は
は
か

り
し
れ
な
い
。
通
常
そ
れ
は
、
戦
後
、
「
十
字
架
の
神
学
」
を
再
発
見
す
る
大
き
な
き
っ
か
け
を
与
え
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
十
字
架
の
神
学
の
主
た
る
主
張
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
十
字
架
へ
の
道
を
歩
み
、
苦
し
み
を
な
め
つ
く
し
、

十
字
架
上
で
死
ん
だ
神
が
、
他
な
ら
ぬ
我
々
の
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
神
は
そ
う
す
る
こ
と
で
、
苦
し
み
の
た
だ
中
に
あ
る
人
間
の
痛

み
を
共
有
し
、
彼
ら
に
寄
り
添
い
、
彼
ら
を
慰
め
、
救
い
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
。
三
一
論
的
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、
父
が
子
の
棄

却
に
お
い
て
自
ら
を
捨
て
る
こ
と
の
中
で
神
も
ま
た
こ
の
人
聞
の
神
喪
失
と
い
う
状
況
を
共
有
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
通
し
て
神
は
神

を
失
っ
た
者
の
神
と
な
る
、
と
い
っ
た
具
合
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
苦
し
む
神
の
強
調
は
、
後
に
論
じ
る
よ

う
に
、
救
済
の
論
理
と
し
て
不
十
分
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
す
。

　
本
稿
の
構
成
だ
が
、
ま
ず
前
半
部
分
で
、
救
済
論
と
の
関
連
で
代
理
概
念
を
検
討
し
、
前
述
の
問
題
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
の
論
点
は
、
、

『
獄
中
書
簡
』
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
…
の
代
理
概
念
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
仲
保
的
代
償
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で

あ
る
。
次
に
後
半
部
分
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
『
獄
中
書
簡
』
に
お
い
て
「
苦
し
む
神
」
と
い
う
こ
と
で
何
を
語
ろ
う
と
し
た
か
を
考
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察
す
る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
本
稿
に
お
け
る
一
連
の
考
察
を
通
じ
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
「
苦
し
む
神
」
の
思
想
が
、
こ
の
世

の
此
岸
に
お
け
る
責
任
論
生
を
生
き
る
よ
う
、
キ
リ
ス
ト
者
を
こ
の
世
の
現
実
へ
と
向
か
わ
せ
る
神
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
た
代
理
概
念
か
ら
結
果
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の
責
任
と

い
う
観
点
か
ら
苦
し
む
神
が
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
「
苦
難
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

2
　
苦
難
理
解

　
こ
の
苦
難
の
問
題
が
服
従
と
い
う
輿
望
的
な
行
為
を
解
明
す
る
際
、
明
示
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
展
開
さ
れ
て
い
る
の
が
『
服
従
』

（一

緕
O
七
年
）
で
あ
る
。
『
服
従
』
で
は
、
服
従
と
の
必
然
的
連
関
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
苦
難
が
提
示
さ
れ
、
服
従
す
る
者
の
生
が
こ

れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
ま
た
岡
時
に
、
キ
リ
ス
ト
者
が
キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
引
き
受
け
る
苦
難
を
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
！
は
、
キ
リ
ス
ト

の
苦
難
と
同
一
視
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
服
従
の
ゆ
え
の
苦
し
み
は
、
キ
リ
ス
ト
に
従
う
者
で
あ
る
こ
と
の

徴
、
服
従
す
る
も
の
の
完
全
さ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
服
従
に
伴
う
困
難
の
克
服
も
一
こ
の
こ
と
は
山
上
の
説
教
の
講
解

を
通
し
て
、
具
体
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
一
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
模
範
と
な
り
、
そ
れ
に
倣
う
よ
う
な
仕
方
で
乗
り
越

え
る
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
者
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
が
他
な
ら
ぬ
十
字
架
に
お
い
て
律
法
を
成
就
し
た
が
ゆ
え
に
、
イ
エ
ス
の
受

難
、
十
字
架
で
の
成
就
が
、
「
弟
子
の
従
順
の
た
め
の
唯
一
の
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
基
礎
」
と
さ
れ
、
苦
し
み
、
そ
し

て
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
十
字
架
の
下
で
、
教
会
の
本
来
的
な
あ
り
方
が
こ
こ
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
服
従
に
伴
う
苦
し
み
は
、
キ
リ
ス
ト
と
の
交
わ
り
を
具
体
化
し
、
　
一
層
確
か
な
も
の
と
し
て
確

証
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
苦
し
み
を
積
極
的
に
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
者
は
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
に
共
に
あ
ず
か
り
、
キ

リ
ス
ト
と
の
人
格
的
な
親
密
な
関
係
を
経
験
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
神
と
の
交
わ
り
は
、
ま
さ
に
そ
の
苦
し
み
の
中
で
賜
物
と
し
て
与
え
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ら
れ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
『
服
従
』
に
先
立
つ
、
『
教
会
の
本
質
講
義
』
（
一
九
三
二
年
）

さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
代
理
的
苦
難
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
及

「
ア
ダ
ム
の
人
間
性
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
打
ち
破
ら
れ
た
！
　
神
の
前
に
自
力
で
立
つ
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ

る
。
我
々
は
キ
リ
ス
ト
と
共
に
十
字
架
に
お
い
て
裁
か
れ
た
。
神
の
意
志
を
耐
え
忍
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
は
神
の
意

志
を
行
っ
た
。
神
の
意
志
を
行
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
善
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
だ
た
苦
し
む
と
い
う
こ
と
だ
！
　
神
の
意

志
の
代
理
的
「
苦
難
」
（
Q
り
↓
0
瞭
く
①
【
白
噌
〇
一
①
づ
O
⑦
o
自
　
h
い
】
U
①
剛
傷
③
昌
ゆ
曽
）
！
　
「
苦
難
」
は
こ
こ
で
深
め
ら
れ
る
。
苦
難
と
は
、
死
と
貧
し
さ
だ

け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
肉
の
欲
に
抗
し
て
、
神
に
お
い
て
強
く
あ
る
こ
と
も
堪
え
忍
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

我
々
の
苦
難
は
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
に
お
い
て
す
で
に
止
揚
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
代
理
は
ま
た
人
間
の
た
め
の
代
理
的
苦

難
で
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
皆
苦
し
む
の
で
あ
る
。
一
人
が
万
人
の
た
め
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
、
ア
ダ
ム
の
人
間
性
が

と
ら
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
そ
こ
で
、
分
裂
が
克
服
さ
れ
る
。
」
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こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
代
理
的
行
為
を
通
し
て
、
我
々
が
経
験
す
る
苦
難
の
背
後
に
神
の
意
志
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
み
な

ら
ず
、
ア
ダ
ム
の
分
裂
し
た
人
間
性
が
、
「
克
服
さ
れ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
苦
難
理
解
は
、
最
後
期
の
『
獄
中
書
簡
』
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
者
の
「
メ
シ
ア
的
苦
難
へ
の
参
与
」
、
「
苦
し

む
神
」
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
の
際
、
宗
教
的
行
為
に
よ
っ
て
人
間
を
何
者
か
に
し
た
て
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
ま
さ
に
こ
の
苦
難
へ
の
参
与
　
　
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
…
は
こ
れ
を
「
悔
い
改
め
」
（
メ
タ
ノ
イ
ア
）
と
も
言
っ
て
い
る
一
が
、
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
前
で
の
一
人
の
人
間
を
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
者
を
つ
く
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。



「
神
は
自
ら
を
こ
の
世
か
ら
十
字
架
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
に
ま
か
せ
る
。
神
は
こ
の
世
で
無
力
で
弱
い
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の

よ
う
に
し
て
、
た
だ
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、
彼
は
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
お
り
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
を
助
け
る
。
キ
リ
ス
ト
の
助

け
は
彼
の
全
能
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼
の
弱
さ
と
苦
難
に
よ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
マ
タ
イ
8
章
1
7
節
に
全
く
明
ら
か
だ
。

…
…
（
中
略
）
…
…
人
間
の
宗
教
性
は
、
困
難
に
陥
っ
た
と
き
に
彼
を
こ
の
世
に
お
け
る
神
の
カ
に
向
か
わ
せ
る
。
神
は
機
械

仕
納
ケ
の
神
だ
。
聖
書
は
、
人
間
を
神
の
無
力
と
苦
難
に
向
か
わ
せ
る
。
苦
し
む
神
だ
け
が
助
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
以
上
よ
り
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
苦
難
に
対
す
る
理
解
を
、
と
り
わ
け
『
獄
中
書
簡
』
に
お
け
る
表
現
を
用
い
て
要
約
す
る
と
、

の
よ
う
に
な
る
。

以
下

（1）（4）　（3）　（2）

キ
リ
ス
ト
者
の
苦
難
は
、
自
然
的
実
存
に
結
び
つ
い
た
苦
難
と
は
区
別
さ
れ
た
、
キ
リ
ス
ト
者
固
有
の
苦
し
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
　
　
↑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

キ
リ
ス
ト
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
…
を
確
証
す
る

キ
リ
ス
ト
者
の
苦
難
は
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
苦
し
む
苦
し
み
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
で
あ
る
（
メ
シ
ア
的
苦
難
へ
の
参
与
）

苦
難
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
聖
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
さ
れ
、
苦
難
へ
の
参
与
が
キ
リ
ス
ト
者
を
つ
く
る

苦
し
む
神
だ
け
が
助
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
ア
ダ
ム
の
人
間
性
の
克
服
）

　
問
題
は
、
㈲
「
苦
し
む
神
だ
け
が
…
…
」
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
時
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
助
け
」
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
の

「
救
済
」
と
見
な
し
て
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
感
的
同
一
化
、
連
帯
性
、
な
い
し
は
代
表
性
と
い
っ
た
こ
と
と
、
救

済
と
は
次
元
を
異
に
し
、
連
帯
性
や
代
表
性
と
い
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
、
救
済
の
論
理
と
し
て
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
金
能
な

神
が
自
ら
を
無
力
な
も
の
と
な
し
、
弱
き
者
の
側
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
慰
め
（
ω
～
㈲
）
で
あ
っ
て
救
い
（
㈲
）
で
は
な
い
の



で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
本
来
的
な
意
味
で
の
救
済
論
の
解
消
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
批
判

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ω
～
㈲
と
ω
の
間
に
は
、
決
定
的
な
差
異
が
存
在
し
て
お
り
、
ω
「
苦
し
む
神
だ
け
が
助
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
事
態
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
救
済
概
念
と
は
区
別
さ
れ
た
、
情
緒
的
な
慰
め
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
批
判
に
耐
え
得
な
い
。

3
　
救
済
論
と
の
関
連
で

3
・
1
　
代
理
概
念
の
三
つ
の
段
階

　
こ
こ
で
は
、
救
済
論
と
の
関
連
で
代
理
概
念
を
扱
う
が
、
代
理
概
念
の
持
2
二
つ
の
段
階
的
特
徴
に
関
す
る
芳
賀
力
氏
の
所
論
を
頼
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

に
問
題
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
第
　
は
連
帯
性
（
。
。
o
匠
口
電
装
、
す
な
わ
ち
他
者
に
同
情
し
共
感
し
て
、
他
者
の
状
況
へ
と
自
己
を
い

わ
ば
運
命
共
同
体
的
に
同
化
（
國
儒
O
障
一
下
識
吋
鋤
鳳
0
5
）
す
る
段
階
。
こ
れ
は
厳
密
に
見
れ
ば
ま
だ
代
理
の
準
備
段
階
で
あ
る
。
第
二
は
他
者
の

存
在
的
権
利
と
義
務
を
全
権
的
に
代
表
し
全
面
的
に
他
者
に
な
り
か
わ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
、
　
他
者
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
か
ら
他
者

を
解
放
す
る
段
階
（
代
表
性
く
σ
欝
。
ε
路
α
q
）
。
第
三
は
他
者
が
な
し
え
な
い
こ
と
を
他
者
に
代
わ
っ
て
成
し
遂
げ
る
段
階
（
代
償
性
代
理

性
の
酔
堅
く
。
毎
。
鷲
掴
）
。
こ
こ
で
は
単
に
他
者
の
存
在
的
権
利
と
義
務
を
代
表
す
る
の
み
な
ら
ず
、
他
者
の
倫
理
的
、
法
的
過
失
を
も
身
に

負
い
、
そ
の
責
任
さ
え
も
他
者
に
代
わ
っ
て
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
代
償
性
は
、
代
理
さ
れ
る
他
者
と
、
そ
の
他
者
が
過
失
を

負
う
他
者
と
の
間
を
仲
保
・
媒
介
す
る
仲
保
的
代
償
性
と
な
る
。

　
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
起
こ
っ
た
神
と
こ
の
世
の
和
解
は
、
ま
さ
に
こ
の
三
つ
の
特
徴
を
す
べ
て
備
え
た
出
来
事
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
人
間
に
と
っ
て
の
救
い
が
神
と
の
和
解
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
単
に
連
帯
や
代
表
で
は
な
く
、
こ
こ

で
言
う
と
こ
ろ
の
第
三
段
階
、
つ
ま
り
仲
保
的
代
償
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
代
理
概
念
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
仲
保
的
代
償
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
こ
こ
で
の
重
要
な
論
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点
と
な
る
。

3
・
2
　
仲
保
的
代
償
性

　
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
は
律
法
と
人
間
と
の
問
に
立
つ
仲
保
者
と
い
う
理
解
は
、
す
で
に
『
聖
徒
の
交
わ
り
』

（一

纉
�
ｵ
年
）
に
お
い
て
、
そ
の
繭
芽
が
認
め
ら
れ
る
。
『
聖
徒
の
交
わ
り
』
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
ル
タ
ー
に
従
い
、
キ
リ
ス
ト

の
代
理
的
行
為
を
罪
と
刑
罰
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
し
、
キ
リ
ス
ト
の
代
理
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
概
観
し
て
い
る
。

「
イ
エ
ス
は
、
罪
責
な
き
者
と
し
て
他
者
の
罪
責
と
刑
罰
を
自
ら
に
引
き
受
け
、
彼
が
自
ら
犯
罪
者
と
し
て
死
ぬ
こ
と
に
よ
り
、

呪
わ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
世
の
罪
を
負
い
、
世
に
代
わ
っ
て
（
の
た
め
に
）
刑
罰
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
犯
罪
者
の
十
字
架
（
～
δ
『
σ
門
O
O
7
0
『
】
（
『
③
¢
N
）
に
お
い
て
、
代
理
的
愛
（
。
・
〔
o
＝
＜
①
舞
・
8
壼
。
凱
。
げ
。
）
と
神
に
対
す
る
従
順

（（

p
0
7
0
『
匂
り
9
ヨ
）
が
罪
責
に
勝
利
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
罪
責
は
事
実
上
刑
罰
を
受
け
莞
服
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」
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こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
は
、
全
人
類
を
代
理
し
、
律
法
を
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
と
人
と
の
和
解
、
人
と
人
と
の
和
解
を
も
た
ら

めす
。
ま
た
続
く
『
キ
リ
ス
ト
論
講
義
』
（
一
九
三
三
年
）
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
の
人
格
構
造
を
論
じ
る
際
、
こ
の
仲
保
的
代
償
性
に
言

及
し
て
い
る
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
の
壽
あ
ぎ
蓉
震
（
誰
－
構
造
）
！
キ
リ
ス
ト
の
人
格
構
造
一
を
寄
？
ヨ
9
。
。
④
ぎ
（
私

ノ
タ
メ
存
在
）
と
し
て
理
解
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
『
キ
リ
ス
ト
論
講
義
』
で
は
、
こ
の
私
ノ
タ
メ
存
在
を
場
所
の
問
題
と
し
て
　
　
ボ

ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
言
い
方
に
即
す
と
ぎ
－
。
。
ぎ
ζ
舞
（
場
所
－
構
造
）
の
問
題
と
し
て
1
問
う
と
き
、
「
中
心
」
（
≦
密
）
と
い
う
概
念
が

　
　
　
　
　

あ
ら
わ
れ
る
。
「
私
の
た
め
し
に
キ
リ
ス
ト
が
立
っ
て
い
る
場
所
は
、
「
私
」
が
立
ち
得
な
い
限
界
、
す
な
わ
ち
律
法
の
要
求
の
前
に
無
力

で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
私
」
が
裁
か
れ
て
し
ま
う
場
所
で
あ
り
、
同
時
に
、
こ
の
裁
き
を
通
し
て
本
来
あ
る
べ
き
自
己
自
身
を
回
復
す
る
と



こ
ろ
の
再
発
見
さ
れ
る
中
心
な
の
で
あ
る
。
　
ま
さ
に
こ
の
場
所
に
律
法
の
成
就
者
キ
リ
ス
ト
が
私
の
た
め
に
立
つ
。
　
こ
の
℃
8
－
欝
。
あ
。
貯

（
私
ノ
タ
メ
存
在
）
と
し
て
考
察
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
仲
保
者
性
が
、
『
服
従
』
に
至
っ
て
、
具
体
的
な
服
従
と
い
う
行
為
を
解
明
す
る
文

脈
の
中
で
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
キ
リ
ス
ト
論
の
中
で
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
弟
子
た
ち
と
律
法
と
の
中
心
に
キ
リ
ス
ト

が
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
律
法
主
義
に
堕
す
る
こ
と
な
く
具
体
的
な
服
従
を
語
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
地
平
が
開
か
れ
、
同
時
に
宗
教
改

革
的
「
外
な
る
義
」
が
律
法
の
成
就
者
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
解
明
さ
れ
る
。
服
従
を
通
し
て
高
価
な
恵
み
の
下
に
と
ど
ま
る
と
い
う
キ
リ

ス
ト
者
の
行
為
を
確
証
す
る
上
で
、
キ
リ
ス
ト
を
人
間
と
律
法
と
の
仲
保
者
と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
る
。

　
こ
の
点
、
本
稿
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
『
獄
中
書
簡
』
で
は
、
こ
の
仲
保
的
代
償
性
に
対
す
る
明
示
的
な
言
及
は
な
い
。
と
は
い
え
、

仲
保
的
代
償
性
が
『
獄
中
書
簡
』
で
は
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
が
苦
し
む
神
に
つ
い
て
、
ま
た
非
宗
教
的
解
釈
、
成
人
し
た
世
界
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
す
る
際
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
「
受

肉
」
を
重
要
な
概
念
と
し
て
指
示
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
代
理
概
念
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
『
獄
中
書
簡
』
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
代
理
概
念
と
受
肉
と
の
関
係
を
考
察
す
る
前
に
、
『
獄
申
書
簡
』
以
前
の
著
作

か
ら
、
こ
の
両
概
念
の
関
係
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
『
教
会
の
本
質
講
義
』
並
び
に
『
倫
理
』
を
取
り
上
げ
る
。

こ
の
二
つ
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
こ
の
両
著
作
の
中
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
代
理
概
念
を
直
接
取
り
上
げ
、
重
要
な
考
察
を
加
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
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3
・
3
　
代
理
概
念
と
受
肉

　
『
教
会
の
本
質
講
義
』
は
、

の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
。

一
九
三
二
年
四
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
独
自
の
教
会
論
－
教
会
論
的
認
識
論
1

こ
の
講
義
の
「
教
会
の
基
礎
づ
け
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
代
理
的
行
為
」
（
O
げ
房
鉱
段
¢
一
一
く
①
垂
穂
①
a
o
。
。



頃
き
α
¢
ぎ
鋤
δ
篇
融
。
ロ
コ
①
σ
。
巳
a
g
お
血
臼
賊
ぎ
冨
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
た
　
節
は
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
の
議
論
の
目
標
は
、
キ
リ
ス
ト
の
代
理
的
行
為
か
ら
、
教
会
の
基
本
的
秩
序
、
す
な
わ
ち
ω
従
属
存
在
（
¢
簿
。
鑓
携
③
ぎ
）
、
②
相

互
並
存
（
ツ
向
⑦
げ
Φ
づ
0
一
路
9
昌
盛
0
噌
）
、
㈹
相
互
交
流
（
ぎ
。
凶
欝
巴
①
門
）
を
引
き
出
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
間
の
代
理
的
行
為
と
キ
リ
ス
ト

の
そ
れ
と
の
比
較
対
照
を
通
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
代
理
的
行
為
の
独
自
性
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
倫
理
的
代
理
は
、
倫
理
的
に
自
立
し
た
人
格
と
い
う
領
域
を
前
提
し
て
お
り
、
人
間
の
代
理
的
行
為
は
、

倫
理
的
に
責
任
を
負
う
人
格
に
お
い
て
そ
の
限
界
に
直
面
す
る
。
つ
ま
り
、
他
者
の
責
任
を
負
い
、
そ
の
罪
責
と
罰
を
取
り
除
く
と
い
う

こ
と
は
、
倫
理
的
実
存
と
し
て
の
他
者
の
人
格
を
否
認
す
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
だ
。
倫
理
的
に
は
他
者
の
受
け
た
罪
責

の
結
果
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
た
だ
他
者
の
悪
の
中
に
自
ら
歩
み
入
り
、
そ
の
他
者
と
連
帯
的
に
な

る
と
い
う
決
意
を
前
提
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
他
方
、
人
間
の
代
理
が
「
財
宝
を
犠
牲
と
し
て
捧
げ
る
」
以
上
の
こ
と
は
で
き
な

い
の
に
比
べ
、
キ
リ
ス
ト
の
代
理
は
、
財
宝
に
加
え
、
人
格
を
犠
牲
と
し
て
捧
げ
る
と
い
う
次
元
に
ま
で
貫
徹
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
…
は
、
受
肉
、
律
法
の
成
就
、
十
字
架
、
復
活
と
い
う
四
つ
の
段
階
を
区
別
し
、
キ
リ
ス
ト
の
代
理
的
行
為
を

考
察
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
受
益
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
人
格
領
域
に
人
間
の
人
格
が
入
り
込
み
、
人
聞
の
反
抗
的
な
人
格
存
在

は
滅
ぼ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
裁
き
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
全
人
類
を
受
け
入
れ
る
。
人
間
は
、
神
の
律

法
を
遵
守
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
神
の
怒
り
を
招
く
存
在
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
は
人
類
を
代
理
し
て
、
神
の
怒
り
を
引
き
受
け
、
律

法
を
成
就
す
る
。
神
の
怒
り
を
極
限
ま
で
引
き
受
け
た
結
果
が
十
字
架
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
代
理
的
人
格
が
全
人
類
の
た
め
に
犠
牲
と
さ

れ
、
そ
れ
に
続
い
て
復
活
が
起
こ
る
。
こ
う
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
代
理
的
行
為
は
、
人
間
を
義
と
し
、
神
の
前
で
の
人
間
を
回
復
し
、
人

間
を
新
た
に
創
造
す
る
。

　
他
方
、
『
倫
理
』
に
お
い
て
は
、
以
上
の
議
論
に
加
え
、
代
理
概
念
が
、
責
任
を
負
う
生
活
の
根
拠
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、

こ
こ
で
は
「
受
肉
」
が
と
り
わ
け
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
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「
神
は
人
間
と
な
っ
た
。
神
は
肉
体
を
も
っ
た
人
智
［
の
形
］
を
と
り
（
§
げ
営
…
碧
）
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
世
界
を

神
と
和
解
さ
せ
た
。
人
間
と
人
間
の
現
実
に
対
す
る
肯
定
は
、
神
が
人
間
を
受
け
入
れ
た
こ
と
（
〉
⇒
g
ず
ヨ
。
）
に
基
づ
い
て
起

こ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
神
が
人
間
の
現
実
を
受
け
入
れ
、
神
が
人
間
と
な
っ
た
の
は
、
人
間
と
人
間
の
現
実

が
神
の
肯
定
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
と
人
間
の
現
実
が
神
の
否
定
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え

に
、
神
自
ら
が
肉
体
を
も
っ
た
人
間
〔
の
形
］
を
と
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
人
間
の
本
質
そ
の
も
の
の
上
に
下
さ
れ
た
神
の
否

定
の
呪
い
を
自
ら
の
身
に
負
い
、
苦
し
み
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と
人
間
の
現
実
を
受
け
入
れ
、
肯
定
し
た
の
で
あ

る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
『
倫
理
』
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
人
と
な
り
・
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
・
よ
み
が
え
ら
れ
た
神
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
称
号
は
、
先
に

『
教
会
の
本
質
講
義
』
で
確
認
し
た
受
動
、
十
字
架
、
復
活
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
代
理
的
行
為
を
考
察
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
諸
概
念
の

統
一
と
区
別
を
具
備
し
、
そ
れ
ら
を
包
摂
し
た
称
号
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
称
号
に
関
し
て
、
『
倫
理
』
に
お
い
て
は
「
形

成
と
し
て
の
倫
理
学
」
と
い
う
表
題
の
も
と
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
課
題
を
「
キ
リ

ス
ト
と
同
じ
形
を
と
る
こ
と
」
（
O
亙
魯
σ
q
o
器
ぎ
⇒
σ
q
9
「
繭
。
・
怠
）
と
し
、
い
か
に
し
て
、
こ
の
課
題
が
実
現
さ
れ
う
る
の
か
を
探
求
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

そ
し
て
、
こ
の
世
の
現
実
に
出
会
い
、
こ
れ
に
打
ち
勝
つ
唯
一
の
形
こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
の
形
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
際
、
キ
リ
ス
ト

の
教
え
や
キ
リ
ス
ト
教
的
原
則
を
、
直
接
こ
の
世
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
こ
の
世
を
キ
リ
ス
ト
の
形
た
ら
し
め
る
の
で
は
な
く
、
我
々
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
形
の
中
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
「
人

と
な
り
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
、
よ
み
が
え
ら
れ
た
方
の
唯
一
の
形
と
同
じ
形
」
を
と
る
こ
と
と
い
う
先
に
言
及
し
た
定
式
が
あ
ら
わ
れ

　
る
。　

「
人
と
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
受
干
し
た
キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
、
人
間
は
「
真
の
人
間
」
に
な
り
、

一9一



ま
た
そ
う
あ
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
と
い
う
。
更
に
「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
蒸
し
と
同
じ
形
を
と
る
こ
と
は
、
神
に
よ
っ
て
裁
か
れ
た
人

間
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
「
裁
き
と
恵
み
に
お
い
て
立
つ
以
外
に
は
何
物
を
も
っ
て
し
て
も
神
の
前
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
」
　
こ
と

を
証
し
す
る
。
「
復
活
し
た
方
」
と
同
じ
形
を
と
る
こ
と
は
、
「
神
の
前
で
の
一
個
の
新
し
い
人
間
」
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
死
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

だ
中
で
生
き
、
罪
の
た
だ
中
で
正
し
い
も
の
と
さ
れ
、
古
き
も
の
の
た
だ
中
で
新
し
い
人
間
で
あ
る
こ
と
だ
と
主
張
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
称
号
は
、
相
互
に
緊
密
な
結
び
付
き
を
持
っ
て
お
り
、
分
離
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
有
機
的
な
結
合
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
定
式
は
『
倫
理
』
の
中
に
数
多
く
見
出
さ
れ
る
が
、
『
獄
中
書
簡
』
に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
者
の
責
任
に
つ
い
て
、
ま
た
宗
教

批
判
や
成
人
し
た
世
界
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
際
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
称
号
が
意
識
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
確
認
す
る
こ
と

　
　
　
　

が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
者
が
向
き
合
っ
て
い
る
世
界
が
、
聖
と
俗
に
分
離
さ
れ
た
世
界
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
馬

肉
・
十
字
架
・
復
活
と
が
持
つ
聖
書
的
な
意
味
に
お
い
て
、
創
造
さ
れ
、
保
持
さ
れ
、
和
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
世
界
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
・
奮
恐
は
先
に
確
認
し
た
『
鍵
の
表
現
と
畢
獲
・
毒
　
　
　
　
　
　
　
筆

　
し
た
が
っ
て
、
『
獄
中
書
簡
』
で
は
、
十
字
架
や
苦
難
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
際
、
　
一
方
で
受
肉
が
重
要
な
概
念
と
し
て
示
唆
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
受
肉
と
い
う
概
念
が
、
他
の
諸
概
念
、
す
な
わ
ち
十
字
架
・
復
活
と
い
う
概
念
と
分
離
し
得
な
い
も
の
と
し

て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
先
に
見
た
代
理
の
第
一
、
第
二
段
階

が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
仲
保
的
代
償
性
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
共
感

的
同
一
化
と
い
っ
た
次
元
に
救
済
を
解
消
し
て
い
る
と
は
単
純
に
言
え
ず
、
キ
リ
ス
ト
の
仲
保
的
代
償
性
は
保
持
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
『
獄
中
書
簡
』
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
対
し
、
救
済
論
の
解
消
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
、
と
の
非
難

は
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。



4
　
代
理
概
念
の
も
う
［
つ
の
射
程

4
・
1
　
罪
責
と
良
心

　
さ
て
、
そ
う
な
る
と
次
の
問
題
は
、
『
獄
中
書
簡
』
の
「
苦
し
む
神
」
と
い
う
定
式
に
よ
っ
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
何
を
語
ろ
う
と

し
た
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
代
理
概
念
は
、
『
倫
理
』
の
中
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
著
作
の
中
で
も
論
じ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

れ
て
い
る
。
こ
れ
が
『
創
造
と
堕
落
臨
で
は
、
「
他
者
の
た
め
の
自
由
し
と
し
て
探
求
さ
れ
、
そ
し
て
『
獄
中
書
簡
』
に
お
い
て
「
教
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

は
他
者
の
た
め
に
存
在
す
る
と
き
に
の
み
教
会
で
あ
る
」
と
い
う
定
式
へ
と
至
る
。

　
他
方
、
一
九
三
二
年
以
降
の
一
連
の
講
義
に
お
い
て
、
「
罪
の
世
界
と
連
帯
す
る
た
め
に
純
粋
さ
を
断
念
す
る
よ
う
教
会
が
召
さ
れ
て

い
る
」
と
い
う
新
し
い
テ
ー
マ
が
加
わ
る
。
「
教
会
は
こ
の
世
か
ら
自
由
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
自
由
は
純
粋
さ
を
求
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

る
主
張
を
断
念
す
る
結
果
と
し
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
る
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
…
は
自
由
を
関
係
性
と
し
て
理
解
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
ま
さ

に
こ
こ
に
お
い
て
「
自
ら
の
純
粋
さ
を
断
念
す
る
」
と
い
う
地
点
に
ま
で
こ
の
他
者
の
た
め
の
自
由
は
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後

に
『
倫
理
』
に
お
い
て
そ
の
表
現
を
見
出
す
と
こ
ろ
の
主
題
、
罪
責
を
引
き
受
け
る
自
由
と
い
う
観
点
か
ら
キ
リ
ス
ト
者
の
責
任
を
考
え

る
と
い
う
主
題
で
あ
り
、
初
期
に
お
け
る
表
現
か
ら
明
瞭
に
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
会
は
自
ら
の
純
粋
さ
を
保
つ
こ
と
に
関
心
を

は
ら
う
の
で
は
な
く
、
自
由
に
他
者
に
関
心
を
持
つ
。
こ
の
こ
と
は
『
獄
中
書
簡
』
に
お
い
て
も
堅
固
に
保
持
さ
れ
て
い
る
主
題
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
「
罪
責
の
引
き
受
げ
」
に
関
し
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。
「
罪
責
を
引
き
受
け
る
用
意
と
自
由
」
と
が
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

的
行
為
を
構
成
す
る
と
い
う
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
主
張
は
、
伝
統
的
な
倫
理
学
理
論
に
対
す
る
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
挑
戦
的
な
洞
察

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
責
任
的
に
行
為
す
る
者
は
、
罪
責
か
ら
の
自
由
を
約
束
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
罪
を

引
き
受
け
る
、
す
な
わ
ち
罪
人
と
な
る
自
由
を
与
え
ら
れ
る
。
だ
が
そ
の
際
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
罪
責
を
以
下
の
二
つ
の
意
味
で
区
別

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
一
に
、
非
行
為
と
い
う
罪
責
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
と
り
わ
け
、
『
倫
理
』
の
「
下
記
、
義
認
、
更
新
」
（
Q
。
。
ぎ
昇
刃
8
簿
密
三
σ
q
き
α
q
》
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れ

尊
器
¢
2
§
σ
q
）
と
題
さ
れ
た
章
に
お
い
て
、
「
教
会
は
告
白
す
る
」
　
と
い
う
言
葉
に
続
け
て
、
　
一
〇
項
目
に
わ
た
り
列
挙
さ
れ
て
い
る
事

柄
に
相
当
す
る
。
こ
こ
で
は
、
暴
力
的
行
為
と
不
正
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
自
己
保
存
の
た
め
に
、
弱
者
の
生
命
と
権
利
と
が
白
鞘
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
き
た
教
会
の
罪
責
が
告
白
さ
れ
て
い
る
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
う
し
た
諸
々
の
罪
責
の
根
本
的
な
原
因
を

「
キ
リ
ス
ト
か
ら
の
背
反
、
我
々
の
う
ち
に
形
を
と
り
、
我
々
を
自
分
自
身
の
真
の
形
へ
と
導
く
キ
リ
ス
ト
の
形
か
ら
の
背
反
脇
に
見
て

い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
批
判
の
矛
先
は
、
誤
っ
た
行
為
で
は
な
く
行
為
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
悪
を
な
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

で
は
な
く
悪
や
不
正
に
対
し
て
沈
黙
し
て
い
る
教
会
の
罪
責
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
罪
責
と
は
、
教
会

が
自
ら
の
安
全
を
確
保
す
べ
く
、
危
険
を
お
か
そ
う
と
は
し
な
い
、
そ
の
よ
う
な
教
会
の
非
行
為
に
関
す
る
罪
責
の
こ
と
で
あ
り
、
後
に

『
獄
中
書
簡
』
に
お
い
て
、
「
あ
た
か
も
そ
れ
が
自
己
目
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
自
己
保
存
の
た
め
だ
け
に
闘
っ
て
来
た
我
々
の
教
会
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ

人
間
と
こ
の
世
の
た
め
の
和
解
と
救
い
の
言
葉
を
担
う
こ
と
が
で
き
な
い
篇
、
と
表
現
さ
れ
て
い
る
事
態
で
あ
る
。

　
右
に
み
た
罪
責
が
、
自
ら
の
自
己
保
存
を
志
向
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
非
行
為
（
行
為
し
な
い
こ
と
）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と

す
れ
ば
、
も
う
ひ
と
つ
の
罪
責
は
、
先
に
言
及
し
た
責
任
的
行
為
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
罪
責
の
こ
と
を
指
す
。
そ
れ
は
、
責
任
的
生
を

生
き
た
結
果
、
必
然
的
に
生
じ
る
罪
責
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
、
『
倫
理
』
の
中
で
「
責
任
を
負
う
生
活
の
構
造
」
と
い
う
表
題

の
も
と
探
求
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　
あ
ら
ゆ
る
責
任
的
行
為
は
代
理
的
行
為
者
で
か
つ
和
解
者
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
由
来
し
て
お
り
、
罪
か
ら
の
自
由
と
罪
責
の

引
き
受
け
は
、
こ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
代
理
的
行
為
と
分
か
ち
難
く
結
び
付
い
て
い
る
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
ル
タ
ー
に
従
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
の
代
理
的
行
為
を
罪
と
刑
罰
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、

彼
の
全
生
涯
を
通
じ
て
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
。

　
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
！
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
危
険
を
か
え
り
み
ず
信
仰
の
自
由
な
冒
険
に
お
い
て
、
責
任
的
に
行
為
す
る
こ
と
は
、
必
然
的

に
罪
責
を
担
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
も
自
覚
的
に
記
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
早
食
を
避
け
、
良
心
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に
よ
る
保
証
を
え
よ
う
と
す
る
普
遍
的
な
人
間
の
欲
求
に
対
立
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
に
対
す
る
大
き

な
挑
戦
と
し
て
読
め
る
。
良
心
は
意
志
と
理
性
と
の
さ
ら
に
内
奥
の
深
部
よ
り
来
た
る
人
間
実
存
の
呼
び
声
と
し
て
聞
か
れ
、
自
ら
の
実

存
と
の
一
致
を
求
め
る
。
そ
し
て
こ
の
良
心
の
呼
び
声
は
、
自
分
自
身
の
存
在
の
破
滅
を
回
避
す
べ
く
、
失
わ
れ
た
一
致
を
こ
そ
回
復
す

る
よ
う
語
り
か
け
る
。
だ
が
問
題
は
、
自
己
自
身
と
の
　
致
が
危
機
に
瀕
し
た
際
に
発
せ
ら
れ
る
良
心
の
声
が
求
め
る
と
こ
ろ
の
「
　
致
」

が
、
い
か
な
る
意
味
内
容
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問
題
を
こ
そ
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
鋭
く
問
う
て
い
る
の
で
あ

る
。　

ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
良
心
は
罪
を
知
る
上
で
の
肯
定
的
で
価
値
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
罪
人
を
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
へ
と
導
く

も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
…
は
こ
う
し
た
理
解
を
留
保
し
、
自
己
義
認
へ
と
至
ら
し
め
る
可
能
性
を
良
心
が
孕
ん
で
い
る

と
指
摘
す
る
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
良
心
は
、
原
状
態
に
お
い
て
存
在
せ
ず
、
絶
対
的
な
自
由
を
手
に
入
れ
、
神
の
よ
う
に
（
。
・
凶
。
糞

α
o
器
）
な
り
、
自
ら
善
悪
の
審
判
者
と
な
ろ
う
と
す
る
堕
落
し
た
人
間
の
悪
し
き
試
み
で
あ
る
。

　
自
己
の
実
存
的
な
分
裂
を
回
避
し
、
自
己
自
身
と
の
一
致
を
確
保
す
べ
く
自
我
の
自
律
性
を
求
め
る
良
心
の
呼
び
声
は
、
自
己
保
存
の

道
を
周
到
に
か
ぎ
つ
け
る
。
そ
の
結
果
、
自
ら
を
欺
き
、
興
体
的
な
責
任
を
行
使
す
る
こ
と
な
く
沈
黙
し
、
安
住
し
て
し
ま
う
良
心
に
従
っ

て
生
き
よ
う
と
す
る
際
に
起
こ
っ
て
来
る
誤
ち
が
露
呈
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
て
良
心
の
呼
び
声
は
、
「
善
悪
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

神
と
人
間
と
自
分
自
身
の
前
で
自
己
を
義
と
し
、
そ
し
て
こ
の
自
己
百
番
の
立
場
に
ど
こ
ま
で
も
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
自
我
の
試
み
」
と

な
る
。
こ
う
し
た
論
争
的
な
議
論
の
背
後
に
は
、
自
ら
の
行
為
の
正
当
性
を
良
心
に
よ
っ
て
保
証
す
る
こ
と
で
、
責
任
を
免
れ
る
告
白
教

会
の
苦
々
し
い
現
実
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
う
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
真
の
貴
報
的
行
為
は
、
行
為
の
正
当
性
を
良
心
に
よ
っ
て
さ
え
保
証
さ
れ
得
な
い
ま
ま
に
、

神
の
恵
み
と
赦
し
に
信
頼
し
、
罪
責
を
引
き
受
け
る
と
い
う
自
由
を
与
え
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
責
任
的
に
行
為
す
る

こ
と
は
、
罪
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い
な
い
状
況
か
ら
現
れ
出
る
道
を
見
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
未
来
の
世
代
の
必
要
を
見
据
え
る
こ
と
で
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あ
る
と
も
い
え
る
。

4
・
2
　
苦
し
む
神
と
責
任

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
苦
し
み
を
積
極
的
に
担
い
、
罪
責
を
引
き
受
け
る
こ
と
の
中
に
、
服
従
す
る
者
の
信

仰
者
と
し
て
の
実
存
を
見
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
集
申
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
に
対
し
て
開
か
れ
た
態
度
で

関
わ
る
責
任
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
。

　
『
服
従
』
は
ま
さ
に
、
悪
し
き
こ
の
世
と
の
闘
争
の
た
め
の
内
的
集
中
と
し
て
の
「
訓
練
」
、
究
極
の
も
の
を
保
持
す
る
た
め
の
「
聖
と

俗
」
の
分
離
を
テ
ー
マ
に
し
た
書
で
あ
る
。
「
高
価
な
恵
み
」
と
「
安
価
な
恵
み
漏
の
区
別
が
明
白
に
な
さ
れ
、
「
自
然
的
実
存
」
に
お
い

て
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
が
ゆ
え
の
苦
し
み
を
積
極
的
を
選
び
取
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
『
服
従
』
に
お
い
て
も
、
『
倫
理
』
に
お
い
て
も
、
「
肥
肉
」
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
『
獄
中
書
簡
』
で
は
、
「
神

の
苦
難
へ
の
参
与
」
と
い
う
主
題
は
「
イ
エ
ス
は
宗
教
的
な
人
間
で
は
な
く
、
単
純
に
人
間
で
あ
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
文
脈
で
あ
ら

わ
れ
、
こ
こ
で
も
や
は
り
無
届
が
重
要
な
概
念
と
し
て
指
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
者
が
、
何
か
特
別
な
か
た
ち
で
キ
リ
ス
ト

者
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
単
純
に
人
聞
で
あ
ろ
う
と
す
る
時
に
、
必
然
的
に
神
の
苦
難
に
あ
ず
か
る
も
の
と
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
、
つ
ま
り
「
自
己
自
身
を
何
か
に
仕
立
て
上
げ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
ま
っ
た
く
断
念
し
た
と
き
に
」
キ
リ
ス
ト
者
は
、
神
に
よ
っ
て

「
神
の
苦
難
に
あ
ず
か
る
」
よ
う
招
か
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
キ
リ
ス
ト
の
称
号
を
論
じ
た
際
に
、
「
受
壷
」

に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
そ
の
細
か
い
表
現
に
い
た
る
ま
で
多
く
の
点
で
酷
似
し
て
い
る
。

　
ま
た
『
獄
中
書
簡
』
で
は
、
こ
の
神
の
苦
難
へ
の
参
与
と
い
う
こ
と
に
、
キ
リ
ス
ト
者
の
責
任
を
見
出
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
問

題
も
ま
た
「
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
」
を
拠
り
所
と
し
て
「
責
任
の
場
所
し
と
い
う
表
題
の
も
と
『
倫
理
』
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
更
に
『
獄

中
書
簡
』
に
お
け
る
と
同
様
、
『
倫
理
』
に
お
い
て
も
「
言
葉
が
肉
体
と
な
っ
た
」
（
ヨ
ハ
ネ
ー
章
1
4
節
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
偶
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然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
多
く
の
共
通
点
を
確
認
す
る
と
き
、
「
苦
し
む
神
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
意

識
的
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
こ
そ
、
こ
の
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
の
責
任
で
あ
る
と
い
う
結
論
へ
と
導
か
れ
る
。

5
　
結
論

　
『
獄
中
書
簡
』
を
解
釈
す
る
上
で
、
「
神
の
苦
難
へ
の
参
与
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
と
共
に
苦
し
む
神
、
と
い
う
共
感
と
い
う

要
素
が
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
だ
け
が
過
度
に
強
調
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
真
意
を
見
誤
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
人
問
の
側
の
メ
シ
ヤ
的
苦
難
へ
の
参
与
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
神
が
有
意
義
性
を
保
証
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
は

な
い
。
そ
う
な
る
と
、
神
学
が
そ
の
原
理
に
お
い
て
人
間
学
へ
と
密
か
に
移
行
を
許
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
う

し
た
理
解
に
よ
れ
ば
、
神
は
単
な
る
慰
め
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
本
来
的
な
意
味
で
の
救
済
論
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
と
結
論
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
『
獄
中
書
簡
』
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
の
仲
保
的
代
償
性
は
保
証
さ
れ
て
お

り
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
苦
し
む
神
に
つ
い
て
語
る
際
、
十
宇
架
へ
と
お
も
む
く
神
の
代
理
的
行
為
と
そ
う
し
た
行
為
へ
と
キ
リ
ス
ト
者

を
召
し
出
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
の
責
任
に
強
調
点
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
観
点
か
ら
「
苦
し
む
神
」

の
思
想
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
獄
中
書
簡
』
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
の
世
の
成
人
性
を
語
り
、
機
械
じ
か
け
の
神
、
作
業
仮
説
と
し
て
の
神
を
非
難
し
、
神
の
場

所
を
問
う
て
い
る
。
「
そ
れ
で
は
神
は
な
お
ど
こ
に
場
所
を
持
つ
の
か
」
と
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
こ
の
世
か
ら
十
字
架
へ
と
言
い
や
ら
れ

る
に
ま
か
せ
る
」
、
「
こ
の
世
で
無
力
で
弱
い
」
と
い
う
仕
方
で
こ
の
世
で
場
所
を
獲
得
す
る
神
を
も
っ
て
答
え
る
。
『
獄
中
書
簡
』
以
前

の
著
作
で
は
、
こ
の
世
の
隠
さ
れ
た
中
心
（
隠
さ
れ
た
歴
史
の
中
心
）
と
し
て
の
教
会
に
お
い
て
、
神
を
認
識
す
る
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
こ
と
が
さ
ら
に
「
苦
し
む
神
」
と
い
う
仕
方
で
徹
底
さ
れ
て
い
る
。

　
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
理
解
し
た
「
苦
し
む
神
」
と
は
、
彼
岸
に
お
け
る
救
済
を
も
た
ら
す
神
で
は
な
く
一
そ
れ
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

一15一



の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
無
責
任
な
「
こ
の
世
か
ら
の
逃
亡
」
に
他
な
ら
な
い
　
　
ま
さ
に
こ
の
世
の
此
岸
に
お
け
る
責
任
的
生
を
生
き

る
よ
う
、
キ
リ
ス
ト
者
を
こ
の
世
の
現
実
へ
と
向
か
わ
せ
る
神
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
責
任
的
生
を
保
証
し
て
い
る
も
の
こ
そ
、
こ
れ

ま
で
考
察
し
て
き
た
代
理
概
念
に
他
な
ら
な
い
。

【
註
】

　
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
新
版
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
全
集
』
（
以
下
、
】
）
ゆ
≦
と
略
記
）
に
依
提
し
た
。
そ
の
際
、
O
ζ
コ
≦
ド
イ

ツ
語
原
文
か
ら
の
も
の
は
、
そ
の
三
寸
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
み
で
表
わ
し
、
翻
訳
を
参
照
し
た
も
の
は
、
ま
ず
ド
イ
ツ
語
原
文
の
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア

数
字
で
表
示
し
、
そ
れ
に
続
け
て
訳
書
の
ペ
ー
ジ
数
を
漢
数
字
で
記
し
「
頁
」
を
付
記
し
括
弧
で
く
く
っ
た
。
塞
稿
で
用
い
た
賂
記
号
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

　
〉
。
。
…
臥
ミ
§
職
浄
ミ
（
『
行
為
と
存
在
』
）
“
一
簗
O
じ
σ
薯
b
。
》
6
。
。
『
（
『
行
為
と
存
在
』
（
選
集
2
）
、
国
谷
純
一
郎
訳
、
新
教
出
版
、
　
一
九
七
〇
年
）

　
Ω
δ
、
§
§
α
q
　
．
．
O
ミ
恥
、
。
ご
α
q
⑥
、
．
（
凹
キ
リ
ス
ト
論
講
義
』
）
’
冥
O
b
ウ
≦
挿
。
。
■
b
。
裏
面
鼻
。
。

　
O
≦
困
”
ぎ
、
、
§
ミ
σ
q
．
6
毯
蕃
硫
§
譜
、
奪
鳶
ぎ
．
、
（
『
教
会
の
本
質
講
義
』
）
」
轟
O
葛
ご
≦
＝
》
し
。
．
b
。
G
。
Φ
－
G
。
O
G
。

　
¢
き
ミ
沁
（
『
倫
理
』
）
」
讐
O
ω
≦
伊
一
⑩
Φ
。
。
（
『
現
代
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
』
（
選
集
4
）
、
森
野
善
右
衛
門
訳
、
新
教
出
版
、
　
～
九
九
六
年
）

　
Z
…
き
偽
さ
蒔
恥
（
『
服
従
』
）
”
一
簗
O
ロ
ゥ
≦
介
お
。
。
㊤
（
『
キ
リ
ス
ト
に
従
う
』
（
選
集
3
）
、
森
平
太
平
、
新
教
出
版
、
一
九
九
六
年
）

　
Q
っ
ρ
防
§
ミ
。
ミ
ミ
6
§
ミ
ミ
ミ
。
（
『
聖
徒
の
交
わ
り
』
）
”
ぎ
O
ω
≦
押
6
。
。
①
（
『
聖
徒
の
交
わ
り
』
（
選
集
1
）
、
大
宮
漕
訳
、
新
教
出
版
、
　
一
九
七
三
年
）

　
Q
り
津
曽
》
§
§
α
q
§
職
隷
、
、
（
『
創
造
と
堕
落
』
）
」
罠
O
じ
σ
≦
ρ
一
り
G
Q
⑩

　
≦
ご
曝
一
ミ
譜
ミ
§
翫
§
気
欝
。
⇔
S
§
α
q
（
『
獄
中
書
簡
』
）
》
仙
媛
O
ζ
口
≦
。
。
し
り
⑩
。
。
（
『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
獄
中
書
簡
集
「
抵
抗
と
信
従
」
増
補
新
版
』
、
村
上
伸
訳
、

　
新
教
出
版
、
一
九
九
五
年
）
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18 7　6　5　4　3　2
16 15　14　13　12 11　10　9

≧
凶
ω
尋
国
．
竃
0
9
9
『
き
馬
さ
沖
、
轟
ミ
§
譜
ミ
O
ミ
ミ
§
Q
ミ
ミ
。
、
o
尊
l
l
ぎ
ミ
さ
恥
肉
ミ
、
α
q
》
紺
ミ
、
誌
ミ
、
o
、
§
ミ
§
富
哨
”
じ
d
p
。
。
・
＝
じ
ご
団
鼻
≦
o
隔
一
り

一
⑩
Q
。
μ
唱
．
一
㊤
¢
■

Z
お
（
邦
訳
七
七
頁
）
ゆ
。
。
b
。
（
邦
訳
八
○
頁
）

Z
。
。
O
（
邦
訳
七
七
頁
）

Z
o
。
b
。
（
邦
訳
八
○
頁
）

Z
一
藤
O
（
邦
訳
＝
ハ
｝
頁
）

Z
一
ω
⑩
（
邦
訳
一
四
八
頁
）

O
≦
錦
b
。
①
○
。
沸

初
期
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
、
「
教
会
と
し
て
実
存
す
る
キ
リ
ス
ト
」
（
（
U
び
円
陣
。
励
一
＝
o
り
　
9
一
も
σ
　
（
甲
⑦
ヨ
0
剛
5
自
0
　
0
×
一
Q
り
榊
【
O
『
O
昌
傷
）
と
い
う
教
会
論
的
定
式
が

し
ば
し
ば
登
場
す
る
が
、
こ
の
定
武
の
も
と
、
集
合
人
格
と
し
て
の
ア
ダ
ム
の
人
間
性
が
問
題
と
さ
れ
る
。

≦
国
α
。
。
㎝
（
邦
訳
四
｝
九
頁
）

≦
団
α
。
。
α
（
邦
訳
四
一
八
－
四
一
九
頁
）

こ
の
論
点
は
、
凹
倫
理
』
の
中
で
（
「
形
成
と
し
て
の
倫
理
学
」
（
禦
び
節
薗
詳
O
o
。
。
至
言
護
σ
q
）
と
い
う
表
題
の
も
と
、
キ
リ
ス
ト
の
形
の
形
成
と
い
う
文

脈
の
中
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
空
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
団
。
。
P
。
。
①
（
邦
訳
三
四
…
四
〇
頁
）
を
参
照
。

≦
瞬
㎝
。
。
跨
（
邦
訳
四
一
七
頁
）

芳
賀
力
著
『
自
然
、
歴
史
そ
し
て
神
議
論
』
（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
九
一
年
）
、
二
七
八
頁

Q。

n
Φ
b
。
占
O
O
（
邦
訳
　
　
ニ
ー
ー
ニ
ニ
頁
）

。。

n
⑩
O
（
邦
訳
＝
一
〇
頁
）

Q。

n
一
〇
〇
（
邦
訳
一
二
二
頁
）

一17一



18 17192023　22　21

O
　
ω
O
？
○
○
騙

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
中
心
」
と
は
、
心
理
学
的
に
考
え
ら
れ
た
中
心
で
は
な
く
、
存
在
論
的
・
神
学
的
な
意
味
で
の
中
心
［
O
ω
O
己
で
あ
り
、

と
り
わ
け
、
律
法
と
の
関
連
で
語
ら
れ
る
。

『
創
造
と
堕
落
』
で
は
、
神
の
言
葉
の
背
後
に
立
ち
入
り
、
神
に
つ
い
て
の
観
念
や
、
原
理
に
よ
っ
て
神
の
言
葉
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
態

度
が
き
び
し
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
受
の
態
度
は
、
真
の
「
現
実
性
」
（
≦
莫
｝
凶
。
蒔
魯
）
を
締
め
出
し
て
し
ま
い
、
神
の
戒
め
へ
の
服

従
を
回
避
す
る
口
実
を
与
え
る
。
呪
創
造
と
堕
落
』
に
お
い
て
は
、
「
服
従
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
人
間
へ
の
召
し
と
し
て
、
或
い
は
従
う
べ
き
模
範

と
し
て
具
体
的
に
探
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
　
神
と
人
と
の
関
係
、
　
ま
た
人
聞
の
存
在
様
式
を
叙
述
す
る
際
に
、
「
服
従
」
（
（
甲
0
7
0
門
ω
薗
コ
P
）
［
。
。
閃
G
。
。
。
》
G
。
G
。
’

㎝
μ
｝
O
押
一
〇
μ
δ
。
。
》
雛
O
］
、
「
服
従
す
る
者
と
し
て
の
存
在
」
（
O
o
7
0
門
。
。
弩
。
門
。
。
¢
一
蕊
）
冨
閏
同
O
呂
と
い
っ
た
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

つ
ま
り
、
『
創
造
と
堕
落
』
　
の
創
世
記
の
釈
義
に
お
い
て
は
、
人
間
を
代
表
し
て
立
つ
ア
ダ
ム
の
実
存
が
神
学
的
に
把
握
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
　
こ

れ
が
『
服
従
』
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
の
招
き
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の
服
従
と
い
う
信
仰
の
行
為
を
解
明
す
る
際
、
昼
ハ
体
的
に
更
な
る
展
開
を
見
る
。

た
と
え
ば
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
『
獄
中
書
簡
』
に
お
い
て
「
言
葉
は
肉
体
と
な
っ
た
」
（
ヨ
ハ
ネ
ー
章
1
4
節
）
に
言
及
し
、
こ
の
関
連
で
宗
教
批

判
を
展
開
し
、
　
罪
宗
教
的
解
釈
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
る
［
≦
属
畦
①
（
邦
訳
三
三
〇
頁
）
］
。
　
他
方
、
彼
は
、
「
こ
の
世
の
真
っ
只
中
」
（
ヨ
凶
饗
富

5
0
賃
≦
警
）
と
い
う
言
葉
で
教
会
が
立
つ
べ
き
場
所
を
し
ば
し
ば
指
し
示
す
。
こ
の
表
現
は
、
『
獄
中
書
簡
』
の
み
な
ら
ず
、
『
倫
理
』
や
『
服
従
』

の
中
で
は
随
所
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
い
ず
れ
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
の
「
血
肉
」
が
こ
の
こ
と
を
確
証
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
連
関
か
ら
、
教
会
が
立
つ
べ
く
召
さ
れ
て
い
る
場
所
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
立
つ
場
所
が
、
「
こ
の
世
の
真
っ
只
中
」
で
あ
り
、
こ

こ
へ
立
た
し
め
る
根
拠
と
な
る
の
が
、
他
な
ら
ぬ
代
理
的
行
為
者
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

O
≦
累
ひ
。
①
①
b

口
b
。
①
舅

．
．
O
q
ヨ
。
議
。
蒜
。
≦
o
『
鳥
薯
ρ
σ
。
⑰
κ
お
二
N
嗣
⑰
。
8
＝
巳
き
奪
も
。
δ
已
。
暮
O
o
偉
．
、
欝
。
。
①
（
邦
訳
九
七
頁
）
”
認
（
邦
訳
四
〇
貰
）
］
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35　34　33　32　31　30　29　28　27　26　25　2438　37　36

閏
。
。
O
（
邦
訳
三
三
頁
）

閣
。
。
O
（
邦
訳
三
四
頁
）

団
。
。
O
（
邦
訳
三
四
頁
）

鵬
。
。
一
（
邦
訳
三
五
頁
）

団
。
。
b
。
（
邦
訳
三
五
頁
）

団
Q
。
岱
。
（
邦
訳
三
五
頁
）

≦
函
禽
α
（
邦
訳
三
二
九
頁
）
曽
α
O
O
h
（
邦
訳
三
九
一
頁
）
》
㎝
⊂
・
。
。
め
（
邦
訳
四
三
八
頁
）

≦
国
命
α
（
邦
訳
三
二
九
頁
）

Q。

n
⑩
O
－
一
〇
〇
（
邦
訳
一
〇
九
1
＝
一
二
頁
）

．
．
静
①
冨
。
ぎ
－
黛
『
－
α
窪
山
民
⑦
お
類
、
、
［
Q
。
男
器
］

．
．
O
δ
窓
『
畠
。
鼓
5
霞
器
8
滞
”
≦
o
§
。
。
一
〇
響
き
三
角
⑰
魯
凶
鴇
、
、
［
≦
閏
α
①
O
（
邦
訳
四
三
九
頁
）
］

こ
う
し
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
自
由
理
解
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
信
仰
理
解
」
（
『
哲
学
』
第
4
1
号
、
北
海

道
大
学
哲
学
会
、
二
〇
〇
五
年
七
月
）
、
五
〇
1
五
二
頁
を
参
照
。

団
卜
。
誤
（
邦
訳
二
七
二
頁
）

閏
お
⑩
μ
。
。
邸
（
邦
訳
七
〇
一
七
三
頁
）

こ
の
告
白
に
お
い
て
教
会
の
集
合
的
罪
責
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
個
々
人
の
貴
任
が
共
同
体
の
中
に
解
消
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
教
会
と
は
、
「
西
欧
世
界
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
か
ら
の
背
反
と
、
自
分
自
身
の
個
人
的
な
罪
と

を
、
同
じ
よ
う
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
罪
責
と
し
て
認
識
し
、
告
白
し
、
ま
た
引
き
受
け
る
人
た
ち
の
共
同
体
」
［
閃
一
b
。
①
（
邦
訳
六
八
頁
）
］

に
他
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
、
個
々
人
の
罪
責
も
ま
た
教
会
の
罪
責
と
し
て
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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閉
臨
。
。
b
（
邦
訳
七
〇
…
七
一
頁
）

1
＜
団
心
ω
α
（
邦
訳
　
二
四
六
頁
）

じ肖

aB

?
霧
（
邦
訳
二
七
六
頁
）

自6

aB
~
（
邦
訳
二
七
五
頁
）
。
こ
う
し
た
否
定
的
な
「
良
心
」
理
解
は
、
『
倫
理
』
で
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
そ
れ
以
前
の

著
作
、
『
聖
徒
の
交
わ
り
駈
［
ω
O
①
り
（
邦
訳
八
二
頁
）
］
、
『
創
造
と
堕
落
』
［
。
。
男
這
O
呂
、
『
服
従
』
門
Z
①
“
。
（
邦
訳
五
四
一
五
五
頁
）
“
箋
。
。
（
邦
訳

二
〇
一
頁
）
］
で
も
表
明
さ
れ
て
い
た
。

口
b
。
謡
（
邦
訳
二
七
五
頁
）

『
キ
リ
ス
ト
論
講
義
』
、
『
教
会
の
本
質
講
義
』
、
『
服
従
』
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
教
会
の
た
め
の
闘
争
と
い
う
色
彩
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
『
雨

期
書
簡
』
で
は
、
「
秘
義
保
持
の
規
律
」
（
〉
鱒
Ω
。
巳
凶
も
。
N
剛
唱
ぎ
）
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
問
題
は
、
別
の
機
会
に
論
ず
る

こ
と
と
す
る
。

一20一


