
 

Instructions for use

Title 存在と行動 その一

Author(s) 結城, 錦一

Citation 北海道大學文學部紀要, 13(2), 249-298

Issue Date 1965-03-27

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/33294

Type bulletin (article)

File Information 13(2)_P249-298.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


存

在

と

行

動

ヲ
て
の

4+ 
i]l両

城

重自



わ
ヵ:

幼

か

り

し

日

の

幻

想

に

捧

ぐ



存

在

と

fi 

動

そ
の

城
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王子占込
匝問

の
最
た
る
も
の
の
一
つ
に
、
思
は
れ
る
。
こ
こ
に
あ
る
査
は
、
私
の
手
を
、

少
し
も
た
じ
ろ
ぎ
を
、
示
さ
な
い
。
こ
こ
に
あ
る
机
は
、
私
の
前
に
場
所
を
占
め
て
、
泰
然
と
か
ま
へ
て
ゐ
る
。
器
物
た
ち
の
、

問
題
の

生

起

数
あ
る
ふ
し
ぎ
の
う
ち
で
、

わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
、
い
ろ
い
ろ
な
事
物
が
、
存
在
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
の
、
ふ
し
ぎ
さ
は
、
そ

そ
の
表
面
の
と
こ
ろ
で
、
は
っ
し
と
受
け
と
め
、

か
う
し

誇
示
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。
「
存
在
」
と
は
、
こ
れ
な
の
だ
。
こ
れ
ら
の
器
物
や
、

あ
そ
こ
の
建
物
や
、
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た
自
信
あ
り
げ
な
恰
好
は
、
「
存
在
」
を
、

お
の
れ
の
中
に
、
す
っ
か
り
具
現
し
て
見
せ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
り
、
「
有
る
」
と
い
う
ζ
と
を
、

あ
ち
ら
の
山
や
海
な
ど
、

そ
こ
に
「
存
在
」
、
が
あ
る
や
う
だ
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
建
物
や
器
物
ど
も
は
、
私
、
が
自
を
閉
一
ち
て
し
ま
ふ
と
、
私
か
ら
、
消
滅
し
て
し
ま
ふ

O
B
を
ひ
ら
く
と
、

一
再
び
そ
こ

に
あ
る
。
眠
っ
て
ゐ
る
間
に
は
、

や
は
り
ど
こ
へ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
。
覚
め
る
と
再
び
、

」
こ
に
現
は
れ
る
。
そ
れ
は
、

私
が
自
を

閉
ぢ
て
ゐ
た
間
に
も
、
存
在
し
、
眠
っ
て
ゐ
た
閉
じ
も
、
存
在
し
て
ゐ
た
ら
し
い
。
存
在
と
は
、

さ
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ら
う
か
。
さ

う
で
あ
る
や
う
だ
。
も
し
さ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
少
な
く
と
も
、

そ
れ
を
見
て
ゐ
る
私
と
い
ふ
も
の
の
存
在
よ
り
も
、

こ
の
器
物
ど
も

の
存
在
性
は
、

よ
り
永
続
的
で
あ
り
、

よ
り
確
実
に
、
存
在
的
で
あ
る
や
う
だ
。
こ
の
、
私
よ
り
も
存
在
的
で
あ
る
、
恐
る
べ
き
存
在
を
、

「
有
る
」
か
ら
切
り
と
り
、
「
有
る
」
か
ら
追
ひ
は
ら
ふ
方
法
は
、
な
い
も
の
か
。
こ
こ
ろ
み
に
、
こ
の
恐
る
べ
き
査
を
床
へ
投
げ
て
、
粉
々
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存
在
と
行
動

な に
いし
か て
。み

ひ、る
ろ、と
が、し
り、 7こ
t主ら。

し
か
し
査
を
粉
々
に
し
て
も

な
ほ
存
在
は
あ
る
で
は
な
い
か
。

査
の
あ
と
に
残
る
、

ひ、
ろ、
治三、

り、
カミ

ひ、あ
ろ、る
が、で
り、 tま

す
で
に

壷
が
、

粉
々
に
な
っ
て
壊
れ
去
っ
て
も

そ
こ
に
あ
る
。

し
か
も
気
が
つ
い
て
み
れ
ば

は
、
査
の
周
囲
に
も
延
々
と
ひ
ろ
が
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
査
を
も
包
ん
で
、
果
し
な
く
私
の
前
の
、

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
場
所

在
を
し
て
、

を
占
領
し
て
ゐ
た
。
か
く
し
て
、
存
在
の
一
つ
一
つ
を
破
壊
し
て
見
て
も
、

「
有
る
」
か
ら
た
と
る
が
す
こ
と
は
、
で
き
な
い
や
う
に
見
え
る
。
あ
そ
こ
の
山
や
海
を
な
く
す
る
法
を
構
じ
て
も
、

存
在
の
中
に
も
う
し
ろ
に
も
、
存
在
す
る
も
の
が
あ
り
、
存

同
じ

結
果
に
終
は
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

と
こ
ろ
で
、
私
の
方
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
存
在
の
前
に
出
て
く
る
前
に
、
私
は
ど
こ
に
ゐ
た
の
だ
ら
う
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、

こ
れ
か
ら
の
ち
に
、
私
と
存
在
ど
も
と
の
関
係
は
、
ど
う
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
ら
う
。
少
な
く
と
も
、

今
ま
で
わ
か
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、

私
が
目
を
問
、
ち
て
ゐ
ょ
う
、
が
、
眠
っ
て
ゐ
ょ
う
が
、
存
在
ど
も
は
、
そ
れ
と
関
係
な
し
に
、

勝
手
に
存
在
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、

うM

c... 
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れ
ら
の
存
在
ど
も
は
、
私
の
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
ち
に
も
、
平
然
と
、

」
の
や
う
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
こ
と
だ
ら
う
か
。
確
か
に

そ

の
通
り
に
相
違
な
い
。
こ
の
壷
も
、
祖
父
母
の
代
か
ら
、
家
人
の
生
死
か
ら
超
然
と
し
て
、

う
で
あ
る
。
あ
そ
こ
の
山
や
海
は
、
幾
百
、
幾
千
、
幾
万
の
人
間
世
代
を
超
え
て
、

こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
査
で
さ
へ
も
さ

の
発
生
過
程
を
、
も
し
生
物
全
体
が
く
り
返
へ
し
つ
つ
、
そ
の
都
度
こ
の
世
の
中
に
、
現
は
れ
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、

交
番
の
と
き
に
、
世
に
現
は
れ
る
人
聞
は
、
こ
こ
で
こ
の
や
う
な
存
在
に
、
か
う
し
て
同
じ
仕
方
で
、
出
く
は
す
も
の
だ
ら
う
か
。
現
に
、

い
ま
こ
の
宣
の
肌
に
と
ま
っ
て
ゐ
る
蝿
が
、
査
が
こ
こ
に
お
か
れ
て
以
来
、
数
十
回
目
の
世
代
交
番
の
の
ち
、

存
在
で
あ
り
続
け
た
に
相
違
な
い

Q

ア
ミ
ー
バ
か
ら

次
の
生
物
的
世
代

そ
れ
ら
の
交
番
的
祖
先
た

ち
が
発
見
し
た
と
同
じ
発
見
を
、

い
ま
こ
の
査
の
上
で
な
し
つ
つ
あ
る
や
う
に
。

-
i
i



こ
れ
は
、
極
め
て
素
朴
で
幼
稚
な
疑
問
な
の
だ
が
、
こ
の
疑
問
に
一
体
誰
が
答
へ
て
く
れ
る
の
か
。

一
体
、
何
の
学
問
が

こ
れ
を
解

き
あ
か
し
て
く
れ
る
の
だ
ら
う
か
。

す
る
と
哲
学
の
領
域
か
ら
、
そ
の
や
う
な
疑
問
の
解
決
こ
そ
は
、

哲
学
の
本
来
の
仕
事
の
一
つ
だ
、

と
の
呼
び
か
け
が
あ
り
、
哲
学
史

土
の
古
典
が
指
し
示
さ
れ
て
、

」
の
中
に

。ロ件。
]om可
一
-
と
い
う
領
域
が
あ
る
の
を
知
ら
ぬ
か
、

と
い
ふ
芦
が
あ
ら
う
。
そ
し
て
ま
た
、

古
い
時
代
の
話
は
別
と
し
て
、
近
く
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
サ
ル
ト
ル
が
、

お
前
と
同
じ
時
代
の
い
ぶ
き
を
、

現
に
ま
だ
呼
吸
し
つ
つ
、

Lー

の

難
問
を
、
解
い
て
見
せ
て
く
れ
て
い
る
の
を
、

お
前
は
知
ら
ぬ
か
、

と
教
へ
る
声
が
、

か
け
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
わ
た
く
し
の
本
籍
で
あ
る

心
理
学
で
は

そ
の
学
問
の
誕
生
以
来
、
人
間
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
ゐ
た
は
ず
な
の
で
、
そ
こ

か
ら
人
間
存
在
に
関
す
る
限
り
の
、
何
か
の
知
慧
が
、
提
供
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
、

と
い
ふ
注
意
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
忠
言
に
し
た
が
っ
て
、
哲
学
書
を
漁
っ
て
、
救
ひ
を
求
め
た
り
、

心
理
学
の
同
僚
に
、

知
識
を
授
か
り
ゆ
く
気
は
、
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わ
た
く
し
に
は
、
到
底
起
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

心
理
学
に
関
し
て
い
ふ
と
、
現
代
の
心
理
学
は
「
人
間
と
は
何
か
」
の
問
ひ
に
答
へ
る
こ
と
に
、
全
く
興
味
を
示
さ
な
い
。
そ
こ
で
は
、

心
理
学
の
主
要
任
務
を
、

さ
う
し
た
、

「
人
間
の
本
質
L

に
関
す
る
問
答
に
は
、
全
く
お
い
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
今
の
心
理
学
で
の
主

要
関
心
は
、
刺
戟
反
応
聞
の
「
函
数
関
係
し
の
定
立
に
あ
る
。

反
応
が
、
人
間
な
い
し
動
物
に
、
現
は
れ
る
か
の
、
「
函
数
関
係
」
を
公
式
化
す
る
こ
と
が
、
同
僚
の
多
勢
の
心
理
学
者
の
、

つ
ま
り
、
実
験
操
作
の
中
で
、
与
へ
る
特
殊
の
刺
戟
の
下
で
、
ど
ん
な

主
要
任
務
で

あ
る
か
の
如
く
、
見
え
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
「
刺
戟
|
反
応
」
主
義
の
心
理
学
は
、
物
理
学
の
あ
げ
た
、

輝
か
し
い
組
織
キ
つ
く
り
に

J心

理
学
も
急
い
で
倣
は
う
と
す
る
こ
と
に
急
で
あ
っ
て
、
人
間
と
自
然
と
の
対
象
の
根
本
的
相
違
性
に
、
目
も
く
れ
な
い
や
う
に
な
っ
て
き
て

ゐ
る
。
そ
し
て
二
層
困
っ
た
こ
と
に
は
、
総
体
的
に
見
た
、
現
代
心
理
学
の
研
究
方
向
は
、

「
純
粋
学
問
的
」
で
あ
る
よ
り
も
「
技
術
的
」

北
大
文
学
部
紀
要



存
在
と
行
動

と
な
っ
て
ゆ
き
つ
つ
あ
る
。

か
う
し
た
趨
勢
に
あ
っ
て
、

心
理
学
の
中
で
は
、

「
人
間
と
は
何
か
」
の
ご
と
き
問
ひ
は

む
し
ろ
明
笑
を

も
っ
て
報
い
ら
れ
る
も
の
と
、

な
り
か
ね
な
い
の
は
、
自
然
で
あ
ら
う
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
、

「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
ふ
こ
と
を
、

し
か
し
、

ま
た
他
方
、
事
物
的
存
在
に
つ
い
て
、

心
理
学
の
枠
を
、
遠
く
逃
れ
出
て
し
ま
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
自
然
物
と
い
ふ
存
在
者
に
つ
い
て
は
、
自
然
科
学
か
ら
、
何
か
の
示
唆

問
ふ
こ
と
に
な
る
や
い
な
や

を
受
け
る
こ
と
が
、
期
待
し
得
ら
れ
な
い
か
。
例
へ
ば
、
現
代
物
理
学
は
、
物
質
の
究
極
を
つ
き
つ
め
つ
つ
あ
る
で
は
な
い
の
か
。

し
そ
れ
も
、
全
く
期
待
で
き
な
い
。
物
理
学
は
、
徹
頭
徹
尾
、
物
質
を
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
見
る
の

で
あ
っ
て
、
最
初
に
わ
れ
わ
れ
が
立
て
た
や
う
な
、
人
間
と
の
交
渉
に
お
け
る
物
の
存
在
、

し
カ込

と
い
ふ
面
に
つ
い
て
の
知
識
を
、
少
し
も
与

へ
よ
う
と
は
せ
ぬ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
哲
学
の
方
は
と
い
ふ
に
、

た
し
か
に
哲
学
で
こ
そ
は
、

」
の
わ
れ
わ
れ
の
問
ひ
の
ま
ま
を

ほ
と
ん
ど
寸
分
違
は
ぬ
形

-254-

で
取
り
あ
げ
て
ゐ
る
の
は
、
間
違
ひ
な
い
事
実
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、

ハ
イ
一
ア
ガ
l
の
存
在
論
の
発
聞
は

そ
れ
こ
そ
、

わ
れ
わ
れ
の
そ

れ
の
ま
ま
で
は
な
い
か
。
サ
ル
ト
ル
の
「
存
在
と
無
」
で
の
中
の
間
ひ
も
ま
た
、

わ
れ
わ
れ
の
悶
ひ
と
、

瓜
二
つ
の
も
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
は
と
も
に
、
人
間
存
在
と
事
物
の
存
在
と
が

と
も
に
そ
の
根
拠
を
間
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
存
在
を
鍵
と
し

て
、
存
在
が
問
は
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る

Q

ハ
イ
デ
ガ
l
の
体
系
で
は

と
く
に
「
存
在
者
」
が
目
標
で
な
く
て

そ
の
「
存
在
者
」
を
存

在
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
「
有
」
、
が
、

主
と
し
て
問
は
れ
る
も
の
と
な
る
、

と
断
ら
れ
て
ゐ
る

Q

わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
冒
頭
に
述
べ
た
や
う

に
、
存
在
事
物
の
う
し
ろ
に
あ
る
「
有
る
」
と
い
ふ
こ
と
の
ふ
し
ぎ
さ
に
、
問
ひ
の
究
極
を
、
向
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
わ
れ

わ
れ
の
問
ひ
は

つ
ま
る
と
こ
ろ
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ま
た
サ
ル
ト
ル
ら
の
存
在
論
に
、
大
局
的
に
も
小
局
的
に
も
、

る
の
で
は
な
い
か
。
む
ろ
ん
ハ
イ
デ
ガ
!
の
は
、

わ
た
く
し
の
や
う
な
、

幻
想
め
い
た
と
こ
ん
か
ら
の
出
発
で
な
く
て
、

致
れ、し
っ、た
き、も
と の
しに
たな



西
洋
哲
学
の
伝
統
か
ら
の
出
発
で
あ
る
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
事
実
、
昔
で
も
今
で
も
、

オ

ン

せ
ら
れ
ま
た
問
題
に
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
存
在
者
と
は
何
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
」
と
い
ふ
言
葉
を
愛
し
て
、

わ
れ
わ
れ
の
や
う
な
、
素
朴
な
足
場
に
立
つ
も
の
と
は
相
違
す
る

Q

し
か
し
、
出
発
点
で
は
、
さ
う
し
た
相
違
は
あ
る

す
っ
ぽ
り
と
は
ま
り
込
む
ほ
ど
の
、

ま
た
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
研
究

」
れ
を
足
が
か
り
と
し

て
ゐ
る
。
そ
こ
は
、

も
の
の
、
問
う
て
ゐ
る
内
容
に
関
し
て
は

ハ
イ
デ
ガ
1
の
問
ひ
の
中
に

わ
た
く
し
の
問
ひ
が
、

一
致
が
あ
る
o

だ
と
す
れ
ば
、

わ
た
く
し
の
幼
稚
な
疑
問
の
ご
と
き
は
、
長
い
西
洋
哲
学
の
伝
統
を
も
っ
て
、
磨
き
あ
げ
ら
れ
た
、

イ

デ
ガ
ー
た
ち
の
体
系
の
中
で
、
も
の
の
見
事
に
、
解
き
あ
か
さ
れ
さ
れ
た
で
あ
ら
う
か
。

も
し
も
そ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
た
ち
に
期
待
し
て
、

満
た
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
ら
、

そ
し
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ほ
か
に
も
、

西
洋
哲
学
に

お
い
て
、

か
う
し
た
期
待
に
添
っ
て
く
れ
る
や
う
な
哲
学
体
系
が
、
一
つ
で
も
、
す
で
に
あ
る
の
で
あ
っ
た
ら
、

わ
た
く
し
は
あ
へ
て
、

V 

'-

の
稿
に
筆
を
取
る
必
要
を
、
感
じ
な
か
っ
た
ら
う
。
こ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
鈍
い
筆
を
走
ら
せ
て
、
わ
た
く
し
独
自
の
存
在
論
を
、
開
陳
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
も
せ
よ
、
サ
ル
ト
ル
に
も
せ
よ
、
ま
た
は
そ
の
他
、
西
洋
哲
学
史
を
飾
っ
て
ゐ
る
、

-255-

も
ろ
も
ろ
の
体
系
の
何
れ
に
も
せ
よ
、

わ
た
く
し
の
欲
す
る
答
へ
を
、

し
て
く
れ
な
い
こ
と
を
、

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
や

う
に
公
言
す
る
限
り
、

一
体
こ
れ
ら
の
体
系
の
、
ど
こ
に
、

不
足
を
感
じ
、

あ
き
た
ら
な
さ
を
、
感
じ
て
ゐ
る
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
、

わ
た
く
し
は
つ
ぶ
さ
に
、
答
へ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
責
務
を
、
負
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。

そ
こ
で
西
洋
哲
学
に
お
け
る
、
既
存
の
存
在
論
の
、
あ
き
た
ら
な
い
と
、
思
は
れ
る
点
を
、

ハ
イ
デ
ガ
ー

の

不

毛

性

具
体
的
に
指
示
す
る
順
序
に

な
る
の
だ
が
、

そ
の
具
体
的
開
陳
は
、

」
の
稿
の
全
面
に
わ
た
っ
て
、
分
散
的
に
、
行
な
は
せ
て
も
ら
ふ
と
し
て

」

v
」

で
、
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
な
表
現
を
使
っ
て
、
概
括
的
に
、
い
は
せ
て
い
た
だ
く
と
す
れ
ば
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

さ
う
な
れ
ば
ま
づ
、
ハ
イ
デ
ガ
!
の
存
在
論
に
関
し
て
は
、
そ
の
著
し
い
不
毛
性
を
、
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
i
は、

北
大
文
学
部
紀
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ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
形
而
上
学
の
、
努
力
と
成
果
と
が
、
や
岳
争
の
究
明
に
の
み
、
終
始
し
た
こ
と
を
、
繰
り
返
へ
し
て
非
難
は
、

自
分
の
仕
事

こ
そ
は
、
忘
れ
ら
れ
た
、

ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
精
神
と
、
同
じ
く
、

「
存
在
者
」
の
方
で
な
し
に
、

存
在
者
を
存
在
せ
し
め
る
「
存

在
」
そ
の
も
の
の
、
究
極
的
解
明
に
、
注
が
れ
る
こ
と
を
、
宣
言
し
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
で
「
存
在
」
の
探
求
、
す
な
は
ち
、
「
有
る
」
と
い
ふ
こ
と
の
意
義
の
解
明
は
、

ハ
イ
デ
ガ

l
に
い
は
せ
る
と

「
存
在
忘
却
」

者
で
あ
る
一
般
人
や
、
存
在
遣
棄
を
し
て
は
ば
か
ら
ぬ
形
而
上
学
者
た
ち
の
、
少
し
も
気
付
か
ぬ
こ
と
だ
、
か
、
実
に
重
大
な
つ
な
が
り
を
、

背
後
に
も
つ
も
の
な
の
で
、
彼
に
よ
る
と
、
存
在
の
問
ひ
は
、
実
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
運
命
と
聯
関
し
て
ゐ
る
」
く
ら
ゐ
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
た
だ
哲
学
の
理
論
的
領
域
の
み
に
終
は
る
や
う
な
、
底
の
浅
い
問
題
な
の
で
は
な
い
、
と
。

さ
や
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
存
在
、
が
ど
う
い
ふ
や
う
に
つ
き
と
め
ら
れ
る
か
は
、

全
人
類
の
注
目
す
べ
き
、
重
大
事
と
な
ら
う

Q
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と
こ
ろ
で
そ
れ
な
ら
、

こ
の
期
待
に
添
ひ
得
た
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
全
く
期
待
外
れ
で
あ
っ
て
、
彼

の
久
し
い
閣
の
、
存
在
探
求
の
成
果
な
る
も
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
存
在
|
|
存
在
と
は
何
か
。
そ
れ
は
そ
れ
そ
の
も
の
で
あ
る
」

と
か
、
存
在
と
は
「
存
続
的
現
存
性
で
あ
り
、
。
E
E
(実
体
〉
と
し
て
の
。
ロ
(
存
在
〉
で
あ
る
」
と
い
ふ
こ
と
の
程
度
を
出
で
ず
、
つ
ま

ハ
イ
デ
ガ

l
は、

ど
の
や
う
に

り
は
言
葉
の
循
還
で
な
け
れ
ば
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
あ
た
り
の
知
見
を
、

事
新
ら
し
げ
に
反
拐
し
て
み
せ
る
の
に
終
は
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ

ハ
イ
デ
ガ
l

の
存
在
論
は
実
り
豊
か
だ
、
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
彼
は
な
ほ
ま
た
、
存
在
を
い
か
に
も
神
秘
的
な
何
も
の
か

で
あ
る
か
の
や
う
に
、
論
を
し
つ
ら
へ
、
謎
め
い
た
表
現
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
こ
ら
し
て
、

で

そ
の
奥
に
、
存
在
を
包
み
か
く
し
て
し
ま
ふ
。
「
存

在
は
そ
の
戸
な
き
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
捉
へ
ら
れ
る
」
と
か
、

「
一
一
一
口
葉
が
存
在
の
家
」
で
あ
っ
て
、
「
言
葉
こ
そ
人
聞
が
そ
の

住
ひ
の
中
に
住
む
」
の
で
あ
っ
て
、

「
思
索
は
、
存
在
が
言
葉
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
の
う
ち
に
、
身
を
お
い
て
、

存
在
を
語
る
や
う
に
な

る
」
の
で
あ
っ
て
、

つ
ひ
に
、

「
思
索
は
詩
作
の
中
に
解
消
す
る
」
な
ど
と
語
っ
て
、
人
を
し
て
、

問
題
の
解
決
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く



の
か
、
そ
れ
と
も
近
づ
き
つ
つ
あ
る
の
か
さ
へ
、
わ
か
ら
な
く
さ
せ
て
し
ま
ふ
。

こ
れ
で
、
存
在
に
つ
い
て
、

ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
明
か

に
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
。
彼
の
、
最
初
の
ふ
れ
出
し
が
、
大
で
あ
れ
ば
あ
っ
た
だ
け
に
、

」
の
不
毛
は
、

ひ
と
の
期
待
を
裏
ぎ

る
と
こ
ろ
が
、
大
き
い
と
い
は
ね
ば
な
る
ま
い
。

と
い
ふ
語
は
、

彼
の
悪
癖
は
、
言
葉
の
玩
弄
で
あ
る
。
こ
の
癖
は
す
で
に
初
期
の
「
存
在
と
時
間
」
の
頃
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
た
と
へ
ば
E

唱
者

g
g
p
z

ど
の
辞
書
に
も
な
い
が
、
文
法
に
反
し
て
、

J
色
ロ
ヨ
の
過
去
分
詞

t
如
何

4
4
2
3
3
か
ら
、
彼
が
創
作
し
た
も
の
で
、

の

種
の
例
は
、
す
で
に
こ
の
害
の
中
で
、

は
な
は
だ
多
く
現
は
れ
て
ゐ
る
。

ま
た

E
g
m
p
T
と
い
ふ
表
現
を
、
最
初
普
通
に
、
存
在
が
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
使
っ
て
お
き
、
や
が
て
こ
の

E住
吉
ご
を
、
与
へ
る
、

の
意
味
に
と
っ
て
、
存
在
が
「
賦
与
」
さ
れ
た
も
の
、

頃
か
ら
、
姿
を
見
せ
て
ゐ
る
。

と
の
論
に
導
び
き
込
む
。

」
の
や
う
な
手
品
の
ご
と
き
こ
と
も
、
す
で
に
初
期
の

一257-

こ
の
種
の
言
葉
の
手
口
聞
は
、
次
第
に
年
を
追
っ
て
、
彼
の
体
系
の
特
色
を
な
し
て
く
る
。
彼
が
「
存
在
と
は
集
約
i
l
|
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
し

と
い
ひ
出
す
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
種
の
、
言
葉
の
手
口
聞
か
ら
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に
は
ま
づ
、
ど
の
文
法
書
で
も
自
動
詞
と
さ
れ
て
ゐ

(
存
在
は
存
在
者
を
し
て
あ
ら
し
め
る
)
3

と
い
ふ
や
う
な
用

法
を
つ
く
り
、
こ
の

E
Z
Tを

E
4
2
S
E
E
m
-ロ
(
集
約
す
る
)
3

と
い
ふ
意
味
に
解
し
て
、
「
存
在
は
、
存
在
者
を
し
て
、
そ
れ
が
存
在
者
で
あ

る
は
ず
の

t

る
と
い
ふ
こ
と
の
う
ち
に
集
約
せ
し
め
る
こ
と
」
と
し
て
、

す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
決
意
」
は

n
d
E
R
E
2
2ロ
rac
と
書
か
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

つ
ひ
に

「
存
在
と
は
集
約
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
」

と
い
ふ
、
妙
な
帰
結
に
到
着

」
の
ド
イ
ツ
語
の
字
づ
ら
通
り

「
錠
を
は
ず

す
こ
と
」
と
読
み
と
り
、
人
間
の
決
意
は
、
錠
を
は
ず
し
て
、
現
存
在
の
真
の
は
た
ら
き
を
と
り
出
す
こ
と
だ
、
と
帰
結
す
る
、
さ
ら
に
ま

た

E
0
5
r
Zロ
mww
の
語
が
、
「
緊
密
に
す
る
」
と
「
詩
作
す
る
」
と
の
、
両
義
に
と
れ
る
こ
と
を
使
っ
て
、
「
存
在
へ
の
思
索
は
詩
作
す
る

北
大
文
学
部
紀
要
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こ
と
に
帰
一
す
る
」
と
い
ふ
論
を
導
び
き
出
す
、
と
い
っ
た
類
ひ
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
第
に
病
膏
盲
に
入
っ
て
ゆ
く
感
が
あ
る
。

創
作
か
ら
、
事
が
ら
や
理
論
が
、
本
当
に
わ
い
て
出
る
も
の
な
ら
、
言
葉
は
便
利
さ
は
ま
る
も
の
だ
、
と
い
ふ
ほ
か
は
な
い
。

二
=
口
華
太
の

彼
は
言
葉
を
弄
す
る
の
み
で
満
足
せ
ず
、

さ
ら
に
、
奇
妙
な
記
号
の
呪
術
を
は
じ
め
る
。

Eω
冊
目

p-
に

×
を
つ
け
て
表
は
し
た
り
、
地

と
空
と
神
と
死
す
べ
き
も
の
と
の
四
者
の
交
錯
を
、
独
特
の
四
方
形
で
示
し
て
、
コ
」
の
形
を
、
本
質
に
お
い
て
い
た
は
る
こ
と
が
、
人
間

わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
こ
と
を
い
ひ
は
じ
め
て
ゐ
る
。
こ
の
伝
で
ゆ
く
な

の
住
宅
ま
ふ
こ
と
で
、

そ
こ
に
人
間
存
在
の
本
質
が
あ
る
、
L

な
ど
と
、

ら
わ
れ
わ
れ
も
、
活
字
を
く
り
ぬ
い
て
尽
と
い
ふ
字
で
も
こ
し
ら
へ
て
、
東
洋
的
無
を
あ
ら
は
す
の
に
使
は
う
か
。

し
か
し
か
う
し
た
、
言
葉
や
記
号
の
芸
当
を
見
せ
ら
れ
て
、
こ
れ
で
、
存
在
に
関
す
る
心
の
蒙
が
啓
か
れ
た
、
と
感
ず
る
人
が
、

あ
る

の
だ
ら
う
か
。
こ
の
や
う
な
こ
と
を
や
っ
て
ゐ
て
は
、
結
局
哲
学
は
、
自
分
自
身
を
見
失
ふ
ほ
か
あ
る
ま
い
。

し
か
も
事
実
に
お
い
て
、

彼
は
哲
学
の
思
索
な
ど
は
、
詩
作
の
中
に
解
体
し
て
し
ま
ふ
べ
き
だ
、

と
い
ひ
き
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

Q

ま
さ
に
哲
学
の
不
毛
と
い
は
ず
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し
て
、
何
と
い
ひ
得
る
で
あ
ら
う
か
。

こ
の
や
う
に
ハ
イ
デ
ガ
l
の
住
む
「
森
の
道
」
は
、

お
ど
か
し
た
り
、
毒
あ
る
つ
る
草
が
、
通
行
人
の
足
に
か
ら
ん
で
、
歩
け
な
く
し
つ
ら
へ
て
あ
る
や
う
な
、
森
の
道
で
あ
る
。
「
一
つ
の
兆

偽
装
し
た
巨
大
な
も
の
が
出
現
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
ふ
の
は
、
彼
が
、

」
け
お
ど
し
に
、
枯
れ
た
幹
が
、

化
物
の
顔
に
し
つ
ら
へ
で
あ
っ
て
、
通
る
人
を

侯
は
、

い
た
る
と
こ
ろ
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
姿
や
、

今
や
世
界
を
支
配
し
つ
つ
あ
る
、
自
然
科
学
的
世
界
像
に
関
し
て
、
述
べ
た
言
葉
だ
が
、

「
偽
装
し
た
巨
大
な
も
の
の
出
現
」
と
は
、

さ

う
言
っ
て
ゐ
る
彼
自
身
の
森
の
形
容
に
、
む
し
ろ
ぴ
っ
た
り
す
る
表
現
で
は
な
い
か
。

!っ
11-
つ
円
し
土
、

i
J
A
j
j
t
 
さ
し
あ
た
り
、

わ
れ
わ
れ
の
存
在
論
へ
の
行
程
の
途
中
に
、
大
き
く
立
ち
は
だ
か
る
、
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
!
の
、
こ
け
お
ど

L
の
森
の
一
、
伐
り
す
か
し
に
、
手
を
染
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ひ
と
の
通
行
を
は
ぽ
む
樹
を
伐
採
し
、

ひ
と
の
定
に
か
ら
む
雑
草
を
、
刈
り
と



ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
、

わ
れ
わ
れ
の
目
標
点
へ
の
、

到
達
に
必
要
な
る
限
り
に
お
い
て
、
つ
と
め
て
行
な
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
と
同
時
に
ま
た
、

」
れ
に
真
似
し
て
つ
く
り
上
げ
た
や
う
な

サ
ル
ト
ル
の
迷
路
も
、
路
あ
け
を
、

行
な
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
。
サ
ル
ト
ル
の
方
は

ハ
イ
デ
ガ
i
の
森
の
道
と
少
し
く
異
な
り

い
た
る
と
こ
ろ

弁
証
法
の
ド
ン
デ
ン
返
へ
し
が
、
仕
掛
け
て
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
の
目
標
へ
の
、
通
路
を
ひ
ら
く
上
に
は
、

」
の
通
路
の
地
な
ら
し
も
、

か
の
森
の
伐
採
と
併
は
せ
て
、

わ
れ
わ
れ
の
避
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
、
作
業
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
ο

方
法
論
l

l
条
件
の
導
入

問

ひ

方

の
不
適
切

ま
づ
わ
れ
わ
れ
が
指
摘
し
た
い
哲
学
の
欠
陥
は
‘
ハ
イ
デ
ガ
l

に
関
し
て
い
ふ
と
、
問
ひ
の
立
て
方
の
不
適
切
さ
で
あ
る
。

イ
デ
ガ
l
は
「
哲
学
!
こ
れ
は
何
か
」
の
中
で
、
哲
学
の
問
ひ
方
の
問
題
に
ふ
れ
、

哲
学
は

そ
の
本
質
に
お
い
て
、

ギ

リ

ー2ラ9-

と
述
べ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
ギ
リ
シ
ャ
的
に
問
ふ
と
は
、
「
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
」
と
問
ふ
こ
と
で
あ
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
展
開
し
た
や
う
な
問
ひ
の
形
式
で
、

シ
ャ
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、

た
と
へ
ば
、
美
!
こ
の
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
認

識
ー
こ
の
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
自
然
|
こ
の
も
の
は
何
で
あ
る
か
、

運
動
l
こ
の
も
の
は
何
で
あ
る
か
、

と
問
ふ
こ
と
が
、
要
求
さ
れ

る
。
そ
こ
で
そ
の
論
文
の
冒
頭
で

ハ
イ
デ
ガ
l
は
、
哲
学
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
、

と
問
う
て
、
出
発
す
る
わ
け
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
l
は
、
こ
の
や
う
に
、
哲
学
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
思
考
態
度
を
も
っ
て
、
終
始
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、

テ
レ
ス
流
儀
で
、
意
味
を
問
ひ
、
意
味
を
答
へ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
哲
学
の
本
領
と
す
る
。
そ
し
て
お
の
れ
の
哲
学
体
系
に
お
い
て
、
そ

プ
ラ
ト
ン
・
ア
リ
ス
ト

れ
を
絶
え
ず
実
践
し
て
ゐ
る
こ
と
を
、
誇
っ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
る
と
、

ハ
イ
デ
ガ
!
の
哲
学
の
弱
点
が
あ
り
、

こ
の
ギ
リ
シ
ャ
精
神
の
伝
承
に
こ
そ
、

ギ
リ
シ
ャ
風
の
問
ひ
の
立
て
方
に
こ
そ
、
彼
の
哲
学
の
方
法
的
不
備
が
あ
る
の
で
あ
る
。

北
大
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ギ
リ
シ
ャ
的
姿
勢
は
、
哲
学
す
る
も
の
を
し
て
、
知
ら
ぬ
間
に
、

ギ
リ
シ
ャ
人
と
同
じ
精
神
的
状
況
に
、
身
を
お
か
し
め
る
こ
と
に
な

る
の
に
、
気
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
お
の
づ
か
ら

哲
学
す
る
も
の
を
し
て
、
観
照
的
立
場
に
立
た
せ
、
現
実
か
ら
目
を
外

ら
さ
せ
、
勝
手
な
価
値
基
準
に
よ
る
、
差
別
観
に
と
ら
は
れ
し
め
、

る
こ
と
に
、
気
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ

i
は、

階
級
的
見
方
を
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
混
入
さ
せ
る
結
果
を
、
生
ず

ギ
リ
シ
ャ
的
問
答
に
、
没
頭
し
て
ゐ
る
間
に
、

す
っ
か
り
こ
れ
ら
の

ギ

リ
シ
ャ
的
要
素
を
受
け
と
り
、

ギ
リ
シ
ャ
的
思
考
の
欠
点
を
、
す
っ
か
り
、
身
に
引
き
う
け
て
、

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
そ
れ
は
何
か
」
と
い
ふ
問
ひ
も
、
も
と
は
と
い
へ
ば
、
驚
異
か
ら
の
、
自
然
の
発
露
の
問
ひ
で
あ
る
。

し
か
し
驚
異
の
発

露
一
は

ま
た
む
し
ろ
「
何
か
ら
」

「
い
か
に
し
て
」

な
ど
の
問
ひ
を
も
、
生
む
は
ず
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
す
ら
、
原
初
の
自
然

哲
学
に
お
い
て
は
、

」
の
種
の
問
ひ
に

か
か
は
っ
た
の
は

む
し
ろ
、
自
然
の
順
序
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
路

線
で
は
、
哲
学
の
正
当
と
み
な
す
問
ひ
は
、

「
何
で
あ
る
か
」
に
し
ぼ
ら
れ
て
、
他
の
問
ひ
方
は

し
め
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後

-260-

こ
の
路
線
を
、
忠
実
に
た
ど
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
「
何
で
あ
る
か
」
の
問
ひ
へ
の
統
一
は
、

哲
学
の
純
血
化
を
も
た
ら
し
た
ら
う
が
、
そ
の
半
面
、
み
ず
か
ら
、
哲
学
の
視
野
を
狭
小
に
し
、

の
西
洋
哲
学
は
、

一
工
回
に
お
い
て
は

哲
学
の
局
限
化
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の

を
、
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

知
性
は
育
っ
て
ゆ
く
。
知
性
は
、
到
底
そ
の
や
う
な
局
限
に
、
満
足
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
「
何
か
ら
」
「
ど
う
し
て
」

へ
の
探
求
の
衝

動
は
、
科
学
の
勃
興
に
よ
っ
て
、
科
学
に
お
い
て
、
そ
の
は
け
口
を
、
見
出
す
や
う
に
な
っ
た
。
科
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、

哲
学
の
お

き
去
り
に
し
た
、

「
何
か
ら
し

「
ど
う
し
て
し
の
問
ひ
に
答
へ
る
仕
事
が
、
精
力
的
に
、

な
さ
れ
は
じ
め
て
ゐ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、

L 

つ
ま
で
も
、

「
こ
れ
は
何
か
」
の
問
ひ
の
枠
を
、
出
る
こ
と
を
、
試
み
な
い
哲
学
は
、

時
と
と
も
に
、
衰
弱
し
て
ゆ
く
と
し
て
も
、

そ
れ

は
、
み
づ
か
ら
の
招
い
た
運
命
と
い
ふ
ほ
か
は
な
い
。



「
何
か
ら
」

「
ど
う
し
て
」
が
、
哲
学
で
回
避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
は
、
哲
学
が
、

ギ
リ
シ
ャ
風
テ
オ
リ
ア
に
よ
る
、
本
質
で
あ
る
。
本
質
は
、
「
あ
る
し
を
意
味
す
る
の
が
お
白
3

か

そ
の
も
の
の
う
ち
に
「
本
当
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
一
と
い
ふ
考
へ

本
質
探
求
を
使
命
と
す
る
、
学
で
あ
る
か
ら

で
あ
ら
う
。
そ
の
本
質
と
は
、

し
か
し
、

ら
つ
く
ら
れ
た

E
m
g
g江
田
3

と
い
ふ
、
ラ
テ
ン
語
が
示
す
や
う
に
、

に
、
基
づ
い
て
ゐ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
の
、
へ

l
ゲ
ル
の
有
名
な
定
義
は
、
「
本
質
は
あ
る
べ
く
あ
っ
た
も
の
(
君

B
E
E
d々
回
国
唱
者

2
2

U
C
」
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、

」
の
や
う
な
「
本
当
に
あ
る
も
の
」
と
は
、

「
い
か
に
し
て
」
と
は
関
係
な
く
あ
る
も
の

で
あ
っ
た
。

ギ
リ
シ
ャ
的
命
運
を
、

み
ず
か
ら
引
き
う
け
よ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
l
は
、
む
ろ
ん
、

も
、
引
き
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

ま
た
い
か
に
し
て
匿
れ
る
か
、
と
い
ふ
、
基
本
的
で
、

「
存
在
は
明
る
め
な
が
ら
匿
れ
る
も
の
し
と
彼
が
い
ふ
と
き
、
存
在
が
、

カミ
う
し
て

生
ず
る
問
ひ
の
場

ぃ、の
か、狭
に、障
し、化
て、の
明果
るを

み
に
出
で
、

か
つ
最
も
肝
要
な
点
に
つ
い
て
は
、

彼
は
は
じ
め
か
ら
、

問
ふ
こ
と
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に
意
を
向
け
よ
う
と
し
な
い
。
こ
こ
に
知
識
の
大
き
な
空
白
が
残
さ
れ
る
。

条
件
の

導

入

し
か
し
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
い
ふ
、
「
い
か
に
し
て
」
「
い
か
な
る
仕
方
で
」
「
何
か
ら
L

な
ど
の
問
ひ
は
、
因
果
的
問
ひ
の
こ
と

で
は
な
い
。
こ
れ
は
条
件
の
問
ひ
な
の
で
あ
る
。
「
い
か
な
る
条
件
の
も
と
に
」
か
く
か
く
の
事
象
が
存
在
し
得
る
の
か
、
の
問

い
は
ゆ
る
項
目

ORE-ロ
(
ハ
イ
デ
ガ

l
)
の
問
ひ
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
他
「
ど
ん
な
風
に
」

「
い
か
に
し
て
」
と
い
ふ
の
も
、

ひ
で
あ
る
。

(
三
円
。
)
」
で
聞
は
れ
る
や
う
な
こ
と
を
、
き
い
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
「
何
か
ら
」
と
い
ふ
の
も
、
「
原
因
」
を
、
き
い
て

ゐ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
基
礎
条
件
を
、
き
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
ひ
は
、
或
る
事
が
ら
が
成
り
立
つ
、

必
要
に
し
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
そ
の
条
件
を
、
た
づ
ね
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

と
か
、
「
い
か
に

と
い
ふ
と
き
の
、

こ
の
や
う
な
条
件
考
慮
の
方
式
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
が
知
ら
な
か
っ
た
も
の
に
、
相
違
な
い
。
存
在
と
は
?
人
間
と
は
?
運
動
と
は
?

と
の
ギ
リ
シ
ャ
式
問
ひ
は
、
み
な
無
条
件
の
問
ひ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
問
ひ
の
発
起
点
が
、
い
か
な
る
地
平
に
お
か
れ
て
ゐ
る
か
、
と

北
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存
在
と
行
動

し
ふ
こ
と
の
顧
慮
も
な
く
、
問
ひ
の
志
向
す
る
対
象
に
お
け
る
、
条
件
顧
慮
も
な
い
。

か
や
う
な
、
条
件
を
顧
慮
の
外
に
お
く
立
論
が
、

い
か
な
る
混
乱
を
招
く
か
は
、
極
め
て
常
識
的
な
例
を
示
せ
ば
、

事
足
り
よ
う
。
立

脚
地
点
の
こ
と
を
、

言
外
に
お
い
て
顧
り
み
な
い
な
ら
ば
、
天
は
動
い
て
地
は
動
か
ぬ
、
と
い
ふ
主
張
も
、

地
こ
そ
動
い
て
天
は
動
か
ぬ
、

ま
た
一
般
に
、
事
の
正
逆
に
つ
い
て

お
互
ひ
に
逆
の
こ
と
が
、
同
時
に
真
と
な
る
。
こ
の
観
点
の
条
件
を
、
無
視
し
て
し
ま
ふ

上
下
に
つ
い
て
も
、

と
い
ふ
主
張
も
、

と
も
に
正
当
に
で
き
る
の
で
あ
る
。
左
右
に
つ
い
て
も
、

も
、
観
点
の
「
地
平
」
の
選
び
方
に
よ
っ
て
、

と
き
は
、
相
互
矛
盾
と
撞
着
と
を
き
た
す
主
張
が
、
平
等
の
権
利
を
も
っ
て
、

暖
昧
さ
や
、
用
語
や
表
現
の
多
義
性
の
、
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
は
、

つ
の
つ
き
合
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
哲
学
の
概
念
の

こ
の
や
う
な
、

条
件
ぬ
き
思
考
の
慣
習
に
、
あ
る
の
で
は
な
い
の

か
。
そ
し
て
む
し
ろ
、
条
件
無
視
か
ら
生
ず
る
、
矛
盾
的
表
現
を
、

哲
学
に
お
い
て
は
、
よ
ろ
こ
び
迎
へ
る
慣
習
が
、
あ
り
は
し
な
か
っ
た

の
か
。
「
自
然
は
精
神
に
対
じ
、
超
越
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
内
在
的
で
あ
る
」
「
内
な
る
も
の
は
外
に
あ
る
」
(
ゲ
l

テ
ヌ
「
人
間
(
対
自
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存
在
)
は
、
己
れ
が
さ
う
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
己
れ
が
さ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
い
存
在
で
あ
る
し
(
サ
ル
ト
ル
ヌ
等
々
。

か
う
し
た
表
現
が

い
か
に
哲
学
で
珍
重
さ
れ
て
ゐ
る
か
、
他
に
ま
だ
い
く
ら
も
、
例
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
結
婚
し
た
ま
へ
。
君
は
後
悔
す
る
だ
ら
う
。
結
婚
し
な
い
で
ゐ
た
ま
へ
、
や
は
り
君
は
後
悔
す
る
だ
ら
う
。
君
は
結
婚
す
る
か
し
な

い
か
、
ど
ち
ら
か
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
、
君
は
後
悔
す
る
の
だ
」
(
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
ヨ
哲
学
が
訴
へ
で
あ
り
、

呼
び
か
け

で
あ
り
、

な
い
し
は
、
詩
で
あ
る
な
ら
ば

」
の
や
う
な
表
現
は

ま
さ
に
人
を
動
か
す
力
が
あ
り
、

」
れ
で
よ
い
。
す
べ
て
、
呼
び
か

け
や
訴
へ
は
、
無
条
件
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
力
強
い
か
ら
で
あ
る

Q

し
か
し
哲
学
が
、

厳
密
な
条
件
的
な
表
現
を
な
す
こ
と
に
、
努
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
基
礎
的
存
在
論
を
う
ち
建
て
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

も
し
学
で
あ
ら
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
も
っ
と

な
は
さ
ら

の
こ
と
で
あ
る
。



世
に
通
用
す
る
「
弁
証
法
」
の
適
用
例
の
中
に
は
、
か
や
う
な
種
類
の
、
条
件
無
視
を
基
と
し
て
、
出
来
上
っ
た
も
の
が
、
多
い
こ
と
を

認
め
ず
ば
な
る
ま
い
。
弁
証
法
的
記
述
の
場
合
に
、
矛
盾
の
把
捉
の
段
階
に
お
い
て
、
観
点
の
移
動
を
行
っ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
自

覚
し
な
い
か
、
な
い
し
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
が
あ
る
。
か
く
て
、
観
点
の
移
動
と
い
ふ
条
件
因
子
は
、
極
め
て
重
要
任
務
を
負
ふ
に

か
か
は
ら
ず
、
一
向
に
、
論
理
の
舞
台
面
に
現
は
れ
ず
、
舞
台
裏
に
放
置
さ
れ
る
の
が
、
原
則
で
あ
る
。
か
や
う
に
、
重
要
な
働
ら
き
を

す
る
因
子
を
、
一
美
に
か
く
し
て
、
間
は
な
い
の
が
、
弁
証
法
の
場
合
に
限
ら
ず
、
従
来
の
西
洋
哲
学
の
流
儀
で
あ
っ
た
、
と
思
は
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
い
ふ
、
条
件
と
い
ふ
も
の
は
、
一
電
も
、
因
果
的
な
も
の
に
関
係
し
な
い

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
、

ふ
た
た
び
く
り
返
へ
し
て
、

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

は
っ
き
り
さ
せ
て

お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
そ
れ
を
、

因
果
的
に
し
か
解
し
な
い
と
す
れ
ば

そ
れ
は
、
科
学

の
領
域
に
は
取
り
入
れ
ら
れ
得
て
も
、
哲
学
の
領
域J

に
は
、
と
り
入
れ
に
く
い
で
あ
ら
う
。

異
な
る
。
条
件
と
は
、
本
質
的
な
る
条
件
の
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
条
件
的
理
解
は
、
因
果
的
理
解
と
は

は
じ
め
て
、

哲
ρ主4
一子

探
本、求
質、の
の、主
本、要
質、任
た、務
る、を
と、
こ、本
ろ、質
の探
も 求
のか
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し
た
が
っ
て
、
条
件
を
、
哲
学
に
お
い
て
、
考
慮
に
加
へ
る
と
し
て
も
、

ら
そ
ら
せ
る
こ
と
に
は
、
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
か
へ
っ
て
、
そ
の
尊
入
に
よ
っ
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

に
、
本
質
的
に
接
近
す
る
途
が

ひ
ら
か
れ
る
の
で
あ
る
。

現
実
を
見
る
観
点
に
関
し
て
、
の
み
で
は
な
い
。
対
象
の
在
り
方
に
関

し
て
も
、
条
件
が
、
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
考
察
さ
れ
る
対
象
の
い
か
な
る
場
合
に
つ
い
て
の
立
言
か
、
と
い
ふ
点

に
つ
い
て
の
、
条
件
的
考
察
で
あ
る
o

た
と
へ
ば
、
「
人
聞
は
理
性
的
動
物
な
り
し
と
い
ふ
本
質
規
定
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
も
の
で
あ
る
が
、

「
対
象
」
に
関
す
る
条
件
が
、
全
く
ぬ
け
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。
人
聞
が
理
性
的
で
あ
る
の
は
、
特
別
の
条
件
の
と
き
で
あ
っ
て
、
他
の
条

条
件
の
導
入
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、

こ
こ
に
あ
げ
た
や
う
な
、

件
に
お
い
て
は

こ
の
規
定
は
、
少
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

し
か
し
無
条
件
で
理
性
的
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
決
し
て
、
人
間
の
本
質

北
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存
在
と
行
動

で
あ
り
得
な
い
。
人
聞
は
、

理
性
的
で
あ
る
と
き
に
お
い
て
だ
け
、

理
性
的
で
あ
る
に
、
す
ぎ
な
い
。
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
動
物
と
少

し
も
異
な
ら
な
い
し
、
眠
っ
て
ゐ
る
聞
は
、
植
物
と
異
な
ら
な
い
。
幼
児
は
、

理
性
的
と
は
称
し
得
な
い
。
変
質
者
は
、

理
性
的
で
あ
る

こ
の
や
う
な
ギ
リ
シ
ャ
風
の
無
条
件
的
規
定
は
、
対
象
に
関
す
る
知
識
が
増
し
、

に
、
科
学
、
が
人
間
の
本
性
を
明
か
に
し
て
ゆ
く
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
不
完
全
さ
を
、
露
呈
し
て
し
ま
ふ
。
そ
の
結
果
、
哲
学
で
は
、
人

間
の
本
質
規
定
を
、
現
実
性
に
つ
い
て
な
す
こ
と
を
、
断
念
し
て
、
「
可
能
性
」
の
上
に
求
め
た
り
、
ま
た
は
「
い
か
に
あ
る
か
」
の
規

定
の
試
み
を
、
全
く
放
棄
し
て
、
「
人
間
と
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
し
の
規
定
を
も
っ
て
代
へ
る
こ
と
で
、
満
足
し
よ
う
と
す
る
に
至
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
逃
避
で
あ
り
、
哲
学
の
敗
北
で
あ
る
。

か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て

と

お
よ
そ
現
実
界
の
こ
と
が
ら
は
、
絶
対
的
な
無
条
件
の
も
と
に
、
状
況
と
無
縁
に
、
い
つ
も
か
っ
、

か
く
あ
る
、
と
い
ひ
得
る
も
の
は
、
あ
る
ま
い
。
人
間
に
お
け
る
絶
対
は
、
条
件
っ
き
絶
対
で
あ
る
。

対
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
条
件
と
の
照
応
に
お
い
て
は
、
相
対
は
絶
対
と
な
り
、
偶
然
は
必
然
と
な
る
で
あ
ら
う
。
条
件
の
導
入
に

「
本
質
必
然
性
」
に
高
め
る
こ
と
が
、
で
き
る
で
あ
ら
う
。

何
び
と
に
で
も
、
恒
常
の
形
で
、

か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
絶
対
と
は
、
相
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よ
っ
て
、

「
事
実
偶
然
性
」
を
、

哲
学
は
、
今
ま
で
条
件
と
の
照
応
を
、
見
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
、

ゆ
ゑ
に

「
本
質
必
然
性
し
を
扱
ふ
哲
学
の
、
対
象
と
な
ら
ぬ
と
思
ひ
込
み
、

現
実
界
の
諸
事
象
は
、
そ
の
外
見
的
な
「
事
実
偶
然
性
」
の

現
実
界
の
事
象
の
解
明
を
、
お
ほ
む
ね
、
科
学
に
ま
か
せ

て
き
た
。
し
か
し
現
実
界
の
諸
事
象
も
、

か
く
条
件
の
導
入
に
よ
っ
て
、

本
質
必
然
性
の
面
で

と
ら
へ
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。
か
く
な

れ
ば
、
現
実
か
ら
得
ら
れ
る
多
く
の
も
の
は
、
遺
棄
し
去
る
こ
と
な
く
、

正
当
の
資
料
と
し
て
、
も
っ
と
多
く
、

哲
学
の
領
域
に
と
ど
め

る
こ
と
も
、

で
き
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
に
し
て
、
条
件
の
導
入
よ
っ
て
、
哲
学
に
は
、
ま
た
現
実
界
か
ら
、
知
識
を
ひ
ろ
く
受
け
い

ひ
ら
か
れ
、
ま
と
、
科
学
と
の
接
触
面
も
、
ひ
ろ
く
聞
か
れ
る
や
う
に
、
な
る
の
で
あ
ら
う
。

れ
る
途
が
、



分条
析件

条
件
の
導
入
は
、
進
ん
で
、
条
件
分
析
の
考
想
を
、
誘
起
す
る
。
現
実
の
多
面
を
捉
へ
る
の
に
は
、

一
ケ
所
に
と
ど
ま
っ
て
観
照

す
べ
き
で
は
な
く
、
観
点
を
変
へ
動
か
し
、
視
角
度
を
種
々
に
変
じ
て
、
そ
の
多
面
を
眺
め
る
こ
と
が
、

と
は
、
す
ぐ
に
気
付
か
れ
る
。
条
件
ぬ
き
の
思
考
で
は
、
観
点
の
移
動
は
、
救
ひ
が
た
き
混
乱
を
結
果
す
る
に
終
は
る
で
あ
ら
う
が
、

件
の
導
入
は
、
矛
盾
を
秩
序
へ
、
撞
着
を
調
和
へ
と
、
整
理
す
る
途
を
、
生
守
せ
し
め
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
む
し
ろ
、
条
件
を
意
図
的
に

変
じ
、
視
角
度
を
、
計
画
的
に
変
へ
ゆ
き
、
か
く
て
、
観
点
の
組
織
的
変
化
を
企
図
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
多
面
を
、
組
織
的
に

補
促
し
て
ゆ
く
方
法
が
、
考
へ
ら
れ
よ
う
。
か
や
う
な
組
織
的
補
捉
は
、
現
実
に
関
す
る
分
析
を
、
可
能
な
ら
し
め
る
。
こ
こ
に
「
条
件

分
析
法
」
の
基
盤
が
培
は
れ
る
。

ギ
リ
シ

T

人
は
、
一
ケ
所
に
座
し
て
静
観
し
、
か
く
て
単
一
の
視
角
度
か
ら
眺
め
た
、
現
実
の
一
面
相
を
尊
重
す
る
こ
と
し
か
、
知
ら

な
か
っ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
材
料
か
ら
分
析
を
行
な
ふ
と
し
て
も
、
も
つ
ば
ら
、
概
念
の
分
析
や
言
葉
の
分
析
に
、
終
始
す
る

ほ
か
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
言
葉
や
概
念
を
、
い
く
ら
巧
み
に
分
析
し
て
み
て
も
、
そ
こ
か
ら
新
し
く
現
実
の
知
識
が
、
湧
き
出
る
は
ず

が
な
い
。
こ
の
や
り
方
を
本
芸
と
す
る
、
ハ
イ
デ
ガ
l
の
言
葉
遊
び
か
ら
、
結
局
、
あ
の
や
う
に
、
何
も
実
の
あ
る
こ
と
が
、
生
ま
れ
な

か
っ
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ら
う

Q

し
か
し
条
件
分
析
法
は
、
わ
れ
わ
れ
を
、
前
進
さ
せ
る
叶
こ
れ
は
、
現
実
の
多
面
を
発
掘
し
、
統
一
的
に
し
て
し
か
も
分
析
的
に
、
事

の
本
質
を
、
把
握
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
概
念
分
析
の
ご
と
く
、
非
生
産
的
に
終
は
る
こ
と
な
く
、
一
面
観
に
陥
い
る
こ
と
も

な
く
、
観
照
的
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
現
実
の
多
面
を
見
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
観
点
の
組
織
的
移
動
に
よ
っ
て
、
現
実
の
多
種
と
複
雑
性

と
を
、
見
届
け
さ
せ
、
し
か
も
そ
れ
を
、
有
機
的
に
理
解
す
る
途
を
、
ひ
ら
く
も
の
で
あ
る
。

哲
学
の
背
後
に
働
ら
く
、
哲
学
者
の
精
神
状
況
の
条
件
要
因
に
つ
い
て
、
若
干
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
科
学

一
層
効
果
的
で
あ
る
こ条
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精
神
状
況

の
条
件
化

こ
こ
で
、

の
場
合
と
異
な
り
、

い
か
な
る
哲
学
も
、

そ
の
哲
学
者
の
お
か
れ
て
ゐ
る
精
神
状
況
の
影
響
か
ら
、
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な

北
大
文
学
部
紀
要



存
在
と
行
動

ぃ
。
こ
の
哲
学
者
の
「
精
神
状
況
」
と
い
ふ
も
の
は
、

哲
学
そ
の
も
の
に
と
っ
て
、
重
要
な
働
ら
き
を
す
る
条
件
因
子
と
な
っ
て
ゐ
た
島

ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
観
照
的
性
格
は
、

ギ
リ
シ
ャ
哲
学
者
の
、
社
会
的
地
位
と
時
代
と
の
、
反
映
で
あ
る
。
中
世
哲
学
に
は
中
世
の
、
近
世

に
は
近
世
の
、

そ
れ
ぞ
れ
精
神
状
況
が
、
時
代
の
哲
学
の
体
系
の
上
に
、

反
映
し
て
ゐ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
l
の
存
在
論
に
は
、

西
欧
的
思
惟

の
特
色
が
、

に
じ
み
出
て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
自
身
の
お
か
れ
て
ゐ
る
精
神
的
状
況
が
、

あ
ら
ゆ
る
問
題
の
取
扱
ひ
に
、
随
所
に
に
じ

み
出
て
ゐ
る
の
が
、
あ
ら
は
に
見
ら
れ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
!
の
存
在
論
が
、
基
礎
的
存
在
論
と
い
ふ
、

さ
も
客
観
的
な
る
表
看
板
に
も
か
か
は
ら
ず
、

実
は
、
彼
の
精
神
状
況
を
通
じ

な
け
れ
ば
、

よ
く
理
解
さ
れ
な
い
体
系
だ
、

と
い
ふ
こ
と
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
彼
は
第
一
次
世
界
戦
後
の
、
欧
州
文
化
の
破
局

の
、
ま
っ
た
だ
中
に
生
き
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
崩
壊
と
、
価
値
の
無
価
値
化
と
の
、
状
況
の
も
と
に
、

」
の
破
局
の
運
命
を

ひ
き
う
け

文
法
や
語
法
に
い
た
る
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る
決
意
に
立
っ
た
。
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
精
神
状
況
の
も
と
に
、
在
来
の
形
而
上
学
・
論
理
学
・
倫
理
学
を
は
じ
め
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
基
調
と
す
る
、
破
壊
へ
の
意
志
に
注
目
し
な
い
で
は
、
彼
の
哲
学
的
構
成
は
、

寺
三
℃

一
切
の
、
在
来
の
方
式
に
対
す
る
、
徹
底
的
な
反
抗
を
示
す
こ
と
で
、
彼
の
仕
事
は
、
は
じ
ま
る

Q

彼
は
か
う
し
て
、
「
存
在
は
、

と
い
ひ
、
「
そ
れ
な
ら
何
か
!
一
と
聞
は
れ
た
と
き
、
「
明
る
み
だ
、
開
け
た
も
の

理
念
で
も
な
く
、
神
で
も
な
い
」

主
体
で
も
な
け
れ
ば
、

だ
、
現
は
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隠
れ
る
も
の
だ
し

ゃ、

な
ど
と
い
ふ
こ
と
し
か
で
き
な
い

Q

か
う
し
た
、
彼
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
、
否
定
住

彼
の
体
系
を
被
ふ
暗
さ
や
、

不
安
や
憂
慮
を
、
こ
と
の
ほ
か
尊
重
す
る
こ
と
ま
で
、
彼
自
身
の
お
か
れ
て
ゐ
る
精
神
状
況
の

な
せ
る
わ
ざ
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
あ
く
ま
で
、
夜
の
思
想
家
で
あ
る
、
と
一
評
す
る
人
も
あ
る
。

無
の
形
而
上
学
は
、

ま
た
、

サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
も
、

ま
た
同
様
で
あ
る
。
彼
の
「
存
在
と
無
」
に
お
け
る
、

彼
が
ド
イ
ツ
寧
の
捕
虜
と
な
っ

て、

い
つ
何
ど
き
、

そ
の
存
在
が
泊
さ
れ
る
か
、

わ
か
ら
な
い
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

礎
き
あ
げ
ら
れ
た

と
い
っ
て
よ
い
。



無
が
存
在
に
つ
き
ま
と
っ
て
ゐ
る
こ
と
は

こ
の
と
き
、
伎
の
日
々
に
お
け
る
体
感
と
な
っ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
ら
ω

し
か
し
、

こ
れ
ら
の
人
々
の
、
精
神
状
況
と
な
っ
て
ゐ
る
も
の
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い

Q

西
洋
的
伝
統
は
、
こ
の
両
者
の
哲
学
体
系
に
、

強
く
に
じ
み
出
て
ゐ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
i
に
ム
の
っ
て
は

人
間
存
在
を

あ
く
ま
で
ロ
ゴ
ス
的
な
理
性
面
か
ら
、
読
み
と
ら
う
と
す
る
執
念

に
も
、
一
言
葉
を
、
存
在
の
住
家
だ
、

と
し
て
尊
重
す
る
精
神
に
も
、

人
間
を
「
自
ら
を
問
ふ
こ
と
の
で
き
る
可
能
的
存
在
」
と
し
て
理
性

的
動
物
と
解
す
る
こ
と
に
も
、
ギ
リ
シ
γ

伝
統
の
、
鮮
か
な
影
が
、
見
ら
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
近
代
版
で
あ
る
や
う
な
、

の
体
系
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
た
一
層
、
西
洋
風
の
肌
ざ
わ
り
、
が
す
る
。

ナ
レ
ー
「
レ

ベ1
3

ノ

P
ノ

こ
の
や
〉
フ
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
は
、

そ
れ
ら
の
歴
史
的
伝
統
な
り
、
時
代
精
神
な
り
、

ま
た
社
会
的
・
個
人
的
の
種
々
な
源
に
由
来

す
る
、
精
神
状
況
の
裏
づ
け
な
も
っ
て
、

主
張
さ
れ
、
組
織
さ
れ
て
ゐ
る
。

ま
た
思
想
内
容
の
理
解
も
、

こ
の
や
う
な
精
神
状
況
的
要
因

に
裏
か
ら
支
へ
ら
れ
て
、

可
能
と
な
る
。
精
神
状
況
が
著
し
く
相
違
し
て
ゐ
る
場
合
は
、

そ
の
哲
学
体
系
は
、

理
解
も
で
き
ず
、

h
-
J
-
h
}
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J
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ふ
/
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わ
ご
と
の
連
続
と
見
え
る
に
、
終
は
っ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。

こ
れ
に
反
し
て
、
精
神
状
況
を
同
じ
に
す
る
も
の
に
は
、

そ
の
哲
学
の
訴

へ
は
、
共
感
を
呼
び
、

人
を
鼓
舞
し
て
や
む
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
も
の
に
も
な
る
。

か
や
う
な
事
例
の
あ
る
こ
と
は
、
人
の
多
く
見
て
ゐ
る

通
り
で
あ
る
。

ゐ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

の
、
一
一
一
口
葉
以
前
に
働
ら
く
も
の
を
こ
そ
、
捉
へ
来
っ
て
、
存
在
論
は
、
そ
の
体
系
の
中
に
、
自
覚
的
に
と
り
い
れ
、

は
に
、
位
置
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
わ
け
て
も
基
礎
的
存
在
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
言
葉
以
前
に
人
間
存
在
に
働
ら
く
も
の
」

に
照
明
を
あ
で
な
け
れ
ば
、
存
在
の
あ
り
か
を
、
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
哲
学
が
厳
密
な
学
と
な
る
た
め
に
は
、

こ
の
や
う
な
条
件
の
も
と
に
、 と

も
に
精
神
状
況
と
い
ふ
、
言
葉
以
前
の
も
の
に
依
存
し
て
、
成
り
立
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
の
真
実
性
が
、
成
り
立
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

Q

V 

'-

か
く
の
ご
と
く
、
表
現
の
真
実
性
も
、
言
葉
の
理
解
も

体
系
の
中
に
、
あ
ら

こ
の
精
神
状
況
と

北
大
文
学
部
紀
要
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動

い
ふ
要
因
を
も
、
条
件
の
一
つ
と
し
て
、
体
系
中
に
、
あ
ら
は
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
こ
と
が
な
さ
れ
な
い
限

り
、
哲
学
は
、
精
神
状
況
を
向
じ
う
す
る
人
に
対
す
る
、
単
な
る
訴
へ
の
言
葉
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
、
甘
ん
ず
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ら
う
。

不

安

の

効

用

不
安
の

生

起

ハ
イ
デ
ガ

l
は、

不
安
や
絶
望
や
憂
慮
な
ど
を
、
尊
重
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
パ
ス
カ
ル
や
キ
ル
ケ
ゴ

l
ル
を
踏
襲
す
る
。

不

安
は
、
と
く
に
キ
ル
ケ
ゴ

I
ル
が
、
実
存
が
生
ま
れ
る
た
め
の
、
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
、
そ
の
意
義
づ
け
を
「
不
安
の
概
念
」

に
お
い
て
試
み
て
か
ら
、
今
ま
で
、
人
間
の
弱
点
に
す
ぎ
な
い
、
と
思
は
れ
て
ゐ
た
不
安
に
、
に
は
か
に
哲
学
者
の
関
心
が
、
集
ま
っ

正
し
く
示
す
気
分
性
と
し
て
、

ハ
イ
デ
ガ

I
に
お
い
て
も
、
不
安
は
、
人
間
存
在
の
、
本
来
的
な
在
り
方
を
、

尊
重
し
、
存
在
の
彼
岸
に
通
ず
る
重
要
な
通
路
と
し
て
の
、

の
な
の
だ
ら
う
か
。

た。

こ
と
の
ほ
か
こ
れ
を

重
要
な
意
義
を
与
へ
て
ゐ
る
。
不
安
は
果
し
て
、
存
在
へ
の
通
路
と
な
る
も
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不
安
に
つ
い
て
、
彼
の
解
説
を
き
く
と
、
か
う
で
あ
る
。
|
不
安
は
、
恐
怖
に
似
て
非
な
る
も
の
だ
。
恐
怖
は
、
特
定
の
存
在
者
に
対

す
る
も
の
だ
が
、
不
安
の
方
は
、
特
定
の
存
在
者
と
は
関
係
が
な
い
、
と
い
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
却
っ
て
、
存
在
者
全
体
の
「
遠
ざ
か
り
」

「
滑
り
去
り
」
に
よ
っ
て
起
る
。
何
だ
か
わ
か
ら
な
い
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
不
安
が
る
。
だ
か
ら
、
存
在
物
の
「
無
し
が
不
安
を
生

ず
る
の
で
あ
る
。
お
び
や
か
す
も
の
が
、
ど
こ
に
も
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
、
不
安
が
、
そ
れ
に
臨
ん
で
お
び
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の

の
、
特
徴
で
あ
る
。
:
:
:
し
か
し
ど
こ
に
も
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
何
も
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
:
:
:
そ
れ
は
す
で
に
一
そ

こ
に
」
現
存
し
て
を
り
1
1
1
し
か
も
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
れ
は
、
ひ
と
の
胸
を
し
め
つ
け
て
、
息
も
っ
け
な
く
す
る
ほ
ど
、
切
迫
し
て
ゐ

て
、
し
か
も
、
ど
こ
に
も
な
い
。

だ
か
ら
、
不
安
が
臨
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
う
ち
に
、

「
そ
れ
は
無
で
あ
り
、

ど
こ
に
も
な
い
し
と
い
ふ
こ
と
が
、

あ
ら
は
に
な



る
岱
内
世
界
的
に
見
れ
ば
、
加
熱

無
処
で

位、あ
界もみ
そ、も
の、の
も，ゑ~.
の、、

、有三

、安
、の
中
で

か
く
も
幾
ら
は
し

っ
て
ゐ
る
、

と
い
ふ
こ
と

は
、
現
象
的
に
、

と
い
ふ
こ
と
を
、

か
く
し
て
、

~ 

} 

の

そ
れ
に
よ
り
、

に
よ
っ
て
、
安
易
な
頬
落
の
状
態
か
ら
、
本
来
的
な
自
己
の
あ
り
方
に
、

の
本
来
的
在
り
方
会
一
州
知
訴
す
る
気
分
と
し

気
味
悪
き
に
直
面
さ

打
ち
破
る
の

の人
間
山
品
、

る
こ
と
に
な
る
。

の
や
う
な

働
ら
き
の

に
、
不
安
は
、

地
の
も
ろ
も
ろ
の

の
ヲ
も
の
と
し
て
、

の
で
あ
る
。

の
、
不
安
と
い
ふ

」
そ
は
、

の
全
体
的
統
一

し
、
そ
の
半

窓
、
ま
た
然
に
簡
面
す
る
人
踏
の

こ
れ
を
通
じ

人
間
に
、
あ
ら
は
に

(
時
}

て
く
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
O
i
l
l
こ

ノ、

不
安
の
解
設
で
あ
る
。

不
安
が
恐
怖
と
異
な
る
こ
と
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。

特
定
の
対
象
の
な
い
と
を
に
起
る
、
と
い

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
、

ガ
!
の
、

た
だ
し
、
恐
怖
は
、

、
、
、
、
、
，
、
，

あ
る
と
き
に
そ
の
対
象
に
対
し
て
起
る
が
、

ゆ 269叩

な イ
いデ
と、コゲ

き、 l
tこ、の
慈恵
るふ〉

と i'ま
いど
み3

の
;土

に
触
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
、

あ
と
で
吟
味

一
応
ば
、

そ
の
と
ほ
り
で
あ
り

の

条
件
の
一
つ

っ
て
、
知
覚
領
域

る。

し
ゃ為、

対
象
を
無
く
す
る
条
件
を
つ
く
れ

へ
ば
、
知
覚
領
域
で
の
手
近
な
例
は
、
暗
夜
の

で
あ
る
。

イ〉

な
い
、
真
の

の

そ
こ
に
不
安
が
生
超
ず
る
。
た
と

の
、
ひ
と
り
歩
き
に
お
い
て
、
ま
づ
視
覚
的

視
線
は
、

ーマ持、.

あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
、
…
小
規
制
問
で
支
離
滅
裂
的
な
動
き
を
示
し
、

そ
の

の
ふ〉

ら
つ
き
の
軌
跡
を
、
倒
か
の
方
法
で
、

に
と
っ
て
み
る
と
、

述
へ
る
羊
の
、

る
足
齢
の

に
、
幼
払
す
る
。

L却

の

視
覚
的
不
安
は
、

間
部
乙
る
と
、

の
不
安
定
を
伴
ひ
、

全
人
的
不
安
に
ま

拡
張
さ
れ
て
ゆ
く

J-
〕

北
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しゐ
る
が
、

で
み
め
る

存
在
と
行
動

こ
の
や

に
塗
り
つ
ぶ

の
不
安
は
、

の
境
野
を
、
出

起
し
得
る
。

ま
た

め
て
、

や
品
、

領
域
で
、

て

す
で
に

そ
の
と
き
の
説
覚
は
、

?ご二

た
も
の

の
中
で
の
視
覚
と
、

不
安
の

わ
か
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
場
合
も
、
人
間
は
説
覚
的
不
安
・
宏
、

、
闇
黒
で
あ
り
、
ぎ
た
…
死
一
で
あ
り
、

誘
出
向
な
の
で
あ
っ
て
、

の

(J) 

Q 
O 

れ
て
ゐ
る
状

る
も
の
は
、

の

能
怠
」に

触
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
も
し
さ
う
な
ら
、
死
が
不
安
を
生
、
す
る
も
の
辻
、
生
が
無
に

光
明

し
か
し
こ
の
種
の
も
の
は
あ
く
ま
で

で
は
な
く
、

不
安
の

ま
た

る
か
ら
で
あ
り
、

不
安
な
の
は
、

で
あ
る
か
ら

と
考
へ
ょ
う
。

270 -

で
あ
る
。
そ

対
象
は
「
無
」

ヘ
ガ
は
ハ
イ
デ
ガ
i
に

じ
ょ
っ

不
安
は

に
晃
え
る
。

て
喚
起
さ
れ
る
の
に
対
し
、

と
い
っ
て
ゐ
る
。
こ
の

な
い
し
一

i

篠
山
い
か

と
い
へ

構
造
に

はす
無で
をに
開々
刀て ;[〆

すケ
;，;)i6コ

と ノし

し、 カミ
ふ、

の
~;Iこ

そ
れ
で

か
く

、
理
解
さ
れ
る
か
の
如

不
安
と
無
と
を
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
ふ

に
関
聯
さ
せ
て
み
る
と
、

な
る
ほ
ど
、

不

に
よ
い
か
ど
う
か
、

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る。 く
、
見
え
て
く
る
。
し
か
し
そ
れ
で

ち
、
わ
れ
わ
れ
サ
ル
ト
ル
が
、

人
間
の
可
能
性
と
自
由
性
と
に
関
係
さ
せ
る
ρ

私
が
不
安
で
あ
る
の
は
、
私
の
行
為
、
が
、

と
き
で

あ
り
、

」
れ
か
ら
も
っ
と
‘

つ
い
て
述
べ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
先
に

Q
 

λ
ノ

サ
ル
ト
ル
は
、

か
つ
可
能
で
し
か
な
い

断
健
に

、
断
崖
に

る
と
い
ふ
や
う
な
可
能
性
を
、
あ
わ
ノ
得
ベ



性
と
し
て
、

も
っ
て
を
り
、
身
を
投
じ
な
い
と
い
ふ
決
定
的
な
行
為
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

私
が
現
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
私
か
ら
、
出
て
く
る
も
の
で

は
な
く
、

ま
だ
私
が
そ
れ
で
な
い
と
い
ふ

」
の
瞬
間
に
は
ま
だ
未
来
に
属
す
る
私
に

依
存
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
か
や
う
な
と

き
、
不
安
は
起
る
の
で
あ
る
。
全
き
必
然
性
と
決
定
因
と
か
ら
は
、
恐
怖
が
生
じ
こ
そ
す
れ
、

そ
し
て
、

日
常
生
活
の
う
ち
に
、
存
在
を
忘
却
し
、

自
由
が
価
値
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、

不
安
』主

し、起
き、ら
た、な
り、¥"
の 苧

中

自
由
を
士里
没
さ

せ
て
ゐ
る
人
間
ど
も
は
、
不
安
か
ら
逃
れ
よ
う
と
試
み
、

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
不
安
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

自
由
か
ら
も
逃
走
し
て
し
ま
っ
て
、
結
局
自
己
欺
臓
に
陥
い

本
来
的
な
人
間
と
し
て
目
覚
め
て
ゐ
る
と
い
は
れ
る
資
格
、
あ
る
ひ
は
少
な
く
と
も
、

「実

存
し
て
ゐ
る
」
と
い
は
れ
る
資
格
、

不
安
に
関
し
て
、

を
確
保
す
る
た
め
に
、
人
聞
が
、

一
度
は
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

関
円
で
あ
る

と
。
か
く

て
サ
ル
ト
ル
も
、

ハ
イ
デ
ガ
!
と
同
じ
く
、
パ
ス
カ
ル
・
キ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
線
を
歩
ん
で
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

不
安
の

構

造

そ
こ
で
、

ま
づ
不
安
と
い
ふ
も
の
は
、

こ
の
や
う
に
、

「
自
由
」
に
関
係
し
た
り
、

「
無
」
に
関
係
し
た
り
す
る
理
解
で
、
果

一271-

し
て
充
分
、

そ
の
構
造
性
が

明
か
に
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
、

を
問
ふ
段
階
と
な
る
。
そ
れ
は
い
は
ば
、

不
安
の
、

必
要
に
し

て
充
分
な
条
件
を
、
問
は
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
は
、
深
淵
に
臨
む
と
き
の
不
安
は

「
私
が
深
淵
に
身
を
投
ず
る
こ
と
を
禁
ず
る
も
の
は
何
も
な
い
」

と
い
ふ
司
能
性
が
、

私
に
属
す
る
可
能
性
と
し
て

そ
の
と
き
あ
る
か
ら
だ

と
い
ふ
が

こ
の
可
能
性
が
、
開
か
れ
て
そ
こ
に
あ
る
こ
と
は
、
実
は
こ
れ
ま

た

一
つ
の
「
機
縁
」
に
触
れ
た
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と

JR
、
知
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

深
淵
に
飛
び
込
み
さ
う
な
自
分
が
、
本
当
に
「
不
安
」
な
の
は
、
さ
う
し
た
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
選
択
可
能
性
が
、
聞
か
れ
て
そ
こ
に

あ
る
か
ら
、
で
は
な
く
て
、
飛
び
込
ま
な
い
、
と
い
ふ
自
己
の
選
択
を
禁
止
す
る
と
こ
ろ
の
、
確
た
る
心
の
「
支
へ
」
が
、
自
分
の
中
に

見
つ
か
ら
ぬ
こ
と
、
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
身
体
的
の
も
の
に
も
せ
よ
、
意
識
野
に
お
け
る
も
の
に
せ
よ
、
支
持
点
を
探
し
求
め
て
も

北
大
文
学
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紀
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存
在
と
行
動

、
、
、
、
、

得
ら
れ
な
い
と
き
に
、

不
安
が
起
る
の
で
あ
る
。

「
支
持
点
」
を
「
求
め
て
」
そ
れ
が
「
無
い
」

と
い
ふ
三
つ
の
要
因
の
聯
関
が
存
在
し

て
は
じ
め
て
、

不
安
が
、

て
生
じ
て
ゐ
る
。

そ
こ
で
は
、 そ

こ
に
生
起
す
る
。
こ
れ
が
不
安
の
構
造
で
あ
る
。
闇
黒
の
中
の
視
覚
不
安
は
、
ま
さ
に
そ
の
構
造
性
会
も
っ

視
覚
的
支
持
点
と
し
て
の
光
が
、
探
し
求
め
ら
れ
る
が
、
全
視
野
の
う
ち
に
そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
起
さ
れ
て
ゐ
る
。
白
一
色
の
中
で
の
視
覚
不
安
も
、

と

の
要
因
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

こ
れ
で
わ
か
ら
う
ο

し
か
も
、

ま
た
同
じ
い
。
か
く
し
て
不
安
は
、
支
持
点
の
探
索
と
、
そ
れ
が
得
ら
れ
ぬ
こ

こ
の
三
つ
の
要
因
の
う
ち
、
何
れ
一
つ
が
欠
け
て
も
、
不

安
は
生
起
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
探
索
の
要
因
は
、
と
か
く
見
落
さ
れ
易
い
の
で
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
探
索
し
な
く
て
も
、
支
持
点
が
は
じ
め
か
ら
与

へ
ら
れ
る
場
合
は
、
不
安
は
全
く
生
起
し
な
い
。
支
持
点
が
得
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
に
、
平
気
で
ゐ
て
、
そ
れ
を
探
索
す
る
こ
と
を
あ
へ
て

し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
不
安
は
起
ら
な
い
。
従
っ
て
、
探
索
が
な
け
れ
ば
不
安
は
な
い
、
と
い
ひ
得
る
。

そ
の
選
択
が
、
心
な
り
身
体
な
り
の
支
持
点
と
な
る

ー 272

も、
の、そ
と、れ
無、か
関、ら
係、
の、同
も、じ
の、く
で、

あ
れ
ば

選
択
の
自
由
が
、

ひ
ろ
く
聞
か
れ
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、

少
し
も
不
安
は
起
ら
な
い
。
品
物
の
選
択
や

休
日
に
何
を
す
べ
き
か
の
選
択
な
ど
は
、

い
く
ら
選

択
肢
が
多
く
、

可
能
性
が
多
く
て
も
、
全
く
不
安
と
関
係
が
な
い
。

こ
の
や
う
に
吟
味
し
て
く
る
と
、

ハ
イ
デ
ガ
l
の
や
う
に
、

「
不
安
は
無
を
開
示
す
る
」

と
い
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
は
不
安
の
一
面
に

触
れ
た
も
の
に
す
、
ぎ
な
い
し
、

サ
ル
ト
ル
の
論
の
い
ふ
、
自
由
や
可
能
性
の
聞
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
、

不
安
の
構
造
の
一
端
に
、
触
れ
た

に
す
ぎ
な
い

」
と
が
わ
か
ら
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
ら
が
、

不
安
を
、
人
間
の
本
来
性
と
し
て
の
実
存
領
域
へ
の
、
入
場
資
格
と
見
る
態
度
を
、
と
り
続
け
る
の
は
、
人
聞
が
、

世
に
投
げ
出
さ
れ
て
ゐ
る
存
在
だ

と
い
ふ
考
へ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

」
れ
は
ま
た
、
パ
ス
カ
ル
や
キ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
源
流
に
よ
る
も



し
か
し
、
投
げ
出
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
や
は
り
そ
れ
だ
け
で
は
、
不
安
の
「
機
縁
し
を
つ
く
り
こ
そ
す
れ
、

安
の
「
条
件
し
と
は
な
ら
な
い
。
本
当
は
、
投
げ
出
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
状
態
に
お
い
て
、
人
聞
が
、
支
へ
る
も
の
を
求
め
て
、

の
な
の
だ
が
、

不

し
か
も

そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
、

と
い
ふ
と
こ
ろ
に
ま
で
、
導
び
か
れ
な
く
は
な
ら
な
い
。
も
し
支
へ
る
も
の
を
求
め
る
こ
と
を
や
め
れ
ば
、

投
げ

出
さ
れ
て
ゐ
る
状
態
に
お
い
て
も
、

不
安
は
消
え
去
る
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な
、

不
安
の
内
面
構
造
に
触
れ
な
い
限
り
、

不
安
の
機

必
出

+h
、

i
』

っ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

さ
て
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
不
安
が
恐
怖
と
異
な
る
と
こ
ろ
の
、
本
質
的
な
も
の
の
も
、
も
っ
と
見
通
せ
る
や
う
に
な
っ
た
。
恐
怖
と
不

安
と
の
本
質
的
差
異
も
、
今
述
べ
て
来
た
や
う
な
、
両
者
の
構
造
性
の
相
違
に
、
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、

恐
怖
と
不
安
と
の
差
異
を
説
く
に
、
恐
怖
は
特
定
の
対
象
が
あ
る
場
合
で
、
不
安
は
無
対
象
の
場
合
だ
、

や
す
ま
な
い
。
恐
怖
は
不
安
と
は
、
構
造
性
に
お
い
て
、
全
面
的
に
同
じ
で
な
い
。
そ
れ
は
対
象
の
有
無
と
い
ふ
や
う
な
差
異
で
は
な
い
。

不
安
は
、
支
持
点
を
求
め
て
得
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
起
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
見
た
が
、
恐
怖
は
、
心
の
支
持
点
探
索
に
関
し
て

起
る
こ
と
は
な
い
。
恐
怖
の
方
は
、
心
の
支
持
点
が
見
当
る
か
見
当
ら
な
い
か
、
と
い
ふ
こ
と
と
、
無
関
係
に
起
る
も
の
で
あ
る
。
恐
怖

と
不
安
と
が
、
一
見
相
似
て
見
え
る
ゆ
ゑ
ん
は
、
恐
怖
の
起
る
実
際
場
面
に
お
い
て
、
不
安
も
ま
た
誘
起
さ
れ
る
、
と
い
ふ
事
実
上
の
関

聯
性
が
あ
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。

な
ど
と
い
ふ
こ
と
で
は
、
も
は

-273-

不
安
は
、

そ
れ
が
あ
る
か
ら
と
て
、
人
間
の
本
来
性
へ
の
覚
醒
を
、
も
た
ら
す
も
の
で
も
な
く
、

存
在
の
光
に
浴
す
る
機
縁
と
な
る
や

う
な
効
能
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
不
安
は
、

上
に
明
か
に
し
た
構
造
が
、
成
り
立
て
ば
、

日
常
随
所
に
、

わ
れ
わ
れ
を
襲
ふ
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
自
身
が
、

何
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
性
に
目
覚
め
易
い
資
質
の
人
ば
か
り
で
な
く
、
幼
児
や
動
物
に
お
い
て

も
、
起
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
幼
児
は
、

人
生
の
第
一
歩
を
、

母
親
の
胸
に
す
が
っ
て
得
ら
れ
る
、
支
持
の
感
で
、
踏
み
い
だ
す
。
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存
在
と
行
動

の
作
の
や

や
は

へ
ば
、

て
て
、

そ
れ

ら
れ
な
い
と
き
は
、

わ
れ
わ
れ
が
不
安
の
中
で

お
び

す
が
る
も
の
を
求
め
、

は
、
一
方
に

く
り
返
へ
す
。
ま

し、

の
中
央
な
ど
に
、
お
ひ
立
て
ら
れ
る
と
、

の
占
め
る
と
こ
ろ
か
ら

の
状
を
一
部
す
。

へ
る
、
確
た

ゎ宅
十七
γ ゐ
七 る

不、三
安、よ
は、 γ
決、 τ

が
、
そ
の
通
路
の

に
と
っ
て
は

呪コ

か
く
し
て
、
の
本
性
が
わ
か
っ
て
み
る
と
、

車
、
、
、
、
、
、
、
、
、
帯
、
、
、
、
、
、
、

し
て
の
秘
奥
に
至
る
特
却
の
通
諮
に
な
ら
ぬ
こ

平
凡
で

あ
る
こ
と
、
が
、

あ
り
ふ
れ
た
機
能
の
も
の

判
明
し
よ
う
。

ハ
イ
デ
ガ

i
も
サ
ル
ト
ル
も
、

の
効
能
な
強
調
す
る
前

る
べ
き
モ
あ
っ

カミ

く

に
、
不
安
の
現
象
常
的
分
析
を
も
っ

不
安
か
ら

の

議

路

ば
、
そ
の

の
処
遇
を
、

の
中
で

tと:

誤
り
を
、

お
か
さ
な
い
で
す
ん
だ
で

か
く
人
間
に
せ
よ
、
地
の

せ
よ
、

そ
の
意
議
釣
領
域
で
あ
れ
、
行
動
の
領
域
で
あ
れ
、
何
か
の

多
く
の
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持
物
を
求
め
る

う
い
ふ
と
き
に
、

な
る
心

め
て
そ
れ
を
見
出
す
仕
方
は
、
人
間
に

つ
も
存
在
す
る
。
神
や
仏
は
、
さ

権

威

も

、

人

に

支

持

点

と

い
心
の
支
へ
と
な
る
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
親
や
友
人
や
、

の
と
き
は
、

の

他
人
の
一
言
が
、

に
、
能
人
な
頼
り
に
す
る
の
で
あ
っ

他
人
に

て
、
最
初
か

人
を
救
っ
た
部
は
数
へ
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、

て
、
本
来
の
白
日
へ
と
向
は
し
め
る

な
求
め
る
道

投
げ
出
さ
れ
た
お
の

と
る
べ
き
道
だ
と

ら
い
や
し
め
ら
れ
る
の
で

の

し
カゐ

し

方、的
マ 諦

観
t土

ば
か
り
が
、

不
安
を
通
で

の
り
こ
え
て
ゆ
く
選
諮
で
あ
る
。

の
り
こ
え
て

で
あ
る
。
心
の

ぷ〉

る
東
洋
の
道
、
九

の
修
道
の
ね
ら
ひ
も
、



の
探
索
を
意
識
の
層
か
ら
追
ひ
出
し
、

そ
の
代
り
に
、
全
人
的
層
に
お
い
て
、
確
固
た
る
支
持
点
を
求
め
る
こ
と
に
、
あ
る
や
う
で
あ
る
。

西
洋
的
風
土
の
育
成
に
よ
る
、
実
存
主
義
の
人
々
に
は
、
こ
の
や
う
な
、
東
洋
的
な
不
安
の
止
揚
の
仕
方
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
も
せ
ず
、

不
安
を
自
己
脱
出
の
機
縁
と
し
て
ゆ
く
と
、
漸
く
到
着
し
得
た
、
人
間
の
本
来
の

体
得
も
さ
れ
な
い
で
あ
ら
う
。

ハ
イ
デ
ガ
l
流
儀
で
、

姿
』主

ま
た
深
淵
に
臨
む
存
在
で
あ
り
、
「
死
に
到
る
存
在
」

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、

不
安
は
か
く
し
て
、

尽
き
る
こ
と
が
な
い
で
あ

ら
う
。
そ
こ
か
ら
存
在
の
彼
岸
に
、
い
か
に
し
て
近
づ
い
て
ゆ
く
か
、
ハ
イ
デ
ガ
l
は
、
説
明
不
充
分
に
終
は
っ
て
ゐ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
ら
は
、
か
う
し
た
不
安
か
ら
、
実
存
体
験
を
通
り
ぬ
け
、
存
在
の
彼
岸
に
到
達
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
の
径
路
の
み
を
も

っ
て
、
存
在
へ
の
唯
一
の
進
路
だ
と
い
ふ
の
に
は
、

多
く
の
論
証
が
要
る
。
そ
し
て
そ
の
論
証
は
、
恐
ら
く
成
り
立
た
な
い
で
あ
ら
う
。

ハ
イ
デ
ガ
!
の
哲
学
は
、
本
質
的
に
は
、

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
l
氏
の
精
神
状
況
誌
、

の
程
度
を
、

い
く
ら
も
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今
ま
で
の
と
こ
ろ
、

出
で
て
ゐ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
存
在
論
と
し
て
、
到
底
、

「
基
礎
的
」
の
名
に
相
当
し
得
な
い
、

と
評
す
る
ほ
か
は
な
い
。

存

在

了

解

動
物
的

存

在

ギ
リ
シ
ャ
的
姿
勢
を
と
る
と
い
ふ
こ
と
は

さ
き
に
も
触
れ
た
ご
と
く
、
対
象
の
取
扱
ひ
に
、

不
当
な
階
級
的
見
方
を
、
知
ら

ず
知
ら
ず
、
潜
入
さ
せ
て
し
ま
ふ
こ
と
に
な
る
。

き
も
の
の
最
上
に
、
人
間
を
お
き
、
そ
の
尊
厳
を
説
く
こ
と
は
、

来
、
哲
学
が
人
間
中
心
主
義
に
方
向
づ
け
さ
れ
て
か
ら
、

ハ
イ
デ
ガ
1
体
系
で
は

」
れ
が
一
つ
の
つ
ま
ず
き
と
な
る
の
で
あ
る
。
生

西
洋
風
土
の
培
っ
た
趣
味
で
あ
る
が
、

そ
の
趣
味
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
以

一
層
磨
き
の
か
か
っ
た
も
の
に
な
っ
た
。

ハ
イ
デ
ガ
!
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、

そ
の
人
聞
の
中
に
、
階
級
制
度
が
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
実
存
す
る
、

と
い
ふ
こ
と
す
ら
、
誰
に
で
も
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
や
っ
初
等
的
に
は
、
形
而
上
学
的
存

北
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存
在
と
行
動

在
者
で
あ
る
こ
と
が
、
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
絶
え
ず
選
択
し
た
り
、
不
断
の
超
越
を
志
し
た
り
、
し
な
け
れ
ば
、
実
存
す
る
資
格

は
生
じ
な
い
。
そ
れ
を
お
こ
た
る
場
合
は
、
単
な
る
存
在
者
に
、
額
落
す
る
の
で
あ
る
。
な
み
の
人
間
の
呼
び
名
と
思
は
れ
て
ゐ
る
「
現

「
自
分
自
身
の
存
在
に
お
い
て
、
自
分
み
づ
か
ら
、
自
分
自
身
の
存
在
を
問
題
と
す
る
存
在
者
」
で
あ
り
、

存
在
」
で
さ
へ
、

自
分
の
生

で
、
そ
れ
な
ら
、

一
体
何
で
あ
る
の
か
、

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
な
の
だ
か
ら
、
幼
い
子
供
な
ど
は
、
到
底
ま
だ
「
現
存
在
」

わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
れ
っ
き
と
し
た
大
人
で
も
、
う
っ
か
り
「
ひ
と
」
が
楽
し
む
通
り
に

で
は
な
い
わ
け

か
死
か
に
関
心
す
る
存
在
者
、

楽
し
み
、
「
ひ
と
」
が
評
価
し
た
り
批
評
し
た
り
す
る
通
り
に
、
評
価
し
た
り
批
評
し
た
り
、
ま
た
は
「
ひ
と
」
と
談
笑
で
も
し
て
、
く
つ

ろ
い
で
ゐ
て
は
、
自
己
の
本
来
性
を
喪
失
し
た
も
の
と
し
、
-
額
落
」
し
た
も
の
と
し
て
、
お
よ
そ
「
実
存
す
る
」
と
い
は
れ
る
資
格
が
、

な
く
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
の
ん
き
な
一
般
人
や
、
う
か
う
か
と
暮
ら
し
て
ゐ
る
、
殆
ん
ど
す
べ
て
の
、
わ
れ
わ
れ
の
仲
間
は
、

人
間
と
動
物
と
の
聞
の
、
差
別
待
遇
は
、

さ
ら
に
甚
だ
し
い
。
そ
も
そ
も
、
哲
学
者
た
ち
は
、

ギ
リ
シ
ャ
以
来
、
人
間
と
動
物
と
を
、

-276 -

到
底
、
存
在
の
光
に
出
で
立
つ
や
う
な
資
格
者
と
は
、

な
り
得
な
い
。

同
じ
殿
堂
に
並
べ
て
み
た
こ
と
は
、
嘗
て
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
そ
れ
で
あ
る
。
!
|
|

「
生
物
は
、
そ
の
ま
ま
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
生
物
が
、

か
れ
の
存
在
そ
の
も
の
か
ら
、
存
在
の
真
理
の
中
に
立
っ
た
り
・
:
、

本
当
に
存

在
に
な
り
つ
、
、
つ
け
る
こ
と
は
、
な
い
。
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
の
中
で
、
生
物
は
、

近
い
の
に
、

わ
れ
わ
れ
に
最
も
縁
が

他
方
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
『
脱
自
存
在
』
的
本
質
と
は
、
底
知
れ
ぬ
深
淵
に
よ
っ
て
、
距
て
ら
れ
て
ゐ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
「
脱
自
存
在
(
何
一
同
ム
2
8
Nど
と
い
ふ
、
む
づ
か
し
い
存
在
で
あ
る
資
格
が
、
人
間
以
外
に
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
も
ち
ろ
ん
だ
し
、
存

一
方
で
は
、

た
し
か
に
、

在
へ
の
道
程
の
、

ほ
ん
の
入
口
に
す
ぎ
な
い
と
思
は
れ
る
「
存
在
了
解
し
さ
へ
も
、
動
物
た
ち
に
認
め
る
こ
と
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ

て
、
か
た
く
拒
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。



ハ
イ
デ
ガ
l
は
「
了
解
す
る
」
と
か
っ
分
か
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
言
葉
を
も
っ
て
捉
へ
な
け
れ
ば
、
捉
へ
た
こ
と
に
な
ら
ぬ
と
考
へ
、

存
在
の
真
理
も
、
言
葉
な
き
動
物
に
は
、
捉
へ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
、
と
思
ひ
込
む
。
こ
こ
に
彼
の
迷
ひ
が
あ
る
。

も
し
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
動
物
た
ち
が
、
言
葉
以
前
に
、
す
で
に
行
動
の
層
で
、
存
在
と
非
存
在
と
を
、
区
別
し
得
て
ゐ
る
の
は
、

と
名
づ
け
る
べ
き
事
を
、
や
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
た
と
へ
ば
犬
は
、
魚
や
ビ
ス
ケ
ッ
ト
の
有
に
対
し
て
、
尾
を
ふ
る
の
で
あ
っ

て
、
無
に
対
し
て
は
、
決
し
て
尾
を
ふ
る
こ
と
は
し
な
い
。
こ
れ
は
ロ
ゴ
ス
の
問
題
で
は
な
い
。
行
為
の
原
始
層
に
お
い
て
、
す
で
に
、

何

存
在
と
非
存
在
と
の
区
別
が
、
犬
に
つ
か
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
・
動
物
聞
の
非
合
理
な
差
別
待
遇
は
、
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
、
西
洋
哲
学
の
流
儀
で
あ
る
。

類
人
猿
と
同
様
に
、
生
物
中
の
一
番
の
成
り
上
り
も
の
だ
、
と
い
ふ
こ
と
を
明
示
し
て
も
、

そ
の
差
別
観
は
、
進
化
論
が
、
人
聞
を
、

少
し
も
動
揺
を
見
せ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
、
殆

ん
ど
信
仰
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
代
に
至
っ
て
も
、
人
間
・
動
物
聞
の
、

語
般
の
科
学
的
新
事
実
に
は

一
瞥
も
く
れ
る
こ
と
な
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し
に
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
ら
に
よ
っ
て
、
そ
の
基
礎
の
存
在
論
の
中
で
、

こ
の
や
う
な
差
別
観
が
、
今
、
も
な
ほ
持
ち
つ
づ
け
ら
れ
る
の
を
見
る

の
で

L

あ
る

Q

こ
れ
か
ら
漸
次
展
開
し
て
ゆ
か
う
と
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
論
に
お
い
て
は
、
人
間
存
在
を
入
り
口
と
し
て
存
在
領
域
に
入
る
道
す
じ

」
ゅ
で
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
ら
と
同
じ
だ
が
、

そ
こ
に
扱
ふ
人
聞
は
、

単
独
者
で
も
選
ば
れ
た
人
間
で
も
な
く
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
を
と
り
ま

く
、
普
通
に
あ
り
ふ
れ
た
人
間
で
あ
る
。
か
や
う
な
人
聞
は

日
常
性
の
中
に
ひ
た
っ
て
一
存
在
忘
却
」
を
な
し

ハ
イ
デ
ガ
l
に
「
顔

落
者
し
の
極
印
を
は
ら
れ
て
ゐ
る
、
平
凡
な
「
ひ
と
」
で
あ
り

よ
ろ
こ
び
、
悲
し
み
、
怒
り
、

攻
撃
し
、
逃
げ
、
憎
む
姿
に
お
け
る

低
俗
な
る
つ
ひ
と
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
進
ん
で
、

わ
れ
わ
れ
の
論
で
は
、
人
間
・
動
物
の
聞
の
差
別
も
、
設
け
る
こ
と
を
し
な
い
。
人
間
が
、

ハ
イ
デ
ガ
l
の
い
ふ
や
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存
在
と
行
動

う
に
、
「
世
界
内
l
存
在
」
で
あ
る
と
す
れ
ば

動
物
た
ち
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
「
世
界
i
内
l
存
在
」
な
の
だ
し
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
、
ヤ
ス

ハ
l
ス
の
い
ふ
や
う
に
「
状
況
内
存
在
し
だ
と
す
れ
ば

彼
ら
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
「
状
況
内
存
在
L

と
、
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ

わ
れ
わ
れ
と
彼
ら
と
の
、

「
世
界
」
が
異
な
り
、

「
状
況
し
が
同
じ
で
な
い
、

だ
け
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
と
同
じ
ゃ
う
に
、
彼
ら
も
っ
即

自
存
在
」
(
サ
ル
ト
ル
)
を
食
ひ

他
者
で
あ
る
他
の
「
対
自
存
在
」
と
か
ら
み
合
っ
て

「
共
同
存
在
し
を
も
っ
と
こ
ろ
の
つ
各
自
的
一

な
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
と
に
お
け
る
、
基
本
的
な
在
り
方
に
は
、

わ
れ
わ
れ
と
の
間
に
、
根
本
的
な
「
状
況
」
の
相
違
は
あ
る
に
し
て
も
、
生
き
物
と
し
て
生
き
る

わ
れ
わ
れ
と
の
聞
に
共
通
し
た
も
の
が
、

あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
基
本

的
」
と
い
ふ
の
は
、

ハ
イ
デ
ガ
l
あ
た
り
が
い
ふ
「
本
来
的
」
と
い
っ
て
ゐ
る
そ
れ
と
は
、

お
よ
そ
反
対
の
も
の
、
最
も
あ
り
ふ
れ
て
、

弘
通
し
て
、
共
有
さ
れ
て
、
ど
こ
に
で
も
必
ら
ず
あ
り
、
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
最
も
基
本
的
な
も
の
、
を
指
し
て
ゐ
る
の
で
、
あ
る
。

こ
そ
、
基
礎
的
存
在
論
の
最
初
の
踏
み
出
し
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
存
在
は
、
決
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
l
の
い
ふ
が
如
ノ
¥
特
別
の
資

「
遠
く
か
す
け
く
、
か
な
た
に
あ
る
お
ぼ
ろ
な
も
の
」
で
は
な
い
。
そ
れ

か
く
し
て

格
者
や
、
特
殊
の
例
外
者
の
み
に
、
見
え
た
り
聴
え
た
り
す
る
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は
「
行
為
す
る
も
の
し
の
前
に

い
と
も
容
易
く
姿
が
開
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

開
示
の
鍵
は
「
行
為
す
る
」
で
あ
り
‘
「
行
動
す
る
」

で
あ
る
。

言
葉
以
前
に
働
ら
く
も
の
は
、

ま
た
、

一
言
葉
を
越
え
て
ゐ
る
も
の
で
も
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
i
は、

言
葉
は
「
存
在
が
自
ら
を
保
管
す
る

言
葉
を
も
っ
て
、
存
在

場
所
」
だ
と
か
.
「
存
在
か
ら
建
て
ら
れ
た
家
」
だ
と
か
、

「
人
間
を
所
持
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
L

な
ど
と
い
ひ
、

経
験
の
決
定
的
源
泉
と
見
て
ゐ
る
の
は

い
か
に
も
西
欧
的
で
あ
る
。

ロ
ゴ
ス
や
言
葉
を
尊
重
し
、

そ
れ
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し

か
、
存
在
の
真
理
に
接
す
る
途
を
、
知
ら
な
い
や
う
に
見
え
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
結
局
西
洋
流
儀
の
哲
学
の
枠
を
、

ぬ
け
出
す
こ
と
を
知



ら
な
い
ひ
こ
の
践
洋
的
先
入
見
に
よ
っ
て
、
限
が

さ

の

の
中
中
〈
梧
ル
仏
、
見
る
こ

旬、

で
し
ま
令

て
ゐ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、

」
れ
か
ら
の
ち
に
、

ぺ
有
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
帯
一
一
回
葉
以
前
に
ち
動
的
広
人
間
間
に
す
得
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

従
っ
て
、

は
言
葉
以
前
の
も
の
に

板
減
を
求
め

な
ら
ぬ
こ
と
、

お
い
て
こ
そ
、

イコ
ヵ、

る
こ
と
、

在
を
開
示
す
る
も
の
は
、

一助
e

一

と

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

の
行
動
で
あ
る
こ
と

な
ど
念
、
問
怖
か
に

tこ

で
あ
る
べ
き
で
も
な
く
、

ロ
ゴ
ス
で
も
な
く
、

旬マて一、
L 

あ
ら
う
O 

f毛
〆3

vマ"
L 

f丁、、
動、
--e 
ぁ
o 
~ 

き
て、

あ
る
O 

わ

れ
わ
れ
が
こ
れ
か

て
ゆ
か

il) 

〉戸

、句通

に
あ
る
。

「
行
動
す
る
、

ゆ
ゑ
に
、

り
しー
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窓
答
・
ず
る
ゆ
え

に

わ

れ

あ

り

ブ
ワ
ッ
ツ

5
ハ
ィ
、
不
γ

ン
は
、

。〉

一
わ
た
り
批
判
し
た
の
ち
に
、
世
界
に
対
す
る

人
間
の

存
在
に
対
す
る
中
世
的
な
神
の
提
係
な
ど
を
、

ペコ
の

に
よ
っ
て
、
表
は

へ
る
。
逗

の
や
う
に

の
ほ
か
に
は

の
優
先
性
も
、
神
の
鍾
先
性
も
、

P

品、、
J

ふ

1
2し
V

〆
U

一
語
的
す
ぎ
る
と
し
、
デ
カ
ル
ト

の

て

第‘

v
t
}

、

、んを

tmzvcpふさ
w
2
m判
。
出
己

B
こ
い
と
書
き
あ
ら

身
体
・
感
覚
器
官
・
心
情
・
購
神
等
、
私
の

て
ゐ
る
限
り
、

人
間
制
は

は
さ
う
と
、

た
。
つ
ま
り
私
は
、
私
、
が
応
答
す
る
擦
り
に
ふ
お
い
て
、
存
在
し
、

の
す
べ
て
の
属
中
で
、
記
答
す
る
限
り
に
お
い
て
の

右、
;之

る
、
と
い
ふ
の
モ
あ
る
。

し

わ
れ
わ
れ
の
感
覚

の は
だき
、特

と定
O の

刺
戟

し
て
、
成
立
し
た
も
の
だ
し
、

結
局
人
間
は

し

.h-
L 

の

北
大
文
学
部
紀
嬰



存
筏
と
行
動

か
や
う
な

を
、
「
実
存
」
の

に
、
根
本
原
理
と
し
て
採
用
す
る
と
、

と
は
巽
っ
た
、

い
ろ
い
ろ
の
利
点
、
が
あ
る

と

い
ふ

Q

「
私
は

ゆ
ゑ
に

で
は
、

tこ

ハ
イ
、
ネ
マ
ン

で
t土

物
理
学

-
心
理
学
等
々
の
、
経
験
的
基
礎
科
学
と
の
、

ど
う
し
て
も
護
け
ら
れ
な
い
、
喜
怒
と
精
神
と
の
関
の
裂
け
目
が
、

の
つ
な
が
り
も
で
き
る

Q

支
た
ハ
ィ
、
不
マ
ン

実
存
哲

埋
め
ら
れ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
応
答
は
、

そ
の

の
す
ぎ
た
強
議
み
な
、
克
服
す
る
し
、

よ
く
見
る

「我
l

物
の
関
係
い
な
、

々
人
の
拡
立
北
と
、

出
す
こ
と
も
な
い
c

か
く

お
い
て
も
、
同
じ

に
認
め
ら
れ
る
、

の
だ
か
ら
。
さ
ら
に
ま
た
「
志
答
」

し
て
、

こ
の
ハ
イ
ネ
マ
ン
定
式
は
、

本
一
質
的
な
根
本
原
理

吋令、、九品
C

、

む
ろ
ん

特
殊
事
例
と

L

の
で
あ
る
c

何
と
な
れ
ば
、
私
の

仕
方
が
、

と
し
て

の

い
と
に

な
ら
う
か
ら
で

閣
議
と
決
断
と
に
お
い
て

お
の
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な
、
々
ル
ケ
ゴ

l
ル

の

、

L
m
Hヲ

¥
J

Z
/〆
R
H
V
3
4

で
な
く
て
、

デ
ー
で
あ
る
ο

し
か
し
私
の
応
答
は

初

、ー

の
や

そ
の
応
答
で
は
、
関

rk

、0

4
J
f
h
v
 

-c.、

を
り
、
規
範
的
原
理
と
し
て

!
!
;
こ
れ
が
ハ
イ
ネ
マ
ン
の

ゆ
ゑ
に

の
効
能
書
き

ハ
イ
ネ
マ
ン

の
存
在
論
J

芝、

て
ゆ
か

の
は

ま
ち
が
っ
て
ゐ
る

ιと
、
話
議
し
て
ゐ
る
の
は
、
わ

れ
わ
れ
も
繋
成

る、

そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は

ハ
イ
デ
ガ

i
じ
関
し
て

上
に

ル
イ
ル
ケ
戸
コ

i
ル
の

に
の
み
許
さ
れ

の
考
へ

の
中
に
、

の
ま
ま
と
り
い
れ
て
ゐ
る

ハ
イ
デ
ガ
!
の

指
摘
し

し
か
し
、

の

ま
で
は
よ
い
と
し
、

ハ
ィ
‘
一
小
マ
ン
が
、
デ
カ
ル
ト
曇
定
式
を
一
わ

戸
山
、
ゆ
ゑ
に
、
わ

と
改
め
て
、



れ
を
、
哲
学
の
第
一
原
理
と
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
全
く
賛
成
で
き
な
い
ひ
彼
に
よ
る
と
、
「
応
答
」
は
、
水
晶
や
金
属
か
ら
電
磁
現
象
に

い
た
る
ま
で
の
、
森
羅
寓
象
の
す
べ
て
に
、
適
応
で
き
る
概
念
な
の
だ
が
、

あ
て
は
め
る
と
、
「
水
晶
は
応
答
す
る
、
ゆ
ゑ
に
水
晶
は
存
在
す
る
」
「
電
磁
波
は
応
答
す
る
、
ゆ
ゑ
に
電
磁
波
は
存
在
す
る
」
:
:
:
と
な

り
、
森
羅
寓
象
が
立
ち
ど
こ
ろ
に
、
存
在
根
拠
を
も
つ
こ
と
に
.
、
な
っ
て
し
ま
ふ
。
さ
う
な
れ
ば
、

さ
う
な
る
と
、
こ
の
定
式
を
、
そ
れ
ら
の
応
答
す
る
も
の
に
、

お
よ
そ

こ
の
世
の
中
で
、
応
答
し
な

い
事
物
を
探
し
出
す
こ
と
が
、
困
難
で
あ
ら
う
。
死
者
と
い
へ
ど
も

そ
の
死
体
は
、
死
し
た
瞬
間
か
ら
「
生
気
を
失
ふ
変
化
」
と
い
ふ

仕
方
で
、
応
答
し
つ
つ
あ
り
、

「
死
者
は
応
答
す
る
、
ゆ
ゑ
に
、
死
者
は
存
在
す
る
」
こ
と
に
も
な
ら
う
。
応
答
し
な
い
存
在
と
い
ふ
も

の
が
、
も
し
見
つ
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
時
間
を
、

短
か
く
区
切
っ
て
観
察
し
て
ゐ
る
か
ら
、

に
す
ぎ
な
い
で
あ
っ
て
、
長
い
時
間

的
視
界
か
ら
見
れ
ば
、
万
物
こ
れ
み
な
、
応
答
し
な
い
も
の
は
な
い
。

ミ

ノ

¥

工

1
J工

ム
μ
J、
中
J
4
4
2
U
M

万
物
は
存
在
す
る

と
い
ふ
こ
と
に
な
り

と

も
簡
単
に
、
存
在
の
存
在
性
が
、
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
簡
単
す
ぎ
て
、
哲
学
的
思
考
は
、

不
必
要
に
な
っ
て
し
ま
ふ
。

一281-

こ
の
考
へ
方
は

も
の
L

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

な
ほ
ま
た

「
応
答
し
と
い
ふ
も
の
を
、
漠
然
と
取
り
す
ぎ
て
ゐ
る
。
応
答
が
答
で
あ
る
限
り
、

応
答
に
は
「
問
ふ

「
応
答
」
の
代
り
に
「
反
応
」
と
い
ひ
直
し
て
も

「
刺
戟
す
る
も
の
一
が
前
提
さ
れ
て
ゐ
る
。
単
に
或

る
動
作
な
り
運
動
な
り
が
、
現
は
れ
た
、

と
い
ふ
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
直
ち
に
、

「
応
答
」
と
か
「
反
応
」
と
か
い
は
れ
る
も
の
に
は
、

な
ら
ぬ
。
感
官
的
反
応
に
は
、

必
ら
ず
、
刺
戟
の
存
在
が
想
定
さ
れ
、

電
磁
波
の
変
動
は

そ
れ
を
惹
起
す
る
他
の
変
動
の
結
果
だ

と

受
取
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
、
応
答
な
り
反
応
な
り
と
、
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
科
学
の
考
へ
方
は
、

細
か
い
点
は

い
ろ
い
ろ
の
形
に
、
変
へ
ら
れ
る
に
し
て
も
、

応
答
や
反
応
は
、

い
つ
も
そ
れ
だ
け
で
孤
立
し
て
考
へ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
概
念
で
あ

る
。
従
っ
て
、

「
私
は
応
答
す
る
」
と
い
ふ
と
き
、
そ
の
私
の
存
在
に
先
だ
っ
て
、
何
も
の
か
、
こ
の
応
答
を
起
す
も
の
が
、
す
で
に
存

こ
れ
か
ら
証
明
し
よ
う
と
す
る
、
私
の
存
在
の
前
に
、
証
明
も
経
な
い
、
何
か
の
存

在
す
る
こ
と
、
が
、
前
提
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



存
在
と
行
動

在
が
、
す
で
に
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、

「
私
は
応
答
す
る
ゆ
ゑ
に
:
:
:
」
な
ど
と
い
ふ
定
式
は
、
意
味
の
な
い
も
の
と
な
る
。

わ
れ
わ
れ

の

定

式

そ
れ
か
と
い
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
定
式
で
あ
る
、
「
わ
れ
思
ふ
、

ゆ
ゑ
に
、
わ
れ
あ
り
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
帰
る
わ
け
に
は

ゆ
か
な
い
。
こ
の
定
式
の

支
持
で
き
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、

」
こ
に
く
わ
し
く
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
デ
カ
ル
ト
と
同

時
代
の
、
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
が
述
べ
た
と
い
ふ
、
急
所
を
つ
い
た
一
句
を
、
記
し
て
お
け
ば
足
り
る
。

ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
定
式

で
わ
れ
の
存
在
が
証
明
で
き
る
の
な
ら
、
「
わ
れ
散
歩
す
、
ゆ
ゑ
に
、
わ
れ
あ
り
し
と
し
て
も
、
同
じ
こ
と
で
は
な
い
か
、

と
指
摘
し
た
。

こ
れ
は
ま
こ
と
に
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。
本
当
は
、
デ
カ
ル
ト
公
式
の
「
思
ふ
」

あ
り
」
が
引
き
出
せ
る
。
「
散
歩
す
る
」
「
応
答
す
る
」
「
否
定
す
る
」
「
悲
し
む
」

の
代
り
に
大
抵
の
動
詞
を
あ
て
は
め
て
も
、

「
わ
れ

「
満
足
す
る
」
等
は
、

み
な
「
ゆ
ゑ
に
わ
れ
あ
り
」
を

引
き
出
す
の
に
、
役
に
立
つ
。
た
だ
「
眠
る
」

「
死
す
る
」
な
ど
、
少
数
の
動
詞
の
み
が
、
「
わ
れ
あ
り
」

を
引
き
出
す
こ
と
が
、

で

き

な
い
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
「
散
歩
す
る
」
や
「
応
答
す
る
」
か
ら
は
、
「
わ
れ
あ
り
」
は
引
き
出
し
得
て
も
、

「
思
ふ
」
を
使
ふ
と
き
ほ

-282-

ど
、
す
っ
き
り
と
し
た
論
に
な
ら
な
い
、

と
い
ふ
こ
と
が
、
あ
り
得
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
、
デ
カ
ル
ト
を
榔
撤
す
る
つ
も
り
で
、
述
べ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
さ
う
で
は
な
く
て
、
実
は
こ
の
、
大
抵
の
動
作
な
ら
、

「
わ
れ
あ
り
」
を
引
き
出
し
得
る
、
と
い
ふ
事
実
の
う
ち
こ
そ
、
求
め
る
存
在
へ
の
鍵
が
か
く
さ
れ
て
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
、

見
抜
い

た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
定
式
は

そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

か
や
う
に
役
立
つ
動
詞
か
ら
、

そ
の
動
詞
の
特
殊
性
を
一
切
ぬ
い
た
「
す
る
」
と
い

ふ
動
詞
を
用
ゐ
て
、

か
う
い
う
風
に
書
か
れ
る
で
あ
ら
う
|
|
l

「
す
る
ゆ
ゑ
に
あ
る
し
。
も
し
く
は
っ
行
動
す
あ
ゆ
ゑ
に
存
在
す
る
。
」

こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
定
式
に
あ
っ
た
、
第
一
人
称
的
表
現
か
ら
、

一
わ
れ
」
の
人
称
を
取
り
除
い
て

無
人
称
で
、
v 

'-

の
定
式
を
示
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、

一l

ゆ
ゑ
に
」

と
い
ふ
宝
田
は

本
当
は
取
り
除
き
た
い
の
だ

と
い
ふ
こ
と
を
も
っ
け
加
へ
た
い
。
そ



の
つ
も
り
で
、

こ
の
三
字
を
小
さ
く
書
き
記
し
て
、
他
の
語
と
同
列
で
な
い
、
こ
と
を
あ
ら
は
し
た
。
そ
れ
と
い
ふ
の
は
、

こ
と
の
う
ち
に
、
存
在
す
る
こ
と
が
苧
ら
ま
れ
る
」
と
で
も
い
ひ
た
い
地
の
文
の
中
に
、
そ
の
推
論
過
程
に
お
い
て
用
ゐ
ら
れ
た
、

「
行
動
す
る

一寸

ゆ

ゑ
に
」
が
、
混
入
し
て
き
た
の
が
、

こ
の
文
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
わ
た
く
し
の
立
場
の
特
異
性
を
、

デ
カ
ル
ト
定
式
で
示
さ

う
と
す
る
企
て
の
あ
ま
り
、
事
象
に
つ
い
て
の
立
言
の
中
へ
、
推
理
過
程
の
中
の
要
素
を
、
混
入
さ
せ
た
点
で
、
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
こ
と
を

さ
ら
に
不
定
法
で
も
な
い
や
う
な
表
現
を
、

そ
の
や
う
な
表
は
し
方
は
、
日
本
語
や
シ
ナ
語
の
や
う
に
、
主
格
な
し
に
事
が
ら
の
表
現
で
き
る
、
国
語
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
注
文
通
り

に
ゆ
か
な
い
。
こ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
に
は
、
到
底
う
ま
く
訳
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
す
る
」
の
動
詞
は
人
称
の
表
現
を
除
い
た
上
で
、

欲
す
る
の
だ
が

こ
こ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
論
に
お
い
て
、
何
が
優
先
す
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
が
、

ら
λ
ノ。

一
ぺ
ん
に
、
あ
ら
は
に
な
っ
た
で
あ

「
悟
性
」
や
「
観
念
」
や
、
「
知
覚
」
や
、
ま
た
は
「
実
存
」
に
代
っ
て
、
「
行
為
す
る
」
「
行
動
す
る
」
を
こ
そ
、

と
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
う
考
へ
て
、
こ
の
定
式
を
ふ
り
か
ざ
す
の
で
あ
る
ο

存
在
へ
の
通
路
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「
行
動
す
る
」
「
行
為
す
る
」

が
一
切
の
根
底
で
あ
る
と

わ
れ
わ
れ
が
言
は
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
が

今
や
見
て
と
れ
る
で
あ

ら
う
。「

行
為
す
る
」
「
行
動
す
る
」
に
、
人
間
存
在
の
基
本
的
な
在
り
方
を
、
見
出
さ
う
と
す
る
企
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で

は
な
い
。
観
照
す
る
人
間
の
代
り
に
、
行
為
す
る
人
聞
を
、
体
系
中
に
招
致
す
る
こ
と
は
、
現
代
哲
学
に
お
い
て
は
、

す
で
に
あ
ち
こ
ち

に
、
行
な
は
れ
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
、

。
フ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
に
お
い
て
、

そ
の
典
型
的
な
も
の
を
見
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ

れ
は

こ
の
や
う
な
定
式
化
を
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
新
機
軸
な
ど
と
は
、
毛
頭
思
は
な
い
。
し
か
し
、
行
動
が
、

の
存
在
に
と
っ
て
、
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
、
細
部
の
主
張
に
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
は
、

い
か
に
し
て
、
人
間

既
存
の
、
ど
の
哲
学
の
体
系
の
そ

北
大
文
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事、れ
物、と
の、も

、桑
にな
とる
イコ ミ-

-r 

も

間
も
な
く
、
わ
か
っ
て
も
ら
へ
る
で
あ
ふ
う
、
そ
れ
か
ら
更
に
、

、

、

、

号

、

、

、

こ

と

の

に

あ

る

と

、

大

腕

わ
れ
わ
れ
が
、

の
み
な
ら
ず
、

そ
の

主
張
す
る
と
き
、
越
の
留
学
の
何
れ
と
も
、

な
へ
、
た
た
り
が
あ
る
の

見
て
と
っ
て
も
ら
へ
る
で
あ
ら
う
。

そ
の
こ
と
を
、

に
以
下
の
、
わ
れ

。〉

の
展
開
掲
の

う
ち
に
、

っ
て
く
だ
さ
る
で
あ
ろ
う
。

も事
の、さ

、き
、tこ
わ

、fこ
、く

?こ、し
?ヱ，

角
形

四
角
形
の
や

つ
な
形
を

形も
と、
し、
ても

?
と
い
ふ
、
ご

」
と
に
お
い
て
さ
へ
、

、
、
、

行
動
的
な

γ
と
」
宏
、
期
的
か
に

」
れ
か

わ
た
く
し

v

」、
3
、
ず
、
キ
J
h

、

、t
ふ
イ

L
守

Bt

の

た
る
こ
と
に
お
い
て
も
、

そ
れ
か
ら
ま
た
、
存
在
者
の

に
お
い
て
も
、
製
滋
的
な
も
の
を
、

の
に
求

め

な
ら
ぬ
こ
と
を
、

に
明
か
に
し
よ

つ
は
じ
め
に
P

ゴ
ス
あ
り
き
」
で
な
く
て
、

「
は
じ
め
に
行
動
あ
り

き
い
を
、
旗
乙
る
し

で
あ
ら
う
。
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意
識
と

行

動

っ
て
起
さ
れ
る
と
、

て
ゐ
る
。

模
範
的
な
も
の
は
、

あ
ら
は
れ
て
、

吋
占
め
れ
か
こ
れ て

ー「

音

の=炉、
信号、 しこ

争、の

経

そ
の
意
志
の
古

の
t主

ペコ
以
r 

の
表
面
に

意
識
の

に
浮
び
出
る
場
合
で
あ
る
。

、物ω

の

形
の
も
の
は

の
お
好
み
の
も
の
で
あ
る
。

と
こ

こ
の
や
う
に
、

の

、
同
吹
っ
て
ゆ
く
場
合
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば

稀
で
あ
る
。

立〉

た
っ
た
一
つ
で
、

の
余
地
も
な
く
、

ど
衝
動
的
に
、
動
作
が
認
拾
さ
れ
る
。

か
こ
れ
か
2

一
の

手
の
か
か
っ

り
の
こ
と
を
、

性
を
追
放
し

て
街、ゐ
動、る
的、と
反、-
身、;、
的、

積
動
的
に
な
り
、

ひ
を

見
せ
ず
に
、
動
作
に

は
、
「
あ
れ
か
こ
れ

や
う
に
な
っ
て



し
ま
っ
た
、
行
為
過
程
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
日
常
は
、
朝
起
き
る
か
ら
寝
る
ま
で
、

こ
の
程
度
に
な
れ
ば
、
行
為
は
意
識
の
層
を
経
由
し
な
い
で
、
行
な
は
れ
る
の
で
、
自
分
が
、

」
の
種
の
、
反
射
化
し
た
行
為
の
連
続
で
あ
る
。

何
の
動
機
で
、

そ
の
行
為
を
、

い
ま
な

し
つ
つ
あ
る
か
を
、

そ
の
行
な
っ
て
ゐ
る
本
人
が
、
説
き
あ
か
せ
ぬ
こ
と
が
多
い
。
意
識
は
、
行
為
の
誘
因
と
、
行
為
そ
の
も
の
と
の
、

両
者
の
連
結
の
埼
外
に
放
り
出
さ
れ
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
、
意
識
が
傍
観
者
の
地
位
に
立
つ
こ
と
が
起
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行
為
を
行
な

っ
て
ゐ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
さ
へ
も
、
時
と
し
て
消
え
去
っ
て
し
ま
ふ
こ
と
が
あ
る
。
つ
い
手
が
出
て
ゐ
て
、
手
を
出
し
て
ゐ
る
こ

行
為
は
意
識
の
不
在
の
ま
ま
行
な
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。

思
ふ
に
ま
か
せ

と
さ
へ
、
気
付
か
ず
に
ゐ
た
、

と
い
ふ
や
う
な
場
合
が
、
こ
れ
で
あ
り
、

は
じ
め
、
行
為
が
意
識
に
最
も
依
存
し
て
ゐ
た
、
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
時
期
に
は
、

行
為
は
、
ぎ
こ
ち
な
く
、

の
ろ
く
、

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
意
識
不
在
に
近
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

行
為
は
活
躍
に
な
り
、

ま
ろ
や
か
に
行
な
へ
る
や
う
に
な
り
、
行

一285

為
と
し
て
は
、
完
成
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
意
識
は
、
行
為
の
原
動
力
で
な
く
て
、
行
為
の
、
単
な
る
随
伴
現
象
か
も
知
れ
な
い
、

と
の
疑
ひ
を
起
さ
せ
る
。
こ

思
ひ
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
彼
は
常
識
と
反
対
に
、

ら
泣
く
の
で
は
な
い
。
泣
く
か
ら
悲
し
い
の
だ
。
腹
が
立
つ
か
ら
打
つ
の
で
は
な
く
、
打
つ
か
ら
腹
が
立
つ
の
だ
L

と
い
っ
て
ゐ
る
。

の
事
に
関
し
て
、
有
名
な
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
H

ジ
ェ

l
ム
ス
の
言
を
、

「
悲
し
い
ド
かラe

c--

の
言
葉
は
、
含
蓄
が
多
い
も
の
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
響
く
の
で
あ
る
。

た
と
へ
ば
、
耳
も
と
で
、
突
如
ピ
ス
ト
ル
な
ど
を
発
射
さ
れ
た
と
き
は
、
あ
ッ
と
身
構
へ
る
反
射
が
先
で
、
「
お
ど
ろ
き
」
の
意
識
は
、
そ

れ
よ
り
あ
と
で
あ
る
こ
と
が
、
実
験
記
録
で
、
わ
か
っ
て
ゐ
る
。
少
く
と
も
「
お
ど
ろ
き
」
に
関
す
る
限
り
、
「
お
ど
ろ
く
し
か
ら
身
、
が
す

く
む
の
で
は
な
く
、
身
が
す
く
む
か
ら
お
ど
ろ
く
、

と
い
へ
さ
う
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
身
体
内
部
に
は
、
呼
吸
・
脈
持
・
血
行
お
よ
び

諸
種
の
生
理
的
変
化
が
、
ひ
ろ
く
全
身
に
わ
た
っ
て
起
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
異
常
状
態
が
、
体
感
と
し
て
、
感
じ
ら
れ
な
い
は
ず
は
な
い
。

北
大
文
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存
在
と
行
動

そ
こ
で
そ
の
体
感
(
有
機
感
覚
)
こ
そ
「
お
ど
ろ
き
し
の
意
識
な
の
だ
、

と
い
ふ
の
が
、

ジ
ェ

l
ム
ス
の
い
は
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
れ
る
こ
と
ま
で
わ
か
っ
た
。

血
行
そ
の
他
を
調

血
中
に
反
射
的
に
、
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
が
、
内
分
泌

ア
ド
レ
ナ
リ
ン
は
、
止
血
作
用
が
あ
る
物
質
で
あ
る

Q

か
く
し
て
、
恐
怖
や
憤
怒
な
ど
の
起
る
べ
き
事
態

に
お
い
て
は
、
出
血
の
危
険
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
に
そ
な
へ
る
、
合
目
的
な
反
射
が
、
予
備
的
に
早
く
も
、
身
体
内
部
に
お
い
て
、

進
行
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
血
中
の
糖
分
増
加
や
、
筋
肉
の
収
縮
力
増
加
・
血
の
全
身
配
分
の
変
化
等
、
い
づ
れ
も
、
危
険
に

ベ
た
、

副
腎
か
ら
、

そ
の
後
、

こ
の
種
の
身
体
内
部
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
知
見
が
、

キ
ャ
ノ
ン
の
有
名
な
研
究
で
は
、
猫
が
犬
に
ほ
え
ら
れ
る
と
き
、

多
く
得
ら
れ
た
。
猫
の
生
体
に
つ
い
て
、

応
ず
る
措
置
に
便
す
る
や
う
に
、
反
射
的
に
、
準
備
さ
れ
る
の
で
あ
る
が

そ
の
や
う
な
生
理
的
な
準
備
ま
で
を
、
意
志
が
命
令
し
て
、

万
端
ぬ
か
り
な
く
手
配
し
て
、
な
さ
し
め
得
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
い
。
行
為
は
、

」
の
や
う
に
、
意
志
の
命
令
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
、

到
底
理
解
で
き
な
い
、
深
い
層
に
ま
で
ま
た
が
っ
た
、
組
織
を
背
景
と
し
て
、
あ
ら
は
れ
る
。
こ
の
事
例
で
わ
か
る
や
う
に
、
少
く
と
も
、

こ
の
種
の
行
為
に
お
い
て
、
意
識
は
、
た
だ
行
動
の
傍
観
者
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
決
し
て
、
行
動
を
先
導
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し

て
さ
ら
に
意
識
は
、
時
と
し
て
行
為
の
場
か
ら
、
不
在
と
な
る
こ
と
さ
へ
あ
る
の
は
、
上
に
見
た
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
一
日
は
、
こ
の
や
う
な
、
意
識
不
在
の
行
為
で
満
た
さ
れ
て
ゐ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
歩
行
の
場
合
な
ど
、
お
の
れ
の
脚

の
動
き
を
、
そ
の
一
歩
ご
と
に
、
意
識
に
上
せ
て
歩
く
ひ
と
が
、
あ
る
だ
ら
う
か
。
意
識
が
不
在
に
な
っ
た
と
き
に
、
か
へ
っ
て
、
行
動

い
か
に
、
行
動
が
、
意
識
に
依
存
し
な
い
か
を
、
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が
最
も
円
滑
に
ゆ
く
事
実
は
、

示
す
も
の
と
し
て
、
注
目
し
て
よ
か
ら
う
。

意
識
は
、

か
つ
て
は
観
念
哲
学
の
寵
児
で
あ
り
、
世
界
の
創
造
者
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
次
第
に
転
落
の
運
命
を

負
ひ
、
今
や
、
行
為
の
単
な
る
随
伴
者
の
地
位
に
、
堕
ち
た
。
わ
れ
わ
れ
の
存
在
論
に
お
け
る
、

「
行
為
」
と
い
ひ
「
行
動
」
と
い
ふ
も

の
も
、
意
識
や
意
志
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
全
く
な
い
こ
と
を
、
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。



そ
の
行
為
を
、
何
び
と
か
に
属
す
る
行
為
、
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
行
為
が
個
体
を
規
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
個
体
が

行
為
を
規
定
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、
ゆ
く
ゆ
く
わ
れ
わ
れ
は
明
か
に
す
る
で
あ
ら
う
。
さ
し
あ
た
り
、
行
為
は
、
個
人
に
さ

き
が
け
て
あ
る
も
の
、
と
解
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

同
時
に
ま
た
、

世

界

と

道

具

環
壌
と

身

体

ハ
イ
デ
ガ
l
は
人
聞
の
存
在
構
造
を
「
位
界
内
存
在
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
「
世
界
」
と
は
、

事
実
的
現
存
在
が
、

そ
れ
と

し
て
、

そ
の
中
に
生
活
し
て
ゐ
る
場
所
(
君
。

E
丘
E
D
)
、
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
、
或
ひ
は
、
人
間
存
在
の
、

「
存
在
の
状

で
あ
る
。
人
間
で
あ
る
現
存
在
が
、
「
世
界
の
中
に
あ
る
」
と
か
、
「
位
界
内
存
在
」
と
か
い
は
れ
る
、

意
味
で
は
な
く
て
、
「
も
と
に
あ
る
」
「
交
渉
が
あ
る
」
と
い
ふ
や
う
な
、
機
能
的
意
味
で
あ
る
。
存
在
物
は
、

態
Lー

そ
の
「
中
に
」
は
、
空
間
的

現
存
在
が
出
会
ひ
交
渉
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
存
在
す
る
も
の
と
な
る
。
か
や
う
に
し
て
、
現
存
在
の
前
に
、
環
境
世
界
(
己
自
宅
巾
-
C
が
、
手
近
か
な
も
の

と
し
て
、
現
は
れ
る
。
こ
の
伎
界
で
現
存
在
が
出
会
ふ
存
在
者
は
、
日
常
的
に
は
、
「
物
」
で
は
な
し
に
、
「
道
具
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
役

立
つ
も
の
、
何
か
の
た
め
に
す
る
も
の
と
い
ふ
、
手
も
と
的
な
性
格
を
、
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
在
の
方
は
、
お
の
れ
は
一
つ
の
存
在

者
で
あ
り
な
が
ら
、
み
づ
か
ら
は
道
具
た
る
こ
と
は
な
く
、
自
分
以
外
の
存
在
者
を
、
す
べ
て
自
分
の
た
め
に
道
具
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
道
具
性
に
向
け
る
用
在
視
を
や
め
、
用
の
面
を
見
な
い
や
う
に
物
を
見
る
と
き
は
、
存
在
す
る
も
の
は
、
た
だ
眼
の
前
に

あ
る
と
い
ふ
だ
け
の
自
然
的
事
物
に
見
え
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
用
在
者
変
じ
て
、
物
在
者
と
な
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
世
界
」
「
用
在
者
」
「
物
在
者
」
を
め
ぐ
る
、
ハ
イ
デ
ガ
l
の
考
へ
は
、
彼
の
体
系
の
中
で
は
、
比
較
的
無
難
の
部
類
で
あ
る
が
、

し
か
し
不
徹
底
で
も
あ
り
、
観
察
粗
略
で
も
あ
る
。

北
大
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存
在
と
行
動

「
世
界
内
存
在
」
的
な
考
へ
は
、
も
っ
と
含
蓄
の
多
い
形
で
、
伎
に
先
だ
っ
て
、

生
物
学
者
の
ユ
キ
ュ
ス
キ
ュ
ル

H
・
4
。ロ

d
z
w巴
-

が
提
出
し
て
ゐ
る
。
彼
は
還
界
(
巴
B
町
丘
町
)

と
区
別
し
て
、

E
d
g毛
色
f
u

の
語
を
導
入
し
て
、
同
じ
還
界
に
住
む
生
物
に
、

そ
れ
ぞ
れ

異
な
る

d
B者
凸
ピ
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
た
。

(
こ
の

C
E唱
。
F

は、

ハ
イ
デ
ガ

l

の
「
世
界
」
に
似
た
、
機
能
的
意
味
で
の
環
境
で
あ
る
)
。

た

い
ま
と
ま
っ
て
ゐ
る
樹
が
、
イ
テ
フ
の
樹
で
あ
る
か
ク
リ
の
樹
で
あ
る
か
は
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、

リ
ノ
キ
の
ケ
ム
シ
に
と
っ
て
は
、
大
ち
が
ひ
で
あ
り
、
一
方
は
、
お
い
し
い
食
物
そ
の
も
の
で
あ
る
用
在
者
な
の
だ
し
、
他
方
は
、
何
の

意
味
も
な
い
、
無
縁
の
、
眼
の
前
的
存
在
た
る
物
在
者
な
の
で
あ
る
。
か
く
動
物
の
異
な
る
に
応
じ
て
、
存
在
す
る
も
の
の
姿
も
、
根
本

的
に
異
っ
て
見
え
、
従
っ
て
、
世
界
の
様
相
は
、
動
物
ご
と
に
、
全
く
異
っ
た
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
動
物
ご

と
の
世
界
を
想
像
し
て
、
絵
に
示
し
て
ゐ
る
。

と
へ
ば
小
鳥
に
と
っ
て
は

ク

と
こ
ろ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
人
間
で
あ
る
現
存
在
は
、

決
し
て
道
具
と
な
る
こ
と
は
な
い
存
在
者
だ
、

と
い
っ
て
ゐ
る
が
、
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」
れ
は
誤

っ
て
ゐ
る
。
人
聞
の
身
体
は
、

あ
ま
ね
く
道
具
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
私
は
脚
を
使
っ
て
、
歩
く
の
で
あ
り
、
脚
は
、
歩
く
道
巨
大
で
あ
る
、

私
は
手
を
使
っ
て
、
書
く
の
で
あ
り
、
手
は
、
書
く
道
具
と
な
る
。
手
に
持
っ
た
ベ
ン
は
、

手
の
道
具
の
補
助
道
具
で
あ
っ
て
、
ベ
ン
だ

け
が
道
具
で
は
な
い
。
道
具
が
最
も
よ
く
道
具
た
る
と
き
は
、
人
間
の
体
と
、

他
の
道
具
へ
従
属
す
る
こ
と
広
よ
っ
て
の
み
在
る
、

つ
な
が
り
が
つ
い
た
と
き
で
あ
っ
て

の
で
な
くハ
、イ

人デ
間 ガ
の i
身、の
体、言

ふ
の
と
は
反
対
に
、
道
具
は
、
そ
の
道
具
性
に
応
じ
て
、

道
具
へ
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
在
る
、

と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
人
間
存
在
こ
そ
、
道
具
の
基
本
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
l

は
、
そ
の
全
体
系
を
通
じ
て
、
人
聞
を
、
身
体
を
有
す
る
存
在
者
と
し
て
、
真
剣
に
受
け
と
っ
て
み
た
こ
と
も
な
い
し
、

身
体
と
い
ふ
も
の
の
、
存
在
論
的
地
位
に
つ
い
て
、
考
察
を
め
ぐ
ら
し
た
こ
と
も
、
殆
ん
ど
な
い
。
「
存
在
と
時
間
」
に
お
い
て
、
身
体



に
つ
い
て
書
か
れ
た
分
量
は
、
十
行
に
も
達
し
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
!
の
現
存
在
は
、
身
体
不
在
の
存
在
者
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
存
在
に
お
け
る
身
体
の
問
題
は
、
軽
視
し
て
よ
い
こ
と
で
は
な
い
。
人
聞
に
と
っ
て
、
身
体
と
は
、

そ
れ
は
ま
だ
、
納
得
が
ゆ
く
説
明
が
、
誰
か
ら
も
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

一
体
何
な
の
か

ハ
イ
デ
ガ
ー
も
そ
れ
を
、
真
剣
に
考
へ
て
み
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

身
体
が
道
具
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
、

そ
れ
は
道
具
な
の
か
。
字
を
書
く
手
が
、
道
具
と
な
っ
て
ゐ
る
な
ら
ば
、

そ
の
手
を
動

か
す
に
関
係
の
あ
る
、
筋
肉
や

血
行
や
、
神
経
や
、

そ
の
他
、

広
範
囲
の
生
理
過
程
も
、
道
具
た
る
性
格
を
、
分
有
さ
せ
ら
れ
る
わ
け

で
あ
ら
う
。
大
脳
も
、
そ
の
と
き
、
道
具
と
な
っ
て
ゐ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
身
体
全
体
が
、
道
具
と
な
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

し
か
し
、
道
具
で
あ
る
の
は
、
身
体
だ
け
だ
ら
う
か
。
実
は
、
文
字
も
、
道
具
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
書
か
れ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、

で
百、は
葉、な
はく
ど
う
だ
ら
う。

書
か
れ
つ
つ
あ
る
う
ち
に

す
で
に
道
具
な
の
で
は
な
い
か
。

い
な
書
か
れ
な
い
う
ち
に
も
、

道
具
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
文
字
と
全
く
同
じ
く

」
れ
ま
た
道
具
で
は
な
い
か
。

た
し
か
に

一
口
葉
は
文
字
と
と
も
に
、

道
具
と
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い
は
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
も
し
さ
う
な
ら

一
ロ
葉
の
ど
こ
が

道
具
な
の
か
。

そ
の
音
響
的
側
面
か

そ
の
意
味
の
側
面
か

Q

言
葉
が
道
具
で
あ
る
の
な
ら
、

思
考
は
、

ど
う
な
の
か
。
言
葉
と
思
考
と
は

殆
ん
ど
一
体
に
近
い

存
在
で
あ
る
。

道
具
で
あ
る
と

ど
こ
に
劃
さ
れ
る
か
。
か
く
し
て
、
絶
対
に
道
具
で
な
い
と
こ
ろ
の
領
域
は
、

れ
る
か
。
道
具
と
な
り
得
な
い
存
在
者
と
い
へ
ば
、
思
考
を
抜
き
去
っ
た
あ
と
の
現
存
在
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
か
。
人
間
は
、

ガ
ー
の
い
ふ
ご
と
く
、
道
具
と
な
り
得
な
い
存
在
な
の
で
は
な
く
て
、
実
は
、
み
づ
か
ら
を
道
具
と
な
し
得
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

く
、
み
づ
か
ら
を
道
具
と
な
し
得
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
、
人
聞
が
物
と
異
な
る
一
面
が
あ
る
、

な
い
と
の
境
目
が

一
口
葉
と
思
考
と
の
、

ど
こ
に
求
め
ら

ハ
イ
ム
アカミ

と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
つ
の
自
己
領
域
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存
在
と
行
動

疎 自
外己

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、

ひ
と
と
び
に
飛
ん
で
、
趣
き
を
か
へ
て

演
劇
で
初
舞
台
を
踏
む
と
き
の
、
未
熟
な
俳
優
の
体
験
を
、
引

き
合
ひ
に
出
さ
う
。
あ
と
で
わ
か
る
ご
と
く

」
れ
は

自
己
領
域
の
問
題
を
、

し
ら
べ
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
、
恐
ら
く
、

初
舞
台
の
俳
優
の
体
験
は
、
次
の
や
う
な
も
の
で
あ
ら
う
。
ー
ー

幕
の
う
し
ろ
に
出
番
を
ま
つ
私
の
、
自
己
の
内
部
は
「
実
存
的
な
も
の
」
で
、

一
ぱ
い
で
あ
っ
た
。
私
は
、
自
分
自
身
を
、
意
識
の
中

心
に
お
い
て
を
り
、

い
は
ば
「
自
分
自
分
に
関
は
る
関
係
」
を
も
っ
て
、

私
の
心
は
、
満
た
さ
れ
て
ゐ
た
。
不
安
な
も
の
や
、
時
と
し
て

は
、
絶
望
に
近
い
も
の
や
、
挫
折
感
さ
へ
も
、
早
く
も
経
験
さ
れ
た
。
一
言
に
し
て
い
へ
ば
、

実
存
的
自
己
が
、
私
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
c

や
が
て
舞
台
の
上
に
出
た
が
、
私
は
ま
だ
「
役
割
り
」
の
中
に
、

少
し
も
と
け
込
め
な
い
。
私
の
一
挙
一
動
は
、
全
く
白
々
し
い
。
私

の
自
己
は
、

そ
の
私
の
一
挙
一
動
か
ら
、
全
く
分
裂
し
て
、
そ
の
聞
に
で
き
た
「
空
疎
」
が
、
実
存
的
自
己
と
、

私
の
白
々
し
い
挙
動
と
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を
、
一
層
距
離
あ
る
も
の
に
し
、

た
。
と
こ
ろ
が
、
観
客
は
と
い
ふ
に 不

調
和
な
も
の
に
し
た
。
こ
の
空
疎
は
、
私
に
恥
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
、
自
己
厭
悪
に
さ
へ
も
、
導
び
い

こ
の
私
の
中
心
に
あ
る
「
実
存
的
私
」
の
存
在
を
、
全
く
無
視
し
去
っ
て
、

「
虚
構
の
私
」
の
、

白
々
し
い
一
挙
一
動
の
方
に
、
注
視
の
眼
を
、
集
中
さ
せ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か

Q

そ
れ
が
、
私
の
由
々
し
い
感
じ
を
、

し
か
し
、
時
の
進
行
と
と
も
に
、
「
本
来
的
私
」
と
一
虚
構
の
私
」
と
の
間
に
あ
っ
た
、

一
層
助
長
し
た
。

と
と
も
に
、
私
の
一
本
来
的
自
己
」
は
、

無
限
の
距
た
り
は
、
次
第
に
縮
ま
り
、
そ
れ

だ
ん
だ
ん
と
、
影
を
薄
く
し
て
き
た
。
「
本
来
的
私
」
は
、
「
虚
構
の
私
」
の
中
に
、

つ
ひ
に
姿

を
没
す
る
や
う
に
な
っ
て
き
た
。
も
は
や
「
実
存
的
私
し
は
、

ど
こ
に
も
な
く
な
っ
た
。
舞
台
の
上
に
、

の
さ
ば
っ
て
ゐ
る
も
の
は
、

も

は
や
「
虚
構
の
私
」
の
み
で
あ
る
。

す
る
と
ど
う
だ
ら
う
、
あ
の
や
る
方
な
き
空
疎
感
や
、
白
々
し
さ
が
、
ふ
き
消
さ
れ
る
や
う
に
、
な
く
な
っ
た
で
は
な
い
か
。

そ
れ
を
感
ず
る
「
本
来
的
私
」
が
、
ど
こ
に
も
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、



か
う
な
っ
た
と
き
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
舞
台
の
下
か
ら
、
観
客
の
拍
手
が
、

こ
れ
は
一
種
の
自
己
疎
外
で
あ
る
。

(
訂
)

わ
き
起
っ
た
の
で
あ
る
1
i
|
。

「
本
来
的
自
己
L

は
見
捨
て
ら
れ
、

ま
こ
と
に
許
し
が
た
き
、
自
己
疎
外
で
は
な
い
の
か
。
確
か
に
典
型
的
な
、
自
己
疎
外
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
自
己
に
関
は
る
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
「
本
来
的
自
己
」
と
見
る
、
狭
少
な
る
視
野
か
ら
判
断
し
た
結
果
だ
か
ら
、

で
は
な
い
の
か
。
「
役
割
り
し
の
中
で
発
揮
し
た
「
虚
構
の
自
己
」
も
、
や
は
り
自
己
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
こ
の
や
う
な
自
己
の
中
に

こ
そ
、
「
私
」
の
特
性
が
生
き
、
「
私
」
の
個
性
が
躍
動
し
、
そ
こ
に
本
当
の
「
私
」
が
、
他
の
も
の
を
も
っ
て
代
へ
が
た
い
存
在
と
し
て
、

自
己
に
関
は
る
存
在
で
は
全
く
な
い
が
、
自
己
に
関
わ
る

「
虚
構
の
自
己
」
に
よ
っ
て
追
ひ
落
さ
れ
る
。
実
存
主
義
の

立
場
か
ら
い
へ
ば
、

し
か
し
、

私
の
領
域
と
し
て
、
現
は
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
「
私
し
は
、
も
は
や
、

存
在
で
し
か
な
か
っ
た
と
き
の
「
私
し
よ
り
も
、
一
層
本
当
の
「
私
し
の
姿
で
あ
る
や
う
に
も
、
見
え
る
の
で
あ
る
。

ら
こ
の
「
私
」
に
超
え
出
る
こ
と
を
、
超
越
と
い
ふ
や
う
に
現
は
す
と
?
れ
ば
、

領
的
領
域
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
実
存
的
私
」
か

「
実
存
的
自
己
L

を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
、
自
己
の
本
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あ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
自
由
に
と
ら
は
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。

「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
選
択
が
、
自
由
に
属
す
る
や
う
な
、
「
本
来
的
自
己
」
に
住
す
る
問
は
、
選
択
の
自
由
だ
け
は
あ
る
が
、
自
由
が

し
か
し
本
領
的
領
域
に
入
る
と
き
は
、
一
挙
一
動
は
、
自
由
に
、
選
ん
で
よ
い

も
の
で
は
な
く
、
法
則
通
り
に
、

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
法
則
に
、

ぴ
た
り
と
あ
て
は
ま
っ
た
と
き
の
み
、

一
挙
一
動
は
、
思
ふ
効

果
を
あ
げ
得
る
も
の
と
な
る
。
達
人
の
芸
は
、
最
も
法
則
に
叶
っ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
境
地
に
お
い
て
、

そ
の
人
に
と
っ
て
は

そ

に
ひ
ろ
い
「
自
在
L

の
天
地
が
ひ
ら
か
れ
る
。

こ
の
本
領
的
自
己
の
領
域
に
立
っ
た
と
き
、
人
は
「
自
在
」
を
獲
得
す
る
。
自
己
に
か
か
づ
ら
ひ
、

「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
迷
ひ
の
境

に
さ
ま
よ
ふ
う
ち
は
、

「
自
由
」
は
あ
っ
て
も
「
自
在
」
は
な
い
。
本
領
的
領
域
に
お
い
て
は
、

こ
れ
に
反
し
て
、

「
自
在
」
が
あ
っ
て

北
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存
在
と
行
動

「
自
由
し
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
種
の
、
自
己
の
発
展
で
は
な
い
か
。

も
っ
て
、
人
間
存
在
を
論
じ
て
ゆ
く
の
は
、
視
野
狭
少
と
い
ふ
ほ
か
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
l
の
や
う
で
は
、
人
間
は
結
局
、
存
在
の
声
な

き
芦
を
き
く
た
め
に
、
彼
に
な
ら
っ
て
、
モ
ミ
の
樹
の
下
の
山
小
舎
に
で
も
引
き
こ
も
っ
て
、
、
ち
っ
と
し
て
ゐ
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、
今
の
例
で
見
て
き
た
や
う
な
、
最
初
に
あ
っ
た
、
手
近
な
自
己
が
捨
て
ら
れ
て
ゆ
く
経
過
は
、

」
の
や
う
な
自
己
の
発
展
を
見
な
い
で

「
実
存
的
自
己
」
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
み
を

行
動
の
一
般
的
特
性
に
、

つ
な
が
っ
て
ゐ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
次
に
見
届
け
よ
う
。

意
識
の
サ
ル
ト
ル
的
構
造

サ
ル
ト
ル

の
意
識
論

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
展
開
し
て
ゆ
く
道
程
に
入
る
前
に
、

も
う
一
つ
布
石
が
ほ
し
い
の
で
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
転
じ
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て
、
今
度
は
、

サ
ル
ト
ル
の
言
ひ
分
を
さ
き
に
き
い
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
意
識
の
立
場
か
ら
存
在
論
を
出
発
さ
せ
る
の
を
、
絶
対
的
に
拒
ん
で
ゐ
る
の
と
対
照
的
に
、

カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
の
立
場
を
離
れ
な
い
で
、
意
識
を
出
発
点
と
す
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
体
系
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
、
随
所
で
模
し
て
ゐ
る
の

サ
ル
ト
ル
は
、

な
ほ
デ

そ
れ
と
根
本
的
な
差
異
を
、

さ
て
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
は
、
物
と
普
通
に
呼
ば
れ
て
ゐ
る
存
在
は
、
「
即
自
存
在

Q
v
b円

5
2
8む
」
と
呼
ば
れ
、

人
聞
は
、
「
対
自
存
在
公
正
月
℃
。
己
由
。
C
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
即
自
存
在
は
、
存
在
事
物
と
し
て
、
そ
れ
自
体
で
存

在
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
誰
か
ら
も
創
造
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
た
だ
そ
の
も
の
と
し
て
、
在
る
だ
け
で
あ
り
、

に
も
拘
ら
ず
、

つ
く
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
、
す
で
に
人
に
よ
っ
て
、
説
か
れ
て
ゐ
る
。

」
れ
を
意
識
す
る

そ
し
て

そ
れ
は
、
そ
れ
と
し
て
充
足
し
て

不
透
明
で
確
因
あ
る
も
の
と
し
て
、

お
の
れ
が
さ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
性
を
、

み
づ
か
ら
に
具
へ



て
、
そ
こ
に
あ
る
。
か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
そ
れ
は

]
d
E
g
g同
(
み
づ
か
ら
に
お
け
る
存
在
〉
と
、
名
づ
け
ら
れ
る
に
、
値
す
る
の
で
あ
る
。
っ

非
条
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、
永
遠
に
よ
け
い
も
の
な

そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
説
明
づ
け
を
越
え
て
、

そ
こ
に
あ
り
、

そ
の
意
味
で
、

宇
品
行
ノ
、

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
事
物
的
存
在
た
る
即
自
存
在
の
、
す
が
た
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
意
識
す
る
側
、
即
ち
対
自
存
在
の
方
は
、
ど
う

か
。
意
識
が
意
識
と
な
る
た
め
に
は
、
「
何
も
の
か
の
意
識
」
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、

の
だ
が
、
志
向
さ
れ
る
相
手
は
、
す
な
は
ち
、
即
自
存
在
で
あ
る
。
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
即
自
に
対
す
る
対
自
の
志
向
関
係
は
、
対
自
が
、

即
自
を
、
自
分
で
は
な
い
も
の
、
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
を
、
合
ま
ね

j

ば
な
ら
ぬ
。
か
く
自
分
で
は
な
い
も
の
、
と
の
措
定
の
中
に
、
無

、

、

、

、

、

、

化
の
関
係
が
存
す
る
。
そ
し
て
対
白
は
、
即
自
を
志
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
白
で
な
い
も
の
と
し
て
、
己
れ
を
会
得
す
る
も
の
で
あ

ブ

ッ

サ

l
ル
以
来
の
現
象
学
で
の
、
常
識
な

り
、
換
言
す
れ
ば
「
対
白
と
は
、
そ
の
存
在
が
、
本
質
的
に
、
自
分
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、

で
あ
ら
ぬ
一
つ
の
し
か
た
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、

岡
崎
に
措
定
す
る
と
こ
ろ
の
、
或
る
存
在

そ
れ
に
と
っ
て
は
、

そ
の
存
在
に
お
い
て
、

そ
の
存
在
が
問
題
で
あ
る
や
う
な
、
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つ
の
存
在
」
で
あ
る
。

人
間
が
意
識
し
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
対
白
が
、
自
己
を
し
て

自
分
の
現
前
し
て
い
る
、
当
の
一
或
る
存
在
で
あ
ら
ぬ
や
う
に

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
存
在
で
あ
る
べ
き
限
り
に
お
い
て
、

対
自
の
存
在
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。
か
く
無
で
あ
り
、
純
粋
否
定

か
く
て

対
自
は
、

即
自
の対
否、白
定、存

存、と在
在、した
す、てる
る、し意
た、か識
め、、の
に 存
は夜
、 し

得
な
し、

O 

第
一
の
存
在
規
定
で
あ
る
。

で
あ
る
、

と
い
ふ
こ
と
が

即
自
の
な
い
対
自
は

あ
り
得
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、

即
白
は
あ
ら
は
れ
る
た
め

に
の
み

対
白
を
必
要
と
す
る
が
、

対
自
を
必
要
と
せ
ぬ
。

そ
の
占
山
に
つ
い
て

「
対
自
に
対
す
る

即
自
の
存

在
論
的
優
位
性
」
が
、
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、

「
対
自
は
、
即
自
を
あ
ら
は
し
め
る
、
根
源
的
な
無
で
あ
る
、

と
と
も

一
方
で
は
、
己
れ
に
優
先
し
て
存
在
す
る
即
自
の
な
か
に
、

は
じ
め
か
ら
、
投
げ
出
さ
れ
た
存
在
ー
一
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
対
自
は
、

北
大
文
学
部
紀
要



存
在
と
行
動

存
在
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
「
自
己
脱
出
」
で
あ
り

そ
の
意
味
で
、

一
お
の
れ
が
さ
う
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り

お
の
れ
が
さ
う

で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
い
存
在
(
正
門

B
A丘
町

三

2
門

HEu--R再
三
℃
山
田
四
円

S
E
ロ
ゲ
三
吉
田
口
問

ρ
己
戸

2
C
」
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
。
こ
の
見
解
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
批
判
は
、
以
下
に
次
第
に
示
さ
れ
よ
う
。

イ丁

動

の

4者

視
る
と

聴

く

さ
て
、
行
動
や
行
為
の
構
造
を
見
る
た
め
に
、

わ
れ
わ
れ
が
、

日
常
行
な
っ
て
ゐ
る
、
あ
り
ふ
れ
た
行
為
を
と
り
あ
げ
て
、
調

「
視
る
」
と
「
聴
く
し
の
行
為
を
、
代
表
的
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
視
る
」
の
行
為
に
お
い
て
は
、
視
ら
れ
る
対
象
に
、
視
線
を
投
げ
か
け
て
、
視
る
こ
と
自
体
を
空
虚
に
し
て
、
対
象
を
視
る
の
で
あ

べ
て
み
よ
う
。

を
澄
ま
せ
て
し
、
「
聴
く
」
こ
と
自
体
を
、

化
に
よ
っ
て
、
対
象
が
視
的
に
捕
捉
せ
ら
れ
、

こ
れ
が
「
視
る
」
「
聴
く
」
の
構
造
の
一
面
で
あ
る
。

「
聴
か
れ
な
い
」
も
の
に
、
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

、
、
、

「
聴
く
し
の
空
虚
化
に
よ
っ
て
、
ヰ
日
が
聴
的
に
顕
現
す
る
の
で
あ
る

Q

一
般
に
「
知
覚
す
る
」
「
意
識
す
る
」

カミ

く
ヲ
て7
A1.-
-ぞ
れ

「
視
る
L

Uう

空、「
虚、耳
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る
。
「
日
は
目
を
見
ず
L

と
い
ふ
の
は

こ
の
視
る
こ
と
自
体
の
、
空
虚
化
を
い
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
聴
く
」
に
お
い
て
も
、

「
認
識
す
る
」
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
て

意
識
す
る
側
は
、

い
つ
も
空
虚
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
対
象
を
、

は
っ
き
り
浮
び
上
ら
せ
よ
う
と
、
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

い
は
ゆ
る

「
我
を
忘
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
や
う
に
、
意
識
が
、
何
も
の
か
を
意
識
す
る
と
き
に
は
、

な
づ
わ
ら
工
、
」
戸
長
こ
な
ら
な
ナ
れ
守
主
な
ら
h
M
O
L

、

J

、

J

i

l

t

f

i

J

i

f

J

l

;

b

J

」
の
空
虚
化
は

そ
の
空
虚
化
に
よ
っ
て
、

意
味
を
、
も
っ
た
も
の
で
あ
る

Q

手
も
と
の
も
の
を
対
象
に
投
げ
与
へ
、

サ
ル
ト
ル
の
い
ふ
や
う
な
、
消
極
的
な
無
化
で
は
な
く
、

逆
に
意
識
の
内
容
が
満
た
さ
れ
る
と
い
ふ

積
極
的

一
切
を
相
手
に
ひ
き
わ
た
す
こ
と
に
よ
っ
て

相
手
と
縁
の
つ



な
が
り
を
つ
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
ο

、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
は
ぱ
引
き
わ
た
し
て
預
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
も
の
か
を
、
獲
得
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
う
し
て
、
私
は
自
己
を
対
象
に
引
き
わ
た
し

対
象
と
一
体
と
な
る
と
き
、
自
己
が
対
象
に
一
体
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
は

ま
た
、
私
の
自
己
と
一
体
と
な
る
の
で
あ
る
。

私
は
物
と
一
体
と
な
り
、
物
は
私
と
一
体
に
な
る
。
こ
こ
に
、
物
は
私
に
掌
握
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
物
は
私
の
も
の
に
な
り
切
っ
た
の
で
あ
る
。
意
識
す
る
と
か
、
認
知
す
る
と
か
、

意
識
に
と
り
込
ん
だ
こ
と
を
い
ふ
。
机
の
上
の
イ
ン
キ
瓶
を
見
る
こ
と
さ
へ
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

光
学
的
映
像
が
、
眼
底
に
映
ず
る
こ
と
で
は
な
い
ο

と
い
ふ
の
は
、
対
象
を
、

込

、

リ

ク

ノ

E
、

カ
う
し
ぅ
羽
川
て

」
の
関
係
の
定
立
な
の
で
あ
る
。

-
H
T

に

イ
ン
キ
瓶
の

か
く
意
識
が
空
虚
に
な
る
こ
と
は
、

サ
ル
ト
ル
の
い
ふ
や
う
な
意
味
で
の

無
化
で
は
な
い
ο

」
の
と
タ
¥
そ
σコ

「私」

を
意
識
的
な

自
己
領
域
と
理
解
し

そ
の
面
よ
り
見
れ
ば

意
識
が
空
虚
に
な
る
こ
と
は
、
無
化
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て

自
己
の
領
域
が
対
者
の
も
と
に
ま
で
、
ひ
ろ
が
り
及
ん
だ
こ
と
に
、

」
れ
は

ほ:
カミ
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対
者
が

私
の
領
域
に
と
り
込
み
得
た
の
で
あ
る
ο

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
一
種
の
自
己
領
域
の
拡
張
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
は
意
識
に
立
脚
し
て
、

意
識
的
立
場
を

一
歩
も
出
ょ
う
と
し
な
い

の
で

」
の
行
動
の
積
極
的
意
味
が
、

っ
か
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
ο

し
ば
し
ば
甚
だ
邪
魔
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
対
象
の
意
識
に
お
い
て
も
、
意
識
は
そ
の
ま

ま
で
は
邪
魔
な
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
意
識
を
対
象
に
あ
づ
け
て
し
ま
ふ
こ
と
は
、
「
意
識
す
る
」
に
お
い
て
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し

意
識
が
、

そ
れ
は
、
「
意
識
す
る
」
や
「
認
識
す
る
」
の
場
合
ば
か
り
で
な
く
、

ひ
ろ
く
一
切
の
行
動
の
場
合
に
、
重
要
な
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

修わ
ざ

得の

そ
の
こ
と
が
一
番
よ
く
理
解
さ
れ
る
の
は
、
「
わ
ざ
L

の
習
得
の
場
合
で
あ
ら
う

Q

あ
り
ふ
れ
た
、
何
か
の
「
わ
ざ
し
を
、
修
得

す
る
過
程
に
お
い
て
も
、

ま
づ
邪
魔
に
な
る
の
は
、
意
志
や
、
意
識
や
、
本
来
的
自
己
の
存
在
や
、

で
占
め
る
。

馬
を
御
す
る
に

て
も
、

馬
の
上
に
人
が
乗
っ
て
ゐ
る
、

と
い
ふ
の
で
は
、
達
者
と
は
い
へ
ず
、

い
は
ゆ
る
「
鞍
上
人
な
く
松
下
馬
な
き
」
境
地
に
入
り
、

北
大
文
学
部
紀
要



存
在
と
行
動

人
は
馬
に
、
す
べ
て
を
托
し
、
馬
は
人
に
、
す
べ
て
を
あ
、
、
つ
け
た
状
態
に
な
ら
ね
ば
、
練
達
と
は
申
し
が
た
い
。
意
識
や
自
己
が
、

に
、
不
在
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い

そ
こ

て
ゐ
る
の
を
見
る
。
呼
吸
の
調
整
も
、
そ
の
一
つ
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
、

邪
魔
に
な
る
の
で
、
そ
れ
を
捨

い
は
ゆ
る
「
調
息
法
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
わ
ざ
」
に
応
じ
た
呼

何
か
の
形
の
自
己
揚
棄
が
、
最
初
の
段
階
に
、
加
へ
ら
れ

そ
の
人
の
本
来
的
な
呼
吸
が
、

そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
東
洋
に
お
げ
る
、
あ
ら
ゆ
る
「
わ
ざ
」
の
修
練
に
は
、

て
さ
せ
、
「
わ
ざ
」
の
要
求
す
る
呼
吸
に
、
改
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

吸
を
つ
か
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
、

「
呼
吸
が
わ
か
る
」
と
い
ふ
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
「
わ
ざ
」
の
体
得
の
、
第
一
歩
が
あ
る
と
さ
れ
る

Q

体
の
姿
勢
も
、
ま
た
大
切
で
、
正
し
い
姿
勢
で
な
け
れ
ば
、
「
わ
ざ
」
の
堂
奥
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
は
ば
ま
れ
る
。

い
姿
勢
と
は
、
そ
の
人
固
有
の
正
し
い
姿
勢
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
し
に
、
「
わ
ざ
」
の
要
求
す
る
、
正
し
い
姿
勢
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

姿
勢
を
正
さ
せ
る
と
い
ふ
こ
と
の
中
に
、
本
来
自
己
の
揚
棄
を
求
め
る
処
置
が
、
入
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

さ
き
に
舞
台
に
お
け
る
演
技
の
例
に
よ
っ
て
、
本
来
的
自
己
は
、
本
領
的
自
己
が
育
ち
ゆ
く
た
め
に
は
、
の
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
領
域
だ
、
と
い
ふ
こ
と
を
示
し
た
が
、
か
く
の
如
く
、
自
己
の
本
来
的
な
も
の
を
、
超
越
し
、
疎
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
そ

そ
の
、

正
し
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」
に
、
自
己
の
発
展
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な
構
造
は
、
認
識
や
「
わ
ざ
」
の
修
得
の
場
合
に
の
み
限
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
行
為
一
般
に
も
、
通
ず
る
も
の
で
も
あ

る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
日
常
の
、
ど
ん
な
あ
り
ふ
れ
た
行
為
を
行
ふ
に
も
、
こ
の
「
わ
ざ
」
の
例
に
見
た
や
う
な
、
自
己
揚
棄
を
行
は

な
け
れ
ば
、
行
動
を
円
滑
に
行
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
。
ご
く
普
通
に
歩
行
す
る
こ
と
で
す
ら
、
「
歩
く
こ
と
」
の
、
つ
っ
ぱ
っ
た
心
身
の

構
へ
を
、
捨
で
な
け
れ
ば
、
う
ま
く
歩
け
な
い
。
言
葉
も
同
様
で
、
用
語
の
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
選
択
や
、
発
音
器
官
の
運
動
に
、
意
識

を
集
中
し
て
は
、
ぎ
ご
ち
な
い
語
り
し
か
、

で
き
な
い
。
、
母
国
語
と
外
国
語
と
の
場
合
を
、
対
比
的
に
思
ひ
浮
べ
れ
ば
、

」
の
こ
と
は
、



歴
然
た
る
も
の
が
あ
ら
う
。

か
く
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
意
識
や
、
本
来
的
自
己
領
域
な
る
も
の
が
、

い
ふ
こ
と
に
つ
い
て

か
な
り
に
見
極
め
が
、

っ
き
か
け
て
き
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、

さ
ら
に
一
歩
前
進
す
る
こ
と
が
、

主==田
和
辻
哲
郎
に
よ
る
と
、
「
存
在
」
の
語
は
、
語
源
的
に
は
「
有
る
」
以
上

の
意
味
を
も
っ
て
ゐ
る
。
「
存
」
は
「
心
に
把
持
す
る
」
で
あ
り
、
「
在
」

は
或
る
場
所
に
あ
る
こ
と
で
、
人
に
あ
っ
て
は
、
「
人
の
関
係
に
お
い
て
あ

る
」
こ
と
を
意
味
す
る
、
そ
こ
で
「
存
在
」
に
は
む
し
ろ
「
人
間
の
行
為

的
聯
関
」
の
意
味
が
あ
る
。
本
論
文
で
問
題
に
す
る
や
う
な
「
有
る
」
は
、

「
存
在
」
と
い
は
ず
に
「
有
」
と
い
ふ
べ
き
で
ゐ
り
、
従
っ
て
「
存
在
論
」

は
「
有
論
」
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
ふ
(
和
辻
「
人
間
の
学
と
し
て
の

倫
理
学
」
)
。
木
論
文
で
は
、
し
ば
し
ば
「
有
」
を
用
ゐ
た
が
、
な
ほ
従
来
の

慣
例
に
も
従
っ
て
、
「
存
在
」
を
も
、
「
有
」
と
同
義
に
用
ゐ
た
。
な
ほ
、

「
存
在
事
物
」
と
い
ふ
意
味
の
「
存
在
者
」
と
い
ふ
諮
は
、
あ
ま
り
感
心

し
た
一
言
葉
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
慣
例
に
従
っ
て
、
使
用
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。

(

l

)

冨
・
出
aLommoHuω
巳
ロ
ロ
ロ
島

N
O広
を
は
じ
め
、
彼
の
多
く
の
著

書
に
、
く
り
返
し
、
こ
の
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
ゐ
る
。

(
2
)
出
色
仏
0mmo『
uHW庄内
p
r
Eロ
聞
広
品
目
。

Bog-uFuaFr

の
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。

(
3
)
出
包
含
mmo♂
ロ
ゲ
2
L
Oロ
出
口
B
mロ
5
5戸
P
ω
・
5
・

の
中
に
、
こ

北
大
文
学
部
紀
行

本
当
は
一
体
、
ど
の
や
う
な
働
ら
き
を
し
て
ゐ
る
の
が
、

と

で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(

4

)

出命日門戸
omm巾
♂
回
丘
町
『
門
ロ
ロ
間
宮
内
出
0
5
2品目
H
U

「回目
rw
∞
-
-
2・
尤

も
、
。

5
山
田
に
し
て
も

oロ
に
し
て
も
、
彼
に
は
、
独
特
の
言
葉
の
解
釈

が
つ
き
、
表
現
は
同
じ
で
も
、
ギ
リ
シ
ャ
の
理
解
と
同
じ
で
な
い
、
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
。

(
民
ノ
〉
出
。
山
門
ぽ
問
岡
町
一
♂

ω巳
ロ
戸
ロ
同

N
E
F
ω
・
U
N
a
-

〈

6
)
出色【目。
m
m
q
w
印

-
F
。・

ω-M-MV
及
び
特
に
口
σゆ
門
門
目
。
ロ
ロ
ロ
目
中

吉
田
B
g
w
ω
・
MM
同・

(
7
)
固
め
円
借
問
問
。
♂
巧

E
Z
仏間
ωB
己
目
。
芸
口
。
∞

D
Z円mtω
・
旧
工
・
こ
の
書

は

s
u
a
年
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

S

M
吋
年
刊
の
れ
れ
閉
山
色
ロ

C
H
M
L
N
巳
F

以
来
三
十
年
近
く
も
経
て
ゐ
る
の
に
注
意
。

(

8

)

国
包
含
m
m
R
〈
0
2民
間

O
B
L
〉口同研削
R
♂

ω・
5
∞同・

(

9

)

出
g
r
m問
。
♂
目
・

m・

o・

(

ω

)

出
色
庶
m
m
R祖
国
O]N唱。
m
p
ω
・∞吋・

(
日
)
科
学
に
お
け
る
条
件
と
い
へ
ど
も
、
本
当
は
因
果
関
係
を
指
示
す
る

も
の
で
は
な
く
て
、
本
質
的
聯
関
性
を
指
す
の
で
あ
る
。

(
ロ
)
「
事
実
偶
然
性
」
、
「
本
質
必
然
性
」
は
、
フ
ッ
サ

I
ル
の
用
語
。

HW・
同

5
5円

f
E
o
o
p
第
六
節
・
第
三
十
四
節
・
第
四
十
六
節
な
ど
参
照
。

ハ
臼
)
カ
ー
ル
川
レ

i
ヴ
ィ
ッ
ト
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
り
ズ
ム
」
思
想

M
M
O
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