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一
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想
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二
、
ヘ
ル
、
タ
!
の
生
涯
と
思
想

一
二
、
ヘ
ル
ダ
l
の
哲
学
の
内
容
と
構
造

-
感
性
学
と
ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス

2

「
メ
タ
ク
リ
テ
ィ
l
ク
」
に
お
け
る
客
観
的
観
念
論
の
構
造

3

「
カ
リ
ゴ
l
ネ
し
に
お
け
る
趣
味
形
成
と
国
民
文
化
の
問
題

四
、
結
論
に
か
え
て

3 

序

ヨ-b.
u問

|
|
思
想
史
的
背
景
|
|

東
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
ヨ

l
ア
ヒ
ム
・
シ
ュ
ト
ラ
イ
ザ
ン
ト
は
著
書
「
ド
イ
ツ
の
初
期
啓
蒙
期
か
ら
古
典
期
ま
で
の
歴
史
思
想
」

の
な
か

で

一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

l
進
歩
的
、
閏
民
的
諸
理
念
の
発
展
に
つ
い
て
の
コ
一
つ
の
古
典
的
叙
述
と
し
て
、
ゲ

ア

0) 

「
詩
と
真
実
」
第
七
章
、

へ
l
ゲ
ル
の
「
精
神
現
象
学
」
の
「
啓
蒙
」
の
項

ハ
イ
ネ
の
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学
の
歴

北
大
文
学
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ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l

の
哲
学

す
び
つ
け
て
と
ら
え
、

こ
の
運
動
を
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
合
法
則
的
進
歩
に
か
な
う
も
の
と
み
る
観
点
を
共
有
し
て
い
る
、

こ
れ
ら
三
者
は
、
啓
蒙
思
想
を
、
封
建
制
、
絶
対
主
義
、
教
権
主
義
か
ら
の
解
放
運
動
に
む

と
指
摘
す
る

Q

史
の
た
め
に
」
を
あ
げ
て
い
る

Q

そ
し
て

ド
イ
ツ
の
近
世
思
想
を
社
会
の
生
き
た
全
体
的
な
連
関
の
な
か
で

」
と
に
政
治
的
、
社
会
的
運
動
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
る
刷
究

は
、
し
だ
い
に
き
め
の
細
か
さ
を
ま
し
て
き
で
い
る
が
、

ま
だ
多
く
の
空
白
や
不
備
を
残
し
て
も
い
る
。

わ
た
く
し
が
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ
l

ト
・
へ
ル
ダ
l

の
思
想
活
動
は
、
き
わ
め
て
ひ
ろ
い
分
野
に
わ
た
り
、

医l
d 仏、

想
そ
の
も
の
も
多
面
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

こ
れ
ま
で
哲
学
史
に
お
い
て
は
歴
史
哲
学
者
、
美
学
者
と
し
て
、
文
学
史
に
お
い
て
は
批

評
家
、
詩
人
、
民
話
研
究
者
と
し
て
、
言
語
学
史
に
お
い
て
も
言
語
哲
学
者
と
し
て
、

と
い
う
よ
う
に
そ
の
一
面
づ
つ
が
と
り
あ
っ
か
わ

れ
て
き
た
か
に
み
え
る
。
わ
た
く
し
は
多
少
な
り
と
そ
れ
ら
諸
活
動
を
む
す
び
つ
け
て
考
察
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

ま
ず
問
題
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
啓
蒙
の
意
義
と
内
容
を
め
ぐ
っ
て
の
論
議
を
足
場
に
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

J¥  

ノレ
夕、、
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へ
ル
タ
ー
を
啓
蒙
主
義
か
ら
き
り
は
な
し
、
歴
史
主
義
の
源
流
点
と
し
て
み
る
一
九
位
紀
精
神
史
学
の
立
場

ν
ゲ
ン
♂
プ

(
2
)

メ
ー
リ
ン
グ
流
に
い
え
ば
「
へ
ル
ダ
l
伝
説
」
、
ル
カ
l
チ
流
に
い
え
ば
弁
証
法
へ
の
予
感
を
、
神
秘
主
義
、

非
合
理
主
義
の
思
想
潮
流
に
ま
ぎ
れ
こ
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
。
い
ず
れ
に
せ
よ
史
的
唯
物
論
の
立
場
に
立
つ
思
想
史
家
に
よ
っ
て
、
ブ
ル

に
そ
く
し
て
い
う
な
ら
ば
、

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ジ
ョ
ア
的
と
規
定
さ
れ
る
思
想
方
法
の
限
界
が
し
め
さ
れ
た
の
は
、
啓
蒙
主
義
の
把
握
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
c

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、

一
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
を
、
経
済
・
政
治
・
社
会
的
諸
関
係
か
ら
考
察
し
、

ド
イ
ツ
・
守
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
形
成
の
内
的
、
外
的
な
諸
条

件
と
結
合
し
て
と
ら
え
る
観
点
を
、

メ
ー
リ
ン
グ
ら
の
古
典
的
労
作
に
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
す
で
に
よ

く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
再
確
認
す
る
労
を
は
ぶ
く
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス

エ
ン
ゲ
ル
ス
、

L
Hリ
「
H

ぃ、

A
R
n
一ゴ一ロ

シ
ュ
ト
ラ
イ
ザ
ン
ト
の
所
論
は
、
対
象
こ
そ
歴
史
思
想
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
思
想
史
を
、
大
学
の
歴
史
、

出
版
・
ジ
ャ



ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
と
い
っ
た
社
会
的
で
あ
り
か
つ
文
化
的
な
諸
脈
絡
に
く
み
こ
ん
で
考
察
し
て
い
る
。

市
民
的
な
意
識
の
形
成
と
展
開
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
に
啓
蒙
期
と
古
典
期
を
つ
う
じ
て
の
思
想
的
、
文
学
的
、
芸
術
的
諮
常
為

一
八
世
紀
を
国
民
的
、

民
族
的
、

を
位
置
づ
け
る
と
い
う
史
的
唯
物
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
よ
り
具
体
化
す
る
の
に
、

そ
れ
は
適
切
な
方
法
で
あ
ろ
う
。

聞
峻
凌
三
氏
は
、
古
在
由
重
氏
の
論
文
「
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
二
重
性
し
を
評
し
た
短
文
の
な
か
で
、
古
在
氏
の
こ
の
論
文
が
、
「
ひ
と

気
な
い
哲
学
『
霊
園
』
の
中
の
大
小
の
墓
標
の
配
置
の
よ
う
な
観
し
が
あ
っ
た
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
を
、
「
思
想
史
の
低
地
に
戻
し
て
蘇
生
さ
せ

て
学
ぶ
し
こ
と
を
教
え
た
と
の
べ
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
も
思
想
を
生
き
た
連
関
に
お
い
て
み
る
こ
う
し
た
見
地
を
継
承
し
た
い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
市
民
的
|
国
民
的
な
世
界
観
の
形
成
と
炭
問
と
い
う
地
平
で
一
時
蒙
期
、
古
典
期
の
哲
学
を
統
一
的
に
と
ら
え
る
一
般
的
見

地
が
確
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、

個
々
の
思
想
家
に
そ
く
す
る
と
な
お
問
題
は
複
雑
で
あ
る
。
哲
学
的
な
諸
成
果
は
、
直
接
的
な
意
識
の
不
什

そ
の
概
念
的
総
括
は
、
生
活
者
と
し
て
の
市
民
意
識
一
般
と
は
相
対
的
に
独
立
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

結
晶
構
造
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
別
に
定
式
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ル
カ
l
チ
お
よ
び
か
れ
に
全
面
的

、
、
、

に
依
拠
す
る
ゴ
ル
ト
マ
ン
の
よ
う
に
、
総
体
性
(
叶
C
門
知
宮
問
。
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
中
心
的
な
位
置
を
あ
た
え
て
、

5 -

定
的
克
服
で
あ
っ
て
、

ゲ
ー
テ
と
へ

l
ゲ
ル

お
よ
び
マ
ル
ク
ス
を
頂
点
に
、
遡
行
的
に
そ
こ
に
い
た
る
思
想
形
成
過
程
を
か
え
り
み
る
と
い
う
歴
史
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
す
ぐ
れ
て

論
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
c

ま
た
そ
れ
と
は
こ
と
な
る
角
度
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
哲
学
の
中
世
的
ス
コ
ラ
主
義
に
た
い

す
る
本
質
的
な
新
ら
し
さ
を
、
感
性
学

(
K
F
2
z
t
r
)
と
し
て
う
ち
だ
し
、
そ
の
意
義
の
解
明
を
つ
う
じ
て
、

「
批
判
の
時
代
」
の
意
識
を
浮
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
る
c

後
者
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
帯
的
な

ヘ
ル
ダ
l
の
位
置
づ
け
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く

へ
l
ゲ
ル
1

マ
ル
ク
ス
関
係
を
み
る
ば
あ
い
に
も
、

へ
l
ゲ
ル
左
派
の
意
義
を
正
当
に
評
価
し
う
る
あ
た
ら
し
い
座
標
軸
を
し

め
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

北
大
文
学
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、

ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
!
の
哲
学

リ
ガ
時
代
の
若
き
へ
ル
ダ
ー
は
、
か
れ
の
尊
敬
し
た
ト
1
7
ス
・
ア
プ
ト
と
と
も
に
、

(
叩
}

は
ほ
ん
ら
い
ド
イ
ツ
的
な

H
q
Q
凡な芯
h
H
E
N
-
a
S
M
h
b
Q冶
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
に
到
達
し
て
い
た
。

ル
ー
ド
ル
フ
・
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、

「
哲
学
と

そ
れ
ゆ
え
に
、

い
か
に
し
て
哲
学
と

人
間
性
お
よ
び
政
治
と
が
宥
和
さ
れ
う
る
か
と
い
う
課
題
に
答
え
る
こ
と
が
、
「
血
管
の
中
に
ド
イ
ツ
の
血
を
う
け
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
的
精

神
を
も
っ
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
の
」
「
愛
国
的
な
主
題
守
区
宮
R
5
r
F
2
H
J
5
5白
)
」
で
あ
る
と
い
吋
。
哲
学
を
ド
イ
ツ
の
国
民

的
な
|
|
こ
の
概
念
の
内
容
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
分
析
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
|
|
学
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
意
識
は
、
ま
さ
に
啓
蒙
主

義
の
本
質
の
貫
徹
、
徹
底
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
本
来
的
な
「
啓
蒙
」
の
精
神
と
い
っ
て
よ
い
。
ふ
る
く
か
ら
原
理
の
学
と

さ
れ
て
き
た
哲
学
が
、
人
間
性
お
よ
び
政
治
と
有
機
的
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
、
市
民
的
原
理
の
学
と
し
て
、
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
階
級

的
、
国
民
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
堂
々
と
お
し
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
と
い
う
観
点
か
ら
の
国
民
的

な
意
識
(
世
界
観
)
の
創
出
、
熟
成
の
指
標
と
し
て
思
想
的
営
為
を
位
置
づ
け
る
ゆ
た
か
な
現
実
感
覚
、

歴
史
感
覚
が
脈
打
っ
て
い
る
。
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シ
ュ
ト
ラ
イ
ザ
ン
ト
に
よ
れ
ば

一
八
世
紀
の
啓
蒙
期
お
よ
び
古
典
期
は

つ
ぎ
の
四
つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
。

1 

初
期
啓
蒙
期
(
一
八
世
紀
始
め
か
ら
中
頃
ま
で
)

2 

狭
義
の
啓
蒙
期
(
一
八
世
紀
中
頃
か
ら
一
七
七

O
年
ま
で
の
時
代
)

3 

シ
ュ
ト
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
ク
か
ら
古
典
主
義
へ
入
る
時
期
(
一
七
七

O
年
か
ら
一
七
八
九
年
ま
で
)

4 

ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
変
革
の
直
接
的
準
備
と
そ
の
開
始
の
時
期
(
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
始
ま
り
か
ら
一
八

O
七

年
の
テ
イ
ル
ジ
ッ
ト
の
講
和
ま
で
)

こ
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
筆
者
は
、
当
時
の
も
っ
と
も
進
歩
的
な
潮
流
に
基
準
を
お
い
た
と
い
い
、
そ
の
た
め
に
文
学
史
の
区
分
に
部

分
的
に
依
拠
し
て
も
い
る
と
の
べ
て
い
る
c

こ
の
時
代
区
分
を
い
ち
お
う
の
手
が
か
り
に
時
代
の
中
心
的
な
問
題
を
概
観
し
て
み
よ
う
。



一
七
世
紀
の
最
後
の
年
、

一
六
九
九
年
に
そ
の
第
一
巻
、
が
刊
行
さ
れ
た
ゴ
ッ
ト
フ
リ
l
ト
・
ア
ル
ノ
ル
ト
の

「
教
会
と
異
端
の
公
平
な

歴
史
(
の

0
3片
山
色
〉
目
。

EU
口
口
百
円
片
色
町
田
円

}HB
州
内
片
岡
口

r
g
E
ロ
ロ
(
同
穴
巾
門
N
m
H
E
2
2
F
4
0
5
〉
民
同
ロ
m
仏

g
Z
2
2
、H，
g
g
B
g
z
σ
門田

2
5
γ
}再
開
。

r
E
F
H
G∞
ゆ
)
し
は
、
神
学
的
歴
史
解
釈
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、

の
ち
の
啓
蒙
の
根
本
思
想
が
、

す
で
に
準
備
さ

れ
て
い
る
点
で
、
重
要
な
著
作
と
さ
れ
て
い
る
。

一
七
世
紀
後
半
に
展
開
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ケ
、

ピ
エ
テ
イ
ス
ム
ス

シ
ュ
ベ

l
ナ
ー
ら
の
敬
皮
主
義
運
動
は
、

そ
の
に
な
い
て
か
ら
い
え
ば
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
、

小
守
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
で
あ
り
、

そ
の
意
識
か
ら
い
え
ば
、
ル
タ
l
主
義
神
学
イ
デ
オ
ロ
l
グ
た
ち
の
教
条
的
で
無
内
容
な
正
統
派
争
い
1
i
l

宗
教
戦
争
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
三

O
年
戦
争
期
に
激
化
し
た
と
こ
ろ
の
ー
ー
ー
へ
の
反
撲
を
契
機
と
し
、
封
建
的
、
教
権
的
権
力
の
抑
圧

か
ら
の
解
放
を
求
め
る
社
会
的
要
求
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ア
ル
ノ
ル
ト
は
、

こ
の
ド
イ
ツ
敬
度
主
義
の
も
っ
と
も
重
要
な
代
表
者
と
目
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
か
れ
の
主
著
の
標
題
に
う
た
わ
れ

7 -

て
い
る
「
公
平
な
」
(
非
党
派
的
な
)
と
い
う
言
葉
は
、
あ
い
争
う
教
派
主
義
が
民
衆
の
生
き
た
生
活
意
識
と
し
て
の
信
仰
に
と
っ
て
な
ん

の
意
味
も
な
い
こ
と
を
し
め
す
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
公
認
の
正
統
主
義
が
支
配
階
級
の
党
派
性
の
露
骨
な
擁
護
に
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と

へ
の
不
当
さ
を
す
る
ど
く
批
判
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
貧
し
い
民
衆
、
抑
圧
さ
れ
た
下
層
階
級
の
運
動
で

あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
、
教
権
制
度
化
し
た
正
統
教
会
史
を
、
真
の
キ
リ
ス
ト
者
の
理
念
か
ら
の
堕
落
の
歴
史
と
み
る
。
す
な
わ
ち
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
国
教
化
以
来
の
教
会
と
現
世
と
の
む
す
び
つ
き
は
、
「
一
般
民
衆
」

2
2
m巾
自
己
日
富
田
口
口
)

の
状
態
を
悪
く
す
る
ば
か
り
と
な
っ
た
c

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
宗
教
改
革
も
ま
た
、
出
発
の
時
点
で
の
福
音
的
な
真
の
あ
り
方
が
、

や
が
て
現
世
的
権
力
の
道
具
と
な
っ
た
か
ぎ
り
で
す
る
ど
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
か
れ
の
論
及
は
、

一
六
位
紀

ド
イ
ツ
農
民
戦
争
の
擁
護
に
い
た
る
。

か
れ
は
ト

l
マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
!
の
原
文
を
執
筆
時
か
ら
二
世
紀
を
へ
だ
て
て
、

は
じ
め
て
右

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l

の
哲
学

の
書
物
の
な
か
に
記
載
し
て
、
ミ
ュ
ン
ツ
ア

l
の
正
当
な
評
価
へ
の
貴
重
な
一
歩
を
し
る
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
書
の
根
本
思
組
は
、
各

つ
ね
に
関
連
す
る
と
い
う
観
点
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ

う
な
立
場
か
ら
、
か
れ
は
教
会
史
に
お
い
て
異
端
者
と
さ
れ
て
い
る
人
々
を
擁
護
し
、
批
判
の
ほ
こ
先
を
異
端
よ
ば
わ
り
す
る
八
々
、
異
端

排
撃
を
行
な
う
人
々
へ
向
け
て
い
る
の
で
あ
る

ι
こ
の
ア
ル
ノ
ル
ト
の
著
書
は
、
当
時
、
論
議
の
的
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
一
八
世
紀

時
代
の
僧
職
支
配
層
へ
の
闘
争
と
世
俗
的
な
支
配
階
級
へ
の
闘
争
が
、

前
半
に
生
き
た
ス
ピ
ノ
チ
ス
ト
で
唯
物
論
的
な
思
想
家
ヨ
ハ
ン
・
ク
リ
ス
チ
ァ
ン
・
ェ

l
デ
ル
マ
ン
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
、

さ
ら
に

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
の
ゲ

l
テ
の
思
想
形
成
に
あ
ず
か
つ
て
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
、
「
か
れ
の
所
信
(
の

2
5
2
Z
B
)

(
阻
)

は
、
わ
た
く
し
の
そ
れ
と
よ
く
一
致
し
た
L

と
、
「
詩
と
真
実
」
の
な
か
で
詰
っ
て
い
る

Q

こ
の
啓
蒙
期
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス
復
興
へ
と
な
が
れ
い
る
敬
度
主
義
の
側
面
は
、

た
ん
な
る
形
式
的
合
理
主
義
が
も
っ
絶
対
主

義
に
対
す
る
平
民
の
実
践
的
信
仰
の
主
張
は
、

反
封
建
、
反
教
権
制
度
と
い
う
民
衆
の
要
求
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、

レ
ッ
シ
ン
グ
、

Q
口

義
支
配
へ
の
妥
協
的
傾
向
を
の
り
こ
え
る
進
歩
的
な
要
素
を
も
っ
。
な
ぜ
な
ら
ア
ル
ノ
ル
ト
が
鋭
く
洞
察
し
た
よ
う
に
、

正
統
派
教
条
主

J¥  

/レ
夕、

、

ゲ
ー
テ
ら
は
い
ず
れ
も
そ
の
方
向
で
ス
ピ
ノ
ザ
を
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
。

一
八
位
紀
中
頃
か
ら
一
七
七

O
年
ま
で
の
狭
義
の
啓
蒙
期
は
、

こ
れ
ま
で
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
を
啓
蒙
君
主
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、

フ
リ
l
ド
リ
ヒ
時
代
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。

一
七
四

O
年
の
即
位
に
始
ま
る
大
王
治
世
下
に
一
七
二
三
年
来
追
放
さ
れ

て
い
た
哲
学
者
ヴ
ォ
ル
フ
は
ハ
レ
大
学
へ
召
喚
さ
れ
、

ベ
ル
リ
ン
の
ア
カ
デ
ミ
ー
は
改
革
さ
れ
、

フ
ラ
ン
ス
の
文
人
、
学
者
と
の
交
流
が

し
げ
く
な
り
、

ま
さ
に
大
王
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
が
開
花
し
、

そ
し
て
そ
の
自
由
な
空
気
の
も
と
で
カ
ン
ト
や

レ
ッ
シ
ン
グ
や
へ
ル
ダ
ー
な
ど
も
そ
だ
っ
た
、

と
い
う
の
が
一
九
世
紀
以
降
、
公
式
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
啓
蒙
思
想
観
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
こ
の
見
解
の
も
と
で
は
、
啓
蒙
は
一
種
、
形
式
的
合
理
主
義
の
支
配
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

カ
ン
ト
は
啓
蒙
独
断
の
克
服
者
と
し



ヘ
ル
ダ
i
は
個
性
化
的
歴
史
主
義
の
祖
述
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

制
ー
l
軍
事
的
官
僚
国
家
ー
ー
ー
へ
の
帰
一
を
軸
に
、
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
を
と
ら
え
る
見
解
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
合
理
化
を
収
奪
の
合
理
化

へ
、
近
代
化
を
専
制
の
近
代
化
へ
と
帰
着
さ
せ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
思
想
史
家
の
歪
山
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
考
察
は
、
時
代
の
革
新
的
部
分
の
動
向
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
焦
点
と
し
な
が
ら
、

て

」
の
よ
う
に
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
主
義
の
休

」
の
同
代
を
特
徴
づ
け
る

で
あ
り
、

こ
と
で
あ
る
。
七
年
戦
争
(
一
七
五
六

J
六
二
一
)
を
あ
い
だ
に
は
さ
む
こ
の
時
期
は
、

そ
の
影
響
と
七
年
戦
争
後
の
荒
廃
と
経
済
危
機
の
な
か
で
、

フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
家
た
ち
の
彰
辞
た
る
活
動
期

よ
う
や
く
ド
イ
ツ
の
国
民
的
統
一
の
要
求
が
た
か
ま
る
時
期
で
あ

っ
た

Q

歴
史
に
お
け
る
人
間
性
の
進
歩
の
理
念
で
あ
り
、
歴
史
の
合
法
則
的

発
展
の
目
標
が
理
性
の
究
極
的
な
支
配
に
あ
る
と
す
る
歴
史
思
想
で
あ
る
。
一
七
四
八
年
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
と
の
接
触
に
お
い
て
触
発
さ
れ
る
思
想
は
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
法
の
精
神
L

、

-9 -

テ
ュ
ル
ゴ

l
の
「
人
間
精
神
の
進
歩
の
諸
原
因
」
(
稿
)
、

ロコ
|止
紀
」一

デ
ィ
ド
ロ
、

五

O
年
に
は
ル
ソ

l

「
学
芸
論
」
、
五
一
年
に
は
ヴ
ォ
ル
テ
i
ル
「
ル
イ
一
四
位

タ
ラ
ン
ベ

l
ル
編
「
百
科
全
書
L

第
一
巻
、

と
矢
つ
ぎ
ば
ゃ
に
つ
づ
く
フ
ラ
ン
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
活
動
は
、

直
接
に
第
三
身
分
の
政
治
闘
争
と
つ
な
が
り
、
政
治
的
権
力
獲
得
の
た
め
の
精
神
的
武
器
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の

啓
蒙
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
す
で
に
成
熟
し
て
い
た
客
観
的
、
物
質
的
条
件
が
欠
け
て
い
た
た
め
に
、
変
革
の
準
備
と
し
て
の
国
民
的
な
意

識
形
成
を
促
進
す
る
教
化
の
手
段
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

Q

た
と
え
ば
、
バ

J

ゼ
ル
生
れ
の
ス
イ
ス
人
、

イ
ザ

l
ク
・
イ
ゼ
リ

l
ン

(
)
{
凹
白
血

r
H
m
山由ロロ]戸吋
N
∞l
l
H
吋∞
ω)
は
、
人
間
性
の
進
歩
の
歴
史

と
し
て
の
位
界
史
を
は
じ
め
て
ド
イ
ツ
語
で
書
く
と
い
う
試
み
を
な
し
た
点
で
軍
要
な
人
物
で
あ
っ
た
c

一
七
六
四
年
に
で
た
彼
の
著
書

は
「
人
間
性
の
出
史
に
つ
い
て
の
哲
学
的
臆
測

q
z
z
g
u
r
u
n
r
g
富
三
日
由
民

E
∞g
与
日
任
問
。
町
田
口

r
w
r
z
ι
2
E
m
g
n
F
2
)し
と

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
、
タ
l
の
哲
学

題
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
書
の
内
容
は
当
時
の
啓
蒙
思
想
の
到
達
し
た
水
準
に
て
ら
し
て
と
く
に
独
創
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

重
要
な
の
は
「
彼
が
世
界
史
の
全
体
像
を
、
市
民
階
級
の
経
済
的
、
精
神
的
興
隆
が
歴
史
的
に
必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
見
地
か

ら
し
め
そ
う
と
試
み
た
」
点
に
あ
る
。
彼
は
人
間
性
の
進
歩
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
封
建
制
と
教
権
制
に
対
す
る
闘
争
に
お
け
る
思
想
的
武
器

と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。
封
建
制
度
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
法
制
の
う
ち
の
も
っ
と
も
野
蛮
な
も
の
」
と
さ
れ
、
「
わ
れ
わ
れ
が
貴
族
と
よ
ぶ

身
分
と
い
わ
ゆ
る
農
民
の
身
分
と
の
中
間
に
あ
る
市
民
と
い
う
高
貴
な
階
級
」
が
理
性
の
に
な
い
手
と
し
て
照
明
さ
れ
、
「
都
市
と
市
民

わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
な
お
野
蛮
人
で
あ
る
」
と
い
い
き
っ
て
い
る
。

彼
が
模

身
分
(
切
位
指

2
2
8仏
)
と
よ
ば
れ
る
も
の
な
く
し
て
は
、

fr，U 
は

イ
ギ
リ
ス
流
の
立
憲
君
主
制
の
も
と
で
の
政
治
的
自
由
の
獲
得
で
あ
っ
た
。

ま
だ
崇
高
な
理
性
か
ら
は
ほ
ど
と
お
い
し
と
し
て
も
、
君
主
制
に
お
い
て
こ
そ
啓
蒙
が
そ
の
み
の
り
を
う
る
だ
ろ
う
と
か
ん
が
え

市
民
階
級
の
政
治
的
権
力
獲
得
の
方
向
は
で
て
こ
な
い
。
啓
蒙
は
最
後
ま
で
、
絶
対
主
義
的

「
わ
れ
わ
れ
が
知
る
す
べ
て
の
君
主

範
と
し
た
と
こ
ろ
は
、

て
い
た
。

イ
ゼ
リ
l
ン
の
観
点
か
ら
は
、

-10 -

君
主
制
の
体
制
内
で
、
経
済
的
、
政
治
的
方
向
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
地
位
改
善
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
を
目
標
と
す
る
に
と
ど
ま
る
も

の
で
あ
っ
た
。
彼
の
場
合
に
は
、
「
市
民
の
理
性
は
ま
だ
絶
対
君
主
の
敵
で
は
な
か
っ
た
し
し
、

君
主
の
む
し
ろ
最
良
の
同
盟
者
、
助
言
者
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
」

「
啓
蒙
さ
れ
た
市
民
は
、
啓
蒙
さ
れ
た

ヘ
ル
ダ
l
の
ビ
ュ
ツ
ケ
ブ
ル
ク
時
代
の
仕
事
で
、
後
年
の
歴
史
哲
学
へ
の
習
作
と
な
っ
て
い
る
一
七
七
四
年
の
、

「
人
間
性
の
教
化
の

た
め
の
歴
史
哲
学
私
論
|
|
現
代
の
多
く
の
論
稿
へ
の
論
稿

(〉ロロ
r
m
F口
町
司

E
]
O
由。}VEm
仏

2
。
開
田
口

En}凶
H
m
N
E
-
同
山
口
門
日
ロ
ロ
ぬ

門日巾一円

Y向巾ロ回口
r
Y
2円
I
l
-
-

∞
巳
可
印
m
N
Z
4
5
F
ロ
∞
2
立問
mmwHH仏何回】同
r
H
rロロ仏
2
Z
)
」
は
、

(
町
)

い
る
と
い
わ
れ
る
。
ヘ
ル
ダ
l
の
批
評
で
は
、
イ
ゼ
リ
l
ン
の
ご
と
き
楽
天
的
な
歴
史
観
は
、

(
甜
)

う
ロ
マ
ン
」
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

」
の
イ
ゼ
リ
l
ン
を
も
論
評
の
う
ち
に
く
わ
え
て

「
位
界
の
普
遍
的
に
進
行
す
る
改
善
と
い

ヘ
ル
ダ
ー
は
こ
の
習
作
で
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
と
転
じ
た
啓
蒙
合
理
主
義
に
対



し
て
た
た
か
う
姿
勢
を
し
め
し
て
い
る
。

「
:
・
し
か
も
哲
学
的
に
統
治
さ
れ
て
い
る
数
多
く
の
大
衆
な
る
も
の
は
、
家
畜
か
薪
の
よ
う
に

十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
集
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
〆

か
れ
ら
は
思
考
す
る
。
思
考
は
お
そ
ら
く
か
れ
ら
の
あ
い
だ
に
普
及
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
ね
ら
い
は
、
思
考
に
よ
っ
て
か
れ
ら
が
、
日
一
日
と
ま
さ
に
機
械
と
し
て
自
分
を
感
ず
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
あ
る

い
は
ま
た
ま
え
も
っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
予
断
の
ま
ま
に
感
じ
、
ぎ
す
ぎ
す
に
な
っ
て
ゆ
き
、

し
か
も
た
え
ず
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
o

か
れ
ら
は
札
み
戸
を
た
て
る
|
|
実
さ
い
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
ー
ー
ー
そ
し
て
自
由
思
想
笥
日
正

g
rる

と
や
ら
で
空
元
気
を
つ
け
て
い
る
の
だ
。
親
愛
な
る
、
気
の
抜
け
た
、
腹
立
た
し
い
、

の
代
用
品無
/~益
」な

自
由
思
想

か
れ
ら
が
お
そ
ら
く
も
っ
と

必
要
と
し
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
i
|
心
、
暖
か
さ
、
血
、
人
間
性
、
生
命
、

ヘ
ル
ダ
ー
の
こ
の
言
葉
は

マ
イ
ネ
ッ
ケ
流
に
啓
蒙
一
般
へ
の
反
逆
と
非
合
理
主
義
を
根
幹
と
す
る
歴
史
主
義
へ
の
転
換
と
読
む
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
啓
蒙
の
抽
象
的
合
理
主
義
が
絶
対
主
義
の
護
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
明
瞭
な
攻
撃
と

ー

読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
c

彼
の
眼
は
、
啓
蒙
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
け
た
軍
事
的
専
制
的
領
邦
君
主
制
の
実
態
へ
と
向
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ

こ
と
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
現
状
を
「
呪
わ
れ
た
ガ
レ

l
船
し
と
よ
び

J
}

ベ
ル
リ
ン
の
思
想
・
執

い
ο

そ
れ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
が

ド
イ
ツ
の
、

筆
の
自
由
と
称
す
る
も
の
を
、

「
宗
教
に
た
い
し
て
い
い
た
い
放
題
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
ぶ
ち
ま
け
る
自
由
に
つ
き
る
。
こ
の
自
由
た
る
や

正
ち
よ
く
な
ひ
と
な
ら
ば
忽
ち
用
い
る
の
が
は
ず
か
し
く
な
る
態
の
も
の
で
あ
る
」
と
辛
ら
つ
に
言
い
放
つ
時
の
心
情
と
同
質
の
も
の
な

の
で
あ
る

Q

中
心
課
題
が
、

イ
ゼ
リ
l
ン
と
へ
ル
ダ
l
の
こ
の
両
著
の
あ
い
だ
に
は
、

国
民
的
統
一
と
国
民
的
意
識
の
形
成
へ
と
進
み
、 一

O
年
と
い
う
時
が
介
在
す
る
c

こ
の
一

0
年
間
は
、

ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
の

逆
に
宮
廷
的
啓
蒙
へ
の
幻
滅
と
批
判
が
増
大
し
た
時
期
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
七
年
戦
争
が
終
っ
た
年
(
一
七
六
三
一
年
l

)

に
は
、

長
期
に
わ
た
る
戦
争
の
し
わ
ょ
せ
が
国
民
各
階
層
に
い
ち
じ
る
し
く
あ

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
ヘ
ル
ダ
l
の
哲
学

と
く
に
経
済
的
疲
弊
が
め
だ
っ
た
。

じ
た
。
七
年
戦
争
そ
の
も
の
が
、

ら
わ
れ
、

ハ
ン
ぉ
フ
ル
グ

ヲ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
ベ
ル
リ
ン
な
ど
で
は
倒
産
が
あ
い
つ
ぐ
経
済
危
機
が
生

ホ

l

エ
ン
ツ
オ
レ
ル
ン
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
両
家
に
よ
る

ほ
と
ん
ど
形
骸
化
し
た
神
聖
ロ

1
7帝
国
皇

帝
権
争
い
を
直
接
の
争
囚
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
戦
争
か
ら
こ
う
む
る
民
衆
の
災
厄
に
責
任
を
負
う
べ
き
支
配
権
力
へ
の
非
難
に
、

d心

あ
る
人
々
を
め
ざ
め
さ
せ
る
条
件
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

Q

さ
き
に
あ
げ
た
リ
ガ
時
代
の
へ
ル
ダ
l

(
一
七
六
四
J
六
九
)
が
特
別
な
意
味
を
こ
め
て
パ
ト
リ
オ
i
テ
ィ
ッ
シ
ュ
と
い
う
表
現
を
も

ち
い
て
い
る
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
時
期
の
精
神
を
反
映
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

一
七
二
四
年
に
は
す
で
に
ハ
ン
ブ
ル
グ
で
「
愛

園
者
(
可
己
円
安
)
同
)
」
と
い
う
雑
誌
が
出
た
し
、

そ
れ
以
後
、

こ
の
例
に
な
ら
っ
て
「
ラ
イ
ヅ
ツ
ィ
ヒ
の
愛
国
者
(
戸
色
宮
古

2
司
三
口
♀
〉
」
、

「
愛
国
女
性
(
H
U

間三
C
H
U
H
)
」
な
ど
が
出
た
。
シ
ュ
ト
ラ
イ
ザ
ン
ト
は
、
。
ハ

「
ヴ
ェ
ッ
テ
ル
ア
ウ
の
愛
国
者
(
者

2
2
2
2
3
5
2
)」、

ト
リ
オ
i
ト
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

え
て
い
る
よ
う
な
市
民
」
が
意
味
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

「
当
時
は
ま
だ
単
純
に
、
あ
る
一
定
の
自
己
意
識
を
そ
な

η
4
 

l
 

か
な
ら
ず
し
も
政
治
的
行
為
へ
の
そ
な
え
が
あ
る
こ
と
を
と
も
な
う
も
の

一
八
位
紀
な
か
ば
以
後
、
「
パ
ト
リ
オ
l
ト
」
は
、
「
積
極
的
に
社
会
生
活
の
な
か
で
活
動
し
、
そ
の
さ
い
ー
ー
も
ち

ろ
ん
ま
だ
現
存
秩
序
の
限
界
内
で
で
は
あ
る
が
|
l
l
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
利
害
を
積
極
的
に
代
表
す
る
人
々
」
と
い
う
内
容
を
あ
た
え
ら
れ
る

で
な
い
。
し
か
し
、

よ
う
に
な
っ
た
。

ハ
ン
ザ
同
盟
の
都
市
で
あ
っ
た
バ
ル
ト
海
沿
岸
の
ロ
シ
ア
領
都
市
は
、

表
現
に
よ
れ
ば
「
ロ
シ
ア
の
影
の
下
の
、
あ
た
か
も
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
」
、
す
な
わ
ち
強
力
な
君
主
国
の
庇
護
の
も
と
に
あ
る
共
和
国
で
あ
り
、

リ
ガ
と
い
う
、
中
世
以
来
の
自
由
都
市
で
あ
り
、

ヘ
ル
、
ダ
l
の

そ
の
自
由
な
空
気
は
へ
ル
ダ
!
の
市
民
的
精
神
を
そ
だ
て
る
の
に
あ
ず
か
つ
て
力
が
あ
っ
た
、

と
い
わ
れ
る
。

ヘ
ル
ダ
l
は、

こ
こ
で
文

筆
家
、
教
育
家
、
説
教
家
と
し
て
の
活
動
を
は
じ
め
る
。
そ
し
て
、

リ
ガ
市
民
の
ロ
シ
ア
へ
の
市
民
的
l
愛
国
的
感
情
に
刺
戟
さ
れ
て



み
ず
か
ら

ド
イ
ツ

し
て
の
ぺ
愛
国
的
意
闘
す
い
三
宮
5
2
2
n
y
o
k
rす
FnrFど
を
根
底
に
お
く
も
の
と
し
て
自
覚

に
い
た
る
が
、

こ
の

と
は
、
す
く
な
く
と
も
プ
ロ
イ
セ

γ

へ
の
肯
定
と
は
変
っ
た
く
無
縁
で
る
つ

わ
ち

ド
イ
ツ

リ

し
て
の
自
分
の
、

P
ガ
が
帰
属
す
る
ロ
シ
ア
へ
の
愛
国
性
と
が

う
る
よ
う
な
、

さ
し
あ
た
っ
て
は
た
だ
精
神
的
な
寓
の
み
に
向
け
ら
れ

つ
も
の
で
あ
る
。

時
に
つ
批
判
に
自
由
の

と
い
う
読
み
ず
か

た
り
ガ

し
て
の
実
践
的
諸
活
動
と
む
す
び
つ
い
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

0) 

に
、
市
民
社
会
の

な
が
ら
、
ち
っ
と
も
撤
底
的
に
、

一
反
蒙
昧
の
闘
い
を
押
し
す
す
め
た
の
は
レ

ッ
シ
ン
グ
で
あ
っ
た
。

七
六

つ
ラ
オ
コ

i
ン
ヘ
六
七
年
に
「
ミ
ン
ナ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ル
ン
ヘ
ル
ム
し
と
「
ハ
ン
ブ
ル
グ
槙
劇
論
し

が
あ
ら
わ
れ
る
c

レ
ッ
シ
ン
グ
の

戦
問
問
性
は
い
う
ま
モ
も
な
い
が
、

加

、“

f
、
手
持
コ
ニ
、

v

み
ィ
、
d
c
J
j
l
v

13-

と
し
て
、
彼
が
文
筆

た
最
初
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

七
七

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
市
民
階

殺
の
活
動

は
、
文
筆
家
に
と

て
の
読
書
す
る
会
衆
の

へ
と
反
殺
し
、

に
治
大
し
始
め
る
。

一
七
六
七
年
に
は
一
期

。
年
後
の
一
七
七

に
は
二
一
五

O
点
に
ふ
え

さ
ら
に
一
七
八

は

り
顕
著
な
増
加
は
な
く
、

一
八

0
0年
代
の
初
期
で
も
三
九

0
0点
な
す
と
し
う
わ
ま
わ
る

c
こ
う
し

の
増
加
に
依
拠
し
て
の

で
の
自
問
の

み
は
、

し
か
し

あ
マコ

た
。
そ
の

ニヤ
A
F

、.

L
u
t
 

一
九
世
紀
以
前
で
は
、
文
筆
家
が
倒
人
的
に
大
き
な
犠
牲
を
は
ら
っ
た
り
、

生
活
上
の

え
し
の
ん
だ
と

し
で
も
、
文
筆
一
本
で

は
ほ
と
ん
ど
成
功
し
た
た
め
し
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

レ
ッ
シ
ン
グ
で
さ
え
生
活
の

た
め
に

ブ
ラ
ウ
ン
シ

ヴ
ァ
イ
ク
の
公
爵
の

フ
主
追
っ
こ

c

r
b
e
d
/

カ

チ
J

に
成
功
し
う
る

諸
雑
誌
を
つ
う
じ

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
ヘ
ル
ダ
l

の
哲
学

て
よ
り
広
範
囲
の
読
者
層
を
獲
得
す
る
努
力
で
あ
っ
た
己
し
か
も
、
そ
の
冒
険
を
お
か
し
う
る
文
筆
活
動
の
範
囲
は
、
時
事
的
な
問
題
と

文
学
に
か
ぎ
ら
れ
る
の
で
、
学
問
的
な
著
述
家
は
宮
廷
や
大
学
で
職
を
え
て
く
ら
さ
ね
ば
生
活
の
め
ど
が
た
た
な
か
っ
た
。
当
時
の
大
学

は
法
学
部
と
神
学
部
中
心
の
絶
対
主
義
官
僚
養
成
機
関
と
い
う
色
彩
が
つ
よ
く
、
時
代
に
先
行
す
る
革
新
的
な
思
想
活
動
は
、
大
学
の
制

度
内
で
の
研
究
、
教
育
活
動
の
な
か
で
は
お
こ
な
わ
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
c

「
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
諸
相
は
た
ん
に
諸
々
の
学
殖
・
理
念
・

感
情
・
方
法
・
手
法
な
ど
の
国
際
的
・
国
内
的
な
錯
綜
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
さ
ら
に
ふ
か
く
権
力
画
家
で
の
思
想
家
の
生
活
の
諸
相
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
て
い
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
し
の
で
あ
る
。

JV府
な
い
し
大
学
を
自
己
の
仕
事
場
と
し
て
安
住
し
え
な
か
っ
た
在
野
派
の
思
想
家
、
文
学
者
た
ち
の
と
る
思
考
や
文
筆
の
ス
タ
イ
ル

は
、
必
然
的
に
非
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
、
非
体
系
的
な
も
の
と
な
る
。
若
く
し
て
ち
い
さ
な
地
方
大
学
に
奉
職
し
た
前
記
の
ト

l
マ
ス
・
ア

フ
ト
も
、

や
が
て
大
学
生
活
を
き
ら
っ
て
、

J、、

/レ
夕、

一14-

レ
ッ
シ
ン
グ
の
思
想
を
奉
ず
る
文
筆
家
と
し
て
の
道
を
え
ら
ん
だ
一
人
で
あ
る
o

は
か
れ
を
「
精
神
に
お
け
る
兄
弟
」
と
よ
ん
で
い
る
が
で
若
き
へ
ル
ダ
i
の
ア
プ
ト
像
に
つ
い
て
ハ
イ
ム
は
、
描
か
れ
る
人
の
顔
の
輪
廓

と
い
う
。

が
描
く
人
の
も
の
と
そ
こ
で
ひ
と
つ
に
か
さ
な
る
よ
う
だ
、

ヘ
ル
ダ
ー
が
書
翰
(
一
七
六
七
年
一
一
月
一
一
一
一
日
、

シ
ェ
フ
ナ

l

宛
)
の
な
か
で
「
な
に
も
の
に
も
ま

L
て
、
体
系
を
組
立
て
る
と
い
う
ド
イ
ツ
人
の
伝
来
の
欠
陥
よ
り
私
に
と
っ
て
嫌
悪
す
べ
き
も
の
は

な
い
し
と
い
う
よ
う
に
の
べ
る
の
は
、
た
ん
に
一
般
的
な
命
題
と
し
て
で
は
な
く
、
同
時
代
の
ヴ
オ
ル
フ
流
の
学
校
哲
学
と
大
学
に
お
け
る

研
究
の
状
況
と
か
ら
み
あ
わ
せ
て
は
じ
め
て
生
き
て
く
る
言
葉
で
あ
ろ
う
c

か
れ
ら
六

0
年
代
後
半
か
ら
活
動
を
開
始
す
る
思
想
家
た
ち

に
と
っ
て
の
切
実
な
関
心
は
、
道
徳
的
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
的
で
も
あ
る
よ
う
な
実
践
の
学
で
あ
り
、

哲
学
的
で
あ
る
と
同
時
に
歴
史

さ
ら
に
ま
た
文
化
と
人
間
性
の
形
成
に
か
ん
す
る
実
践
の
理
論
に
あ
た
る
感
性
学
(
〉
m
F
2
F
)

的
、
具
体
的
な
人
間
性
の
理
論
で
あ
り
、

と
か
「
芸
術
と
文
芸

3
n
g日
開
5
2
5
L
老
町
田
町
号
与
え

Hg)」
と
か
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
活
動
期
は
、

い
わ
ゆ
る
シ
ュ
ト
ル
ム
・



ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
ク
の
時
期
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
前
夜
で
あ
り
、

ド
イ
ツ
の
革
命
的
激
動
の
準
備
の
時
期
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
に
宗
教
と
い
う
枠
内
で
の
進
歩
と
反
動
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
、
第
二
に
市
民
的
、
国
民
的
な
自
己
意
識
の
あ

ら
わ
れ
と
し
て
の
歴
史
観
、
第
三
に
生
き
た
思
想
の
土
壌
と
し
て
の
感
性
学
、
芸
術
論
、

を
こ
の
時
代
の
進
歩
的
な
思
想
状
況
の
三
つ
の

標
識
と
し
て
と
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
一
一
の
契
機
に
つ
い
て
は
、
な
お
若
干
ふ
れ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

当
時
の
営
学
的
思
潮
の
主
流
を
な
し
て
い
た
ヴ
オ
ル
フ
哲
学
へ
の
関
係
を
み
す
ご
す
こ
と
は
片
手
落
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一
七
二

O
年

代
以
降
の
ド
イ
ツ
哲
学
界
を
圧
倒
的
に
支
配
し
た
の
は
ヴ
オ
ル
フ
哲
学
で
あ
っ
た
。
ひ
と
び
と
は
、

ヴ
オ
ル
フ
哲
学
と
の
な
ん
ら
か
の
交

渉
な
し
に
哲
学
的
な
自
己
形
成
を
お
こ
な
い
え
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
す
、
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
グ
オ
ル
フ
哲
学
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け

る
以
後
の
哲
学
の
興
隆
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
大
学
内
部
で
の
ヴ
オ
ル
フ

哲
学
の
隆
盛
は

フ
リ
ー
ド
り
ヒ
二
世
の
「
啓
蒙
」
絶
対
主
義
の
国
家
政
策
と
平
行
す
る
も
の
で
あ
り
、

大
学
が
絶
対
主
義
官
僚
養
成
機

一15

関
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
へ
の
支
配
層
の
要
求
と
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
c

ヴ
オ
ル
フ
哲
学
の
体
系
は
、
数
学
的
合
理
主
義

の
思
考
に
よ
っ
て
、
知
識
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
を
百
科
全
書
的
に
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
論
理
的
整
合
性
を
唯
一
の
基
準

と
し
、
形
式
論
理
的
に
矛
盾
す
る
も
の
は
し
り
ぞ
け
て
か
え
り
み
な
い
そ
の
立
場
は
、

や
が
て
哲
学
的
・
論
理
的
思
考
を
知
識
全
般
の
う

れ
て
ゆ
く
。
ま
た
、

か
え
っ
て
そ
れ
と
矛
盾
し
、
の
り
こ
え
ら

ヴ
オ
ル
フ
哲
学
の
形
式
的
合
理
主
義
と
い
う
理
論
的
骨
格
は
、
絶
対
主
義
政
治
体
制
の
軍
事
的
官
僚
制
の
骨
格
と
一

え
へ
ひ
ろ
げ
よ
う
と
す
る
そ
の
啓
蒙
合
理
主
義
の
衝
動
が
国
民
の
間
に
浸
透
す
る
に
つ
れ
て
、

致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

レ
ッ
シ
ン
グ
、

ヘ
ル
ダ
ー
ら
は
理
論
的
に
も
政
治
的
に
も
そ
れ
ら
に
敵
対
し
て
、

理
性
の
よ
り
深
い
把
握

を
こ
こ
ろ
ざ
し
、
そ
こ
を
足
場
に
し
よ
う
と
し
た
c

そ
れ
は
形
式
的
な
論
証
の
遊
戯
で
は
な
い
、
生
き
た
思
想
、
す
な
わ
ち
現
実
の
民
衆

の
生
活
や
そ
こ
で
の
感
情
と
意
識
と
ふ
れ
あ
う
理
論
、
文
学
や
時
事
評
論
や
民
一
謡
な
ど
と
相
互
浸
透
す
る
哲
学
の
探
求
で
あ
る
。
今
日
わ

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
務
家
怒
怒
と
ヘ
ル
ダ
!
の
銭
円
や

れ
わ
れ
な

「
思
想
」
と
か

と
か
と
い
う
と
こ
ろ
を

か
れ
ら
は
叶
理
性
宗
教
」
と
か

の
育
成
い
の

た
め
の
「
建
全
な
哲
学
〈
C
2
5含

2
己
主
c
u
rと

と
い
う
よ
う
に
呼
ん

か
ら
の
啓
出
ニる℃
、"e、

a 
な
く

下、
カミ、

ら、;之
(J)、

h
H
1

‘コキ
5
4

、

J
ん

3
4
I

ゐ
e
d
d
y

と

鋭
き
、
ド
イ
ツ
の
繍
神
生
活
の

は
、
、
ヴ
ォ
ル
ヅ

に
よ
っ
て

る
で
あ
ろ
う

と
い
う
主
張
を
も
っ
て

た
。
そ
う
し
た
さ
い
に

グ
オ
ル
ブ

の
体
系
が
あ
き
ら
か

て
い

る

領
域
と
美
学
の

そ
し
て
こ
の

に
お
い
て
ヴ
オ
ル
ブ

な
ぜ
破
綻
し
た
の
か
合
考
察
す
る
と
き
に
う

カミ

、
探
求
の

か
り
た
て
る
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

実
該
と
感
性
の

る
の
は
む

ず
か
し
い

で
は
な
い
。
あ
た
ら
し
い
出
題
領
域
の

で
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
の

哲
学
の

の
う
ち
で
エ
レ
メ
ン
タ

i
ん
な
地
放
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
こ

っ
て
い
る
。
し
か
し

ら
、
近
役

の

一
つ
の
モ
メ
ン
ト
z

が
い
か
に
登
場
し
、

に
い
た
っ
た
か
に
つ
い
て
の

をふ

1 d、、

日 16叫

中
広
だ
あ
ま
り
な

て
い
る
よ
う
に

い
c

こ
の
論
文
で
の

の
中
心
は
、

そ
の
点
に
お
か
れ
る
で

、
結
論
を
先
取
す

る
か
た

で
い

こ
の

に
、
実
践
の
問
題
は
、

へ
の
冨
民
の

-
教
化
と
宗
教
倫
理
の
娘
界
を
越
え

の

ふ

h

、

の
枠
内
に
と
ど
ま

の

は
ま
っ
た

は
な
ら
な
い
な
が
ら
も
そ
の
根
底
に
お

い
て

あ
た
ら
し
い

へ
の
準
備
、

給
動
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
の
で

加
藤
正
氏
は

レ
ッ
シ
ン
グ
と

と
L 、

ぷ
ハ
丹
、

グ
チ
'
》

y
w

レ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
る
理
性
概
念
の
深
化

ふ
れ
て
つ
ぎ
の
よ

う
に
の
べ
て
い
る
。

「
合
理
的
精
神
に
つ
い
て
は

つ
の

た
る
伝
説
が
あ
る
c

合
理
的
精
神
は

る
精
神
で
あ
り
、

る
錆
神
で



論
理
的
精
神
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ー
ー
と
伝
説
は
い
う
|
|
合
理
的
精
神
は
抽
象
的
で
血
と
生
命
の
な
い
形
式
で
生
き
た
肉
体
の
形

象
を
欠
い
て
い
る
。
こ
の
伝
説
に
よ
っ
て
人
び
と
は
合
理
的
な
る
も
の
よ
り
も
い
っ
そ
う
高
い
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
」

」
れ
に
対
し
て
レ
ッ
シ

γ
グ
の
合
理
的
精
神
は
、

「
実
在
そ
の
も
の
を
根
拠
と
し
、

」
の
実
在
を
か
か
る
も
の
と
し
て
限
定
し
、
弁
一
社

せ
ん
と
す
る
人
間
精
神
で
あ
る
。
実
在
は
つ
ね
に
新
し
く
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
だ
が
た
え
ず
更
新
さ
れ
る
限
定
の
進
行
は
、

他
方
に
お
い
て
は
諸
定
型
の
た
え
ざ
る
自
己
否
定
で
あ
る
。
人
間
精
神
は
自
己
の
定
型
の
否
定
に
よ
っ
て
の
み
自
己
の
基
底
に
あ
る
と
こ

ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
実
在
を
聞
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
精
神
の
こ
の
働
き
が
合
理
的
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
質
上
批
判
的
精

神
で
あ
る
。
」
そ
れ
は
ま
た
「
歴
史
的
認
識
の
精
神
」
と
も
い
い
か
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
新
し
い
歴
史
が
現
に
体
験
し
つ
つ
あ
る
事

柄
を
解
決
と
し
て
見
る
こ
と
な
く
、
そ
の
多
岐
か
つ
多
様
な
様
相
を
新
た
な
る
啓
示
と
見
て
、
そ
の
啓
示
の
中
か
ら
新
し
い
真
理
の
実
在

を
弁
証
す
る
」
精
神
、
「
人
類
の
実
践
と
体
験
と
の
理
性
的
占
有
」
へ
む
か
う
精
神
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
加
藤
氏
は
ハ
イ
ネ
に
な
ら
っ
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
を
ル
タ
l
の
継
承
者
と
し
て
と
ら
え
る
が
、
そ
れ
は
ル
タ
ー
が
「
律
法
の
根
底

か
ら
信
仰
を
聞
き
出
し
た
」
の
に
た
い
し
て
レ
ッ
シ
ン
グ
が
「
さ
ら
に
そ
の
信
仰
の
根
底
か
ら
理
性
を
聞
き
出
し
た
」
と
い
う
関
係
で
あ

7
t
 

l
 

る
。
理
性
の
歴
史
に
お
け
る
実
現
、
そ
う
し
て
建
設
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
人
間
的
に
理
性
的
な
実
在

(
H
共
同
体
〉

f1 

レ
ッ
シ
ン
グ
に
お

い
て
は
「
フ
ラ
イ
モ
イ
レ
ラ
イ
」
(
フ
リ
l
メ

l
ソ
ン
)
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
「
市
民
的
秩
序
に
特
有
の
外
的
結
合
に
依
ら
ず
、

『
共
感
的
精
神
の
共
同
的
感
情
』
に
根
ざ
す
も
の
」
で
あ
る
。
そ
の
「
共
感
的
精
神
の
共
同
感
情
に
包
ま
れ
た
実
在
」
、
そ
れ
は
「
後
に
い

た
っ
て
、
人
類
の
労
働
の
共
同
性
と
し
て
解
明
せ
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
加
藤
氏
の
論
述
は

レ
ッ
シ
ン
グ
の
思
想
の
把
握
に
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
か
ら
た
ち

い
っ
て
み
よ
う
と
す
る
へ
ル
ダ
l
の
思
想
を
も
脈
打
ち
流
れ
て
い
る
精
神
を
よ
く
と
ら
え
だ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
ヘ
ル
ダ
l
の
哲
学

(
1
)
ω
可
巳
窓
口
ハ
Y

一「
g
n
E
B
W
のめ田口
r
k
z
-
r
r
g
u
oロ
}
向
。
ロ
〈
O口

L
R

ハ-ozgnF巾
口
明
同
出
}
岡
田
口
同
区
間
円
ロ
ロ
ぬ
宮
ω
N戸
同
封
一
凶
器
同

F
回
目
己
5
・
52HWω
寸

(

2

)

ソ
ヴ
ェ
ト
の
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
、

v・
M
・
シ
ル
ム

γ
ス
キ
ー
は
、
突
さ
い

に
こ
の
言
葉
を
も
ち
い
て
い
る
。
〈
巴
・

ω
島
町
5
5凹
戸
〈
・
冨
・
同
c
E
E

C
C同
氏
ユ
止
問
。
三
2
・
m
E
ω
L
O
B
H
N己目
ω・出ゲ
OH田
Z
N同〈
Oロ
出
色
ロ
N
ω
g
q
m
e

切
OH込山口・]戸坦∞印
.ω
・白

(

3

)

〈
m
-
Fロ
rhrnpcoOHmw
。
芯

NOHmgHロロ
m
L
R
〈
2
ロ己ロ
F

切
R
E
P
H
m
w印
kpω
・
]
5
0
v
ω
]
5
ω
U
《同開
5
0
-
σ
m
r
ω
E
N
N
o
aロ
2
c
g
n
r
F口
Z
O

LO円
ロ
刊
ロ
ぬ
深
川
口
《
目
。
ロ
片
田
ロ
roロ
HLぽ
OHmEロ
ア
回
OH--Hロゆ

]5印一♂

ω・
凶
出
凶
斗

(
4
)

古
在
由
重
「
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
二
重
性
」
(
著
作
集
第
三
巻
所

収
)
は
、
戦
前
の
わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
観
点
の
も
と
に
書
か
れ
た
代
表

的
な
論
文
で
あ
る
。

(

5

)

大
畑
末
士
口
氏
は
、
ゲ
l
テ
の
い
う
「
古
典
的
」
を
、
国
民
的
・
民
族

的
・
市
民
的
と
い
う
意
味
だ
と
の
ベ
、
国
民
的
統
て
民
族
の
解
放
、
市

民
的
自
由
と
い
っ
た
要
因
を
ふ
く
み
こ
む
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
ゲ
l
テ
哲
学
研
究
」
(
一
九
六
四
年
〉
、
二
八
八

J
九
ペ
ー
ジ
。

(
6
)

輝
峻
凌
三
、
士
口
在
由
重
著
作
集
第
三
巻
「
解
説
」
中
の
言
葉
。

(
7
)

同
右
。

(

8

)

〈
m--Hと
rbnp
の
-w
の町田ロ
rrrHO
己
ロ
仏
関
-
由
回
目
。
ロ
ゲ
ヨ
司
E
g
g丘
三

。。
E
B
E
P
H
r
u
戸田

8
5
5ロ
自
己
恥
「
ロ
HHM注
目
立

]
W
5
2
0
5
n
r
o
N

民
自
片
山
口

BNO-噌
叫
，

F

N

R

ピ
8
5
2同
ロ
ロ
仏
司
ゲ
ロ
omO幸
町
白
骨
円

。
c
o
p
s
o
x
w
r円
ωm・
4
・
回
目
ロ
凹

γ向
a
R
O
H口・

(

9

)

輝
峻
凌
三
「
カ
ン
ト
」
(
「
近
代
社
会
思
想
史
論
」
所
収
)

(
叩
)
出
mq一

g-
一月戸
Lc-F
国
2
L巾
♂
∞
R
E
P
S印∞
w
切
L
-
Y
ω
H
N∞同・

(
日
)
開

σmwロ
L
P
ω
・
]FN由

(ロ
)
ω
庁内町一目白ロ
L
w
p
田・

0
・
ω
-
E

(
β
)
ル
カ
l
チ
は
狭
義
の
古
典
期
を
一
七
九
四
年
か
ら
一
八

O
五
年
の
約

一
0
年
間
に
限
定
す
る
と
い
っ
た
立
場
を
と
る
が
、
下
限
に
か
ん
し
て
い

え
ば
、
イ
エ
ナ
敗
戦
(
ル
カ
l
チ
〉
か
テ
イ
ル
ジ
ッ
ト
講
和
か
と
い
う
相
呉

は
あ
っ
て
も
、
大
綱
に
お
い
て
両
者
は
一
致
し
て
い
る
。
〈
包

F
E
r円
台
P

ω
E
N
S
aロ
2

の
B
ロ
r
k
E
O
L巾
門
口
。
口
。
円
。
ロ
《
目
。
戸
g
n
r
o
D
H
L巳
再
三
ロ
ア

切開一円ロロ
w]Fmw印印
uω
・
ω]戸内・

(

H

)

〈
間
「

ω可
a
Eロ
Lum-
同
-
o
u
ω
-
N
H
S

(
日
)
ア
ル
ノ
ル
ト
に
つ
い
て
は
右
の
シ
ュ
ト
ラ
イ
ザ
ン
ト
の
書
と
と
も

に
、
大
畑
末
吉
「
ゲ
l
テ
哲
学
研
究
」
に
、
簡
に
し
て
要
を
え
た
叙
述
が

あ
る
。
ア
ル
ノ
ル
ト
の
略
伝
お
よ
び
エ
l
デ
ル
マ
ン
、
ゲ
ー
テ
と
の
関
係

は
同
書
、
一
一
ペ
ー
ジ
お
よ
び
二
一
一
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

(
げ
印
)
〈
包

-
p
p
r岡
山
口
開
"
問
S
ロ
N・
0
5
F
g回目ロ間
hFO間一
B
L
0・
0mgHHHHHH己
日

ωロ
『
円
以
件
。
ロ
回
田
口
《
山
由
u
回
。
ュ
-P]F也市山
ωw
こ
の
な
か
で
メ
ー
リ
ン
グ
は
、
フ

リ
ー
ド
り
ヒ
大
王
を
レ
ッ
シ
ン
グ
の
共
働
者
、
共
闘
者
と
す
る
伝
説
は
、

現
代
で
は
カ
イ
ザ
l
-
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
を
ラ
ッ
サ
l
ル
と
マ
ル
ク
ス

の
そ
れ
に
仕
立
て
あ
げ
る
に
ひ
と
し
く
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
不
敬
罪
で
牢
獄
の
壁
に
む
か
つ
て
叫
ば
ざ
る
を
え
な
い
か
、
あ
る

い
は
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
精
神
病
医
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な

。。ー



る
だ
ろ
う
と
ま
で
痛
烈
に
罵
倒
し
て
い
る
(
同
書
、
七
八
ペ
ー
ジ
)
。

(
げ
)
第
二
版
以
後
の
標
題
は
「
人
間
性
の
歴
史
に
つ
い
て
」
に
か
わ
っ

た
。
〈
m「
包
呂
田
自
仏
担
問
。
・
・

ω・印印

(同

)
ω
同
門
巳
自
ロ
《
「
何
σmロ仏
p
ω
・印
G

(

m
げ

)
F
o
t
p
r
s
r
-
d
r
R
品
目
ゅ
の

g
n
r
f
r
g
仏

OH
冨
2
2
r
r
o
F
U

〉
ロ
hf
回目的。
-
H
4∞
少
切
門
--M¥ω
・
ωωvN庄
内
山
岡
門
口
出
口
「

ω可。
-mBLw
同・白・

0
・v

ω・
日
J
『

(

m

出
〉
】
wroロ
《
同
百
四
仏
-
N
u
ω
-
N叶
N
W
N
E・ロ
Rurω
可
。
同
窓
口
仏

(
幻
)
肘
ゲ
ぬ
ロ
L
P
N
H円・ロ
EHrω
同門
E
窓
口
ι

(
刀
)
何
ゲ
mロハ山内
r
回仏
-Mvω
・
ω]FKHVNX-
ロ田口「

ω可
巴
窓
口
L

(幻

)
ω
可
a
gロ
《
戸
田
-
m・

o・咽
ω
-
E

(川出
)

H

W

ゲぬロハ山田

(
5
)
 

(MA) 

(
幻
)

国白リ『同
HYMN戸仏
C
戸
同
・
同
・

0

∞L
Y
ω

印叶
ω
同・

出
mwM刊

HHY
肘ゲゆロ《同
myω
・印、に

国
内
三
q
w
H
の
よ
〉
E
H
r
aロ
白
司
}
己
白
田
01H円。

ιoH
の巾田
n
r
r
r
s

N戸
吋
回
日
仏
ロ
ロ
開

ι
R
Z
g
m
n
F
r
o
-同
L
ロ
口
問
R
L
0
3
4司
氏
宮
山
口
同
国
民

国間ロ
L
O
P
E
ω
問
。
唱
官
r
p
ロロ仏

E
口
問
巳
a
z
:
oロ
河

口

c
r
Z
F
d〈命日
B

F

H
@
g
v
回
L-Nwω
・
ωωAF

こ
の
書
名
を
わ
た
く
し
は
以
前
の
論
稿
「
J
-

G
・
ヘ
ル
ダ
!
と
有
機
的
批
界
観
の
問
題
」
(
東
京
都
立
大
学
哲
学
会
発

行
「
哲
学
誌
」

6
号
、
一
九
六
四
、
所
収
)
で
、
「
人
間
性
の
教
化
の
た

め
の
歴
史
哲
学
小
考
」
と
訳
し
た
が
、
本
文
の
よ
う
に
あ
ら
た
め
た
い
。

(
匁
)
出
m
q
B
w
p
凶・

0
・・切払
-
Y
ω
・印∞
N

北
大
文
学
部
紀
要

〈

m
U
)

レ
ッ
シ
ン
グ
の
一
七
六
九
年
ニ
コ
ラ
イ
宛
書
簡
、
メ
ー
リ
ン
グ
前
掲

書
、
七
二
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
、
な
お
訳
文
は
、
峰
峻
凌
一
一
一
「
カ

γ
ト」

(
「
近
代
社
会
思
想
史
論
」
所
収
、
二
一
九
ペ
ー
ジ
)
の
も
の
が
適
切
な
の

で
そ
の
ま
ま
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

(知

)
ω
同HO岡田田口
Lwm凶・同・

0
・
ω
-
E

(
引
A
)

肘
ゲ
目
白
仏
同

(mA)
肘
ゲ
ゆ
ロ
仏
国

(
m
u
)
N
F
E
n
F
出
回
可
戸
田
・
田
・
。
-w
切
L
-
Y
ω
・
ロ
ω

(
U
A
)
N
F
E
n
r
M同
4
5・
肘
r
o
E
P
ω
H
N由

(
間
以
)
た
と
え
ば
、
「
キ
リ
ス
ト
者
の
か
れ
の
宗
教
へ
の
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ス

ム
ス
」
と
か
ホ
メ
ロ
ス
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ム
ス
か
ら
要
望

す
る
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
も
ち
い
ら
れ
る
。
出
向
可
B
-
開

g
ロ
LPω
・
尽
∞
叩

(
%
)
N
F
口問
nr
出
品
目
・
肘
r
o
E
P
ω
-
H
N坦

(
労
〉
〈
間
]
・

ω可
巴
E
ロ
L
u
p
m
-。
-
w
ω
-
a

(
叩

A
)
ω
同門包
g
ロハ
Ha
開

toロ《
HPω
・
JS

(

m

刀
)
カ

γ
ト
も
欝
義
の
ば
あ
い
に
は
一
般
に
、
か
れ
が
自
分
の
著
作
で
す

で
に
批
判
し
た
ふ
る
い
教
科
書
を
き
そ
と
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い

う。

(
川
切
)
輝
峻
凌
一
二
「
カ

γ
ト
」
(
務
台
理
作
、
山
崎
正
一
一
編
「
近
代
社
会
忠

想
史
論
」
一
一
二
四
ペ
ー
ジ
)

(
引
)
〈
間
一
・
岡
山
田
可
B
w
国
・
白
・
。
・
回
仏
-
Y
ω
-
N
O
-
O

(
位
)
国
a
F
M
w
gロ仏国

Q
/
 

ー



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
!
の
哲
学

(

A

U

)

N

F

ロ
田
口
}
凶
阿
佐
一
司
自
・
開
σσ
ロ門同同

(
川
明
)
加
藤
正
「
レ
ッ
シ
ン
グ
と
合
理
的
精
神
」
、
加
藤
正
全
集
第
二
巻
「
田
川

考
法
則
の
科
学
」
所
収
、
一
四
三
ペ
ー
ジ
。

(
の
)
同
書
、
一
四
六
ペ
ー
ジ
。

(
必
)
同
書
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

(
円
引
〉
同
書
、
一
五
二
ペ
ー
ジ
。

(
必
〉
同
右
。

(
的
)
同
書
、

(
均
)
同
書
、

(
引
)
同
書
、

(
m
A
)

同
書
、

二
ハ
一

J
二
ペ
ー
ジ
。

一
六
二
ペ
ー
ジ
。

一
六
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

一
六
四
ペ
ー
ジ
。

一一、

ヘ
ル
ダ

i
の
生
涯
と
思
想

ヘ
ル
ダ
l
の
思
想
を
み
る
と
き
に
、

(
m
u
)

同
右
。

(
補
注
)
「
序
論
」
起
稿
後
に
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
た
研
究
書
に
、
司
自
日

同N
巳
B
E
Y
民
同
戸
}
比
ω可
。
自
己
ロ
判
。
ロ
【
H
m
w

円
安
凶
三
回

n
r
S
F
X
O
B
E
門口町
(
)
l
H
∞品∞
v

H
凶

R
E
P
5
8
と
巧
m
g
R
関

5
5
P
E
O
片岡田ロ
N
D由
】

ω
口
宮
〉
民
主
岱
吋
ロ
ロ
m

F

ロ

L
R
ι
町
三
田
n
y
oロ

H
L
S
H巳
口
同
会
出
]
{
∞
・
』
曲
目
回
忌
戸
ロ
【
H
0
2
m
w
切
。
ユ
E.]SGω

と
が
あ
る
。
「
序
論
」
に
か
ん
す
る
点
で
は
、
後
者
が
「
国
民
精
神
と
愛

国
主
義
」
と
題
し
て
一
七
六

0
年
代
を
中
心
に
く
わ
し
い
分
析
を
お
こ
伐

っ
て
い
る
の
が
有
益
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
タ
ラ
ウ
ス
は
、
当
時
の
啓
蒙
思

想
家
た
ち
の
い
う
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ス
ム
ス
が
、
絶
対
主
義
国
家
の
制
度
、

政
策
に
た
い
す
る
政
治
的
反
対
の
立
場
、
す
く
な
く
と
も
反
専
制
を
い
み

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
資
料
的
に
論
証
し
て
い
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
そ
の
生
涯
を
捨
象
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、レ

ッ
シ
ン
グ
と
か
へ
ル
グ

た
と
え
ば
カ
ン
ト
の

よ
う
に
一
生
を
ケ
i
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
に
と
ど
ま
っ
て
ひ
た
す
ら
教
授
と
思
索
に
没
頭
し
た
ひ
と
と
ち
が
っ
て
、

!
と
か
に
は
、
生
活
と
思
想
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。

ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ
l
ト
・
ヘ
ル
ダ
l
は、

(
1
)
 

ル
ン
ゲ
ン
に
生
ま
れ
た
。
父
は
も
と
も
と
は
織
匠
だ
っ
た
が
、

一
七
四
四
年
八
月
、
東
プ
ロ
イ
セ
ン
の
当
時
、
人
口
一
八

O
O人
ほ
ど
の
小
都
市
モ

l

の
ち
に
女
学
校
の
薄
給
の
初
級
教
員
と
な
り
、
同
時
に
教
会
守
と
合
唱
指

揮
者
を
つ
と
め
た
人
で
あ
っ
た
c

当
時
の
東
プ
ロ
イ
セ

γ
の
農
村
の
み
じ
め
さ
は
少
年
へ
ル
ダ
l
の
心
に
ふ
か
く
き
ざ
み
こ
ま
れ
た
と
い



う
iJ~ 

ヘ
ル
、
タ
I
自
身
も
教
会
の
助
祭
の
学
僕
兼
書
記
と
な
っ
て
住
み
こ
ん
だ
。

一
七
六
二
年
に
へ
ル
ダ
l
は、

ケ
l

ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
へ

勉
強
に
ゆ
く
幸
運
を
つ
か
ん
だ
。
当
時
は
七
年
戦
争
中
で

ロ
シ
ア
軍
の
進
駐
が
あ
り

ロ
シ
ア
の
聯
隊
付
医
師
に
見
込
ま
れ
て
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
彼
は
最
初
、
後
援
者
の
期
待
に
こ
た
え
る
た
め
外
科
医
と
し
て
の
勉
強
を
は
じ
め
る
が
、

そ
れ
に
耐
え
ら
れ
ず
、
神
学
に
転

じ
た
。
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
で
は
、
貧
し
い
小
市
民
階
級
の
子
弟
に
つ
き
ゃ
す
く
、
文
筆
活
動
の
可
能
性
も
望
め
る
知
的
職
業
が
、
牧
師

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
c

後
年
、

ヘ
ル
ダ
ー
は
こ
の
職
業
と
自
分
の
思
想
と
の
深
刻
な
矛
盾
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
は
ケ
l

ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
時
代
に
、

カ
ン
ト
の
講
義
を
熱
心
に
き
き
、
大
き
な
影
響
を
う
け
た
。
当
時
の
カ
ン
ト
は
、
イ
ギ
リ
ス
経
験

そ
の
講
義
は
へ
ル
ダ
l
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
|
ヴ
オ
ル
フ
学
派
の
哲
学
に
た
い
す
る

論
、
と
く
に
ヒ
ュ

l
ム
の
学
説
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、

批
判
的
な
態
度
を
植
え
つ
け
た
し
、
美
学
の
領
域
で
の
、

イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
紹
介
は
、

の
ち
の
へ
ル
ダ
!
の
美
学
観
の
素
地
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
領
域
で
は
、
「
一
般
自
然
史
と
天
体
の
理
論
」
(
一
七
五
五
)
が
す
で
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
著
作
が
へ

ーっL

ル
ダ
l
の
歴
史
哲
学
の
基
礎
的
な
思
想
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

ヘ
ル
ダ
ー
が
カ
ン
ト
の
ど
の
よ
う
な
点
に
共
鳴

し
た
か
は
、
晩
年
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
彼
は
、
彼
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、

ヴ
オ
ル
フ
、
パ
ウ
ム

ガ
ル
テ
ン
、
ク
ル

l
ジ
ウ
ス
、
ヒ
ュ

l
ム
を
検
討
し
た
精
神
を
も
っ
て
、
ま
た
物
理
学
者
と
し
て
ケ
プ
ラ
l
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
自
然
法
則
を

研
究
し
た
そ
の
精
神
を
も
っ
て
、
当
時
出
た
ル
ソ

l
の
著
書
を
も
と
り
あ
げ
た
。

ル
ソ
!
の
「
エ
ミ

l
ル
」
や
「
エ
ロ
イ
l
ズ
」
を
、
彼
が

た
え
ず
自
然
の
と
ら
わ
れ
な
い
知
識
を
、
ま
た
人
聞
の

知
っ
た
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
発
見
と
同
じ
よ
う
に
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
評
価
し
、

道
徳
的
価
値
を
説
い
た
。
人
間
l
民
族
l
自
然
史
、
惇
物
学
、
数
学
、
経
験
が
、
彼
が
そ
の
講
義
と
交
際
を
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
し

た
源
泉
で
あ
っ
た
c

知
る
に
あ
た
い
す
る
も
の
な
ら
ば
何
に
た
い
し
て
で
も
、
彼
は
冷
淡
で
い
ら
れ
な
か
っ
た
o
」
つ
ま
り
へ
ル
ダ
l
の

共
鳴
は
、

カ
ン
ト
が
伝
統
的
形
而
上
学
の
範
囲
を
ふ
み
こ
え
て
、
生
き
た
知
識
を
求
め
て
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
触
手
を
の
ば
し
て
い
る
姿
に

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l

の
哲
学

た
い
し
て
で
あ
っ
た
。
哲
学
の
革
新
へ
の
期
待
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
彼
は
カ
ン
ト
か
ら
つ
よ
い
影
響
を
う
け
る
と
同
時
に
、

カ
ン
ト
を

と
お
し
て
ル
ソ
ー
を
知
っ
た
。

ル
ソ

l
の
影
響
は
カ
ン
ト
以
上
に
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
へ
ル
ダ
ー
が
以
後
こ
の
ん
で
あ
っ

か
う
人
類
の
原
始
状
態
の
歴
史
や
文
学
へ
の
考
察
、

民
族
文
化
の
問
題
へ
の
関
心
を
よ
び
お
こ
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
上
の
引
用
が
し

め
す
よ
う
に
、

カ
ン
ト
へ
の
傾
倒
も
、

ル
ソ

l
主
義
者
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
側
面
が
重
視
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
七
六
四
J
五
年
ご

リ
ガ
時
代
に
な
っ
て
執
筆
さ
れ
た
「
哲
学
を
民
衆
の
た
め
に
有
用
な
も
の
と
す
る
た
め
の
内
容
と
方
法
の
探
究
に
つ
い
て
の
素
描
断

片
」
は
、
問
題
意
識
に
お
い
て
明
瞭
に
カ
ン
ト
的
で
あ
る
が
、
内
容
上
で
は
ル
ソ

l
の
立
場
が
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ハ
イ
ム
は

っ
た
え
て
い
る
。
伝
統
的
形
而
上
学
や
学
校
論
理
学
の
有
害
無
益
を
批
判
し
つ
つ
、
哲
学
そ
の
も
の
を
な
げ
す
て
る
の
で
は
な
く
、
哲
学

の
改
善
と
批
判
を
め
ざ
す
の
が
そ
の
趣
旨
で
あ
り
、
内
容
的
な
眼
目
は
、
哲
学
の
人
間
学
へ
の
転
換
に
お
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
人

間
あ
る
い
は
民
衆
を
中
心
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
哲
学
が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
。
や
が
て
そ
れ
は
、
後
年
の
人
間
性
の
発
展
史
と

し
て
の
歴
史
哲
学
や
感
性
学
へ
の
追
及
と
な
っ
て
み
の
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

お
な
じ
時
期
に
彼
は
ハ

l
マ
ン
と
ま
じ
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ハ

l
マ
ン
の
思
想
の
評
価
に
は
べ
つ
の
用
意
が
必
要
で
あ
る
。
ハ
1
7

ン
の
思
怨
を
、
ヘ
ル
ダ
!
と
同
様
に
十
九
世
紀
以
後
の
非
合
理
主
義
の
源
流
と
し
て
と
ら
え
る
お
お
く
の
試
み
に
た
い
し
て
、
マ
ル
ク
ス

主
義
の
立
場
に
立
つ
思
想
史
研
究
家
た
ち
は
た
え
ず
反
対
し
て
き
た
し
、
か
れ
の
思
想
の
弁
証
法
的
思
考
へ
の
胎
動
と
い
う
側
面
こ
そ
積

極
的
に
評
価
す
べ
き
も
の
だ
と
主
張
し
て
き
て
い
る
。
と
も
あ
れ
ハ

l
マ
ン
が
当
時
の
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
的
合
理
主
義
に
反
対
し
て
、
自
然
、

生
命
、
感
覚
、
感
情
、
経
験
、
歴
史
、
と
い
っ
た
諸
契
機
を
強
調
し
、
そ
れ
に
若
い
ヘ
ル
ダ
ー
や
ゲ

l
テ
ら
が
ひ
か
れ
た
こ
と
は
あ
き
ら

か
で
あ
る
。

ろ

ハ
54

ηノ
街

ヘ
ル
ダ
!
は
ケ
l

ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
で
の
大
学
生
活
を
お
え
た
の
ち
、
一
七
六
四
年
か
ら
六
九
年
ま
で
を
バ
ル
ト
海
沿
岸
の
ロ
シ
ア
領
の

小
都
市
リ
ガ
で
牧
師
兼
教
師
の
生
活
を
送
っ
た
。
こ
の
時
代
は
彼
の
生
涯
の
う
ち
で
も
、
も
っ
と
も
解
放
さ
れ
、
も
っ
と
も
幸
福
な
時
代



リ
ガ
は
序
論
に
も
書
い
た
と
お
り
、
市
民
的
自
由
の
気
風
に
富
ん
だ
自
治
都
市
で
あ
り
、

き
ハ
ン
ザ
精
神
し
の
な
ご
り
が
生
き
て
い
た
。
こ
の
都
市
共
同
体
に
く
わ
わ
っ
た
へ
ル
ダ
l
は
、
教
育
者
、
牧
会
者
、
説
教
者
と
し
て
情

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

「
ふ
る
き

誇
り
高

熱
を
こ
め
て
は
た
ら
き
、

は

そ
の
卓
越
し
た
識
見
、
人
格
に
よ
っ
て
高
い
尊
敬
を
う
け
た
。
彼
が
そ
こ
で
お
こ
な
っ
た
活
動
の
思
想
的
反
映

「
人
間
的
哲
学
し
あ
る
い
は
「
人
間
性
の
哲
学
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
宗
教
的
な
指
導
者
、
教
育
者
と
し
て
、
一
般
の
民
衆
の
生

一
般
民
衆
の
健
全
な
悟
性
に
も
と
づ
き
、
そ
こ
に
働
き
か
け
る
た
め
の
哲

ま
た
教
養
あ
る
市
民
階
級
と
交
際
す
る
な
か
で
、

活
と
接
し

学
と
い
う
考
え
が
発
展
し
た
。
こ
の
よ
う
な
思
想
を
、
彼
は
文
筆
活
動
を
つ
う
じ
て
実
現
し
よ
う
と
意
図
す
る
に
い
た
る
。
彼
は
ト
l
マ

ス
・
ア
プ
ト
に
文
筆
家
の
模
範
を
み
、

ア
フ
ト
と
、

「
人
間
の
う
ち
で
も
っ
と
も
多
く
の
部
分
を
占
め
、
も
っ
と
も
役
に
立
つ
働
ら
き
を

の
た
め
の
」
文
筆
家
と
い
う
使
命
感
を
共
に
し
た
。
こ
の
時

な
し
、
も
っ
と
も
尊
敬
に
あ
た
い
す
る
部
分
で
あ
る
、
民
衆
(
仏
国
田
〈
O
]
W
)

と
「
批
評
論
叢
(
同

2-出
口
宮
田
宅
問
戸
各
自
)
」
(
一
七
六
九
)
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
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代
の
文
筆
活
動
は
、
「
現
代
ド
イ
ツ
文
学
断
想

(
F
a
B
2
5
ロ
σ日
仏

5
5
5
2
号
E
2
Z
F
X
2
2
5
)」
(
一
七
六
七
l
一
七
六
八
)

こ
れ
ら
の
仕
事
を
つ
う
じ
て
へ
ル
ダ

i
は
、
根
本
思
想
に
お
い
て
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
l
の
有
機
体
的
な
世
界
観
の
影

響
下
に
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
一
七
六
五
年
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
人
間
倍
性
新
論
」
と
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
「
古
代
芸
術
史
」
が
公
刊
さ

れ
、
そ
れ
ら
は
若
い
ヘ
ル
ダ
l

の
思
考
を
か
き
た
て
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
に
か
ん
す
る
読
書
に
も
こ
の
こ
ろ
没
頭

し
、
デ
ィ
ド
ロ

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、

ビ
ュ
ッ
フ
ォ
ン
、

ボ
ネ
、

ら
に
し
た
し
ん
だ
。

「
批
評
論
叢
」
は
主
と
し
て
当
時
の
美
学
、
芸

術
史
を
め
ぐ
る
議
論
に
ふ
れ
た
も
の
で
、
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
「
美
学
L

、

リ
ー
デ
ル
の
「
芸
術
と
文

一
七
六
七
年
刊
〉
と
い
っ
た
当
面
の
先
行
業
績
の
批
判
的
検
討
に
よ
っ
て
自
分
の
独
自
な
思
想
を
形
成
し
よ
う
と

こ
こ
ろ
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
後
年
に
明
確
な
形
を
と
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
形
成
と
発
展
の
思
想
が
す

レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
ラ
オ
コ

l
ン」、

芸
の
理
論
」
(
イ
エ
ナ
、

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l
の
哲
学

で
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
最
初
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
美
学
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
ヴ
オ
ル
フ
哲
学
体
系
の
完
成
と
整
合
化
と
い
っ
た
動
機

に
よ
る
、
純
概
念
的
な
「
上
か
ら
し
の
規
定
に
た
い
す
る
批
判
を
つ
う
じ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

「
上
か
ら
」

に
た
い
し
て
「
下
か
ら
」
、
す
な
わ
ち
経
験
的
多
様
と
そ
の
徴
表
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
発
展
の
あ
と
づ
け
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら

多
様
の
総
括
に
い
た
る
と
い
う
思
想
が
対
置
さ
れ
た
。
「
彼
に
と
っ
て
は
、
感
覚
の
発
展
史
は
、
芸
術
の
発
展
史
へ
の
み
ち
び
き
の
糸
と
な

り
、
後
者
は
ま
た
人
間
精
神
一
般
の
歴
史
に
た
い
す
る
照
明
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
彼
が
意
図
し
た
「
人
間
性
の
哲
学
」
は
、
ひ
と
ま
ず

こ
う
し
た
具
体
化
の
か
た
ち
を
え
た
の
で
あ
る
。

う
に
な
る
に
つ
れ
て
、

リ
ガ
で
ス
タ
ー
ト
を
き
っ
た
彼
の
文
筆
家
と
し
て
の
活
動
は
、
そ
れ
が
反
響
を
よ
び
、
ひ
き
つ
づ
く
創
造
的
な
仕
事
を
必
要
と
す
る
よ

さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
ま
ず
第
一
は
、
聖
職
者
と
し
て
講
壇
か
ら
神
の
教
え
を
説
く
さ
い
の
思
想
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上
の
矛
盾
で
あ
る
。
彼
は
、
魂
の
不
死
性
に
つ
い
て
メ
ン

J

ア
ル
ス
ゾ
l
ン
と
論
争
す
る
が
、
そ
の
さ
い
彼
の
と
っ
た
立
場
は
、
魂
と
肉
体

の
不
可
分
性
の
主
張
で
あ
っ
た
c

感
性
か
ら
解
放
さ
れ
た
魂
な
る
も
の
は
不
具
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
精
神
的

l
感
性
的
存
在
と
し
て
、

あ
る
「
混
然
と
し
た
自
然
」
と
し
て
、
創
造
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
岸
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
を
想
定
す
る
場
合
も
、
再
生
(
司
山

口
口
唱
口
開
丘
町
〉
以
外
は
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

」
の
考
え
は
、

神
学
に
お
け
る
魂
の
不
死
に
か
ん

す
る
教
え
と
は
背
馳
す
る
異
教
的
な
も
の
で
あ
る
。

な
っ
た
。
第
二
に
、
文
学
者
、
文
筆
家
と
し
て
の
活
動
お
よ
び
そ
れ
を
さ
さ
え
る
思
想
の
側
か
ら
生
ず
る
問
題
が
あ
る
。
文
筆
活
動
で
の

成
功
は
、
説
教
者
、
神
学
者
と
し
て
の
さ
だ
ま
っ
た
信
条
の
枠
内
で
の
活
動
と
思
考
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
次
第
に
無
理
な
こ
と
に
し
た
。

ポ
品
ジ
ー

た
と
え
ば
聖
書
を
、
彼
の
方
法
的
原
則
に
し
た
が
っ
て
、
近
東
民
族
の
文
学
(
詩
)
と
し
て
美
学
的
に
読
み
す
す
む
態
度
と
聴
衆
に
端
的

ヘ
ル
ダ
ー
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
、
説
教
者
と
し
て
の
良
心
の
問
題
で
悩
む
よ
う
に

な
神
の
言
葉
と
し
て
講
解
す
る
態
度
と
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
二
重
性
を
お
び
て
く
る
の
が
と
う
ぜ
ん
で
あ
る
。
第
三
に
、
学
校
教
師
と



し
て
の
職
務
の
多
忙
さ
は
、
実
際
面
で
、
文
筆
家
と
し
て
の
活
動
を
ひ
ろ
げ
る
さ
ま
た
げ
と
な
っ
て
き
た
。
当
時
の
ニ
コ
ラ
イ
宛
の
手
糾

レ
ッ
シ
ン
グ
を
、
芸
術
や
状
況
に
、
い
つ
も
わ
か
わ
か
し
く
、
と
ら
わ
れ
な
い
心
で
没
入
し
て
ゆ
く
「
一
個
の
世
界
市
民
」
と
評

「
こ
の
よ
う
な
人
物
こ
そ
ド
イ
ツ
を
啓
蒙
で
き
る
で
し
ょ
う
ノ
し
と
、
彼
の
生
き
方
に
た
い
す
る
羨
望
の
念
を
う
っ
た
え
て
い

で
は

る {UfI
010 し
ゃ、

カ2

て
J、、
ノレ

ダ、

t主

レ
ッ
シ
ン
グ
に
な
ら
っ
て
自
己
自
身
に
忠
実
な
生
活
と
広
い
位
界
へ
の
知
見
を
も
と
め
て
リ
ガ
か
ら
脱
出
を

く
わ
だ
て
る
。

一
七
六
九
年
三
月
、
彼
は
い
っ
さ
い
の
職
を
辞
し
、
使
を
え
て
海
路
フ
ラ
ン
ス
へ
と
旅
立
っ
た
。
こ
の
航
海
中
に
書
か
れ

た
「
一
七
六
九
年
の
わ
が
旅
行
日
記
」

(
H
0
5
5
-
B白

山
ロ

m
H
H
N
2
8
H
H
H
H
T
r
口
S
)
t土

シ
ュ
ト
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
心

情
を
し
め
ず
文
学
作
品
に
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ヘ
ル
ダ
ー
は
こ
こ
で
、

」
れ
ま
で
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
気
分
で
、
宗
教
、
政

治
、
文
学
、
自
然
科
学
、
民
族
文
化
、
国
民
教
育
な
ど
に
つ
い
て
批
判
、
感
想
、
夢
想
、
を
書
き
つ
け
て
い
る
。
い
ま
ま
で
の
書
物
の
上

で
の
せ
ま
い
知
識
を
反
省
し
つ
つ
、
生
き
た
生
活
や
経
験
に
も
と
づ
く
思
索
へ
の
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
。
人
間
の
哲
学
は
、

人
間
精
神
の
歴
史
と
一
体
の
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
彼
に
と
っ
て
教
育
的
、
政
治
的
、
文
化
的
な
人
間
活
動
の
全

基
礎
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
し
ば
し
ば
自
分
の
文
筆
家
か
た
ぎ
と
で
も
い
う
べ
き
一
面
性
の
克
服
を
意
図
し
、
「
万
事
を
政

治
、
国
家
、
財
政
の
観
点
か
ら
み
る
こ
と
、
立
法
、
尚
業
、
警
察
の
精
神
を
獲
得
す
る
こ
と
」
と
い
っ
た
課
題
を
み
ず
か
ら
に
提
起
し
て

い
る
。
後
年
の
歴
史
哲
学
は
、

戸町
Jη

4
 

こ
う
い
う
青
年
ヘ
ル
ダ
!
の
根
底
を
な
が
れ
て
い
た
思
想
の
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

旅
行
は
ナ
ン
ト
を
へ
て
パ
リ
ま
で
で
終
っ
た
c

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ペ
イ
ン
を
へ
て
イ
タ
リ
ア
ま
で
行
く
希
望
は
あ
っ
た
が
、
費
用
の
点

で
実
現
し
な
か
っ
た
。
パ
リ
で
味
わ
っ
た
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
解
体
期
の
フ
ラ
ン
ス
文
化
は
、
す
で
に
か
つ
て
の
活
力
を
失
っ
た
も

の
に
み
え
、
彼
に
と
っ
て
は
不
満
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
に
デ
ィ
ド
ロ
の
美
学
論
の
み
が
訴
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
彼

の
心
中
に
は
か
え
っ
て
ド
イ
ツ
に
た
い
す
る
愛
国
的
心
情
が
つ
よ
ま
っ
た
こ
と
を
ニ
コ
ラ
イ
へ
の
手
紙
は
告
げ
て
い

h
c
同
じ
年
の
終
り

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l
の
哲
学

に
は
帰
途
に
つ
き
、

一
六
七

O
年
の
二
月
に
ハ
ン
ブ
ル
グ
で
レ
ッ
シ
ン
グ
と
は
じ
め
て
出
会
っ
て
い
る
c

レ
ッ
シ
ン
匂
グ
の
印
象
は
き
わ
め

て
つ
よ
く
、

以
後
終
生
、
彼
は
レ
ッ
シ
ン
グ
へ
の
尊
敬
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
年
末
、
持
病
の
眼
の
手
術
の
た
め
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ

ル
ク
に
滞
在
し
て
、

そ
こ
で
偶
然
に
、
当
時
法
科
の
大
学
生
で
あ
っ
た
ゲ

l
テ
と
知
り
合
う
c

年
令
で
は
ヘ
ル
ダ
i
が
五
才
年
長
な
だ
け

で
あ
っ
た
が
、
識
見
に
お
い
て
は
ゲ
ー
テ
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
た
と
い
う
。
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
滞
在
中
に
、

い
て
(
己
σ
2
d
g官
民
ロ
ぬ
門
目
白

ω℃
同
国
ロ
}
戸
内
)
」
が
書
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
リ
ガ
時
代
の
「
現
代
ド
イ
ツ
文
学
断
想
」
で
あ
っ
か
わ
れ
て
い
た

「
言
語
の
起
源
に
つ

言
語
論
の
発
展
で
あ
っ
て
、

言
語
発
達
史
を
、
総
体
と
し
て
の
認
識
史
の
う
ち
で
と
ら
え
、

社
会
生
活
の
発
展
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

と
く
に
注
目
す
べ
き
点
は
、

そ
れ
を
人
間
の

一
七
七
一
年
か
ら
七
六
年
ま
で
は

ヘ
ル
ダ
l
の
い
わ
ゆ
る
ビ
ュ
ッ
ケ
ブ
ル
ク
の
危
機
の
時
代
で
あ
る
。
彼
は
ド
イ
ツ
へ
か
え
っ
て
、

著
述
家
と
し
て
の
独
立
な
生
活
を
も
く
ろ
ん
だ
が
、

既
述
の
よ
う
に
生
活
の
う
え
で
の
窮
迫
を
た
え
し
の
ん
だ
と
し
て
も
し
ょ
せ
ん
そ
れ
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は
無
理
で
あ
っ
た
。
や
む
な
く
、

ウ
ェ
l
ゼ
ル
川
中
流
の
シ
ャ
ウ
ム
ブ
ル
ク
U

リ
ッ
ベ
伯
爵
領
ビ
ュ
ッ
ケ
ブ
ル
ク
の
宮
廷
牧
師
と
し
て
の

臓
に
つ
い
た
。
宮
廷
が
彼
を
招
い
た
の
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
文
壇
・
言
論
界
の
新
進
の
人
物
に
よ
っ
て
、
自
己
の

君
主
自
身
は
彼
の
戯
画
的
に
僅
少
な
軍
隊
の
訓
練
に
し
か
興
味
を
も
た
な
い
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ

「
啓
蒙
」
君
主
ぶ
り
を
飾
る

た
め
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

た
ο

こ
の
わ
い
小
な
都
市
で
の
精
神
的
な
孤
独
、
自
分
自
身
と
周
囲
へ
の
不
満
、
失
意
、

そ
れ
に
く
わ
え
て
ま
え
ま
え
か
ら
へ
ル
ダ
l
の

宗
教
的
心
情
の
お
も
り
と
な
っ
て
い
た
ハ

l
マ
ン
へ
の
文
通
に
よ
る
接
近
、

そ
れ
に
ス
イ
ス
の
神
秘
主
義
的
な
宗
教
思
想
家
ラ
フ
ァ

l
タ

!
と
の
交
流
、

な
ど
が
か
さ
な
っ
て

こ
の
時
期
の
論
調
の
う
ち
に
は
、
宗
教
的
気
分
へ
の
内
聞
、
反
啓
蒙
主
義
的
で
、
非
合
理
主
義
的

な
傾
斜
が
つ
よ
ま
る
。
「
人
間
性
の
教
化
の
た
め
の
歴
史
哲
学
私
論
(
〉
戸
島
巳
5
]
U
E
H
o
g
-
L号
仏
日
の
巾
2
E
n
r
Z
N日
一
回

E
g
m
号
吋

zoロ凹口
7
5
5」
(
一
七
七
四
)
、
「
人
類
の
最
古
の
記
録
(
〉
F
g
z
d長
g
p
ι
2
Z
B回
忌
自
唱
団
口
E
R
E凹
〉
」
(
同
年
)
は
、

い
ず
れ



も
発
生
的
l
歴
史
的
な
し
か
た
で
、
前
者
は
啓
蒙
の
進
歩
史
観
を
反
駁
し
て
、

歴
史
を
神
の
摂
理
の
計
画
の
現
実
化
と
み
、
後
者
は
旧
約

聖
書
の
モ

l
ゼ
の
諸
書
の
記
録
を
人
聞
の
歴
史
の
起
源
に
つ
い
て
の
神
の
啓
示
と
し
て
、

形
而
上
学
的
な
説
明
を
く
わ
え
る
と
い
っ
た
も

ハ
l
マ
ン
、
ヤ
コ
l
ビ
な
ど
の
信
仰
哲
学
へ
の
思
想
的
接
近
を
物
語
っ
て
い
る
。
ハ
イ
ム
は
こ
こ
に
の
ち
の

カ
ン
ト
批
判
の
足
場
を
み
る
し
、
オ
イ
ゲ
ン
・
キ
ュ

l
ネ
マ
ン
は
伝
統
的
ド
イ
ツ
思
潮
の
惨
出
を
み
よ
う
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
理
性
は

経
験
に
も
と
づ
け
ら
れ
、
そ
の
経
験
は
人
類
一
般
の
経
験
と
い
う
か
た
ち
に
拡
大
さ
れ
て
、
そ
の
起
源
と
力
が
問
わ
れ
、
人
類
一
般
の
創

造
者
と
し
て
の
神
と
そ
の
啓
示
が
端
的
な
「
事
実
」
と
し
て
、
感
性
的
経
験
そ
の
も
の
の
領
域
へ
登
場
し
て
く
る
と
い
う
思
想
構
造
は
、

経
験
を
無
限
定
な
根
底
と
し
て
、
す
べ
て
の
限
定
の
背
後
に
す
え
る
独
断
的
思
弁
の
枠
を
こ
え
て
い
な
い
c

そ
の
か
、
ぎ
り
で
、
ド
イ
ツ
神

秘
主
義
の
伝
統
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
そ
の
延
長
の
上
で
は
と
う
ぜ
ん
、
の
ち
の
カ
ン
ト
批
判
を
、
独
断
論
の
限
の
う
つ
ば

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は

哲
学
の
出
さ
が
か
え
っ
て
強
み
と
な
り
え
た
。
と
い
う
こ
と
は
、

か
れ
が
け
っ
し
て
第
一
原
理
「
の
学
と
し
て
の
理
論
的
哲
学
の
構
成
を
め

ウ

i
nJゐ

り
が
と
り
は
ら
わ
れ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
の
、
的
は
ず
れ
の
カ
ン
ト
批
判
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
も
で
て
こ
よ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
へ
ル
ダ
l
の

ざ
さ
ず
、

つ
ね
に
歴
史
と
倫
理
の
学
と
し
て
の
哲
学
や
人
間
的
認
識
に
関
す
る
理
論
に
考
察
の
中
心
を
お
い
た
こ
と
の
功
罪
両
国
を
意
味

す
る
。
こ
の
時
期
の
宗
教
的
煩
悶
と
動
揺
も
、
彼
を
形
而
上
学
的
宗
教
哲
学
へ
み
ち
び
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
倫

理
的
次
元
と
歴
史
的
遡
及
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
啓
示
宗
教
と
し
て
規
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
普
遍
的
な
倫
理
、
れ
れ
匂

m
a
B
E

(
四
)

円
山

2
足
白
雲
町

PSL刊
誌
忠
実
叫
町
内
忌
h
N

」d
u
u

と
か

E
S
S柏
町
営
誌
町
役
思
同
誌
な
な
り

2
5ロ
凹
ョ
と
よ
ば
れ
て
、
人
間
性
一
般
の
定
立
、
形
成
の
エ
レ

メ
ン
ト
へ
と
た
え
ず
ひ
き
お
ろ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
期
以
後
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
ふ
れ
る
や
、
そ
の
倫
理
学
を
キ
リ
ス
ト
教

と
一
致
す
る
理
性
の
最
高
の
モ
ラ
ル
と
し
て
み
る
よ
う
な
展
開
が
可
能
と
な
る
c

認
識
の
理
論
と
美
学
の
う
え
で
の
着
実
な
つ
み
あ
げ

ヵ:

こ
の
時
期
を
つ
う
じ
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
も
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
章
を
あ
ら
た
め
て
の
べ
た
い
。

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
ヘ
ル
ダ
l

の
哲
学

一
七
七
六
年
一
一
月
、
彼
は
ワ
イ
マ

l
ル
の
選
帝
侯
カ

l
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
の
招
き
で
、
教
会
総
監
督
兼
宮
廷
付
牧
師
と
し
て
ワ
イ
マ

ー
ル
へ
赴
任
し
た
。
こ
の
招
請
は
、

ゲ
ー
テ
の
推
挙
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
後
彼
は
死
ぬ
ま
で
の
約
三

0
年
間
を
ワ
イ
マ

l
ル
で
す

ご
す
こ
と
に
な
る
o

す
で
に
三
年
前
の
一
七
七
三
年
に
カ
ロ
リ
ー
ネ
・
フ
ラ
ッ
ハ
ス
ラ
ン
ト
と
結
婚
し
、
二
児
の
父
と
な
っ
て
い
た
。

ワ
イ
マ

l
ル
で
の
仕
事
は
き
わ
め
て
多
忙
で
あ
っ
た
。
し
ば
し
ば
の
説
教
、
そ
の
他
の
牧
師
と
し
て
の
業
務
、
教
会
会
議
へ
の
出
席
、

牧
師
候
補
者
や
教
師
の
試
験
、
学
校
視
察
、
教
区
の
牧
師
、
教
師
の
た
め
の
精
神
的
援
助
、

そ
れ
か
ら
彼
が
も
っ
と
も
重
荷
と
し
た
無
数

の
教
会
財
政
の
検
査
な
ど
、

一
七
七
七
年
一
月
の
友
人
へ
の
手
紙
で
は
、

「
す
る
こ
と
が
恐
ろ
し
い
ほ
ど
多
い
」
と
書
い
て
い
る
ο

そ
の
上
に
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
た
手
紙
も
あ
る
。
こ
う
し 年

た
っ
て
も
、
本
を
読
む
ひ
ま
も
、
物
を
幸
一
回
く
ひ
ま
も
な
く
、

た
苦
渋
な
生
活
の
連
続
を
の
が
れ
る
た
め
に
、
彼
は
ビ
ュ
ッ
ケ
ブ
ル
ク
時
代
か
ら
な
ん
ど
か
大
学
教
授
の
職
を
求
め
る
が
、

そ
の
反
正
統

-28 

神
学
的
著
述
の
ゆ
え
に
、

つ
ね
に
不
成
功
に
終
っ
て
い
る
。

し
カ込

し

」
の
よ
う
な
状
態
の
な
か
で
も
、

ワ
イ
マ

l
ル
時
代
は
彼
に
と
っ
て
も
っ
と
も
内
容
充
実
し
た
活
動
の
時
期
で
あ
っ
た
。

z初

期
(
一
七
七
六
J
八
二
一
)
こ
ろ
に
は
、

じ
ゅ
う
ぶ
ん
ま
と
ま
っ
た
仕
事
こ
そ
な
い
が
、

主
著
「
人
類
史
の
哲
学
へ
の
考
察
」
の
構
想
が
熟

し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
、

い
く
つ
か
の
論
稿
か
ら
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
に
へ
ル
ダ
ー
が
思
想
的
影
響
を
う
け
た
の
は
、

ゲ
ー
テ
の
ほ
か
に
個
性
的
な
思
想
家
ア
ウ
グ
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
ア
イ
ン
ジ

l
一アル

(〉
H
M
m
C
2
4
0
口
開
宮
丘
町
〔
同
町
「
]
戸
吋
印
品
毘
ω吋
)
や
ル
ク
レ

チ
ウ
ス
の
ほ
ん
訳
家
、

カ
ー
ル
・
ル

l
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ク
ネ
l
ベ
ル
(
関
山
ユ

T
L当日
m
gロ
関
口
巾
σ巾
「
口
主
l
H
∞ω品
)
と
の
交
友

が
あ
っ
た
。
八

0
年
代
に
入
っ
て
、
有
名
な
ス
ピ
ノ
ザ
論
争
が
ま
き
お
こ
し
た
波
紋
の
な
か
で
の
、

か
れ
ら
と
共
同
の
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の

検
討
は
、
彼
の
思
想
活
動
の
推
進
力
と
し
て
み
お
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

ア
イ
ン
ジ

l
デ
ル
は
、

一
種
の
哲
学
的
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
い
わ
れ
る
が
、
自
然
科
学
へ
の
関
心
が
ふ
か
く
、

ヘ
ル
ダ

l
は
彼
と
の
会



や
彼
の

{
思
考
察

カミ

。
ヲ
て
の

;ヱ

(
鵠
}

ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、

ま
ず
第
一
に

で
の
ラ

J

ア
イ
カ
ル

で
あ
る
c

彼
は
々

p
ス
ト
教
の

平
線
弁
的
な
お
し
ゃ
べ
り
ん
と
き
め
つ
け
、

0) 

盤
を
人
慌
の

の

J¥ 

の

と
考
え
る
。
し

っ
て
宗
教
を

」
と
は
、
殺
蒙
を
さ

奴
隷
感
覚
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
。
ま
た
宗
教
へ へ

の
習
慣
的
な
欲
求
は
、
数
酒
へ
の

お
な
じ
こ
と
で
あ
り
、
ど
ふ
り
ら
も

古
cム

た
と
え
て
み
れ

だ
れ
も
が
杖
に

っ
て

い
て
い
る
土

士出

よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

f
l、
明

】

d

J

/

 

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
そ
れ
か
ら
だ

ほ
ん
と
う
は

“グ
い

十
J
h

よ
り
自
由
に

る
の
で
あ
る
c

も
っ
と
も
有
容
な
点
は
、

J¥  

び〉

停

で

あ

る
O 

』土

か
ら
ひ
き
は
な
し
て

の
縦
偵
を
み
と
め
な
い

せ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
宗
教
上
の
お
ら
ゆ
る
、

必
然
的
に
ご
ま
か
し
の

/
ザ
州
m
w
F
M
H
d

ロ
mmロ)

、
、

の
か
わ
り
に
、
語
感
情

会
も
つ
こ
と

nwノ
ハノゐ

ii'. 

「
信
念
J
M
謀
総
ナ
る
こ
と
、

に
か
え
る
に
感
情
を
も
っ
て

こル」、

そ
れ
が

に
法
文
化
の

会o

も

も
し
も
こ
の
よ
う
な

の

い
万
が
、
当
時
の

通
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

そ
こ
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
一
い
う
言
葉
で

、

、

、

、

、

、

、

、

、

じ
つ
は
現
実
と
の
一
の
ふ
れ
あ
い
と
い
う
こ
と
の

る
内
容

わ
れ
わ
れ
が
内
容
と
す
る
心
浬
的
事
象
よ
り
は
ひ
ろ
い

も
の
そ
あ
っ
て
、

で
あ
り
、

に
よ
っ
て
思
想
そ
の
も
の
な
笹
山
洋
性
か
ら
た

ち
ぎ
ら

方
針
を
ふ
く
ん

い
る
と
い
え
よ
う
。
ア
イ
ン
ジ

l
Jブ
ル
の

の
関
心
祁
ω
は

に
、
政
治
的
、
社
会
的
預
械
に
お
い

て
も
つ
ら
ぬ
か
れ
、

支
配
諸
説
設
、

も
っ
と
も
理
解
し
が
た
い
制
度
の
一
つ
で に

対
し
て
も
ラ

イ
カ
ル
な
批
判
が

る。

一
人
の
人

11¥] 
(J) 

み
る
こ
と

ま
た
さ
ら
に

ぴ〉

で
あ
る
の
は

世

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
c

戦
争
は
い
か
な

で
あ
ろ

で
怠
る
と
い
う

と
以
外
の
な
に
も
の
℃
も
な
い
。
戦
争
安
心
持



ド
イ
ツ
終
蒙
思
想
と
ヘ
ル
ダ
!
の
毅
尚
子

こ
な
う
君
主

人
食
い
人
種
よ
り
も
っ

i
o

よ
ど
£
コ
、

L

T

来、

7
4
2

め
に
人
を

戦
争
で
の

り
ま
だ

8
然
で
あ

り

で
あ
る
か
ら
。
こ
ん
な
ふ
う

、
財
産
栂
続
や
婚
競
の

に
反
対
し
、

へ
の
復

い
て
い
る
。
彼
が
待
望
す
る
真
の

の
実
現
さ
れ
た

は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で

の
A
7
日
の

の

で
あ
る
戦
争
、

不
正
、
時
代
の

の
押
し
つ
け
、

に
た
い
す
る
防
御
様
、
偏
見
と

誤
謬
と
、
が
な
く
な

て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て

つ
ね
に

般
的
に
す
る
よ

(
Z丘
三

rrz〉

カミ

る
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
不
平
等
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
Q

あ
ら
ゆ
る
労
操
は
健
康
の
た
め
と
享
楽
の
た
め

に
は
必
要

な
い
だ
ろ
う
。

不
正
に
つ
い
て

め
て
繊
離
で

も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
人
間
同
法
き
わ
め

で
お
だ
や
か
に

な
る
の
で
、

だ
れ
も
地
人
に
ど
ん

る
だ
ろ
う
。

は
ま
っ
た
く

だ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
人
び

同 30-

と
の
日
常
の
た
め
し
み
は
正
し
い

に
も
と
ず
つ
い
て
わ
か
り
あ
う
談
話
で
あ
る
だ

死
と
炎
難
以
外
じ
は
、
人
一
は
患
に
詰

い
と
は
な
い
だ
ろ
う
c

そ
し
て

は
老
人
分
の

め
の
た
ん
な
る
生
命

し
て
苦
痛
な
し
に
や
っ
て
く
る
で

L

あ
ろ
う
。

の
か

£
ニ
ル
主

ε

4
4
J
j
τ
e
v
 

の
び
た
い
と
い
う
お
ろ
か

い
や
す
ぎ
て

へ
の
後
悔
が
、

;;z，久

」
と
は
な
い
だ
ろ

ぅ
。
い
っ
た
い
こ
う
し

い
つ
始
ま
る
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う

と
に
つ
い
て
は
た
し

こ
と
は
な
に
も
い
え
な
い
。
な

ら
才フ

れ

ま
だ
文
化
の
あ
ま
り
に
低
い
設
階
の
も
と
に
お
る
の
で

わ

れ
の
も
つ
わ
ず
か
ば
か
り
の

か
り
で

そ
の

の
襲
来
を
は
か
る
こ
と
の
で
き
る
、
た
し
か

な
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
c

ふ
i
s
p
L
M
H
」

r
L

長
ト
令
部
ふ
j

マ

起

っ
て
い
る
だ
ろ
う
4

し、

お
そ
ら
く
す
で
に
、
そ
の
時
代
の
鎗
ま
り
ら
し
い
と
患
わ
れ
る

で
き
る
ひ
と
び
と
が
う
ま
れ
て
い
る

十主

.1' 
4静

タ
ネ
;
ベ
ん
は
、

の
思
想
を
よ
り
都
知
学
的
な
問
題
領
域
で

て
い
る
c
彼
の

さ
い
ど
に

た
唯
物
論
に



ま
で
た
つ
し
た
、

(
お
)

と
パ
ウ
ル
・
ラ
イ
マ
ン
は
-
評
価
し
て
い
る
。

「
哲
学
書
翰
L

、
「
不
死
に
つ
い
て
L

、

「
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
へ
の
考
察
」
と
い

っ
た
遺
稿
の
な
か
に
、

そ
の
思
想
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
出
発
点
は
、
自
然
の
統
一
性
に
か
ん
す
る
命
題
で
あ
る
。
自
然
を
事
物

の
根
拠
と
本
質
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
全
一
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
万
物
は
精
神
で
あ
る
か
物
質
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で

あ
り
、
第
一
一
一
の
も
の
は
可
能
で
な
い
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
ク
ネ
l
ベ
ル
は
カ
ン
ト
批
判
へ
と
す
す
み
、

「
哲
学
書
翰
」
の
な
か
で
「
精
神

の
諸
能
力
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
す
る
」
こ
こ
ろ
み
と
自
然
認
識
の
た
め
の
人
聞
の
可
能
性
を
哲
学
の
第
一
の
問
題
と
す
る
く
わ
だ
て
と

を
、
人
間
と
人
間
の
思
考
と
を
自
然
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

「
不
死
に
つ
い
て
」
で
は
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
来
位
信

仰
を
し
り
ぞ
け

さ
ら
に
、

「
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
へ
の
考
察
」
で
は
、

「
生
命
あ
る
も
の
は
た
ん
に
形
、
恰
好
、
重
さ
に
よ
っ
て
、

ル
ク
レ
チ
ウ
ス
の
思
想
の
唯
物
論
的
な
基
礎
を
肯
定
し
な
が
ら
、
唯

物
論
の
機
械
的
把
握
を
批
判
し
、

そ
れ
ら
諸
素
材
の
た
ん
な
る
混
在
、

さ
ま

ざ
ま
な
秩
序
や
状
態
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
素
材
そ
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
否
定
し
な
い
が
、

そ

e
h
A
 

nベノ

れ
ら
は
右
の
諸
規
定
に
か
な
ら
ず
し
も
は
い
ら
な
い
他
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
自
然
学
は
、

の

点
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
を
い
っ
そ
う
啓
発
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
の
諸
部
分
に
本
源
的
に
固
有
で
あ
り
、
そ
の
結
合
と
複
合
の
多
様

さ
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
ま
た
多
様
に
あ
ら
わ
れ
る
い
小
も
か
か
か

(F阻
止
与
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
砂
h
v
b
か
小

か
h
vん
r
は
、
わ
や
か
わ
わ
か
と
は
ち
が
っ
た
諸
現
象
と
諸
結
果
と
を
う
み
だ
す
、
等
々
と
い
う
よ
う
に

3
と
の
べ
て
い
る
。

以
上
の
二
人
へ
の
概
観
か
ら
も
、
宗
教
批
判
と
現
実
批
判
、
自
然
主
義
と
反
絶
対
主
義
と
が
不
可
分
な
も
の
と
し
て
進
ん
で
お
り
、
「
感

伯
L

と
か
「
力
」
と
い
っ
た
用
語
が

ひ
と
つ
の
世
界
観
性
を
も
っ
た
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
ワ
イ
マ

l
ル
の
グ
ル
ー
プ

の
知
的
雰
囲
気
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
こ
の
こ
ろ
の
へ
ル
ダ
l
の
仕
事
を
年
表
的
に
あ
げ
て
み
る
と

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
ヘ
ル
ダ
l
の
哲
学

一
七
七
八
年

「
造
形
芸
術

(
2
2
F
)」

「
人
間
の
心
の
認
識
作
用
と
感
覚
作
用
に
つ
い
て
(
〈

C
S
F
r
g
Eロ
ロ
ロ
仏

F
口七山口仏

g
仏
2
5
8田口
E
H
n
r
g
ω
2
Z
)」

「
民
一
話
集
(
〈
。

-rtえ
2
)」

〆七
七
九
年

「
詩
芸
術
が
古
代
と
近
代
の
諸
民
族
の
習
俗
に
あ
た
え
た
作
用
に
つ
い
て

(
5
2
P
5同

庁

5
m
p門
口
山
口

Z
E
E

国
戸
内
岳
巾

ω宮
町
ロ
門
目
白
円
〈

o-F2
山
口
氏
お
ロ
ロ
ロ
円
山
口
2
2
N
E
Rロ)」

「
文
芸
が
よ
り
上
位
の
学
問
に
お
よ
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

(dr巾
円
門
同
巾
ロ
阿
佐
山
口
白

門同町円

ω円「
α口市ロ
F
H
H

門出
m
r
o
r巾同町ロ

ゼ〈回目印
m
山口∞ロ}戸由民一昨内山口〉」

「
政
治
、
が
学
問
に
、

ま
た
学
問
が
政
治
に
お
よ
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

(
〈
。
ョ

H
W

片岡戸山口
{ω

門山内
H

，
列
巾
ぬ
目
白
H

田口口
m

州
国
口
問

門出何

一
七
八

O
J八
一
年

「
神
学
研
究
に
か
ん
す
る
書
翰
(
回
吋

E
O
円古田

ω
E門出口
B
L
2
、H
dg]
Oぬほ

σ
2
2
Fロ仏〉」

η
5
4
 

q
ノ

当日回目白ロ田口

E
Zロ
ロ

z
r
H項目白田町ロ印口
E
5
2同
告
白
河
内

n
m
Eロぬ)」

一
七
八
一
年

「
へ
ブ
ラ
イ
の
詩
の
精
神
に
つ
い
て
(
〈
。

E
C
o
z
z
ι
2
5岡
山

5
5
3
H
U
C
2
-巾)」

と
な
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
詩
芸
術
に
か
ん
す
る
論
文
は
、

旧
約
聖
書
の
詩
を
端
初
に
、

ギ
リ
シ
ア
、

ロ

てf

l十1

と
詩
が
人
間
性

の
形
成
に
は
た
し
た
意
義
を
歴
史
的
に
叙
述
す
る
。
そ
し
て
近
代
に
お
い
て
詩
が
力
を
う
し
な
っ
た
理
由
は
な
ぜ
か
、
と
問
い
、
そ
れ
は

学
識
か
ら
出
発
す
る
古
代
へ
の
模
倣
趣
味
の
た
め
と
か
ん
が
え
、
自
然
、
民
衆
、
詩
人
自
身
の
情
感
か
ら
の
近
代
ド
イ
ツ
詩
の
遊
離
を
批

判
す
る
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
c

文
芸
と
上
位
の
学
問
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
に
も
右
の
思
想
が
生
き
て
お
り
、
感
覚
、
想
像

力
、
情
熱
と
素
質
を
よ
く
秩
序
づ
け
る
こ
と
が
、
情
性
、
判
断
、
意
志
と
性
格
、

れ
が
ど
ん
な
身
分
の
人
び
と
の
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
特
色
、

の
形
成
を
可
能
に
す
る
と
い
う
発
想
か
ら
、
文
芸
は
そ

「
人
間
性
の
感
情
を
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
形
成
す
る
」
と
い
う
特



色
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

歴
史
哲
学
的
な
考
察
方
法
は
、
政
治
と
学
問
の
相
互
関
係
を
論
じ
た
論
稿
で
す
ぐ
れ
た
洞
察
を
う
み
だ
し
て
い
る
。
彼
は
政
治
の
学
問

へ
の
影
響
を
考
察
し
、
家
父
長
的
支
配
制
度
の
も
と
で
は
学
問
は
宗
教
と
し
て
登
場
し
、
民
主
制
は
詩
、
雄
弁
術
、
演
劇
を
そ
だ
て
、
貴

族
制
は
「
静
か
な
膜
想
の
」
諸
学
す
な
わ
ち
政
治
学
、
哲
学
、
歴
史
を
開
花
さ
せ
た
と
い
う
。
そ
し
て
政
治
が
学
問
に
よ
い
影
響
を
お
よ

ぼ
す
も
っ
と
も
容
易
な
手
段
を
、
「
思
想
の
自
由
」
を
許
す
こ
と
に
求
め
て
ゆ
く
。
思
想
の
自
由
は
「
そ
こ
で
政
治
の
す
べ
て
の
草
花
が
、

も
ち
ろ
ん
学
問
が
も
っ
と
も
よ
く
生
育
す
る
新
鮮
な
大
気
(
出

-sg巳∞
F
向
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
思
想
の
自
由
が

保
証
さ
れ
た
政
治
形
態
と
し
て
共
和
政
体
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
神
的
な
思
想
は
、
白

も
っ
と
も
う
つ
く
し
い
こ
こ
ろ
み
と
作
品
と
は
、
自
由
国
家
に
お
い
て
成
就
さ
れ
出
〕
と
い
わ
れ
て
い

「
人
間
精
神
の
も
っ
と
も
す
る
ど
く
、

由
国
家
の
う
ち
に
や
ど
さ
れ
、

こ
う
し
た
自
然
、
感
性
、
人
間
性
、
股
史
|
|
経
験
的
、
具
体
的
諸
事
実
の
連
関
、
総
括
と
し
て
の
|
|
、
実
践
的
自
由
と
い
っ
た
諾

q
J
 

n
ベ
J

る
O 

契
機
が
ま
す
ま
す
前
面
に
登
場
し
て
く
る
に
つ
れ
て
、
宗
教
観
の
領
域
で
は
、
深
刻
な
矛
盾
が
あ
ら
わ
れ
る
。

「
神
学
書
翰
し
は
、

理
性
と
啓
示
の
対
立
を
、

そ
の
対
立
を
つ
つ
む
自
然
お
よ
び
そ
の
延
長
と
し
て
の
歴
史
に
お
い
て
宥
和
さ
せ
る
と

い
う
論
理
を
も
っ
て
い
る
。
自
然
と
歴
史
は
神
の
啓
示
と
し
て
説
明
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
ま
た
す
ぐ
生
命
と
か
人
間
性
と
か
と
い

い
か
え
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
し
か
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

Q

「
ひ
と
、
が
神
の
業
と
言
葉
を
、

人
間
的
に
、
す
な
わ
ち
人
間
内
在

的
に
、
親
密
に
、
自
然
に
か
ん
が
え
れ
ば
、
か
ん
が
え
る
ほ
ど
、
根
源
的
に
、
高
貴
に
、
神
的
に
そ
れ
を
か
ん
が
え
て
い
る
こ
と
を
ま
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
す
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
べ
て
自
然
的
で
な
い
も
の
は
神
的
で
は
な
い
。
超
自
然
的
で
も
っ
と
も
神
的
な
も
の
は
、
も
っ
と
も

(
引
)

多
く
自
然
的
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
神
は
彼
が
語
り
か
け
る
も
の
に
、
ま
た
彼
が
働
き
か
け
る
も
の
に
自
己
を
適
応
さ
せ
る
の
だ
か
ら
o
」

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l
の
哲
学

」
こ
で
の
へ
ル
ダ
l
の
口
ぶ
り
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
学
の
人
間
学
へ
の
解
体
作
業
の
始
ま

り
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
宗
教
の
彼
岸
性
の
稀
薄
化
と
歴
史
内
在
化
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
神
学
は
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
な
か
で
も
っ

と
も
自
由
な
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
人
間
性
の
理
念
に
の
み
か
か
わ
る
学
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
科
学
的
補
助
手
段
が

聖
書
理
解
に
動
員
さ
れ
る
こ
と
も
完
全
に
自
由
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ル
ダ
l
は
八

0
年
代
の
始
め
に
、
も
っ
と
も
非
教
義
学
的
な
立

場
へ
自
己
の
宗
教
思
想
を
接
近
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
は
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
で
あ
っ
た
。

一
七
七
五
年
ご
ろ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
八

0
年
代
の
ワ
イ
マ

l
ル
で
の

一
七
八
五
年
の
「
ス
ピ
ノ
ザ
論
争
」
問
魁

r
よ
っ
て
、
ゲ
ー
テ
と

ヘ
ル
ダ
ー
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
エ
チ
カ
」
を
読
む
の
は
、

グ
ル
ー
プ
形
成
に
よ
っ
て
、
彼
の
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
傾
倒
は
ふ
か
ま
り
、

と
も
に
は
っ
き
り
と
ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス
擁
護
に
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
成
果
が
、
「
神
に
か
ん
す
る
対
話

(
c
o
F
巳
ロ
円
習
の
凸
印
有
間
口

E
)」

(
一
七
八
七
年
)

で
あ
る
。

-34 

「
ス
ピ
ノ
ザ
論
争
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、

も
と
も
と
は
レ
ッ
シ
ン
グ
と
フ
リ
ッ
ツ
・
ヤ
コ

l
ビ
と
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
た
ス
ピ
ノ

ザ
哲
学
の
評
価
を
め
ぐ
る
対
談
に
端
を
発
す
る
が
、

そ
れ
に
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
が
か
ら
ん
で
、

レ
ッ
シ
ン
グ
死
後
、

メ
ン
、
テ
ル
ス
ゾ
l

ン
対
ヤ
コ

l
ビ
の
形
で
展
開
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
論
争
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
は
た
ち
入
ら
な
い
が
、

一
見
奇
妙
に
お
も
わ
れ
る
こ
と

』土

ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
擁
護
の
立
場
に
た
つ
啓
蒙
主
義
の
前
衛
的
思
想
家
た
ち
、

ピ
ノ
ザ
哲
学
を
汎
神
論
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、

ヤ
コ

l
ピ、

ヘ
ル
ダ
l
、
ゲ

l
テ
ら
は
い
ず
れ
も
、

メ
ン

J

ア
ル
ス
ゾ

l
ン
ら
は
無
神
論
と
し
て
攻
撃
す
る
点
で
あ

レ
ッ
シ
ン
グ
、

ス

る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
序
論
で
の
ベ
た
当
時
の
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
支
配
状
況
と
そ
の
抑
圧
の
も
と
で
生
活
せ

ね
ば
な
ら
な
い
思
想
家
た
ち
の
闘
争
の
客
観
的
条
件
を
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
旧
へ
い
な
封
建
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
の
正
統
神
学
、

そ
の
無
力
化
と
と
も
に
登
場
す
る
絶
対
主
義
的
啓
蒙
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
理
神
論
、

さ
ら
に
現
実
的
改
革
へ
絶



望
し
て
、
権
力
と
の
闘
争
を
回
避
し
、
一
両
念
に
ひ
き
さ
が
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
l
ク
の
非
合
理
主
義
、

エ
キ
ス
ト
ラ
ム

γ
〆
l
y

超
世
界
的
人
格
神
の
承
認
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
承
認
が
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
有
神
論
と
無
神
論
と
を
わ
け
る
境
界
線
で
あ
る
。
こ
の
基
盤

に
生
ず
る
諸
思
想
は
、
自
己
運
動
、
自
己
発
展
、
自
己
解
放
の
原
理
を
求
め
る
市
民
階
級
の
世
界
観
的
要
求
に
対
し
て
と
う
ぜ
ん
の
こ
と

な
が
ら
敵
対
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
合
理
主
義
は
形
式
的
、
抽
象
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
レ
ッ
シ
ン
グ
を
先
頭
と
す
る

」
れ
ら
に
共
通
な
哲
学
的
基
盤
は

市
民
階
級
の
革
新
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
が
求
め
た
の
は
、
人
間
の
解
放
と
い
う
実
践
的
目
標
に
根
ざ
し
た
哲
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
れ
ら

デ

ウ

ス

・

ジ

ウ

エ

・

ナ

ト

ウ

ヲ

へ

γ
・
カ
イ
・
パ

y

に
と
っ
て
の
ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス
の
意
義
は
、
「
神
即
自
然
」
、
「
一
に
し
て
全
」
と
い
う
命
題
に
象
徴
さ
れ
る
超
世
界
的
人
格
神
の
否

ヘ
ル
ダ
l
の
プ
ロ
メ
l
ト
イ
ス
・
モ
テ
ィ
l
フ
)
、
物
質
と
精
神
と
を
と
も
に
ひ
と
つ
の
「
自

定
、
神
と
人
間
と
の
対
等
化
(
ゲ

l
テ、

然
」
の
う
ち
で
と
ら
え
、

そ
れ
を
生
成
、
発
展
に
お
い
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
感
性
の
働
ら
き
を
重
ん
じ
、
実
践
に
よ
る
創
造

か
れ
ら
は
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
根
本
を
流
れ
る
無
神
論
的
、
唯
物
論
的
傾
向
を
積
極
的
に
う
け
と
り
、
内
容
を
汲
ん
で
い
か
そ
う
と
し
た
。

戸
川

Jq
J
 

を
強
調
す
る
、
等
々
と
い
っ
た
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
さ
い
に
か
れ
ら
が
運
用
し
た
の
が
、
神
リ
自
然
の
命
題
の
も
つ
二
面
性
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
臆
病
な
唯
物
論
で
あ
っ
た
し
、

「
神
学

の
立
場
か
ら
の
神
学
の
否
定
」
(
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
)

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ま
た
同
時
に
ス
ピ
ノ
ザ
的
汎
神
論
を
、

た
だ
無
神
論

者
、
唯
物
論
者
と
い
う
非
難
を
さ
け
る
た
め
の
便
法
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
で
は
な
く
、

か
れ
ら
は
運
動
・
発
展
の
原
理
と
な
る
も
の

を
、
自
然
に
内
在
す
る
理
性
的
な
要
素
と
し
て
探
求
す
る
方
針
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
畑
末
吉
氏
は
、

」
の
論
争
の
歴
史
的
・
社
会
的
意
義
を
説
明
し
て

「
こ
れ
は
客
観
的
に
は
、

ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
の
発
酵
状
態
の
混

渇
を
分
化
し
清
浄
化
す
る
積
極
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

レ
ッ
シ
ン
グ
が
も
っ
と
も
嫌
悪
し
、
生
涯
そ
の
た
め

に
苦
闘
し
つ
づ
け
た
、
哲
学
と
宗
教
と
の
な
れ
あ
い
が
清
算
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
争
を
契
機
と
し
て
、
明
確
に
ス
ピ
ノ
ザ
的
汎

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
ヘ
ル
ダ
l
の
哲
学

神
論
な
い
し
無
神
論
の
立
場
に
立
っ
て
反
封
建
的
反
逆
精
神
に
燃
え
立
っ
た
哲
学
に
対
し
て
、
宗
教
的
カ
モ
フ
ラ

l
ジ
ュ
を
し
た
封
建
哲

学
で
あ
る
ド
イ
ツ
理
神
論
に
か
わ
っ
て
、
ま
つ
こ
う
か
ら
非
合
理
主
義
を
か
ざ
し
た
直
観
的
啓
示
宗
教
の
陣
営
が
堂
々
と
立
ち
む
か
つ
て

き
た
の
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
、
哲
学
と
宗
教
と
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
な
れ
あ
い
は
、

フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、

マ
ル
ク

な
く
、

ス
に
い
た
る
ま
で
清
算
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
が
、
真
に
理
性
の
立
場
を
代
表
す
る
の
は
、
形
式
的
に
無
矛
盾
性
を
誇
示
す
る
側
に
で
は

「
人
類
の
実
践
と
経
験
の
理
性
的
占
有
し
を
め
ざ
す
歴
史
の
運
動
に
忠
実
で
あ
る
側

た
と
え
矛
盾
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
て
も
、

に
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

「
神
に
か
ん
す
る
対
話
」
は
、 こ

の
論
争
を
氏
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
ο

イ
デ

!
γ

「
人
類
史
の
哲
学
へ
の
考
察
」
の
第
一
二
部
を
書
き
あ
げ
て
印
刷
に
付
し
て
い
る
あ
い
だ
に
、

い
っ
女
」
に

書
か
れ
た
も
の
で
、

「
イ
デ

I
ン
」
で
歴
史
に
そ
く
し
て
た
ど
ら
れ
て
き
た
思
想
が
、

ま
だ
熱
い
ま
ま
、
端
的
な
世
界
観
と
し
て
の
ベ
ら

れ
て
い
る
。
全
体
は
五
つ
の
対
話
か
ら
な
り
、
登
場
者
は
テ
オ
フ
ロ
ン
、

フ
ィ
ロ
ラ
ウ
ス
、

テ
ア

l
ノ

(
女
性
)

の
一
二
人
で
あ
る
。

J¥  

ノレ

〆
h
v

q
J
 

ダ
ー
は
テ
オ
フ
ロ
ン
に
自
己
の
思
想
を
語
ら
せ
、

フ
ィ
ロ
ラ
ウ
ス
が
懐
疑
的
な
質
問
で
そ
れ
を
リ
ー
ド
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。

ア

ア

ノ

は

へ
ル
ダ
l
夫
人
を
擬
し
た
と
も
い
わ
れ
、
第
五
対
話
で
の
み
登
場
し
、
え
が
か
れ
た
世
界
像
へ
の
共
感
と
賛
美
を
の
ベ
る
。

J¥  

ノレ

ダ
ー
が
対
話
形
式
を
と
っ
た
の
は
、
彼
の
教
会
総
監
督

(の

8
2丘
団
己
目

)
2
5
Zロ門円
gH)
と
し
て
の
地
位
に
つ
い
て
の
顧
慮
か
ら
で
あ
り
、

対
話
は
論
争
で
も
決
断
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
も
な
い
と
い
っ
て
自
分
の
思
想
的
立
場
を
防
衛
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。

ヘ
ル
ダ

l
の

公
的
な
立
場
と
し
て
は
、
私
は
ス
ピ
ノ
チ
ス
ト
で
は
な
い
、

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
友
人
グ
ラ
イ
ム
へ
の
手
紙
で
は
心
を
許
し

「
私
は
レ
ッ
シ
ン
グ
に
お
と
ら
ぬ
ス
ピ
ノ
チ
ス
ト
で
す
。
そ
し
て
私
の
精
神
的
な
兄
弟
に
ま
っ
た
く
思
い
が
け
な
く
こ
こ
で
出
会
っ

た
こ
と
を
子
供
の
よ
う
に
よ
ろ
こ
び
ま
し
民
と
の
べ
て
い
る
ο

て

」
の
論
文
で
の
へ
ル
ダ

l
の
立
場
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
を
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
、

シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
l
の
有
機
的
な
自
然
観
で
つ
つ
し
い
れ
、



で
き
る
か
、
ぎ
り
デ
カ
ル
ト
哲
学
へ
の
依
存
か
ら
き
り
は
な
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

由
な
、
自
己
流
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
と
し
て
は
き
わ
め
て
白

ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス
の
階
級
的
本
質
|
|
反
教
権
的
、
反
貴
族
的
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
の
ー
ー
に
は
む
し
ろ
ふ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ヘ
ル
ダ
l
は、

ス
ピ
ノ
ザ
を
踏
切
板
と
し
て
み
ず
か
ら

の
思
想
を
語
ろ
う
と
こ
こ
ろ
み
た
の
で
あ
ろ
う
c

彼
が
自
分
を
ス
ピ
ノ
チ
ス
ト
と
い
う
の
は
、
そ
の
意
味
で
の
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ

で
い
っ
こ
う
に
か
ま
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ハ
イ
ム
や
キ
ュ

l
ネ
マ
ン
が
い
う
と
お
り
、

そ
の
内
容
は
い
か
に
も
折
衷
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
折
衷
的
な
の
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
自
己
流
に
と
ら
え
つ
な
げ
た
と
い
う
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ヘ
ル
ダ
l

の
思
想
の
弱
点
は

こ
の
「
神
に
か
ん
す
る
対
話
」
の
成
立
事
情
に
も
み
ら
れ
る
二
重
性
、
動
揺
、

不
徹
底
性
で
あ
り
、
自
己
の
思
想
を

透
明
で
、
普
遍
的
な
論
理
を
も
っ
て
つ
づ
る
こ
と
を
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
折
衷
的
な
作
業
そ
の
も
の
は
、
明

そ
の
合
理
的
徹
底
が
あ
た
ら
し
い
弁
証
法
的
な
論
理
へ
と
い
た
る
こ
と
の
「
予
鴎
」
を
は
ら
ん

こ
の
小
冊
子
を
「
私
の
最
良
の
伴
侶
し
と
い
う
ほ
ど
に
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ゲ

l
テ
は
、

ウーっノ

確
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

」
の
「
対
話
」
に
さ
き
だ
っ
て
第
三
部
ま
で
完
成
さ
れ
て
い
た

「
人
類
史
の
哲
学
へ
の
考
察

(
]
[
仏
目
白
ロ

N
戸
吋

司
r
H
T
)印
C
]
u
r
H巾

門
目
白
円

。2
n
y
-
n
y
Z
門

H
2
邑
白
ロ
凹

n
y
r
a
c
L
1
l
l
全
体
は
五
部
で
構
成
さ
れ
、

「
J
-
G
・
ヘ
ル
ダ
!
と
有
機
的
位
界
観
の
問
題
」
参
照
ー
ー
ー
は
、

第
五
部
は
未
完
に
終
っ
て
い
る
。
各
部
の
内
容
に
つ
い
て
は
拙
稿

か
れ
の
そ
れ
ま
で
の
仕
事
の
集
大
成
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
著
の
執
筆

の
時
期
は

既
述
ワ
イ
マ

l
ル
グ
ル
ー
プ
で
の

と
く
に
ゲ

l
テ
と
の
共
同
討
論
が
緊
密
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
お
た
が
い
の
思
想
活
動

が
も
り
あ
が
る
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
の
内
容
の
詳
細
に
は
た
ち
い
れ
な
い
が
、
彼
の
論
述
を
さ
さ
え
る
主
軸
と
な
っ
た
論
理
は
、

(

H叫

叫

)

ア

γ
.
ジ

ツ

ヒ

ア

ν
.
ウ

γ.ト
「
.

』
足
出
恒

s芯切h忌b
~忌町§白ミ包N
帆.叫ナ
l||
同芯ミ噛

プ

且

ア

.

ク

ヅ

ヒ

フ

エ

ア

.

ジ

ツ

ヒ

対
自
的
な
も
の
の
関
係
を
な
し
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
進
展
が
、
対
自
的
な
過
程
と
し
て
の
歴
史
的
世
界
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、

」
の
基

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l
の
哲
学

本
構
造
の
上
に
た
っ
て
、
自
然
存
在
と
し
て
の
冨

gmnF色
丹
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
全
自
然
の
形
成
史
、

お
よ
び
そ
の
延
長
と
し
て
の

民
族
誌
的
歴
史
記
述
を
一
方
で
は
お
こ
な
い
、
他
方
で
は
そ
の
最
初
か
ら
可
能
性
と
し
て
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
理
性
的
、
道
徳
的
本
質
と

し
て
の

出
口

B
E
H仲
間
同
の
生
成
、
教
化
、
完
成
の
過
程
と
し
て
、

人
類
の
政
治
、
社
会
、
文
化
、
精
神
史
を
叙
述
す
る
。
そ
し
て
、

の

両
者
を
む
す
ぶ
か
け
橋
が
、
「
有
機
的
諸
力
(
岳
町
。
円
程
巴
印
ロ
宮
間
早
片
町
)
」
の
イ
デ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は
フ
マ
ニ
テ
l
ト
の
概
念
の
う
ち

も
っ
と
も
柔
軟
で
も
っ
と
も
強
じ
ん
な
健
康
、
地
上
の
充
実
と
統
治
L

へ
人
聞
を
育
成
す

「
理
性
と
自
由
、
繊
細
な
感
覚
と
衝
動
、

る
す
べ
て
の
も
の
を
こ
め
る
。
人
間
は
、
創
造
者
の
像
の
地
上
に
お
け
る
写
し
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
自
己
自
身
で
あ
る
こ
と
が
、
最
高

の
自
己
規
定
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
も
ま
た
「
最
高
の
フ
マ
ニ
テ
l
ト
(
岳

m
r
p
z
z
出
口

5
8
Z
S」
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
す
べ
て
の
個
々
の
人
聞
を
つ
ら
ぬ
き
、
歴
史
の
全
過
程
の
歩
み
を
つ
ら
ぬ
い
て
、
こ
の
「
ひ
主
つ
の
、
お
な
じ
フ
マ
ニ
テ
l
ト
L

が

存
在
す
る
。
そ
れ
を
諸
現
象
や
諸
活
動
の
な
か
に
さ
ぐ
り
だ
す
こ
と
に
「
正
真
正
銘
の
守
口
F
C
人
間
的
な
哲
学
」
の
使
命
が
あ
っ
た
。

。ハ〉q
J
 

哲
学
は
、

そ
の
端
初
と
帰
結
に
お
い
て
宗
教
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
は
哲
学
の
精
神
で
あ
り
、
自
然
と
歴
史
の
因
果
関
連
の
法
則

的
認
識
を
よ
ろ
こ
び
、

そ
れ
自
体
に
神
性
(
の

C
3
Z
5
を
み
る
理
性
の
立
場
な
の
で
あ
る
。
「
神
性
l
ー
ー
そ
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
が
権

威
、
知
恵
、
善
と
よ
ぶ
唯
一
の
本
質
的
な
力
が
あ
る
ー
ー
ー
は
、

そ
れ
ら
三
者
の
生
き
た
写
し
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
自
体
、
力
、
知
恵
、
主
ロ
で

あ
る
も
の
だ
け
を
う
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
三
者
は
、

の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
る
c
」

お
な
じ
く
不
可
分
に
、

こ
の
世
界
の
う
ち
に
現
象
す
る
あ
ら
ゆ
る
定
在

」
の
定
在
と
神
性
と
の
一
致
が

メ
ン
シ
ュ
ハ
イ
ト
を
止
揚
し
た
フ
マ
ニ
テ
l
ト
に
お
い
て
も
っ
と
も

あ
き
ら
か
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
、
道
徳
、
哲
学
の
三
者
の
統
一
と
し
て
フ
マ
ニ
テ
l
ト
の
理
念
が
し
め
さ
れ
る
こ
と
に
な

る。
こ
う
し
た
へ
ル
ダ
l
の
体
系
は
、

リ
ガ
時
代
に
心
に
え
が
い
て
い
た
啓
蒙
的
、
市
民
的
理
念
に
た
つ
「
人
聞
の
哲
学
」
と
い
う
課
題
を



は
た
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に

ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
「
神
即
自
然
」
と
い
う
汎
神
論
・
唯
物
論
的
自
然
観
か
ら
出
発
し
て
、

「
神
性
即

フ
マ
ニ
テ
l
ト
」
の
人
間
学
的
理
念
を
み
ち
び
き
、

市
民
階
級
の
解
放
の
歴
史
的
必
然
性
を
し
め
す
と
い
う
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
へ
の

土
昼
識
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
フ
マ
ニ
テ
l
ト
理
念
は
、
ゲ
ー
テ
の
プ
ロ
メ

l
ト
イ
ス
・
フ
ァ
ウ
ス
ト
像
と
か
さ
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
血
と
肉
で
つ
つ
ま
れ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
フ
マ
ニ
テ
l
ト
の
理
念
は
、

学
校
制
度
と
教
育
の
改
革
、
教
会
の
改
革
に
そ
そ
が
れ
た
彼
の
情
熱
に
よ
っ
て
、
実
践
上
で
も
表
現

を
え
た
。
彼
自
身
、

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
教
育
に
直
接
関
係
し
て
、
教
育
計
画
や
教
育
方
法
の
改
善
を
指
示
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
学
校
図
書

館
を
設
置
し
た
り
、
当
時
の
、

一
人
の
教
師
が
百
人
も
の
年
令
も
能
力
も
こ
と
な
る
生
徒
を
受
け
持
つ
よ
う
な
学
級
編
成
を
改
善
し
た

り
、
奨
学
金
制
度
を
と
と
の
え
た
り
、
実
業
学
校
を
計
画
し
た
り
し
た
。
ま
た
地
方
の
学
校
教
師
の
極
端
な
低
給
与
に
つ
い
て
も
心
を
い

書
き
の
教
科
書
を
編
集
し
た
。

ふ
る
い

A
B
C
読
本
が
主
と
し
て
カ
テ
ヒ
ス
ム
ス
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

。/
q
J
 

た
め
、

必
要
な
基
金
を
つ
く
っ
て
凶
作
の
時
な
ど
の
救
済
に
あ
て
た
り
し
た
。
教
師
の
た
め
の
講
習
制
度
を
つ
く
り
、
あ
た
ら
し
い
読
み

へ
ル
ダ

l
の
新
教
科
書
は
、
読
み
書
き
を
、

た
だ
し
い
順
序
で
、
自
然
な
仕
方
で
、
教
師
と
の
た
の
し
い
共
同
の
う
ち
に
お
ぼ
え
る
と
い

う
こ
と
だ
け
を
純
粋
に
め
ざ
す
教
科
書
で
あ
っ
た
c

こ
の
改
革
が
、
教
師
と
子
供
の
苦
労
の
軽
減
に
は
た
し
た
役
割
は
は
か
り
し
れ
ず
大

き
か
っ
た
。

教
会
に
か
ん
し
て
は
、

ル
タ

l
の
カ
テ
ヒ
ス
ム
ス
の
改
良
、
新
し
い
讃
美
歌
の
作
成
、
礼
拝
の
内
面
性
を
高
め
る
た
め
の
教
会
音
楽
の

有
効
な
使
用
|

1
自
分
で
も
カ
ン
タ
ー
タ
テ
キ
ス
ト
を
書
き
、
合
唱
指
揮
者
に
本
物
の
芸
術
家
を
す
え
よ
う
と
し
て
三
度
も
む
な
し
く
努

力
し
た

l
l、
悪
魔
払
い
を
す
る
洗
礼
式
や
断
食
祈
轄
の
非
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
空
騒
、
ぎ
、
葬
式
の
や
り
方
な
ど
の
教
会
諸
儀
式
の
改
革

に
つ
と
め
た
。
し
か
し
な
が
ら

こ
れ
ら
に
は
と
う
ぜ
ん
お
お
く
の
反
対
、
非
難
、
中
傷
、
妨
害
が
く
わ
わ
り
、

困
難
に
つ
、
ぎ
つ
ぎ
と
ぶ

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
ヘ
ル
ダ
l

の
哲
学

(
胡
)

つ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

彼
に
は
ま
た
た
く
さ
ん
の
学
校
講
演
が
の
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
彼
は
、

要
求
す
る
人
間
と
し
て
構
想
し
た
も
の
は
、

フ
マ
ニ
ス
ム
ス
と
レ
ア
リ
ス
ム
ス
の
教
育
理
念
を
う
む

(
剖
】

こ
と
な
く
説
い
た
。
学
校
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
市
民
精
神
と
と
も
に
た
ち
も
す
れ
ば
た
お
れ
も
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
国
民
生
活
の
生
き

オ

ル

ガ

ン

(

印

)

た
器
官

(
m
E
r
r
g門出
m
g
O話
回
口
(
同
町
田

g
t
o
g
-
s
ロ
5
2
5
)し
で
あ
る
。
学
校
で
教
え
る
べ
き
こ
と
は
、
「
全
面
的
で
健
全
な
人

聞
を
そ
だ
て
る
の
に
必
要
な
こ
と
す
べ
て
、
と
さ
れ
る
。
一
七
九
九
年
に
、
あ
た
ら
し
い
世
紀
を
む
か
え
る
に
あ
た
っ
て
、
彼
が
時
代
の

全
体
的
人
間
、
す
な
わ
ち
物
識
り
や
空
論
家
で
は
な
く
て
、
実
務
家
で
あ
り
、
「
多
種
類

不
可
欠
な
L

人
間
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

の
実
業
が
で
き
る
人
」
、
「
必
要
不
可
欠
な
実
業
に
お
い
て
、
有
用
な
、
有
能
な
、

な
彼
の
教
育
観
と
そ
の
実
践
に
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
々
義
の
最
良
の
表
現
を
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。

家
庭こ
での
はよ

う
人な
々思
が想
歓を
芦も
をつ
あへ
げaル

}ダ

泊三

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
感
激
を
も
っ
て
む
か
え
た
こ
と
は
、
想
像
に
か
た
く
な
い
。

ヘ
ル
ダ
l
の

-40 -

ヘ
ル
ダ
l
自
身
も
公
然
と
革
命
へ
の
共
感
を
語
っ
た
。
し
か
し
、
ヮ
イ
マ

l
ル
公
園
の
首
席
牧
師
、
が
、

革
命
支
持
と
い
う
極
端
に
急
進
的
な
政
治
的
立
場
を
と
る
こ
と
は
、
貴
族
や
保
守
派
の
攻
撃
の
好
餌
と
な
る
の
で
、

い
き
お
い
慎
重
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
彼
は
未
完
で
あ
っ
た
「
イ
デ
l
ン
」
第
五
巻
で
現
代
ま
で
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
大
移
動
と
宗
教
改
革
に
比
肩
し
う
る
世
界
史
的
出
来
事
の
意
義
を
論
じ
よ
う
と
く
わ
だ
て
、
ま
た
、
「
フ

マ
ニ
テ
l
ト
の
進
歩
に
か
ん
す
る
書
簡
し
の
構
想
を
た
て
た
。
こ
と
に
、
一
七
九
二
年
、
革
命
弾
圧
の
た
め
の
対
仏
干
渉
戦
争
に
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
諸
国
が
の
り
だ
す
や
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
そ
れ
の
愚
行
性
と
犯
罪
性
と
を
非
難
す
る
態
度
を
と
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
ワ
イ
マ

l

ル

侯
お
よ
び
ゲ

l
テ
と
の
疎
隔
の
原
因
と
も
な
っ
九
ぃ

し
か
し
、
革
命
が
進
み
、

王
権
の
停
止
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
党
の
独
裁
に
い
た
る
と
、

不
安
と
動
揺
に
お
ち
い
り
、

さ
ら
に
王
の
処
刑
に
お



よ
ん
で
評
価
が
一
変
し
、
革
命
に
か
ん
す
る
幻
滅
の
思
い
に
沈
ん
だ
c

計
画
さ
れ
て
い
た
、

は
ず
の
「
書
簡
」
は
、
あ
ら
た
め
て
脱
政
治
化
し
た
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
位
界
史
的
意
義
を
論
ず
る

フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
一
般
的
理
念
に
つ
い
て
語
る
も
の
に
変
更
さ
れ
た
。
し
か
し
な

ヵ"
ら

」
の
こ
と
を
も
っ
て
ヘ
ル
、
タ
ー
が

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
世
界
史
の
よ
り
高
い
段
階
へ
の
合
法
則
的
発
展
と
み
る
立
場
か
ら
全
面
的

に
後
退
し
た
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
る
こ
と
は
あ
た
ら
な
い
だ
ろ
河
o

「
フ
マ
ニ
テ
l
ト
の
教
化
の
た
め
の
書
簡
(
∞
巴
丘
町
N

己
円
切
町
内
骨
骨

Eロ
ぬ

(

同

日

出

口

B
S
X郎
日
)
」
(
一
七
九
七
年
)
は
、
一

O
篇
の
書
簡

か
ら
な
り
、
執
筆
の
時
期
が
ま
ち
ま
ち
で
、
全
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
欠
い
て
い
る
が
、
そ
の
根
本
的
な
趣
旨
は
、
ド
イ
ツ
の
国
民
的

統
一
を
フ
マ
ニ
テ
l
ト
の
共
同
体
と
し
て
構
想
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
一
七
九
二
年
の
第
一
の
計
画
で
は
と

く
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

こ
の
「
書
簡
」
で
も
、
暗
々
に
へ
ル
ダ
ー
は
、

は
公
然
と
し
た
、
全
面
的
な
論
駁
と
し
て
展
開
さ
れ
る
に
い
た
る
。

「
イ
デ
ー
ン
」
で
も

カ
ン
ト
哲
学
へ
の
批
一
計
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、

や
が
て
そ
れ
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そ
も
そ
も
こ
と
の
お
こ
り
は

カ
ン
ト
が
匿
名
で
「
イ
デ
l
ン
」
第
一
部
の
ア
ナ
ロ
ギ

l
推
理
を
批
評
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
カ
ン
ト

は

ヘ
ル
ダ
l
の
有
機
的
諸
力
の
発
展
が
人
間
を
こ
え
て
よ
り
高
次
な
オ
ル
ガ
ニ
ザ
チ
オ
ン
へ
ま
で
い
た
る
「
再
生

(
同
)
出
口
口
町
山
由
口
町
凹
目
白
)
」

説
を
批
評
し
て
、

そ
れ
は
「
ま
っ
た
く
観
察
的
自
然
論
の
領
域
の
外
に
あ
る
理
念
し
で
あ
り
、
実
際
に
証
明
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
無
力
な
独

断
的
形
而
上
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
点
で
は
、
あ
き
ら
か
に
カ
ン
ト
が
科
学
的
で
あ
り
、

ヘ
ル
ダ
l
は
思
弁
的
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、

カ
ン
ト
の
「
一
般
自
然
史
と
天
体
の
理
論
」
を
き
わ
め
て
た
か
く
評
価
し
て
い
た
ヘ
ル
ダ
ー
に
は
、

{
日
)

ト
の
批
評
は
予
期
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
む
ヘ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
そ
の
批
評
は
と
う
て
い
う
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、

「
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
一
般
的
歴
史
の
考
察
」
の
国
家
制
を
論
駁
し
た
。

」
の
旧
師
カ
ン

「
イ
デ
l
ン
」
第
二
部
で
は
、
名
、
ざ
し
は
し
な
い
が

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
慾
蒙
閉
山
心
怒
と
へ
ん
ダ
!
の
析
昌
子

一
七
九
二

た
カ
ン
ト
の

ん
な
る
理
絵
の

こ
い
拘
十

の
な
か
の

に
つ
い
て
の

ヘ
ル
ダ
ー
は
じ
め
ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス
の
洗
礼
を

ン
ト
が
多
く
の
き
た
な
い
偏
見
か

支
も
る
た
め
に
な
が

っ
て
き
た
哲
学
の

ち
を
い
ち
じ
る
し
く
刺
戟
し
た
。
ゲ

i
テ
は
そ
れ
な
カ

〈
的
}

に
つ
け
た
汚
点
で
あ
る
と
い
い
、
シ
ラ

i

で、

不
快
な
患
い
を
い
だ
い
た
と
い
う
。

ヘ
ル
、
u
p
i

そ
れ
を
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
ジ
ャ

ハ
ン
主
義
mv

た

よ

う

で

あ

る
c

か
ね
て
か
ら
カ
ン
ト

の

(
問
主
持
品
以
O
吋
仲
間

n
yぬ

の
暴
力
が

、ド
J
A
j

ツ

て
い
た
も
の
と
し
て
、

そ
れ
へ
の

(
r
p
g
w岡
山
氏
W
N
G吋
烈
同
日
江
戸
内
円

M
2
完
投
拘
H
M

ぐ
2
ロ
ロ
ロ
{
丹
〉
」

fヘ

「
カ
ワ
ゴ
:
ネ

" 

を
発
表
し
て
、

カ
ン
ト

へ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
刊
の

ま
な
っ

の
な
か
に
、
伝
統
的
正
統
…
信
仰
へ
の
余
地
を
の

い
う
か
た
ち
明
、
の
教
権
主
義
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へ
の
理
論
的
妥
協
を
感
じ
と
っ
た
の
は
卓
見
で
あ
っ

。
レ
ッ
シ
ン
、
グ

員ふ

し
た
、
ド
イ
ツ

の
散
は
む
し
ろ
、

ロ
γ

ン
テ
ィ

l
タ
の

、ノ

n

-

、vy、a

、

ず

+
h
ム
μ

カ
ン
ト
、

ブ
ィ
ヒ
一
ア
の

の
路
線
に
も
、

の
宗
教
思
想
と
の
一

の
理
論
的
妥
協
が
あ
ら
わ
れ
、

そ
の
こ
と
が
務
蒙
の

し
て
の
汎
神

論
!
唯
物
論
の

市
民
略
的
裁
の

の
理
念
と
し
て
の

お
け
る
進
歩
へ
の
楽
天
的
な
思
悲
安
ほ
り
く
ず
す
役
割
に
支
れ
り

か
ね
な
か
っ
た
こ
と

ヘ
ル
ダ
;
は
す
る
ど

ず
{
、
、
:
司
、
」
ハ
》

ザ
、
a

V

3
吋，
d

，

し
か
し
な
が
ら
、

カ
ン
ト
の
強
盟
な
開
論
体
系
を
攻
撃
す
る
に
は
、

ヘ
ル
ダ
!
の

は
あ
ま
り
に

な
じ
ま
な
い
も
の

で
あ
…
り
、
そ
の
批
判
は

り

っ
て
い
る
。
し
か
し

ハ
イ
ム
ん
や
キ
ュ
ー
ネ
マ
ン
が
い
う
よ
う
に
、

思
想
の

表
弱
し
た

ん
な
る
く
り
か
え
し
で
あ
っ
て
、
煉
腐
な
、

な
の
書
な
の
で
は
な
く
、

そ
の
は
た
し
た
役
割
と
循
値
は
じ
ゅ
う



ぶ
ん
検
討
に
あ
た
い
す
る
も
の
で
あ
る
。

彼
の
最
後
の
執
筆
活
動
は
、

一
八

O
一
年
か
ら
ほ
と
ん
ど
個
人
雑
誌
と
い
う
形
式
で
は
じ
め
た
「
ア
ド
ラ
ス
テ
ア
(
り
お
〉
骨

g
芯
と
」

一
八
世
紀
の
史
論
、

(
一
八

O
一
J
一
八

O
二一)

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
イ
デ
l
ン
」
お
よ
び
「
人
間
性
書
簡
」
の
継
続
と
し
て
、

文
化
論
と
し
て
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ラ
イ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

フ
マ
ユ
ス
テ
イ
ツ

γ
ユ

ッ
シ
シ
グ
に
よ
っ
て
き
そ
づ
け
ら
れ
た
ド
イ
ツ
文
学
の
人
間
中
心
的
な
発
展
路
線
を
擁
護
し
た
か
と
い
う
こ
と
、
彼
が
国
民
的
に
統
一
さ

れ
た
ド
イ
ツ
の
た
め
の
、
人
間
社
会
の
よ
り
高
次
の
秩
序
の
た
め
の
彼
の
闘
争
を
持
続
し
た
と
い
う
こ
と
の
ひ
と
つ
の
証
明
」
と
さ
れ
て

い
る

Q

た
と
え
ば
、
絶
対
主
義
時
代
の
政
治
・
文
化
へ
の
批
判
に
お
い
て
、

に
お
い
て
、
等
々
。

彼
は
一
八

O
三
年
の
一
一
一
月
一
八
日

一七、

「
い
か
に
頑
強
に
、

ヘ
ル
ダ
l
が
、
根
本
的
な
、

レ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
政
策
批
判
に
お
い
て
、

ユ
ダ
ヤ
人
問
題
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ワ
イ
マ

l
ル
の
自
宅
で
生
涯
を
終
え
た
。
晩
年
の
彼
は
ワ
イ
マ

l
ル
の
宮
廷
か
ら
疎
外
さ
れ
、

「
光
、
愛
、
生
命
一
の
文
字
が
き
ざ
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と

古
典
主
義
グ
ル
ー
プ
と
も
対
立
し
、
孤
独
で
あ
っ
た
。
彼
の
墓
碑
銘
に
は
、

で
あ
る
。

(
l
)

以
下
の
伝
記
的
叙
述
の
さ
い
参
照
し
た
文
献
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

zag"
河
口
仏
o-F
同
日
常
F

N
回

L-u
切

R
-
F
呂
町
∞

関口

rロ
OHHHEP
開
Emgw
国

R
L
q
w
ω
k
r
z出・・
ζ
口ロ円

roロ
咽
呂
町

切
回
目
場
開

5
2・
F
E
5
0
0
3同
日
早
出
向
仏

R
H
L
O
Fロ
ロ

旦

巧

2
r
p

ω門戸同仲間釦円
JFH由
品
。

ω島
町
B
E
E
E
¥〈
・
宮
--rrmロ
ロ
の

CH仲
間
氏
。
仏
国

2《
凶

2
・
E
h
E旬丹江口
H
E

耳目ロ

2
ω
岳山
HHEm-
自
由

L
O
B
H
N己
ω
g
n
r巾
ロ
昨
日
出

5
2
N
H
gロ
出
包
ロ

N

北
大
文
学
部
紀
要

ωHc-]〕

OVHwmwHrp]戸市出町
ω

ロ
szyd〈

H
F
o
-
F
何
百

-
2
5
m
Lロ
国
民
仏

3
4
3
H宮

Z

Eロ同

E
E
o
p
d〈
包

E円

w
5
8
v
自
己
主
E
m
u
E
u
u
F丘町
H
i
巴
ロ
ピ
臣
官
ロ

F

同
口
叶
ロ
ロ
田

OHmwNoxuw
回
。
同
ロ
ロ

wHmwGhH

岡
山

E
B
B
-
司

g
y
出回口旧民

ω可
。
自
己
ロ
向
。
ロ
ハ
同
日
仏

O
E
2
5ロ

H
L
H
m
s
g門

]
「
叶
印
(

)

l

]

戸
∞
品
∞
切
。
門
戸
回
口
"
〕
巴
目
白

(
2
)

切
江
巳

m
N
E円
回
目
出

OHLOE口問

ι
2
出
口
自
由
巳
仲
間

FNE--
ロ
田
口
『
国
司
自

u



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
ヘ
ル
ダ
l
の
哲
学

p
m
-

。叫一
E
H
v
ω

品
目
円
(
傍
点
、
引
用
者
)

(
3
)

出
3占
H
Y

閉
山
よ
戸
田
・
。
ニ
回
門
戸
ゲ

ω・
8
円

(
4
)

「ハ

l

マ
ン
の
直
観
主
義
が
一
八
世
紀
の
あ
い
だ
に
ド
イ
ツ
に
お
け

る
哲
学
的
思
考
の
そ
の
後
の
発
展
に
あ
た
え
た
歴
史
的
意
義
は
、
そ
れ
が

ド
イ
ツ
敬
度
主
義
の
宗
教
的
気
分
の
刻
印
を
お
び
て
い
た
と
い
う
積
駆

的
な
内
容
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
初
期
の
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
抽
象

的
合
理
主
義
に
向
け
ら
れ
た
批
判
的
諮
問
主
素
の
う
ち
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は

客
観
的
現
実
の
諸
矛
盾
の
発
見
に
、
し
た
が
っ
て
古
典
的
ド
イ
ツ
観
念
論

の
弁
証
法
的
方
法
の
準
備
に
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
へ

l
ゲ

ル
や
ゲ

i
テ
に
お
い
て
ぶ
つ
か
る
、
後
者
は
と
く
に
青
年
期
に
お
い
て
で

あ
る
が
、
ド
イ
ツ
哲
学
の
発
展
に
と
っ
て
の
ハ

1
マ
γ
の
役
割
の
た
か

い
一
評
側
の
説
明
が
つ
く
。
」
窃
島
町

HEarr
〈

豆

-h・
s
・
0
・

ω・
民
)

(
5
)
〈
間
}
F
z
r
h
p口
m
w
C
J
ω
E
N
N
o
o
-ロ
2
0
2口
E
n
r
z
L
R
ロ
EMmwBロ

LOロ仲間口『
ωロ
FXmHmユロ
F
国
内
一
円

Z
P
H
U印
印

vω
・
]FPω
・
AN

(
6
)
出
回
可
H
H
M
L
m
J
F
回・

0
・wH出
-
Y
ω
-
H
H
H
I
H
E

(

7

)

出
a
F
H
N
u
開

gロ《戸
ω-HHNv
ヘ
ル
ダ
!
の
ア
プ
ト
追
悼
の
貯
の

」

公

H
い

O

F
r
v
H例

(
8
)
H
Nゲ叩ロ
L
P
ω
-
M吋
斗

(
9
)
N
5
4
口
白
口
}
阿
国
間
可
iHHf
開
宮
口
門
]pω
・
ωNU
同・

(
印
〉
「
人
は
ど
う
す
べ
き
で
し
ょ
う
o

も
し
彼
が
教
養
を
身
に
つ
け
る
べ

き
同
期
な
の
に
1
1
1
こ
う
し
た
時
期
が
私
の
場
合
は
も
う
す
ぎ
さ
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
断
じ
て
あ
り
ま
せ
ん
|
|
l
教
養
の
助
け
と
な
る
も
の
、
つ

ま
り
文
学
の
雰
囲
気
や
交
友
関
係
で
の
よ
い
雰
閉
気
、
研
究
や
図
書
館
や

芸
術
的
サ
ロ

γ
に
お
け
る
親
し
い
仲
間
と
い
っ
た
も
の
す
べ
て
を
自
分
か

ら
う
ば
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
と
き
ー
ー
ー
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ

う
、
死
ん
だ
本
の
ほ
か
に
は
こ
う
し
た
も
の
が
な
に
も
な
い
と
し
た
ら
。

レ
ッ

γ
ン
グ
の
よ
う
な
人
は
、
ち
っ
ぽ
け
な
都
市
の
せ
ま
く
る
し
い
空
気

の
な
か
や
ま
し
て
書
斎
の
な
か
に
と
じ
こ
も
っ
て
、
精
神
の
ひ
だ
の
あ
い

だ
に
妄
恕
の
う
じ
ば
か
り
湧
か
せ
た
り
、
由
一
司
虫
を
、
思
想
か
ら
は
い
で
る

毒
虫
を
瞬
化
さ
せ
た
り
し
て
い
る
よ
う
な
人
で
は
決
し
て
、
け
っ
し
て
な

い
で
し
ょ
う
。
」
(
開
σ
oロ
ι巴

(
日
)
同
巾
円
L
0
3
』

2
5
m
-
B
aロ
R

M
山町
2
0
u
Fロ
出
2
仏

O
B
J
H
1
R
r
o
z

同
由
民

E
E
o
p
ポ
司
巳
宮
田

?
H由
自

ωu
出
血

-
Y
ω
-
H
N叶

(
ロ
)
「
ド
イ
ツ
へ
の
愛
国
心
が
、
諸
所
を
歩
き
、
時
を
経
る
に
つ
れ
て
私

の
心
に
つ
よ
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
祖
国
を
は
な
れ
た
ほ
か
の
人
た
ち
の

ば
あ
い
に
は
次
第
に
よ
わ
ま
る
と
い
う
の
に
。
私
は
啓
発
さ
れ
、
ド
イ
ツ

の
文
芸
を
見
わ
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
私

が
他
の
民
族
を
知
っ
た
か
ら
で
す
し
、
わ
れ
わ
れ
ド
イ
ツ
人
の
闘
争
好
き

の
せ
ま
く
る
し
い
世
界
を
、
は
じ
め
で
は
な
れ
た
か
ら
で
す
し
、
や
が
て

私
の
祖
国
に
ふ
た
た
び
よ
り
よ
く
、
十
分
に
立
ち
も
ど
る
目
的
で
、
他
の

諸
国
民
の
あ
い
だ
を
歩
き
ま
わ
っ
た
か
ら
で
す
。
」

(
N
戸

E
口
ゲ
ロ

2
♂同・

同
・
。
-vω
・

2
)

(
臼
)
〈
m
-
-
ω
n
F
R
B
E
E
r
-
u
回

-
P
0
・二凶・

ω日
1
8

(
凶
)
〈
包
・
出
m
q
F
F
同・

0
・
切

L
-
r
ω
・
0
8
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(
行
)

(
げ
印
)

ぐ
間
「
附
内
出
}
5
0
5田口
p
m・
目
・
。
・
u
ω
-
N
S

固め
H
L
2・
〉
戸
nr
巳
ロ
OHur--DωC同
)
}
比
四

L
2
0
2円
r
u
r
件。
NE円
切

H
5
・

ロロ
m
L
2
7
Pロ凹ロ
yroHHw
吉
田
O
H
L
o
a
d〈
2
r
p
p
白・

0
・w切
L・
Nuω
・
臼
∞

(
げ

)
H
w
r
oロ
L
P
ω
・
ω]戸叶

(
問
団
)
ぐ
m-'
国
m
q
g噌

m-
同・

0
a
ω

∞
弓
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
迎
学
は
、
理
性

ー
そ
れ
を
彼
自
'
身
は
キ
リ
ス
ト
教
と
一
休
で
あ
る
と
み
た
の
最
高
の
モ

ラ
ル
で
あ
る
。
」

(

ω

)

一
七
七
八
年
一
月
間
日
付
、
ハ
ル
ト
ク
ノ
ツ
ホ
宛
、
〈
包
・
国
ミ
g
u

同
-
P
。
-
w

出品・

N
U
-
N出
な
お
同
年
三
月
二

O
日
付
ハ

l
マ
γ
宛
の
手
紙

は
、
次
の
よ
う
に
新
し
い
職
へ
の
失
望
を
語
っ
て
い
る
。

「
私
が
こ
こ
で
暮
し
て
い
る
よ
う
な
孤
独
な
ご
た
ご
た
や
教
会
関
係
の

ジ
ジ
フ
ス
的
業
務
に
お
し
こ
め
ら
れ
た
ら
、
だ
れ
で
も
万
事
に
う
み
つ
か

れ
、
し
ま
い
に
は
自
分
自
身
の
こ
と
な
ん
か
ど
う
で
も
よ
く
な
る
で
し
ょ

う。

1
1
1
私
の
ま
ん
ま
え
に
立
っ
て
い
る
教
会
の
壁
は
、
私
に
は
い
つ
も

こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
バ
ス
チ
ー
ユ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
そ
し
て
私
は
年
代

的
仰
の
家
を
も
っ
て
い
ま
す
。
大
き
く
て
彫
刻
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
荒
れ
て
r
d

て
、
住
居
の
部
分
は
押
し
つ
め
ら
れ
て
せ
ま
く
、
ま
る
で
私
の
職
務
の
シ

γ
ボ
ル
そ
の
も
の
の
感
が
あ
り
ま
す
。
」
(
剛
山
高
B
w
何

Z
ロ
L
P
ω
・
ミ
)

(
州
出
)
〈
m-
・
出
国
可
H
H
y
p
m・
o-u
切

L-Nwω

叶吋
l
∞品

(
幻

)
H
w
r
oロ
L
P
ω
・∞。

(刀

)
H
W
σ
巾ロ
ι
p
ω
・∞
H
同・

(
幻
)
〈
四
「
岡
山
2
5
8
w
H
U
E
-
u
民
間
己
司
昨
日
可
。
自
己
ロ
mmロ
ハ
r
H
ハH
2
g
n
r
mロ

北
大
文
学
部
紀
要

F
I
o口洋ロ円

H叶印
()iH∞
AHmp
凶⑦】込山口い
mw印{戸

ω
・]戸∞印

H申∞

(
川
出
)
開
σω
口《凶
p
ω
・]{申叶同・

(
釘
)
切

9
E
F
開
-
w
p
m
-
。泊

ω
・叶印

〈

U

A

)

ぐ
OHHHHWZPH匂

L
R
問。向山由吋ロ口一四

----w
出
R
L
R
ω
J
J
1
2「
夕
日
ロ

同
出
口
同
国
間
口
仏
o
p
国門凶・

ω
v
ω
-
U
H
H

(
幻
)
〈
関
戸
開
ゲ
ぬ
ロ
L
P
ω
・
ωωN
同町・

(
却

)
H
N
r
oロ
L
P
ω
・
ωNG

(
明
。

)
N
X
a
ロ
R
r
関
口
}
g
o
g
g
p
開
-w
同・同・

0
・
ω
N
S
傍
点
、
引
用
者
。

(md
〈
問
日
・
阿
世
可
B
U
F
F
O
-
w
一回
L-Nwω
・
5
叶

(
丸
)
一
七
七
五
年
二
月
一
五
日
付
グ
ラ
イ
ム
宛
の
手
紙
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫

浬
学
を
読
む
よ
う
す
す
め
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
は
ド
イ
ツ
出
叩
訳
の
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
。

JN区
阿
佐
可
HHY
一回仏・

F
ω
・
2由

(
m
A
)

「
ス
ピ
ノ
ザ
論
争
」
の
概
要
は
、
多
く
の
研
究
官
が
ふ
れ
て
い
る

が
、
大
畑
末
吉
著
「
ゲ
l
テ
哲
学
研
究
|
|
ゲ
l
テ
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
チ

45 -

ス
ム
ス
|
|
」
の
論
述
が
有
益
で
あ
っ
た
。

(
m
N
)

大
畑
、
前
掲
書
、
七
一
二

J
八
九
ペ
ー
ジ
。

(
封
)
同
書
、
一
一
一
六
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
序
論
参
照

(
%
)
回
目
HF
白

-mw

。wω
H
O叶

(
刊
川
)
回
同
EHu
開
Z
ロ
L
P
大
畑
、
前
掲
室
田
、
一
二
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

(苅

)
F
z
r
b
n
p
の
よ
り
E
N
R凹
5
2ロ
mLmw円
〈
R
ロロロ

F
切

2
r
H
Y
5
E一u

ω
-
H
。ω



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ

l
の
哲
学

《
m
J
)

大
畑
、
前
掲
退
問
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
。

(
初
)
花
崎
、
「
J
・
G
・
ヘ
ル
ダ
!
と
有
機
的
位
界
観
の
問
題
」
、
東
京
都

立
大
学
哲
学
会
「
哲
学
誌
」

6
号
所
収
。

(
川
町
)
こ
の
よ
う
に
「
イ
デ

l
ン
」
を
と
ら
え
る
視
点
は
、
前
注
の
論
文
で

は
欠
け
て
い
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
で
指
摘
し
、
補
足
し
た
い
。

(
位

)
H
L
o
g
E
H
Eニ
2
8
E
O
仏

2
p
m
n
z
n
r
z
ι
2
ζ
3
2
F
2・

口
氏
〔
山
耳
切

ω陣

E-同ロ
F
0
4弓
R
E頃
}
同
吋
印
肉
・
〈
-
回
・

ωロ℃
E
P
F
L
P
H∞
∞
吋

v

回

ι.
〕

{ωwω.]戸
印
品

(
m
U
)

ロ
roロLmw

(

川

廿

)

何

ゲ

ωロ
門
日

p
ω
-
一戸町

ω

(
の
)
肘

σω
ロL
m
y
ω
・
]
広
]
[

(

M

叩

)

開

roロハ
H
m凶

(

円

引

)

出

2仏
O
F
C
c
F
Eロ仲間
0
0
2宮山口
F
E
巧
R
r
o
E
同国民

E
E
B
-

四
円
】
・
印

w
ω
]
{日

(
川
叩
)
以
上
の
学
校
と
教
会
の
改
革
に
か
ん
し
て
は
、
キ
ュ

l
ネ
マ

γ
の
前

抱
書
、
四
八
六
ペ
ー
ジ
以
下
に
よ
る
。

(
川
ザ
)
〈
m--
関
口
「
ロ
O
B出口
p

p
田・

0
・唱

ω・
8印

(

町

刈

)

岡

山

roロ
《
宮

(引
)

H

W

寸
ぬ
ロ

L
m

(
m
A
)
M
w
r
o口(釘ゆ

ω・
日
(
)
由

(
m
u
)

彼
の
一
妾
カ
ロ
リ
ー
ネ
は
、
ャ
コ

l
ピ
宛
の
手
紙
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。
「
自
由
の
太
陽
が
の
ぼ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
た
し
か

な
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
が
フ
ラ

γ
ス
人
だ
け
の
事
業
で
は
な
く
て
、
時

代
の
事
業
だ
と
い
う
こ
と
を
、
か
れ
ら
自
身
が
後
見
人
で
あ
る
法
王
へ
の

手
紙
の
な
か
で
告
白
し
て
い
ま
す
1
|
|
そ
し
て
、
愛
す
る
友
ょ
、
あ
な
た

も
こ
の
自
由
の
女
神
に
、
し
か
る
べ
き
と
う
ぜ
ん
の
敬
意
を
し
め
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ド
イ
ツ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
し
ば
ら

く
の
あ
い
だ
、
閣
の
な
か
に
す
わ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
朝
風
が
あ
ち

こ
ち
で
声
を
あ
げ
て
う
た
い
は
じ
め
て
い
ま
す
。
」
N
巳
・
ロ

R
r
出

agw

田

p

。w

切
払

.NWω
・
印
一
戸
∞

(
九
)
一
七
九
三
年
一
一
月
一
一
一
日
付
、
グ
一
フ
イ
ム
宛
書
簡
に
は
そ
れ
が

は
っ
き
り
諮
ら
れ
て
い
る
。
〈
間
}
・
国
mqB-
担

問

。
-
v

回
L
'
M
u
ω
・
日
ロ
w

HNmHgmHHup
田
・
。

-vω
・
ω九時
印

(
男
)
ヘ
ル
ダ
ー
が
説
教
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
共
感
と
と
れ
る
こ
と
を

一
諮
っ
た
の
が
、
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
侯
の
不
快
を
招
き
、
そ
の
た
め
に

ヘ
ル
ダ
l
の
息
子
の
世
話
を
す
る
と
い
う
約
束
が
反
古
に
さ
れ
た
こ
と
が

っ
た
え
ら
れ
て
い
る
(
ハ
イ
ム
、
メ
l
リ

γ
ク
)
。
ま
た
、
干
渉
戦
争
へ
、

宰
相
と
し
て
従
軍
し
た
ゲ

1
テ
は
、
ヘ
ル
ダ
l
の
や
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な

フ
ラ
ン
ス
革
命
観
に
同
調
し
な
か
っ
た
し
、
以
後
の
ヘ
ル
ダ

l
の
カ

γ
ト

と
の
戦
闘
的
な
論
争
に
た
い
し
て
も
、
冷
淡
と
な
る
。

(
%
)
ハ
イ
ム
は
、
「
人
間
性
書
簡
」
や
カ

γ
ト
哲
学
と
の
ヘ
ル
ダ
!
の
思

想
闘
争
を
、
彼
の
衰
弱
の
徴
候
と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
、
革
命
へ
の
幻
滅

と
現
実
か
ら
の
後
退
を
、
強
調
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
フ
イ
マ

γ
は
、
ヘ

ル
ダ

l
の
矛
盾
を
下
イ
ツ
の
現
状
の
性
格
と
結
び
つ
け
な
が
ら
、
そ
の
思

-4φ 



惣
の
も
つ
ぶ
後
的
な
進
歩
般
と
生
成
牲
を
務
総
す
る
。
相
払
は
、
第
一
一
一
?
教

み
る
よ
う
に
、
ハ
イ
ム
の
犯
回
聞
は
、
後
郊
の
ヘ
ル
ダ
ー
の
邸
側
泌
の
核
心
に

ふ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

ち
こ
の
公
刊
さ
れ
た
「
議
総
」
か
ら
の
ぞ
か
れ
た
プ
ヤ
九
二
匁
の
同
来
初

の
計
制
闘
に
も
と
づ
く
締
結
備
の
う
ち
に
は
、
公
刊
さ
れ
た
も
の
よ
り
、
よ
り

約
加
慨
に
フ
ラ
ン
ス
前
ゃ
ん
呼
、
以
内
主
制
制
、
選
民
的
自
党
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
た

紙
片
が
め
る
c

ぐ
科
目
・
ぉ
2
L雪印

d

夕
刊
号
Z

H
ロ
京
区
民
間
HM仏
o
p
w
ι
・印初

日
戸
川
悦
A
W
o
ι
A
N
O
A凶

〈
日
川
)
七
八
五
年

一
月
の

G
・
ミ
ュ
ラ

i
山
刊
の
手
抑
制
で
、

「
ど
う
か
汚

、

ヘ
ル
ダ
!
の
哲
学
の
内
容
と
構
造

ー
、
感
性
学
と
ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス

い
交
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に

ヘ
ル
ダ

i
の
思
想
活
動
は
、

へ
1
ゲ
ル
の

道
に
そ
っ
て
す
す

市
民
搭
級
の
思
制
約
的
ヘ
ゲ
モ
ニ

i
の

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
わ
た
し
の
吋
イ
デ

l
y
b
mり
も
っ
と
も
に
げ
し
い

敵
対
者
が
、
ま
っ
た
く
添
い
も
か
け
な
く
、
私
ム
尽
恥
吋
の
か
つ
て
の
阪
カ
ン

ト
な
の
で
す
い
と
の
べ
て
い
る
。

J
N

出日・話
Q
H
H
r
m
-
N
W
・
0
場∞《
F

N
切

閉
山

'
M吋
叫

ハ
叩
U
〉

ゲ
ー
テ
の
ヘ
ル
ダ

I
m派
、
一
七
九
三
年
六
月
七
日
付
書
簡
開
会
照
。

一-mm山片岡
M
m
w
p
pゆ

P
内

r
p
w
m
w
k
H凶器

〈

m
w
)

削
向

2
L
F
州
内

mLE斡
g夕
刊
凶
門
扮
税
'
ヲ
ロ

ω笠
宮
戸
H
V

出
-
u
J々
。
山
岡
出
回
吋
w
H
沼
印
♂

mw
・
H
A同一円

(
川
町
刃
包
同
窓
口

w
H
J
m
r
p
(〉
品
川
出
お
お
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レ
ッ
シ
ン
グ
の
き
り
ひ
ら
い
た
、
皮
絶
対
主
義
の
方
向
で
の

の

の
入
口
ま
で
で
終
っ
て
い
る
。
彼
の
死
亡
八

O

が
、
霞
年
後
の
…
八

G
七
年
に

に
ゲ

i
テ
の
つ
ブ
ァ
ウ
ス
ト
」

と
べ
!
ト
ヴ
ェ

γ
の

一
部
が
あ

m

ら
わ
れ
て
い
る
。

二
一
)

シ
ラ
!
の
「
グ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
テ
ル

た
も
の
が
折
茨

さ
れ
て
も
い
る
。

と
も
か
く
も
あ
る
論
理
な
も
っ
て

お
り
、
彼
の
思
想
に
は
ふ
る
い
も
の
と
あ
た
ら
し
い
も
の

ア
ナ
口
ギ
!
と
象
徴
化
に
た
よ

る
も
の
で
あ
っ

北
大
文
学
務
紀
委

一
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
組
は
、



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l

の
哲
学

」
の
川
即
で
は

「
神
に
か
ん
す
る
対
話
L

お
よ
び
彼
の
認
識
論
の
骨
格
を
し
め
し
た
「
人
間
の
心
の
認
識
作
用
と
感
覚
作
用
と
に
つ
い

て
1
1
1
覚
書
と
夢
1
1
1
」
を
参
照
し
な
が
ら

ヘ
ル
ダ
!
の
哲
学
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

序
論
で
の
べ
た
よ
う
に
、
実
践
の
問
題
と
感
性
の
問
題
と
は
、

ヘ
ル
ダ
l
の
時
代
に
よ
う
や
く
、

国
民
教
育
、
民
主
々
義
的
な
政
治
、

国
民
的
な
文
学
・
芸
術
と
い
う
か
た
ち
で
知
識
人
や
市
民
層
の
意
識
に
の
ぼ
り
は
じ
め
、

そ
の
理
論
化
は
「
人
間
の
哲
学
」
と
い
う
理
念

の
も
と
で
、
あ
る
い
は
歴
史
哲
学
と
し
て
、
あ
る
い
は
感
性
学
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、

神
論
の
哲
学
へ
の
批
判
を
ふ
く
ん
で
い
た
。

お
し
な
べ
て
伝
統
的
形
而
上
学
と
理

ヘ
ル
ダ
l
は
、
す
で
に
リ
ガ
時
代
の
「
批
一
評
論
叢
」
の
第
四
で
、
「
ま
だ
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
な
学
民
で
あ
る

T
E
H
rを
「
整
理

す
れ
一
と
い
う
意
図
を
し
め
し
て
い
た
。

MTrzr
は
学
で
あ
っ
て
、
「
趣
味
の
技
術
で
は
な
口
、
「
論
理
学
が
親
し
む
こ
と
を
教
え
な

か
っ
た
心
的
諸
力
の
認
識
を
教
え
色
も
の
だ
と
、
彼
は
い
っ
て
い
る
c

そ
の
意
味
で

F
z
t
r
は
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
定
義
す
る
よ

-48 -

こ
う
し
た
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
1

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
流
の
感
性
学
を
足
場
に
し
な
が
ら
、

(
5
)
 

彼
は
そ
れ
を
人
間
の
感
官
の
機
能
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
人
聞
の
芸
術
的
な
い
と
な
み
の
分
析
と
い
う
方
向
へ
と
す
す
め
て
い
る
。
す
な
わ

(
日
)

ち
、
ま
っ
た
く
抽
象
的
に
、
美
の
定
義
か
ら
は
じ
め
る
「
上
か
ら
」
の
形
而
上
学
的
体
系
化
で
は
な
く
、
美
が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
諸
芸

う
に
、
感
性
的
認
識
の
学
な
の
で
あ
る
c

し
か
し
、

術
の
も
と
で
感
官
の
感
覚
作
用
の
あ
り
か
た
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
一
般
的
理
論
へ
上
昇
す
べ
き
だ
と
か
ん
が
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
美

的
視
覚
論
、
美
的
聴
覚
論
、
美
的
感
情
論
を
き
そ
に
、
そ
れ
ら
の
対
象
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
絵
画
、
音
楽
、
彫
刻
を
論
ず
る
。
こ
う
し

て
、
絵
画
そ
の
他
の
芸
術
活
動
は
、

「
そ
れ
ら
諸
芸
術
の

人
間
の
感
性
的
諸
器
官
の
活
動
の
必
然
的
な
対
象
化
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

発
展
史
は
、
人
間
精
神
一
般
の
歴
史
に
と
っ
て
の
み
ち
び
き
の
糸
と
な
丸
山
そ
れ
ゆ
え
、

一
山
上
学
で
も
趣
味
の
技
術
で
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ヘ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
〉
丘

rtr
は
、
美
の
形



も
の
を
生
産
す
る
、

な
に
も
の
か
を
創
造
す
る
、
価
値
あ
る
も
の
を
う
み
だ
す
、

と
い
う
こ
と
に
む
す
び
っ
く
「
実
践
」
の
概
念
は
、

芸
術
活
動
、
芸
術
家
の
生
産
・
創
造
の
う
ち
に
ま
ず
頭
を
だ
し
た
。
そ
れ
は
、

フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
革
命
と
政

治
的
、
経
済
的
進
出
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
ド
イ
ツ
で
「
無
力
な
ド
イ
ツ
市
民
が
達
成
し
た
の
は
た
だ
『
善
意
志
』

(
m
E
2

項
目
ニ
&
だ
け
だ
っ
た
サ
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
政
治
的
、
経
済
的
実
践
の
欠
如
の
精
神
的
代
償
物
が
普
遍
的
な
倫
理
意
識
の
形
成
に
い
た

る
関
係
に
照
応
す
る
。

こ
の
感
性
の
働
ら
き
に
根
源
を
お
く
認
識
論
が
、

さ
い
し
ょ
に
秩
序
だ
て
て
の
べ
ら
れ
る
の
は
、

「
人
間
の
心
の
認
識
作
用
と
感
覚
作

用
に
つ
い
て
1
1
1
覚
書
と
夢

|
|
1
2
c
B
F
Z
5
8
5
L
肘
自
主
ロ
仏

g
r
H
B自由口
E
5
2
F己刊
-
-
-
F
5
2
Eロぬ巾ロ

g
L

寸
品
戸
巴
巾
l
i
l
-
-
ど
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
一
七
七
四
年
に
ベ
ル
リ
ン
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
懸
賞
論
文
に
応
募
し
て
書
か
れ
た
が
、
受
賞

し
な
か
っ
た
も
の
で

の
ち
一
七
七
八
年
改
訂
し
て
、
匠
名
で
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
は
二
部
に
わ
か
れ
、
第
一
の
部
分
で
は
認
識
作

。〆4& 

用
と
感
覚
作
用
の
人
間
存
在
に
お
け
る
基
礎
と
そ
の
作
用
法
則
が
論
じ
ら
れ
、
第
二
の
部
分
で
は
こ
の
ふ
た
つ
の
力
の
相
互
作
用
と
そ
れ

が
人
間
の
性
格
と
才
能
に
お
よ
ぼ
す
影
響
と
が
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
。
叙
述
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
死
ん
だ
自
然
と
い
わ
れ
る
も
の
に
は
、
け
っ
し
て
内
的
な
状
態
(
日
ロ

2
N
5
Sロ
e
と
い
う
も
の
を
み
と
め

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
に
、
重
さ
、
震
動
、
落
下
、
運
動
、
静
止
、
力
、
さ
ら
に
慣
性
、
と
い
っ
た
用
語
を
話
す
け
れ
ど
も
、

が
ら
そ
の
も
の
の
う
ち
が
わ
で
(
刊
誌

sshmち
そ
れ
が
な
に
を
意
味
す
る
の
か
を
だ
れ
が
知
ろ
う
か
。

と

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

わ
れ
わ
れ
が
自
然
の
内
部
に
は
た
ら
く
も
ろ
も
ろ
の
力
の
偉
大
な
光
景
を
熟
視
し
て
み
れ
ば
み
る
ほ
ど
、

ま
す
ま

す
わ
れ
わ
れ
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
わ
れ
わ
れ
と
の
類
向
性
を
お
ぼ
え
ざ
る
を
え
ず
、
す
べ
て
が
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
(
何
B
匂
伊
丘
己
ロ
也
と

の
生
き
た
交
流
に
あ
る
と
み
と
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
o
」

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l

の
哲
学

こ
の
よ
う
な
そ
と
に
た
い
し
て
う
ち
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
生
命
あ
る
も
の
す
べ
て
が
か
か
わ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
対
象
的
に
知
り
う
る
の

は
、
こ
と
が
ら
の
そ
と
が
わ
で
あ
っ
て
、
う
ち
が
わ
は
知
で
は
な
く
て
生
命
の
流
れ
に
あ
ず
か
る
と
い
う
か
た
ち
で
し
か
わ
れ
わ
れ
の
も

の
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
思
想
は
、
べ

l
メ
以
来
の
ド
イ
ツ
固
有
の
思
想
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
感
ず
る
こ
と
の
理
性
的
思
考

へ
の
う
ち
が
わ
か
ら
の
上
昇
を
反
省
的
に
と
ら
え
る
と
き
、
そ
れ
は
ア
ナ
ロ
ギ
l
推
理
の
か
た
ち
に
な
る
。
い
や
む
し
ろ
か
れ
は
、
大
部

ア
ナ
ロ
ギ
l

分
の
偉
大
な
、
尖
鋭
な
理
論
の
出
発
点
に
、
あ
た
ら
し
い
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
あ
る
類
推
、
比
除
の
ひ
ら
め
き
が
あ
る
は
ず
だ
と
か
ん
が
え

そ
れ
が
発
現
し
て
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

る
。
す
べ
て
の
は
じ
ま
り
は
う
ち
が
わ
に
あ
り
、

「
わ
れ

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
被
造
物
か
ら
わ
れ
わ
れ
へ
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
創
造
者
へ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
か
ら
だ

ガ

イ

ス

ト

ガ

イ

ス

ト

そ
の
創
造
者
の
「
わ
た
し
に
押
し
た
印
(
象
〉
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
わ
た
し
の
精
神
へ
の
か
れ
の
霊
の
反
映
像
♀
日
明

者
正
2
包
山
口

Ng骨
E
E
)
よ
り
ほ
か
に
、
「
事
物
の
内
部
へ
侵
入
す
る
た
め
L

の
「
い
か
な
る
合
鍵
も
」
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

わ
れ
が
な
に
か
を
知
る
ば
あ
い
、

け
知
る
」
と
さ
れ
、

感
覚
作
用
は
い
わ
ば
鏡
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
う
つ
る
像
か
ら
事
物
の
内
部
は
類
推
的
に
知
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
類
推
が
外

ハUR
ノ

的
な
二
つ
の
も
の
の
比
較
、
校
合
で
な
い
こ
と
は
、
存
在
論
的
に
創
造
の
連
続
性
に
よ
っ
て
ま
え
も
っ
て
保
証
さ
れ
、
信
じ
ら
れ
て
い
る

は
ず
な
の
で
あ
っ
た
。
「
諸
推
論
は
、
真
理
の
さ
い
し
ょ
の
受
胎
(
仕
出
向
岡
田
芯
何
百
1
間口

m
Eる
が
ど
こ
で
生
ず
る
か
を
、
け
っ
し
て
わ
た

し
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
真
理
が
受
胎
さ
れ
て
は
じ
め
て
推
論
が
発
展
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
言
葉
の
う
え
で
の
説
明

た
い
が
い
前
提
さ
れ
た
規
則
や
仮
説
の
う
え
に
あ
る
将
棋
盤
で
の
あ
そ
び
で
し
か
な
い
」
の
で
あ
る
o

や
証
明
の
冗
舌
は
、

こ
こ
か
ら
彼
の
興
味
あ
る
認
識
論
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
彼
は
ハ
ラ
l
(〉
5
5
n
E
4
0ロ
出
田
口

2u
口C
∞
口
ゴ
)
の
「
人
体
生
理
苧

の
基
礎
(
巴

m
g
g
g
℃石田町
O
F
m刊
誌
の
。
4
2
2
E
B
g
r
q可
l
H
寸
志
ど
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
感
覚
の
基
礎
を
「
刺
戟
(
何
冊
目
N

ど
に
も

と
め
る
。
刺
戟
さ
れ
る
小
繊
維
の
収
縮
と
伸
長
が
、
「
感
覚
へ
の
さ
い
し
ょ
の
か
す
か
な
火
花
し
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
繊
維



組
織
へ

オ
ル
ガ
品
ザ
チ
オ

y

(

問
)

「
機
構
と
組
織
化
の
多
く
の
過
程
と
段
階
を
へ
て
、
生
命
な
き
物
質
が
醇
化
さ
れ
し
た
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
刺
戟
に
よ
っ

て
小
繊
維
が
か
す
か
な
火
花
を
発
し
て
の
び
ち
ぢ
み
す
る
の
と
お
な
じ
ひ
と
つ
の
法
則
が
「
わ
れ
わ
れ
の
き
わ
め
て
複
雑
な
機
構
の
、

ま
か
く
編
ま
れ
た
諸
感
覚
や
諸
情
念
の
う
ち
に
も
み
い
だ
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、

、-
Lー

「
伸
長
と
収
縮
と
い
う
機
械
的
な
、
あ
る

い
は
機
械
以
上
の
は
た
ら
き
と
い
う
い
い
か
た
は
、
う
ち
か
ら
も
そ
と
か
ら
も
、

そ
の
は
た
ら
き
の
原
因
が
、
す
な
わ
ち
刺
戟
、
生
命
が

ほ
と
ん
ど
あ
る
い
は
全
然
無
意
味
で
あ
る
」
が
、
そ
の
条
件
が
み
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、
単
純

す
で
に
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、

な
機
構
か
ら
も
っ
と
も
複
雑
な
人
間
の
心
理
の
メ
ハ
ニ
ス
ム
ス
に
い
た
る
ま
で
、

ひ
と
つ
の
お
な
じ
法
則
が
つ
ら
ぬ
く
の
で
あ
る
。
彼
は

自
然
を
ま
っ
た
く
連
続
性
に
お
い
て
み
て
い
る
。
相
互
に
移
行
し
、
関
連
し
て
い
る
統
一
性
に
お
い
て
万
物
を
と
ら
え
る
。
だ
が
、
そ
の

統
一
性
の
保
証
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
「
創
造
に
お
け
る
生
命
」
、
「
す
べ
て
の
す
が
た
、
か
た
ち
、
通
流
路
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
で
あ

ひ
と
引
の
ち
に
帰
せ
ら
れ
る
c

こ
こ
で
は
、
認
識
論
と
存
在
論

(
H
形
而
上
学
)
と
は
未
分
化
で
あ
る
。

る
精
神
、

ヘ
ル
ダ

l
は
、
逆

-51 -

に
い
わ
ゆ
る
悟
性
の
形
而
上
学
こ
そ
こ
の
統
一
を
や
ぶ
る
も
の
だ
と
か
ん
が
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
統
一
の
見
地
が
、
彼
に

認
識
論
の
う
え
で
反
映
論
の
論
理
を
と
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
反
映
論
と
し
て
の
認
識
論
の
立
場

は
、
認
識
論
と
存
在
論
と
の
統
一
を
表
明
す
る
い
ろ
い
ろ
な
立
場
に
共
通
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
こ
の
両
者
が
無
媒
介
的
に
統
一
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
は
、
活
力
論
か
機
械
論
か
、
あ
る
い
は
両
者
の
折
衷
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ル
ダ

l
の
ば
あ
い
、

こ
の
両
者
を

「
法
則
」
と
い
う
客
観
的
な
領
域
で
の
同
一
性
で
と
ら
え
つ
つ
、

そ
れ
を
無
規
定
な
「
生
命
し
活
動
へ
と
ふ
た
た
び
環
元
す
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
「
実
践
」
概
念
の
重
要
性
に
思
い
い
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

「
実
践
」
の
モ
メ
ン
ト
が

ひ
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
弁
証
法
的
な
思
考
が
認
識
論
と
存
在
論
と
を
統
一
し
て
と
ら
え
る
論
理
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l
の
哲
学

刺
戟
が
そ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
心
に
お
よ
ぶ
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
す
る
う
ち
か
ら
の
諸
感
官

3
5
5
)
は
、
刺
戟
そ
の
も
の

の
複
合
と
と
も
に
、
神
経
組
織

(
2
2
4
3
m巾
冨
豆
町
)
に
編
成
さ
れ
る
。
感
覚
作
用
を
精
神
的
諸
活
動
へ
媒
介
す
る
感
覚
器
官
は
、

;h. 

「
わ
れ
わ
れ
は
、
神
経
が
わ
れ
わ
れ
に
あ
た
え
る
も
の
の
み
を
感
覚
す
る
し
、
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
も
の
か
ら
出
発
し

て
わ
れ
わ
れ
は
突
さ
い
ま
た
思
考
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
こ
の
段
階
で
の
思
考
は
、
想
像
力
と
む
す
び
っ
く
感
性
的
思
考
で
あ
る
。
そ
し

て
一
定
の
明
瞭
さ
に
上
昇
し
た
諸
感
覚
は
、
「
統
覚
、
思
想
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
心
は
感
覚
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
」
の
で
あ
る
。
思

「
わ
れ
わ
れ
に
な
が
れ
こ
む
多
く
の
も
の
か
ら
、
透
明
な
一
者
を
つ
く
る
こ
と
」
に
あ
る
。
心
は
意
識
の
対
象
を
み
ず
か
ら

で
あ
る
。

想
の
力
は

の
う
ち
か
ら
と
り
だ
す
の
で
は
な
く
、

心
の
そ
と
か
ら
あ
た
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
性
の
賜
物
と
し
て
の
外
か
ら
の
、
刺

戟
、
感
覚
、
も
ろ
も
ろ
の
力
、
機
会
、

を
も
ち
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
眼
に
た
い
す
る
光
、
耳
に
た
い
す
る
音
の

よ
う
に
、
う
ち
な
る
自
己
意
識
の
物
質
的
媒
体
は
、
一
言
語
で
あ
る
。
意
識
の
本
質
は
自
己
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
内
言
に
よ
っ
て
形
成
さ

き
に
お
い
て
は

ロ
ゴ
ス
と
い
う
ひ
と
つ
の
概
念
で
あ
り
、

「
理
性
と
言
葉
と
は
、
も
っ
と
も
ふ
か
い
言
葉
の
は
た
ら

(
悶
)

こ
と
が
ら
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。

q，んに
ノ

れ
る
。
理
性
は
、
も
っ
と
も
ふ
か
く
う
ち
が
わ
に
形
成
さ
れ
た
言
語
で
あ
る
。

第
三
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
認
識
は
、
そ
れ
が
虚
偽
で
な
い
、
完
全
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
よ
き
意
欲
(
君
。
ロ
巾
ロ
)

と
不
可
分
で
あ
る
。
最
上
の
認
識
に
は
情
念
、
感
覚
、
意
欲
の
す
べ
て
が
と
も
に
は
た
ら
く
、
と
へ
ル
ダ
l
は
説
く
。
認
識
も
意
欲
も

「
心
の
た
だ
ひ
と
つ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
し
の
作
用
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
諸
作
用
が
ひ
と
つ
の
は
た
ら
き
だ
と
さ
れ
る
た
め
に

は
、
そ
れ
が
人
間
的
と
い
う
限
度
(
呂
田
弓
で
、
合
目
的
に
統
制
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
人
間
性
は
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て

わ
れ
わ
れ
が
認
識
し
、
行
為
す
る
高
貴
な
限
度
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
己
感
情
と
共
同
感
情
(
ふ
た
た
び
伸
長
と
収
縮
)
は
、
わ
れ
わ
れ

の
意
志
の
柔
軟
さ
の
両
面
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
愛
は
、
し
た
が
っ
て
も
っ
と
も
高
貴
な
認
識
作
用
で
あ
る
と
同
時
に
も
っ
と
も
高



貴
な
感
覚
で
あ
る
:
・
:
真
に
認
識
す
る
こ
と
は
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
、

人
間
的
に
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
己

す
な
わ
ち
、
認
識
が
真
で
あ

そ
れ
は
必
然
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
意
欲
も
ま
た
盗
意
的
な
自
由
を
も
ち
は
し
な
い
。
か
く
し
て
み
ず
か
ら
の
被
制

約
性
、
被
決
定
性
を
知
る
こ
と
が
「
自
由
の
さ
い
し
ょ
の
車
ち
で
あ
り
、
認
識
と
行
為
、
哲
学
と
道
徳
と
の
厳
密
な
一
致
を
さ
し
て
島

由
と
す
る
ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス
が
、
彼
の
認
識
論
の
帰
結
と
な
る
の
で
あ
る
。

れ
ば
、以

上

か
ん
た
ん
に
み
て
き
た
よ
う
に

ヘ
ル
ダ

l
の
感
性
学
・
人
間
学
と
い
う
出
発
点
か
ら
の
啓
蒙
の
悟
性
哲
学
へ
の
再
検
討
は
、

認
識
論
を
存
在
の
り
可
5
5
F
と
し
て
と
ら
え
る
観
点
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
存
在
を
う
ご
か
す
内
的
な
諸
力
と
そ
れ
に
対
応
す

る
生
現
的
・
心
理
的
・
社
会
的
諸
器
官
と
の
相
互
媒
介
性
に
よ
っ
て
認
識
論
を
構
想
す
る
こ
の
観
点
は
、
じ
つ
は
の
ち
の
唯
物
論
的
認
識

論

(
H
反
映
論
)
が
も
ち
い
る
諸
概
念
装
置
を
す
で
に
す
え
つ
け
て
い
る
と
い
う
点
で
興
味
ふ
か
い
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
彼
の
認
識
論

-
テ
ユ
ナ
ミ
!
タ

を
存
在
の
力
学
と
か
ん
が
え
る
と
す
れ
ば
、

つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
る
の
は
、

へ
ル
ダ

l
の
存
在
論
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
ろ

q
ノ

民
ノ

う

「
イ
デ
l
ン
」
と
「
神
に
か
ん
す
る
対
話
」
で
お
も
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
イ
デ
l
ン
」
の
思
想
の
要

約
で
も
あ
る
「
神
に
か
ん
す
る
対
話
」
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
こ
の
対
話
は
、
既
述
の
よ
う
に
テ
オ
ア
ロ
ン
、

彼
の
存
在
論
は

フ
ィ
ロ
ラ
ウ
ス
、

テ
ア

l
ノ

(
第
五
対
話
の
み
〉

の
三
人
の
登
場
者
が
あ
り
、
第
一
対
話
で
は
ヤ
コ

l
ピ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
を
無
神
論
だ
と
し
た
こ
と
へ
の
批
判

が
テ
オ
フ
ロ
ン
か
ら
語
ら
れ
、
第
二
対
話
で
は
フ
ィ
ロ
ラ
ウ
ス
が
、
世
界
に
内
在
す
る
神
性
の
理
念
に
つ
い
て
語
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら

ゆ
る
現
象
の
本
質
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
的
「
実
体
」
が
、
デ
ィ
ナ
ー
ミ
ッ
シ
ュ
な
力
と
解
さ
れ
、
す
べ
て
の
事
物
は
、
神
的
な
諸
力
の
変

様
さ
れ
た
諸
現
象
と
し
て
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
無
限
に
多
く
の
諸
力
の
な
か
に
、
無
限
に
多
様
な
し
か
た
で
自
己
を
あ
ら
わ
す
ひ
と
つ
の

根
源
カ
ハ

C
H
F
5
3
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
第
三
対
話
は
、

「
イ
デ
l
ン
」
が
つ
か
っ
た
材
料
と
し
て
の
一
八
世
紀
の
自
然
科
学
の
哲

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
!
の
哲
学

学
的
総
括
が
、
右
の
よ
う
な
へ
ル
ダ
!
の
ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス
と
一
致
す
る
こ
と
が
の
べ
ら
れ
る
c
そ
し
て
、
第
四
対
話
は
、
信
仰
の
み
が
真
理

の
唯
一
の
源
泉
だ
と
す
る
ヤ
コ

i
ピ
の
思
想
に
反
対
し
て
、
理
性
的
思
考
の
意
義
が
強
調
さ
れ
る
。
彼
に
と
っ
て
理
性
的
思
考
の
意
義
は
、

神
の
存
在
と
世
界
に
内
在
す
る
そ
の
作
用
と
を
、
事
実
の
面
か
ら
論
証
す
る
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
の
事
実
と
は
、
全
世
界
を
、
あ
る
調
和

的
な
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
秩
序
を
も
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
力
の
体
系
が
支
配
す
る
と
い
う
直
観
的
経
験
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
九
四
。
そ

し
て
第
五
対
話
が
は
じ
ま
る
。
第
五
対
話
は
、
神
の
本
質
と
そ
の
は
た
ら
き
と
を
世
界
の
自
然
法
則
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
意
図
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
な
ら
っ
て
、
神
を
頂
点
と
す
る
全
世
界
の
客
観
的
存
在
性
を
、
「
定
有
(
口
忠
弘
ロ
)
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
包
括
す
る
。
「
定
有
は
そ
れ
以
上
分
割
し
え
な
い
概
念
で
あ
り
、
本
質
(
当
2
8
)
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
「
最
高
の
定
有
、
神
性
」
と
い

う
並
置
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
定
有
は
無

(zwrH印
)
と
対
置
さ
れ
、
定
有
と
無
と
の
相
互
転
化
は
否
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
定
有
が
無

に
転
化
す
る
と
す
れ
ば
、
最
高
の
定
有
で
あ
る
神
も
ま
た
無
に
転
化
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
定
義
に
よ
っ
て
そ
れ
は
不
可
能

で
あ
る
。
「
存
在
可
能
な
す
べ
て
の
も
の
、
現
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
無
限
な
定
有
の
う
ち
に
あ
る
」
の
で
あ
る
。
「
無
限
な
定

54 -

有
(
仏
国
印
刷
h

お
さ
包

E
5
U
S冊目ロ)」

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
存
在
の
あ
り
か
た
は
、

そ
の
場
所
を
い
ち
ど
は
「
そ
こ
(
仏
国
ど
と
指
定
さ
れ

し
た
が
っ
て
「
い
た
る
と
こ
ろ
し
で
あ
る
。
そ
の
「
い
た
る
と
こ
ろ
」
に
、
あ
る
存
在
性

な
が
ら

そ
れ
は
無
限
な
「
そ
こ
」
で
あ
り
、

を
も
ち
う
る
よ
う
な
存
在
と
は
、
神
の
「
力
」
、
「
神
性
し
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
定
有
し
と
名
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

p

-

d

 

T
/
J
 

に
「
あ
る
も
の
」
で
し
か
な
い
よ
う
な
普
遍
性
、
抽
象
性
し
か
も
ち
え
な
い
。
す
な
わ
ち
「
単
純
な
概
念
、
現
実
性
、
定
有
」
と
い
う
よ

う
に
、
い
い
か
え
る
こ
と
も
可
能
な
も
の
と
し
て
し
め
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
主
張
は
、
「
聖
な
る
必
然
性
の
第
一
の
自
然
法
則
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
最
高
定
有
は
自
己
の
被
造
物
に
、

最
高
の
も
の
、
す
な
わ
ち
現
実
性
、
定
有
を
あ
た
え
た
」
と
定
式
化
さ
れ
る
。
こ
れ
を
逆
転
さ
せ
れ
ば
、
現
実
性
と
定
有
が
最
高
の
も
の
一



で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

対
話
は
ひ
き
つ
づ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
交
わ
さ
れ
る
。

「
テ
オ
フ
ロ
ン
『
し
か
し
、
友
よ
、
定
有
と
定
有
と
は
、

た
と
え
ど
ん
な
に
概
念
上
は
単
純
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
ら
の
状
態
に
か
ん
し

て
は
き
わ
め
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
c

フ
ィ
ロ
ラ
ウ
ス
、
あ
な
た
は
、

な
に
が
定
有
の
諸
段
階
と
諸
区
別
を
し
め
す
の
か
に
つ
い
て
ど
う
お
か

ん
が
え
で
す
か
?
・
』

フ
ィ
ロ
ラ
ウ
ス
『
た
だ
も
ろ
も
ろ
の
力
に
よ
っ
て
で
す
。
神
の
う
ち
に
さ
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
性
が
啓
示
さ
れ
る
概
念
と
し
て
、

権
威
(
云
宮
町
民
)
以
上
の
も
の
を
わ
た
し
た
ち
は
み
い
だ
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
も
高
い
権
威
と
は
、

つ
ま
り
す
べ
て
神
の
力
は
、
単
一
、
同
一
で
し
た
。
も
っ

(
叩
)

と
り
も
な
お
さ
ず
永
遠
に
生
き
、
永
遠
に
活
動
す
る
も
っ
と
も
高
い
知
恵
と
善
で
し
た
c
L

こ
の
よ
う
に
し
て
、
神
的
な
力
の
一
元
論
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く

Q

「
最
高
の
も
の
(
岳
由
民
骨
宮
お
と
は
、
比
較
を
ゆ
る
す
も
の
で
は
な

へ
γ

・カイ・バ
γ

く
て
、
「
全
(
岳
凹
〉
ロ
ど
を
意
味
す
る
ー
ー
ー
一
に
し
て
全
ー
ー
か
ら
、
「
世
界
は
、
彼
(
神
)
の
永
遠
に
生
き
て
活
動
す
る
諸
力
の
現
実
性

の
表
現
で
あ
り
、
叙
述

(
σ
5
0
U
2
2出
口
戸
何
回

m)
で
あ
る
」
(
テ
オ
フ
ロ
ン
)
0

民
/

戸

h
ノ

る
と
は
い
え
、
「
三
つ
の
、

わ
れ
わ
れ
人
聞
は
、
ど
ん
な
に
と
る
に
た
ら
ぬ
存
在
で
あ

も
っ
と
も
高
い
、
神
の
力
で
あ
り
か
つ
世
界
の
力
で
あ
る
権
威
、
知
性
、
善
の
生
き
た
表
現
し
(
テ
ア

l
ノ
)

こ
の
三
つ
の
も
の
の
最
高
の
総
括
と
源
泉
と
が
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
神
性
と
し
て
現
象
す
る
」
(
同
三
テ
ア

l

を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

ノ
は
つ
づ
け
て
い
う
。

「
そ
れ
で
す
か
ら
神
の
本
質
的
な
法
則
は
、

た
と
え
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、

わ
た
く
し
た
ち
の
権
威
を
真
理
と
善
の
純
粋
な
理
念

に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
る
た
め
に
わ
た
く
し
た
ち
の
う
ち
に
も
や
ど
っ
て
い
ま
す
c

そ
れ
は
、
全
能
な
権
威
を
も
つ
か
た

2
2
〉
戸
H
H
阿
部
口

}γ

H
-
m

刷
巾
)
が
自
己
の
も
っ
と
も
完
全
な
本
性
に
そ
く
し
て
、
み
ず
か
ら
そ
う
し
た
こ
と
を
お
こ
な
い
、
い
た
る
と
こ
ろ
ど
こ
に
も
そ
う
し
た
も

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l

の
哲
学

の
を
あ
ら
わ
し
、

お
よ
ぼ
す
か
ら
で
す
。
そ
の
か
た
が
わ
た
く
し
た
ち
の
う
ち
に
、
ご
自
身
の
あ
る
本
質
的
な
も
の
を
わ
か
ち
、

そ
し
て

わ
た
く
し
た
ち
を
そ
の
か
た
の
完
全
性
の
似
姿
と
な
さ
い
ま
し
た
c

事
実
、
盲
目
に
で
は
な
く
て
洞
察
を
も
っ
て
、
限
定
や
悪
意
を
も

っ
て
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
無
を
排
除
す
る
善
を
も
っ
て
は
た
ら
く
こ
と
は
、
あ
る
神
的
な
力
の
本
性
の
う
ち
に
あ
る
の
で
す
か
ら
。
わ

た
く
し
た
ち
を
こ
の
よ
う
な
規
則
か
ら
と
お
ざ
け
る
、
あ
ら
ゆ
る
怒
意
的
な
、
理
性
も
善
も
も
た
ぬ
、
わ
た
く
し
た
ち
の
力
の
使
用
は
、

わ
た
く
し
た
ち
を
わ
た
く
し
た
ち
自
身
と
不
一
致
な
も
の
と
し
、
混
乱
さ
せ
、
弱
わ
め
、
無
力
に
い
た
し
ま
す
よ

こ
の
思
想
に
よ
っ
て
、
神
的
な
必
然
性
の
第
二
の
命
題
を
テ
オ
フ
ロ
ン
が
説
明
す
る
。

「
神
性
ー
ー
そ
の
な
か
に
は
、

わ
れ
わ
れ
が
権
威
、
知
恵
、

善
と
よ
ん
で
い
る
た
だ
ひ
と
つ
の
本
質
的
な
力
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
1

は
、
神
性
の
生
き
た
写
し
(
〉
ゲ
門
昨
日
「
)
で
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
力
そ
の
も
の
、
知
恵
そ
の
も
の
、

善
そ
の
も
の
し
か
も
た
ら
し
え
な

/
D
 

民
ノ

か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
三
者
は
、
世
界
の
う
ち
に
現
象
す
る
あ
ら
ゆ
る
定
有
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
わ
か
ち
が
た
い
も
の
な
の
で
あ

る
o」汎

神
論
は
客
観
的
観
念
論
へ
移
行
し
つ
つ
あ
る
o

神
は
も
は
や
人
格
で
は
な
く
て
、
あ
る
客
観
的
な
力
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

精
神
と
物
質
の
二
元
論
を
と
る
必
要
は
な
い
。
力
が
つ
ね
に
自
己
の
オ
ル
ガ
ン
を
必
要
と
し
、
両
者
が
つ
ね
に
結
合
し
て
い
る
と
い
う
フ

ィ
ロ
ラ
ウ
ス
を
う
け
て
、
テ
オ
フ
ロ
ン
は
万
物
を
生
き
た
力
の
園
、
力
の
体
系
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

の
力
が
支
配
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
一
者
と
か
全
体
と
か
も
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
」
し
、
多
く
の
差
異
な
る
も
の
も
、
あ
る
「
共
通
に
は

た
ら
く
も
の
、
相
互
に
作
用
し
あ
う
も
の
を
も
っ
」
の
で
あ
る
。

「
ひ
と
つ

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
は
な
お
機
械
論
的
と
批
判
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
フ
ィ
ロ
ラ
ウ
ス
が
そ
れ
を
受
け
も
つ
が
、
そ
の
要
点
は
実
体
と
現
象
と
の
結
合
の
媒
体
(
冨
包
E
B
)
が
な
い
、
と

こ
の
よ
う
な
デ
ュ
ナ
ミ
!
ク
と
し
て
存
在
論
を
か
ん
が
え
る
時
点
か
ら
み
る
と
、



い
う
こ
と
で
あ
る
。
予
定
調
和
の
思
想
は
、
ま
だ
外
面
的
な
の
で
あ
る
。

イ
4

テ一ー

も
町
二
で
あ
り
、
物
質
の
そ
と
に
精
神
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
表
象
能
力
の
あ
る
被
造
物
(
H
人
間
)

「
物
質
と
よ
ば
れ
る
も
の
も
、
多
少
と
も
そ
れ
白
'
身
生
命
あ
る

イ
デ

1
γ

の
精
神
的
諸
活
動
に
よ
っ
て
の
み

てa結
L~þ、

K'ili さ
合れ
さる
れ全
た体
全 な
イ本 の
なで
のは
でな
あい
る O

O 

「
物
質
は
、

そ
れ
の
本
性
と
真
理
に
よ
っ
て
、
作
用
す
る
も
ろ
も
ろ
の
力
の
内
的
な
連
関
に
よ
っ

ザ
イ

γ

グ
且
ル
デ

y

こ
の
力
動
的
な
存
在
論
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
内
的
な
相
互
連
関
と
運
動
に
お
い
て
と
ら
え
る
面
で
は
、
有
一
般
と
生
成
一
般
の
統
一

ν
ー

ペ

ン

ク

ラ

ブ

ト

へ
と
接
近
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
生
命
と
力
と
し
て
し
か
と
ら
え
え
て
い
な
い
点
で
、
体
系
と
し
て
も
、
論
理
と
し
て
も
、
形
而
上
学

「
け
お
の
お
の
の
本
質
の
保
存
、
す
な
わ
ち
内

的
持
続

Q

伺
同
種
の
も
の
と
の
融
合
と
対
立
し
た
も
の
か
ら
の
分
離
。
同
自
己
と
の
類
同
化
と
自
己
の
本
質
の
他
の
そ
れ
へ
の
刻
印
。
」

そ
と
と
う
ち
、
有
と
生
成
と
は
媒
介
な
き
媒
介
(
直
観
的
煤

」
の
生
命
と
し
て
自
然
一
般
に
は
た
ら
く
力
の
法
則
を

的
で
あ
る
ο

テ
オ
フ
ロ
ン
が

と
い
う
と
き
、

や
は
り
そ
こ
に
は
思
弁
的
同
一
性
の
論
理
し
か
存
せ
ず
、

ワ
t

r
h
J
 

介
〉
に
よ
っ
て
し
か
結
ぼ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

対
話
は
こ
の
三
つ
の
法
則
に
よ
っ
て
存
在
の
諸
形
態
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
。
第
一
の
法
則
か
ら
は
、
保
存
さ
れ
る
同
一
性
と
し
て

の
定
有
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
第
一
一
の
法
則
か
ら
は
、
定
有
す
る
も
の
の
構
成
部
分
と
し
て
の
両
極
性
|
|
引
力
と
斥
力
、
プ
ラ
ス
と
マ
イ

ナ
ス
、
愛
と
憎
1

i

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
と
り
だ
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
相
互
媒
介
的
で
あ
り
、
相
互
転
化
し
あ
う
も
の
で
あ
っ
て
、

ど
ち

ら
か
一
方
だ
け
で
は
全
体
を
構
成
し
え
な
い
c

こ
れ
を
、
力
の
一
元
論
か
ら
説
明
す
れ
ば
、
多
種
多
様
な
力
の
体
系
が
、
軌
軸
を
う
る
と
、

同
穏
の
も
の
が
一
方
の
極
へ
、
異
種
の
も
の
が
他
方
の
極
へ
と
わ
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
第
三
の
法
則
を
も
と
に
し
て
、
オ
ル
ガ
ニ

ザ
チ
オ
ン
の
形
成
が
説
明
さ
れ
る
。
よ
り
つ
よ
い
力
が
よ
り
よ
わ
い
力
を
自
己
の
領
域
に
ひ
き
い
れ
、
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
必
然
的
な

(
訂
)

普
と
真
理
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
、
あ
る
形
態
と
し
て
秩
序
づ
け
る
の
で
あ
る
c

そ
の
ば
あ
い
、
あ
る
類
の
生
命
活
動
は
、
他
の
類
の
一
合

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
の
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l

の
哲
学

定
、
破
壊
を
と
も
な
う
ο
自
己
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
他
の
も
の
を
破
壊
し
て
い
る
。
両
極
的
対
立
の
契
機
は
、

歴
史
的
、
発
展

あ
り
、

そ
、
こ
に
お
こ
っ
て
い
る
の
は
、

し
か
し
、
こ
の
変
化
そ
の
も
の
が
、

オ
ル
ガ
ン

そ
の
力
を
に
な
う
器
官
の
連
続
的
変
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
形
態
の
交
代
と
い
わ
れ
て
も
よ
か
っ
た

「
永
遠
の
活
動
に
お
け
る
力
」
の
表
現
な
の
で

的
に
も
た
ど
ら
れ
、
相
互
に
転
化
し
あ
っ
て
い
る
。

だ
ろ
う
ο

そ
し
て
、
テ
オ
フ
ロ
ン
は
い
う
。

一i
:
・
・
・
・
生
命
は
、

こ
う
し
て
、
あ
る
持
続
の
享
受
と
志
向
と
に
結
合
さ
れ
て
い
る
運
動
、
作
用
、
内
的
な
力
の
作
用
で
あ
る
o

そ
し

て
、
そ
こ
変
化
の
固
に
お
い
て
は
、

な
に
も
の
も
不
変
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
す
べ
て
の
も
の
は
、

み
ず
か
ら
の
定
有

を
保
持
し
よ
う
と
す
る
し

せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
も
の
は
あ
る
永
遠
の
再
生
(
市
山

-Emg巾
丘
町
)

つ
ね
に
新
た
に
あ
ら
わ
れ
る
o
」

の

う

ち

に

あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
万
物
は
、
つ
ね
に
持
続
し
、

へ
ル
ダ

l
に
お
い
て
は
、
発
展
は
否
定
を
実
質
的
に
は
ふ
く
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
は
、
再
生
、
転
生
で
あ
り
、

カ
オ
ス
か
ら
秩
序
へ
の
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連
続
的
進
展
で
あ
り
、

「
調
和
と
秩
序
の
規
則
が
ま
す
ま
す
よ
く
ま
も
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
に
拡
大
さ
れ
た
範

囲
の
う
ち
で
、
も
ろ
も
ろ
の
力
が
内
的
に
増
加
し
、
美
化
さ
れ
る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
有
機
的
な
発
展
観
が
第
三
法
則
と
し
て
定

式
化
さ
れ
、
以
下
第
十
ま
で
の
命
題
が
、

」
れ
ま
で
の
根
本
的
な
思
想
の
展
開
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

」
う
し
た
へ
ル
ダ

l
の
存
在
論
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
的
汎
神
論
の
へ

l
ゲ
ル
的
汎
論
理
主
義
へ
の
過
渡
と
し
て
、

注
目
に
あ
た
い
す
る
も
の

で
あ
る
ο

(
l〉

(
2〉

(
3
)
 

N
F
g
n
r
F
E
H
L
-国
-
0・
wω
・
日
日

開

σ巾
口
仏
国

H
N
σ

。ロ
ι由

(
4
)
開

σ巾
ロ
〔
目
白

(
5
)

ハ
イ
ム
は
、
こ
こ
で
の
ヘ
ル
ダ
l

の
感
性
学
の
方
法
を
、
そ
れ
以
前

の
経
験
的
発
生
的
、
形
而
上
学
的
|
心
照
的
と
対
比
し
て
、
分
析
的
|



生
理
学
的
方
法
と
よ
ん
で
い
る
が

(EmqEU
釦

p
o
w
切

ι・
ゲ

ω
-
N
J可印)、

こ
の
規
定
は
賛
成
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
一
九
位
紀
以
降
の
ス

タ
テ
ィ
ツ
グ
な
生
浬
学
的
美
学
へ
と
ヘ
ル
ダ
ー
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
な
り
、

彼
の
感
性
学
が
も
っ
人
間
学
と
し
て
の
意
義
を
捨
象
す
る
こ
と
に
な
る
か

β

り
。

(
6
)

こ
の
「
上
か
ら
(
〈
Oロ
oσ
四ロ

roH白
ゲ
)
」
に
た
い
す
る
「
下
か
ら
(
ぐ
Oロ

ロ
ロ
窓
口

7
0
5
巳
)
」
と
い
う
問
題
の
と
ら
え
か
た
、
表
現
に
は
、
た
ん
に
論

述
の
う
え
の
こ
と
で
は
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
観
点
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
わ
た
く
し
に
は
思
え
る
。

(
7
)

出
向
同
日
v

田・同・。
u
H凶
仏

-
F
ω
-
N吋
斗

(
8
)
Y
P
R
v
阿
内

v
E
O
ハ
-
E
H
2
Z
E
E
-
c間
HP
戸
別
・
巧
巾
Hrou
切

L
・ω匂

∞ω己
目
白
V

]

{

叩
印
少

ω
]戸斗、吋

(
9
〕

出

2
L
o
p
〈
OBHWH}向
。
ロ
ロ
め
ロ
ロ
ロ
ハ
]
開
ヨ
]vmロ
LOロ
L
R
E
mロ回口
r
r口7
0
ロ

F
E
i
F
B
O昇
5
m
gロ
足

早

E
Z
v者
向
宮
古
同
ロ
ロ

h
g
z
g
u

回

L
-
P
ω
J
1
(傍
点
と
イ
タ
リ
ッ
ク
、
引
用
者
)

(
印
)
こ
の
「
人
間
の
心
の
知
り
か
つ
感
覚
す
る
は
た
ら
き
に
つ
い
て
」
と

い
う
制
限
題
お
よ
び
そ
こ
で
諮
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
が
、
ベ
1
メ
の
神
智

学
(
叶

r
g田C
匂

E
と
と
の
思
想
・
用
語
上
連
続
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
う

る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
の
は
、
大
一
村
晴
雄
氏
の
「
ベ

l
メ
小
論
」
(
東
京
都

立
大
学
人
文
学
部
「
人
文
学
報
」
一
二
五
号
所
収
)
に
よ
る
。
ベ

i
メ
が
「
う

、

ち」

(
5君
。
口
〔
同
仲
間
)
と
い
う
と
き
、
そ
こ
で
は
存
在
の
底
(
の

E
ロ
巳
と
し

て
の
神
が
怠
味
さ
れ
て
い
た
と
い
う
思
想
は
こ
こ
で
も
示
唆
的
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要

す
な
わ
ち
、
人
間
は
善
悪
を
知
る
の
木
の
実
を
と
っ
て
食
べ
た
あ
と
、

、

、

、

、

「
自
分
の
そ
と
に
、
自
分
自
身
の
と
は
け
っ
し
て
い
え
な
い
他
者
の
存
在

を
認
め
た
」
(
同
誌
一
一
一
ペ
ー
ジ
て
そ
し
て
「
人
間
が
、
か
の
で
き
ご

と
の
後
に
、
も
の
の
「
そ
と
」
と
い
う
事
態
を
知
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

神
は
、
特
に
明
白
に

R
C
Eロ
ハ
コ
と
言
い
表
わ
し
て
よ
い
存
在
と
な
っ

た
。
ベ

1
メ
は
こ
れ
を

J
ロ
唱
。
ロ
島
mww
と
規
定
す
る
。
人
間
が
「
そ
と
」

を
知
っ
た
と
き
に
、
そ
の
「
そ
と
」
に
は
け
っ
し
て
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い

存
在
、
つ
ね
に
「
そ
と
」
と
は
反
対
に
「
う
ち
」
に
向
か
う
存
在
は
、
神

で
あ
っ
た
o
」
(
同
一
ゴ
一
ペ
ー
ジ
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ

i
の
哲
学

も
ち
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

(
幻
)
凶
同
・

0
・
uω
・
臼

(
引
此
)
何
ゲ
巾
ロ
己
m
w
w

∞
ωN

(
刊
U

)

開

σ-Oロハ
H
P
ω
・
ω印

(
お
)
開

σ
2
M
L
P
ω
ω
∞

(

幻

)

同

ゲ

ぬ

ロ

ι同

(

お

)

肘

r
m同戸
内
山
内
グ

ω
品
(
)

(
m
U
〉
第
四
対
話
ま
で
の
要
約
は
、
ド
ベ
ツ
タ
版
五
巻
選
集
の
注
に
よ
っ

た
。
〈
間
]
・
切
L
・
印

uω
・
品
同
日
同

(
苅
)
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R
Z
山
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出
向

E
E
S
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引
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開
r
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凶

(
m
A
)

肘
ゲ
巾
ロ
与
問

〈
日
以
)
肘
ゲ
O
口
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(
U
I
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何
寸
巾
口
仏
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(

お

)

何

ゲ

ぬ

ロ

Lm凶

(
%
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肘
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〕
⑦
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L
m
r
ω
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H
w
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「
メ
タ
ク
リ
テ
ィ

l
ク
一
に
お
け
る
客
観
的
観
念
論
の
構
造

「
純
粋
理
性
批
判
へ
の
再
批
判
」
(
以
下
「
メ
タ
ク
リ
テ
ィ

l
ク
」
と
よ
ぶ
)
は
、
第
一
部
が
「
悟
性
と
経
験
し
、
第
二
部
が
「
理
性
と

一
マ
一
口
話
問

l

」
、

の
二
部
か
ら
な
る
。
第
一
部
は
「
原
則
の
分
析
論
」
ま
で
。
第
二
部
で
「
先
験
的
弁
証
論
」
以
下
が
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
。

叙
述
は
カ
ン
ト
の
著
書
の
順
序
ど
お
り
に
、
遂
一
批
判
を
く
わ
え
る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。



ま
ず

長〉

と
い
う
ぱ
あ
い
、

批
判
の
主
体
は

で
あ
り
、

一均時
C

、
育
、
、
，

の
対
象
も
理
性
で
あ
る
か
ら
、
人
民
的
理

い
か
に
活
動
し

な

し
て
自
己
を
刻
象
化
す
る
か
、
が

で
あ
る
。
す
な
わ

の
授
用 狸
へ性
のの
批は
~rlj た
でらへ
なぎの
けは批
れ、 '¥'iJ
ば忠、で
な 1君、あ
らとる
な言、か
し、τ葉、ら

u-- ~こ

よ臼

己
の
活
動
の

に
お
い
て
活
動
主
体
の

反
省
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

勺〉

あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら

理
性
批
判
と

じ
つ
は
思
想

ヘ
ル
〆
!

の
意
義
を
規
定
し
て
、
カ
ン
ト
の

か
ら
論
寂
を
は
じ
め
る
。

の

に
つ
い
て
」
で
カ
ン
ト
が
、
ァ
・
プ
リ
オ

い
っ
さ
い
の
経
験

か
か
わ
り
な

る
認
識
」
と
よ
ん
で
い
る
こ
と
が

り
あ
げ
ら
れ
る
。

へ
ん
の
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、

必
然
的
認
識

加、伊

ひ
と
つ

り
の
も
の
で
あ
っ
て
、

お
し、

て

及
し

に、て
カ為 オぜ

かり
わ、

で
の
有
意
義
な

と

と1)

と
の

で
に
ラ
イ
ブ

ッ
ツ
が
ロ
ッ
ク
ヘ

』コ
L
〓
す
h

円、

ilv

み
A

付
与
【
、
プ
μ

し
カミ

は
程
度
の

と
と
ら
え
て
は
な
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わ
な
い
ο

「
自
己
を
自
弓
自
身
か
ら
は
な
れ
さ
せ
る
こ
と
、

い
っ
占
A
U

い
の

の
か
ら
は

わ
ち
す
べ
て
の
根
本
的
な
、
山
内
的
・
外
的
な
経
験
の
そ
と
に
な
つ
こ
と
、

て
、
島
己
自
身
に
つ
い
て
ま
ず
さ
き
に
る
こ
と

ハ
前
日

n
y
』
史
認
会
廷
内
、
特
M
N
b
m
刊誌〉

は
、
だ
れ
も

-r-
」

L 
セEご

う
こア

と-
iC:.フ
なリ
ろオ
うτ す
いるの

と
し、

う
O 

o 
に
よ

と
し
た
ら
、

そ
こ
で
人
間
理
性
が

っ
L

に
ム
」
い

、
。
ヲ
ぐ
う
し
た
}

2

b

J

J

7

1

1

、

う
よ
り
む
し

り
、
理
性
の
批
判
と
は
、
人
間
の

の
一
部
と
し
て
の
…

入、の
I1Jj、自
、己
批
判
な
!l) 

vで

純
粋
認
識
と
い

の
そ
と
に
立
つ

と
の
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ル
ダ

i

ょ
う
と
し
て
い
る
。

送
えも

さ
のさ
入、 EL
問、島

的、
と
L 、

と
人
間
現
役
ハ
広

3
2
Z
D
5
2兄
。
と
の
反
省
関
係
と
し
て

か
な
ら
ず
し
も
明
殺
な
も
の
で
誌
な
い
が
、

0) 

と

き
り
は
な
ぜ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
交

、
n
k

、c

}
W
4
F
k
l
v
 

一
般
的
な
、
必
然
的
な
認
識
を
、

ア
・
ブ
リ
オ
り
な
認
識
と

北
ふ
人
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ

i
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す
る
こ
と
に
反
対
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

カ
ン
ト
の
い
う
よ
う
な
綜
合
判
断
と
分
析
判
断
の
区
別
に
も
反
対
す
る
。
両
者
は
相
互
媒
介

的
、
相
互
検
証
的
で
あ
っ
て
、
根
本
的
に
は
一
つ
に
通
じ
て
い
る
も
の
の
方
法
上
で
の
分
化
で
あ
る
と
い
う
o

彼
に
と
っ
て
、
お
よ
そ
判

断
は
、
そ
れ
が
無
内
容
な
同
語
反
復
で
な
い
か
ぎ
り
、
「
わ
れ
わ
れ
の
知
を
拡
張
す
る
判
断
、
す
な
わ
ち
主
語
の
う
ち
に
た
だ
ち
に
は

か
か
か
ル
な
い
な
に
ご
と
か
を
述
語
が
の
べ
て
い
る
判
札
口
}
で
あ
る
、

カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
ア
・
プ
リ
オ
り
な
分
析
判
断
は
排
除
さ
れ
、

綜
合
判
断
の
一
部
へ
と
分
析
判
断
の
形
式
は
く
り
入
れ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
分
析
は
主
語
の
意
味
を
解
釈
し
て
そ
れ
に
属
す
る
述
語
を

と
り
だ
す
の
で
は
な
く
て
、
「
主
語
も
述
語
も
そ
こ
に
属
す
る
よ
り
高
次
の
概
念
」
か
ら
両
者
の
関
連
を
み
ち
び
く
も
の
と
か
ん
が
え
ら

れ
て
い
る

Q

そ
こ
で
「
一
般
に
、
綜
合
と
分
析
と
の
区
別
は
、
ひ
と
つ
の
判
断
の
形
式
に
は
属
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
同
じ
命
題
が
、
そ
の

結
合
の
し
か
た
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
の
姿
で
で
も
あ
ら
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
か

h
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
子
供
が
石
を
も
ち

(
延
長
的
)
」

と
い
っ
た
と
き
と
は

ど
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あ
げ
よ
う
と
し
て
、
「
石
は
重
い
」
と
い
っ
た
と
き
と
、
山
を
み
て
、
「
山
は
大
き
い
;
:
:
高
い

ち
ら
も
お
な
じ
経
験
的
綜
合
判
断
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
後
者
を
分
析
判
断
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
分
析
判
断
と
は
、
む
し

ろ
「
重
さ
と
延
長
と
い
う
両
概
念
を
よ
り
高
い
概
念
か
ら
み
ち
び
く
こ

L
日
)
で
あ
る
。
ま
た
綜
合
判
断
も
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
主
語
の

概
念
の
「
そ
と
に
出
る
」
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
第
一
一
一
の
も
の
に
よ
る
主
語
と
述
語
の
結
合
と
い
う
こ
と
は
、
判
断
一
般
に
共
通

な
ん
ら
綜
合
判
断
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
媒
介
者
が
よ
り
高
次
の
概
念
で
あ
る
か
経
験
的
徴
表
で
あ

仕
事
態
で
あ
っ
て
、

る
カミ

に
お
い
て
区
別
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
ル
、
タ
l
は
、

カ
ン
ト
が
彼
の
区
別
に
も
と
づ
い
て
形
而
上
学
批
判
に
す
す
み
で
る

方
式
、
す
な
わ
ち
学
と
し
て
の
理
性
批
判
の
構
想
に
反
対
し
て
、

」
れ
ま
で
の
形
而
上
学
の
ぶ
つ
か
っ
た
困
難
は

理
性
能
力
を
吟
味
し

て
、
そ
の
使
用
を
た
だ
す
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
、
す
な
わ
ち
判
断
の
げ
ん
み
つ
な
区
別
へ
の
無
自
覚
と
い
っ
た
点
に
あ
っ
た

の
で
は
な
く
、
「
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
の
う
ち
に
(
宮
仏

2
-
E口を
M
h
S
M
3
、
そ
れ
が
か
か
げ
た
高
い
目
標
に
、
そ
れ
の
不
確
実
な
諸
用



共
そ
の
他
の
事
情
に
」
あ
っ
た
、

す
る

Q

と
い
う
。
彼
は
カ
ン
ト
と
同
様
に
、
形
市
上
学
の
問
題
を
人
聞
の
認
識
と
い
う
次
元
で
と
ら
え
よ
う
と

し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
人
間
的
理
性
は
、
あ
ら
か
じ
め
さ
だ
め
ら
れ
、
あ
た
え
ら
れ
た
「
賜
物
♀
日
目
。
戸
宮
ど
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
聞
い
方
も
カ
ン
ト
の
、
「
い
か
に
し
て
:
・
:
可
能
で
あ
る
か
?
(
5巾
:
:
:
日
α住
戸
島

3
」

と
は
こ
と
な
っ
て
、
つ
な
ん
で
あ
る
か
?

(
4
4
2
2
二
)
」
と
な
る
。
人
間
的
理
性
と
は
な
ん
で
あ
る
か
?

と
間
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
理
性
の
批
判
」
と
い
う
の
は
不
適
当
な
名
称
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
学
は
、

諸
力
の
生
理
学
(
、
h
q
h
主
。
尽
町
、
ミ
ミ

S
Rミ
吟

MWSN川込
S
ミ
ミ
礼
的
除
、
h
q
H
h
〉
」
と
よ
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
が
み
ず
か
ら
の
概
念
へ
い
た
る
の
は
い
か
に
し
て
で
あ
る
か

Y

「
人
間
的
認
識

わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
展
開
に
、

フ

ユ

グ

ス

ロ

ゴ

ス

あ
た
っ
て
存
在
の
論
理
に
視
点
を
お
く
客
観
的
観
念
論
と
し
て
の
共
通
性
で
あ
ろ
う
。

へ
l
ゲ
ル
に
つ
う
ず
る
へ
ル
ダ
l
の
論
理
を
容
易
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、

さ
し

ヘ
ル
ダ
l
の
ば
あ
い
は

そ
れ
が
経
験
的
科
学
と

動
様
式
」
と
は
、
区
別
さ
れ
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
統
一
さ
れ
て
は
い
な
い
。

へ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
よ
う
な

E
F
o
m
F
3
の
意
識
に
ま
で

qノ/口

同
列
な
、

E]ur35'-cmFmvv
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
対
象
の
形
式
」
の
う
ち
で
う
ご
い
て
い
る
も
の
と
、
「
主
体
の
作

は
い
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
形
式
を
と
り
な
が
ら
、

運
動
す
る
も
の
の
概
念
的
把
握
と
し
て
の
統
一
と
そ
の
内
的
契

機
の
分
裂
、
両
者
の
相
互
媒
介
に
よ
る
よ
り
高
い
統
一
へ
の
止
揚
と
い
う
構
造
は
、
へ
l
ゲ
ル
論
理
学
と
基
本
的
な
点
で
一
致
し
て
い
る
。

「
い
わ
ゆ
る
先
験
的
感
性
論
へ
の
再
批
判
」
の
部
分
で
、
彼
は
空
間
、
時
間
概
念
が
い
ず
れ
も
経
験
概
念
で
あ
る
こ
と
を
心
理
学
的
な

説
明
様
式
で
論
じ
た
あ
と
で
、
こ
の
両
概
念
の
第
三
の
も
の
に
よ
る
構
成
を
こ
こ
ろ
み
る
。

「
1
、
有

3
2と
は
い
っ
さ
い
の
認
識
の
根
拠
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
、
が
な
に
も
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
認
識
す
る
も
の
も
認
識
さ

れ
る
も
の
も
な
に
も
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
哲
学
さ
れ
え
な
い
己

第
二
に
、
有
は
ま
た
「
理
性
の
、
そ
し
て
理
性
の
模
写
で
あ
る
人
間
的
言
語
の
根
本
概
念
し
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
知
覚
、

北
大
文
学
部
紀
要
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蒙
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虹

比

入

、

リ

リ

'r川
、

如川
γ
J
7

申
十
山
町

理
性
の
規
則
も
有
な
し
に
は
思
考
さ
れ
え
な
い
。

第
三
に
こ
の
よ
う
な
有
は
「
あ
る
も
の

(
r
r仲
間
w

何

2
1
2ど
と
い
い
か
え
ら
れ
、
そ
れ
は
、

。
R
g
g吋
巾
ロ
)
」
も
の
で
あ
る
。
現
に
そ
こ
に
あ
る
こ
と
(
丘
団
2
ロ
)
も
、
あ
り
続
け
る
こ
と

2
2
2ロ
〉
も
、
存
在
の
内
的
な
力
に
よ
る

「
力
に
よ
っ
て
白
己
を
啓
示
す
る
(
印

wr

の
で
あ
る
。

有
は
み
ず
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
あ
る
場
所
を
獲
得
す
る
。
そ
れ
が
「
定
有
」
で
あ
る
。
定
有
が
占
め
る
「
場
所
」
と
し
て
「
空
間
」
の

概
念
が
み
ち
び
か
れ
る
。
そ
し
て
現
に
あ
る
場
所
に
存
在
す
る
あ
る
も
の
、
力
に
よ
っ
て
自
己
の
場
所
を
え
た
そ
の
も
の
は
、
そ
の
場
所

を
変
わ
る
こ
と
も
で
き
る
。
運
動
は
、
定
有
の
場
所
の
移
動
で
あ
り
、
運
動
量
は
定
有
に
内
在
す
る
固
有
の
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
そ
し

て
「
あ
る
場
所
で
の
持
続

2
w
旬
。
吋
丘

2
2
)、
ま
た
は
他
の
場
所
へ
の
種
々
の
力
に
よ
る
移
動
♀

2
明
日
片
岡
骨
宮
口
)
」
の
概
念
に
、
そ
れ
を

表
示
す
る
も
の
と
し
て
の
「
骨
骨
の
概
念
が
端
を
発
す
る
(
司
)
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ヘ
ル
ダ

i
は
「
ん
酌
か
わ
や
や
骨
骨
会
九
日

さ
い
し
ょ
の
系
統
図
(
岳
町

2
mお

c
s
s
h
o
h由
選
S
R
b
N帆
司
君
、
明
、
雪
印
宮
、
拍
円
同
町
h
r
hミ
均
四
)
」
を
構
成
す
る
。
そ
れ
は
、
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Dauer 
(持続〕

Kraft 
〔力)

Sein 
(有〉

Dasein 
(定有〉

で
あ
る
。
空
間
、
時
間
が
そ
と
が

わ
か
ら
、
定
有
の
か
た
ち
ゃ
持
続
を
測
定
し
、
秩
序
だ
て
る
限
度

9
p
g
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
力
は
「
う
ち
が
わ
か
ら
の
定
有
の
実

の
平
行
四
辺
形
で
し
め
さ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

空
間
、
時
間
は
、
有
機
的
な
力
の
様
態

(
B
え
5
)



在
性
の
限
度
(
呂
田
白
骨
門
別

g吉
野
巴
ロ
2
0
2
2
5
4
0口
広
口

g)」
で
あ
る
。
力
が
自
己
を
か
た
ち
ど
り
、
自
己
を
組
織
化
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
先
験
的
感
性
論
は
「
わ
か
り
や
す
い
概
念
に
ひ
き
も
ど
せ
ば
、

。、hhN
ミ
貯
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
存
在
が
た
だ
た
ん
に
み
ず
か
ら
と
な
ら
べ
て
空
間
、
時
聞
を
可
能
だ
と
い
う
の
み
で
な
く
、

自
身
を
表
現
し
、
叙
述
し
、
み
ず
か
ら
を
つ
う
じ
て
空
間
と
時
間
と
を
構
成
す
る
か
、

ω白
山
口
与
を
意
味
す
る
」
と
い
わ
れ
る
。

ヘ
ル
ダ

l
の
存
在
学
と
し
て
の
オ
ル
ガ
ニ

l
ク
は
、

存
在
が
い
か
に
自
己

に
つ
い
て
の
存
在
の
学
(
者

5巾

E
n
r住
居
即

右
に
あ
げ
た
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
平
行
四
辺
形
を
基
本
的
図
式
と
し
て
お
り
、

以
下
く
り
か
え
し

こ
の
ヴ
ァ
リ
エ

l
シ
ョ
ン
で
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
秩
序
づ
け
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

ヘ
ル
ダ
l
の
認
識
論
は
、
前
述
の
よ
う
に
存
在
の
う
ち
が
わ
か
ら
の
有
機
的
な
力
の
展
開
と
し
て
た
ど
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

る
が
、

は
、
先
験
的
分
析
論
の
批
判
に
あ
て
て
い
る
「
人
間
的
悟
性
概
念
の
根
源
と
発
展
に
つ
い
て
」
の
部
分
で
も
、
要
約
的
に
た
ど
ら
れ
て
い

そ
こ
で
は
人
間
の
認
識
を
も
可
能
に
す
る
自
然
の
働
ら
き
が
同
む
さ
む
向
。
虫
色
、
ミ
ミ
ミ
ミ
、
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
い
か
に
も
へ
ル
ダ
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ー
の
想
定
し
て
い
る
存
在
の
論
理
は
、
す
べ
て
の
事
物
に
お
い
て
同
型
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、

い
う
言
葉
は
彼
の
意
図
に
よ
く
あ
っ
た
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
彼
は
思
考
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
を
、 の

出
---， 2 
一、 5
っ、古
の、 as.
自由

然、母
L一円

の Z
な E
ヵ、円
でと

起
る
こ
と
と
し
て
み
る
。
そ
し
て
も
し
そ
れ
で
よ
い
と
な
れ
ば

「
そ
れ
で
は
な
ぜ
わ
た
し
は
無
数
の
も
の
の
う
ち
か
ら
わ
た
し
の
自
然

力
の
あ
る
一
つ
の
表
出
を
自
然
の
す
べ
て
の
も
ろ
も
ろ
の
力
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
対
立
す
る
も
の
と

し
て
思
い
え
が
く
べ
き
で
あ
る
の
か
?
わ
た
し
の
身
体
の
な
に
か
あ
る
器
官
、
あ
る
脈
管
は
、
そ
れ
と
同
じ
種
に
属
す
る
も
の
を
浄
化

し
つ
つ
自
己
に
同
化
す
る
以
外
の
な
に
か
を
な
す
の
で
あ
る
か
?
」

、
、
、
、

彼
の
思
想
で
は
、
純
粋
に
能
動
そ
の
も
の
で
あ
る
の
は
神
的
な
、
万
物
に
内
的
な
力
の
み
で
あ
っ
寸
、
わ
れ
わ
れ
の
人
間
的
な
能
動
的
諮

北
大
文
学
部
紀
要
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活
動
に
は
、
か
な
ら
ず
あ
る
所
与
、
受
動
的
な
存
在
態
が
先
行
す
る
の
で
あ
る
c

す
べ
て
の
も
の
の
根
底
を
、
「
有
」
と
す
る
と
き
、
す
で
に

そ
こ
に
被
造
と
い
う
こ
と
と
つ
な
が
る
所
与
性
を
か
ん
が
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
所
与
の
質
料
の
さ
ら
に
う
ち
が
わ
に
、

能
産
的
な
力
を
み
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
が
こ
の
根
源
的
な
所
与
性
に
つ
な
が
る
以
上
、
純
粋
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
と
か
純
粋
悟
性

概
念
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
、
つ
ね
に
あ
る
無
意
味
な
も
の
守

E

Cロ
門
出
口
巴
と
な
る
。
へ
ル
ダ
ー
は
こ
う
し
た
点
で
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の

も
つ
方
法
意
識
に
、
徹
頭
徹
尾
、
無
理
解
で
あ
る
。

そ
の
方
法
へ
の
理
解
を
こ
ば
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
純
粋
悟
性
概
念
の
先
験
的
演
梓
」
に
お
け
る
第
一
の
前
提
、
す
な
わ
ち
感
性
か
ら
区
別
さ
れ
て
悟
性
に
付
与
さ
れ
る
自
発
性
が
こ
う

ヘ
ル
ダ
l
の
視
角
そ
の
も
の
が
、

道
と
は
大
き
く
そ
れ
て
、

し
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
以
上
、

カ
ン
ト
の
す
す
む

ヘ
ル
ダ
ー
が
対
置
す
る
「
悟
性
概
念
の
内
的
な
結
合
と
配
列
に
つ
い
て
」
の
叙
述
も
、

さ
き
に
あ
げ
た
有
を
根
本
概
念
と
す
る
存
在
構
造
の
図
式
の
展
開
を
こ
こ
ろ
み
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
も
っ
と
も
根
本
的
で
あ
り
、

さ

-66 -

そ
れ
ゆ
え
に
認
識
過
程
と
し
て
は
も
っ
と
も
低
い
表
象
的
認
識
に
も
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、

き
の
有
、
定
有
、
持
続
、
力
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
げ
ら
れ
、
第
二
の
よ
り
明
確
な
悟
性
認
識
の
段
階
と
し
て
、
性
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
が

第
一
の
表
と
同
じ
構
成
を
も
っ
て
し
め
さ
れ
る
。

Dassεlbe， ein Anderes 
(同ーと他〉

3 
Geschlechter 

(属)

ム了』、、，，
J

4
A
M
崎
明

2 

Gattungen 
〔類)



第
三
の
概
念
的
認
識
の
領
域
は
、
第
二
の
領
域
が
外
側
か
ら
物
の
性
質
ゃ
あ
り
方
を
反
省
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
内
的
な

1
表
は

作
用
へ
の
問
い
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
能
動
と
受
動
、
作
用
と
反
作
用
、
原
因
と
結
果
等
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
諸
力
の
カ
テ
ゴ
リ

Besteh巴nd
(存続的〉

3 
Mitwirkend 
〔共動的)

2 

Entgegenwirkend 
(対立的〕

4 

Erwirkend 
(能動的〕

7
t
 

〆
nv

と
い
っ
た
相
互
作
用
の
諸
形
態
で
し
め
さ
れ
る
。
第
一
の
次
元
は
、
力
の
自
己
自
身
と
の
一
致
で
あ
り
、

で塑
あお

弘些
むフじ

t土

並
存

" Z 
O 

roロ包ロ

g
rろ
と
継
起

(
Z
R宮
古
田
口
骨
円
)
)
、
第
三
の
次
元
は
相
互
浸
透
(
同
ロ
己
ロ
仏
ロ
日
各
企

E
E
2
)

最
後
の
、
も
っ
と
も
明
断
、
判
明
な
悟
性
認
識
で
は
、
事
物
(
力
)

の
窮
極
は
、
時
間
的
に
は
「
瞬
間
」
、
空
間
的
に
は
「
点
」
で
あ
る
。

な
力
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要

の
限
度

2
p
g
の
理
念
が
問
題
と
さ
れ
る
。
分
割
可
能
な
限
度

同
じ
よ
う
に
連
続
量
の
極
限
概
念
は
、

無
限
な
時
空
お
よ
び
無
限



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
!
の
哲
学

Punkt， Moment 
(点，瞬間)

3 
Unermessene Zeit 

〔無限な時間〉

2 

Unermessene Raum 
〔無限な空間〉

4 

Unermessen巴 Kraft
(無限な力)
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な
も
の
に
つ
い
て
の

こ
の
第
四
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
を
も
っ
て
、
認
識
は
さ
ら
に
高
い
段
階
(
理
性
の
段
階
〉

を
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
悟
性

へ
移
行
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
情
性
は
分
割
可
能

(
多
に
お
け
る
一
の
)
認
識
段
階
で
あ
り
、
無
限
な
も
の
、
全
体
的
な
も
の
、

の
任
務
に
は
属
さ
な
い
こ
と
に
な
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

こ
れ
ら
有
、
性
質
、
力
、
限
度
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
を
も
と
に
し
て
、
彼
は
人
間
悟
性
の
主
な
四
つ
の
学
問
と
し
て
、

存

在

学

(
O
E
O
-。
包
巾
)
、
自
然
誌

(
Z間
同
日
『
ロ
ロ
門
口
町
田
)
、
自
然
科
学

(
Z出
昨
日
吉
田
由
自
由
口

E
S、
数
学

Q
p
p
m
g伊
丹
巳
内
)
を
、

な
平
行
四
辺
形
の
図
式
に
構
成
し
て
い
る
。

い
ま
ま
で
と
同
様

こ
れ
ら
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
は
、
カ

γ
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
を
へ

i
ゲ
ル
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
体
系
に
媒
介
す
る
位
置
を
占
め
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
存
在
学
と
数
学
を
、
始
元
と
帰
結
の
位
置
に
お
く
構
成
は
、
く
り
か
え
し
て
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
在
来
の
形
而
上
学



か
ら
借
り
た
ま
ま
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ヘ
ル
ダ
ー
が
へ
l
ゲ
ル
へ
接
近
し
え
た
の
は
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
体
系
を
認
識
の
深
化
と
い
う
角
度

か
ら
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ま
だ
全
体
を
論
理
学
の
う
ち
に
と
ら
え
る
と
い
う
方
法
意
識
を
も
っ
て
い
な
い
。
か
れ
は

カ
ン
ト
が
、
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
論
に
お
い
て
、
先
験
的
時
間
規
定
に
よ
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
現
象
と
を
結
ん
で
い
る
こ
と
を
反
駁
し

テ
イ
プ
ス

な
が
ら
、
対
象
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
関
係
を
、
対
象
の
写
し
(
印
象
)
と
悟
性
に
よ
る
そ
の
抽
象
化
(
類
型
化
〉
、
模
写
像
の
形
成
と
し

(
回
)

て
説
明
す
る
。
そ
の
さ
い
の
彼
の
展
開
の
媒
介
は
、
「
言
語
」
で
あ
る
o

言
語
の
機
能
と
悟
性
の
機
能
と
の
平
行
関
係
の
う
ち
に
カ
テ
ゴ

リ
l
化
の
諸
段
階
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
彼
も
認
識
論
を
論
理
学
(
ロ
ゴ
ス
の
学
)
と
み
て
い
る
こ
と
に
な
る

し
、
す
ぐ
み
る
よ
う
に
そ
の
こ
と
が
弁
証
法
的
な
論
理
へ
の
予
感
を
し
め
し
て
も
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
直
感
的
で
あ
り
、
方
法
的

に
自
覚
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

彼
は
、
純
粋
悟
性
の
原
則
の
体
系
の
な
か
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
カ
ン
ト
の
観
念
論
論
駁
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
あ
る
不
変
な
も
の

(
2
4
5

FF3-zm)」
の
知
覚
を
根
拠
と
し
、
そ
の
も
の
の
知
覚
の
可
能
と
か
と
を
結
び
つ
け
る
論
証
の
仕
方
で
あ
る
の
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
、

口ノ/
n
v
 

カ
ン
ト
が
批
判
し
よ
う
と
す
る
バ

l
ク
リ
ー
の
も
の
以
上
の
観
念
論
だ
と
断
じ
て
い
る
。
そ
し
て
観
念
論
と
実
在
論
に
つ
い
て
の
以
下
の

よ
う
な
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
観
念
論
と
実
在
論
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
問
題
の
焦
点
は
、
人
間
の
悟
性
が
二
2
3

、
、
、
、

と
い
う
連
結
詞
を
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
も
ち
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
有
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
領
域
で
は
、
そ
れ
は
現
存
、
定
有
を
意
味

、
、
、

す
る
。
諸
性
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
領
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
定
有
性
を
前
提
し
て
、
物
に
な
に
が
属
す
る
か
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
に
な
に
を

も
つ
か
、
を
し
め
す
。
因
果
関
係
の
領
域
で
は
、
「
生
成
、
生
起
」
の
意
味
に
か
わ
る
。
ま
た
限
度
と
量
が
問
題
で
あ
る
ば
あ
い
、
ご
2
3

は
ま
っ
た
く
き
え
て

十

、

H

、
X
な
ど
の
記
号
に
か
わ
っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
ら
の
区
別
に
そ
く
し
て
、
物
の
現
実
存
在
に
つ
い
て
の
悟
性
の
主
張
を
区
別
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



イ

ヘ
ル
ダ

l
の
税
学

O 

、.、、

の
一
線
認
。
ま
ず
私
自
身
の

の

に
た
い
す
る
存
在
の
先
行
と
い
う
か
た
ち
で

そ
の

の

自
覚
は
実
践
と
経
験
に
も
と
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
。
人
賄
が
自
分
自
身
を
拐
瞭
な
認
識
の
は
た
ら
さ
に
お
い
め
る
と
い
う
こ
と

、
司
、
、
、
、
、
‘
，
、
、

る
に
先
立
っ
て
で
は
た
く
、
し
た
あ
と
で
あ
り
、
吋
後
は
め
ぬ
分
、
が
現
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
い
か
に
存
夜
す
る
か
を
、

、

、

、

、

、

も

る
こ
と
な
し
に
、
所
有
者
が
所
荷
物
を
そ
う
す
る
よ
う
に
、
問
分
を
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
持
ち
、
山
氏

、

、

、

、

ー

門

的

}

が
な
し
う
る
こ
と
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
を
承
認
す
べ
き
で
あ
る
J
す
な
わ
ち
、

潟、に
す、つ
る、い
しスisて

ま
た
」つ

わ
れ
わ
れ
t主

わ
れ

の
力
の

使
用
に
よ
っ
て
自
分
自
身
合
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
ο

そ
こ
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
、

べ

き

で

あ

る

。

あ

る

人

間

の

定

有

の

援

の

誌

拐

さ

れ

た

、

あ

る

い

の

準

備

の

あ

る

力

の

う

ち

に

と
し
て
あ
る
と
J

、人
t主

、し、
の、う

が
外
的
な
感
官
を
と
お
し
て
う
け
と
る
も
の
は
、
感
覚
的
に
双
議
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

そ
の
確
実
性
(
感
覚
的
確
実
性
〉
は
と
う

ハV
マ
t

定
た
、
こ
の
私
自
料
品
河
の
存
在
の

は
区
別
さ
れ
た
外
界
の
事
物
の
経
験
的
な
把
握
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
わ
れ

ぜ
ん
感
覚
に
鱗
し
、
傍
性
は
理
性
が
か
わ
り
を
つ
と
め
た
り
、

。
物
の

の

ご
い
で
は

一
に
お
い

い
い
あ
ら
わ
し
た
り
は
で
き
な
い
も
の
で
る
る
。

る
J

に
お
い
て
一
た
と
ら
え
る
秩
序
づ
け
の
は
た
ら
き
と
そ

の
結
果
が
認
知
さ
れ
る
。

。
悶
楽
連
関
の
承
認
。
こ
こ
で
の
よ
え
3

は

現
に
存
在
す
る
も
の
の
由
来
と
そ
の
う
ち
に
は
た
ら
い
て
い
る
カ
の

味
で
も
ち
い
ら
れ
る
。

第
問
。
物
の
限
度
の

限
設
に
お
い
て
は
、
物
の

お
け
る
認
識
が
あ
た
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

の

に
つ
い
て
の
四
つ
の
次
元
を
区
別
し
た
う
え

ヘ
ル
ダ
ー
は
観
念
論
と
実
在
論
と
を
論
ず
る
が
、

の



結
論
は
、
最
高
の
、
真
の
実
在
と
人
間
に
と
っ
て
イ
デ
ア

1
ル
な
も
の
と
の
合
致
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
真
の
観
念
論
は
実
在
論
と

一
致
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
お
ち
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
そ
の
結
論
で
は
な
く
、
行
論
の
過
程
で
あ
る
。
彼
が
、
客
観
的

コ

プ

ラ

実
在
の
承
認
の
問
題
を
連
結
詞
三
回
て

w

の
問
題
と
し
、

で
あ
る
。
連
結
詞
は
、

し
か
も
連
結
詞
の
把
握
に
か
ん
し
て
、

弁
証
法
的
な
論
理
へ
接
近
し
て
い
る
点

こ
こ
で
は
、

た
ん
に
主
・
客
の
相
互
外
在
的
な
結
合
を
意
味
す
る
連
言
詞
や
存
在
記
号
に
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
て
、
対
象
の
運
動
を
反
映
す
る
概
念
相
互
の
移
行
の
媒
介
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
対
象
の
存
在
の
し
か
た
を
反
映
す
る
反
映
形
式
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
部
「
理
性
と
言
語
し
で
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
彼
の
理
性
に
つ
い
て
の
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
客
観
的
観
念
論
と
唯
物
論

と
の
移
行
・
転
換
の
内
的
機
構
を
と
ら
え
る
う
え
で
興
味
あ
る
も
の
と
い
え
る
o

彼
は
ま
ず
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
概
念
が
、
条
件
的
な
も

の
の
総
合
の
根
拠
を
ふ
く
む
無
条
件
的
な
も
の
の
概
念
と
し
て
、
綜
合
の
絶
対
的
全
体
、
す
な
わ
ち
先
験
的
理
念
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い

4
1
+
 

ワ
t

る
こ
と
へ
の
批
判
か
ら
は
じ
め
る
。
彼
の
考
え
で
は
、
無
条
件
的
な
も
の
、
共
通
的
な
も
の
が
さ
き
に
な
け
れ
ば
、
条
件
的
な
も
の
、
特

殊
な
も
の
を
と
り
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、

理
性
の
任
務
は
、
す
で
に
あ
る
二
つ
の
実
在
と
し
て
の
無
条
件
的
な
も
の
と
条

で
あ
る
。

件
的
な
も
の
、
共
通
な
も
の
と
特
殊
な
も
の
、
法
則
と
事
実
と
の
連
関
の
発
見
(
推
論
)

彼
の
論
拠
は
、

「
イ
デ
i
ン
」
の
冒
頭
の
自
然
哲
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
の
認
識
論
的
な
次
元
で
の
要
約
的
な
記
述
が
あ
る
の

で
引
い
て
お
こ
う
。

「

1
、
わ
れ
わ
れ
は
、
世
界
の
一
部
と
し
て
現
に
在
る
。
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
の
だ
れ
も
、
ひ
と
つ
の
孤
立
し
た
宇
宙

で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
人
間
で
あ
る
。
母
の
胎
内
に
苧
ま
れ
、
大
き
な
世
界
の
な
か
へ
姿
を
あ
ら
わ
す
と
す
ぐ
、
わ
れ
わ
れ

(巾-ロ
h
h

目。NM~町
、
円
也
知

謡、
h
N
H
h
H
N
N
)

の
諸
感
覚
、
諸
欲
求
、
諸
本
能
の
か
ず
お
お
く
の
き
ず
な
に
よ
っ
て
、

万
有
世
界
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
存
在
す
る
。
そ
し
て
、

い
か
な
る

北
大
文
学
部
紀
一
要
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蒙
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ダ
l
の
哲
学

、、

思
弁
的
理
性
も
そ
れ
ら
か
ら
は
な
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
属
す
る
こ
う
し
た
普
遍
が
な
け
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
の
う

ち
の
な
に
ご
と
も
利
用
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
説
明
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
自
体
が
、
あ
る
大
い
な
る
連
鎖
の
一
環
と
し

て
の
み
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
連
鎖
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
も
理
性
も
と
も
に
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
わ

れ
わ
れ
は
、
普
遍
の
う
ち
な
る
特
殊
と
し
て
の
み
現
実
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

2
、
ひ
か
U
h
y
わ
骨
骨
め
か
い
w
か
か
わ
わ
止
ご
い
や
や
い
か
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
あ
と
に
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ

れ
を
う
け
と
り
、

わ
れ
わ
れ
を
に
な
い
、
わ
れ
わ
れ
を
あ
た
か
も
大
海
の
波
で
、
す
な
わ
ち
多
く
の
客
体
で
襲
撃
し
た
。
そ
の
普
遍
か
ら
わ

そ
れ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
は
目
を
さ
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
理
性
は
、
万
有
世
界
が
材
料
と
し
て

れ
わ
れ
の
感
官
は
感
受
し
、

供
給
し
た
も
の
の
ほ
か
な
に
も
の
を
も
加
工
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
供
給
さ
れ
た
も
の
を
、
悟
性
は
明
ら
か
に
し
(
凹
片

r
E
2
B
R
Zロ〉、

理
性
は
自
分
か
ら
う
み
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
ど

こ 3里
ろ性
カミ I主
、純

化
し

万
有
世
界
の
経
験
の
可
能
性
を
、

む
し
ろ
供
与
え
ら
れ
た
も
の
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
理
性
は
自
己
を
理
性
と
し
て
、
悟
性
は
自
己
を
悟
性
と
し
て
さ
と
る
の
で
あ

る
。
い
っ
さ
い
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ゆ
え
普
遍
的
な
も
の
が
特
殊
な
も
の
に
先
行
す
る
。
両
者
は
相
互
に
よ
く
結
合

(-MESE)
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

η
4
 

ワ
t

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
の
ま
え
に
立
つ
大
き
な
鏡
の
な
か
に
、

つ
ね
に
あ
る
全
体
へ
の
連
鎖
の
一
環
と
し
て
の
み
認
識
可
能
と
な

ほ
か
の
も
の
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
自
身
を
も
知
覚
す
る
。
そ
し
て

さ
れ
て
い
る
の
で
、
特
殊
な
も
の
は
普
遍
的
な
も
の
の
う
ち
で
の
み
、

い
わ
ば
万
有
世
界
へ
し
ば
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ

の
あ
い
ま
い
な
諸
感
覚
か
ら
、
あ
か
る
い
、
は
っ
き
り
し
た
諸
概
念
を
苦
労
し
て
弁
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

0

・
:
・
普
遍
的

わ
い
か
か
か
い
ト
い
わ
骨
が
い
、
仲
め
わ
い
か
か
か
が
か
い
酌
ト
か
か
か
か
じ
引
い
わ
め
れ

U
U、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
、
理
性
、

3
、
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
も
の
を
一
望
に
み
わ
た
す
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、



と
め
で
あ
る

ヲF

〕

ヘ
ル
ダ
;
の

山
に
あ
る
。
理
性

答
観
的
普
遍
者
〈
uu

に
内
在
す
る
神
性
〉
か
ら
特
殊
を
演
棚
称
す
る

と

に
あ
る
。
す
な
わ
ら
神
的
で
な
い
も
の

神
設
を
純
粋
に
指
揮
す
る
こ
と
に
あ
る

ι

骨」ご野」
7
7
 

」
と
が
恕

仰
い
の

A
C
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
も
よ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
し
た
、
が
っ
て
も
っ
と
も
兵
体
的
な
も
の
と
い
い
か
え
ら
れ
て
よ
い
勺
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

た
も
の
、
す
な
わ

に
理
性
的
な
も
の
、

と
な
る
。
理
性
的
な
も
の

?とこ

の
、
す
な

コ'汁
J

ふ
イ

JLV

に
必
然
的
な
も
の
♀

2
2
g
o一三

」
が
、

め
と
統

ザハ

w
o

カ
ン
ト
の
、

理
性

(jぢ

不
可
避
的
に

る
誤
謬
推
理
と
い
う
思
想
は
根
拠
の
な
い
も
の
と
し
て
し

ら
れ
る
。

は
客
観
的
、

の
で
あ
っ
て
、
そ

の

な
の
で
あ
る
か
ら
む
裁
判
官
に

つ
き
ま
と
う

の
ア
ン
チ
ノ
ミ
!

る
も
の
も
、

の
J
も
の
の
ア
ン

73叩

イ
ナ
ノ
ミ
|

は
な
く
て

の
対
立
が
ア

γ
チ
ノ
ミ
!
と
し
て

慌
を
ゆ
め
み
、

は
限
界
を
主
張
す
る
。
そ
の
弱
者
の

門部い

〈〈

2
5
Y
3
3〉
、
両
者
を
和
解
さ
せ
る
の
が
理
性
で
あ
る
c

十
l
h

-
v
 

の
よ
う
に
、

の
v 円、

史、血

IlIJ 
提
;.. 

な
のつ
s.わ -r
7Jかし
トち 1
コア ノ¥

な似1
0) に

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

。
人
間
理
性
は
、
先
夜
ず
る
普
遍
的
理
性

お
け
る
理
性
の
は
た

な
う
お
な
じ
伊
用
と
の

れ
る
こ
と
に
な
る
。

に
お
け
る
こ
れ
ら

つ
相
互
媒
分
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に

に
お
い
て
も
同
作
用
は

川
何
時
的
、
相
互
媒
分
的
で
あ
る

る
c

た
し
か
じ

は

ヘ
ル
ダ

i
は
潔
性
会
-
歴
史
的
に
、

し
て

る

も
の
と
し
て
い
る
の
し
か
し
飽
方
、

の
形
成
の
基
慌
に
あ
る
も
の

あ
る
講
神
的
本
殺
な
も
つ

の
で
あ
る
。
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は
「
無
規
定
な
も
の
、
世
界
、
宇
宙
、

万
有
、
物
質
な
ど
」
と
も
、

一全

(
C
B
ロ
叩
)
」
と
も
い
わ
れ
る
。
端
初
に
お
い
て
は
、

さ
し
あ
た

っ
て
つ
有
」
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
発
展
に
お
い
て
自
己
を
規
定
的
な
も
の
へ
と
す
す
め
る
。
そ
う
し
た
自
己
を

規
定
す
る
は
た
ら
き
が
、

理
性
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
「
有
し
の
本
質
が
、
「
理
性
」
と
な
る
。
そ
れ
が
人
間
理
性
と
な
る
オ
ル
ガ
ニ
ザ
チ

理
性
の
は
た
ら
き
は
、

Hvgm山
吋
向
田
田
口
印
)
」
で
は
な
く
て
、
「
自
己
自
身
へ
の
遡
行
(
河
巾

m
B
a
g
-ロ
仏
日

8
5
2と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
理
性
は
無
規
定
な
「
全

(。5
5
)
し
を
、
理
性
自
身
に
固
有
な
ひ
と
つ
の
「
全
体

(
Z
E
B
)」
と
し
て
限
定
し
、
ひ
ら
き
だ
す
こ
と
を
、
そ
の
任
務
と
す
る
も
の
で

あ
る

Q

こ
う
し
た
理
性
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
、
い
か
に
カ
ン
ト
の
、
端
的
に
人
間
の
心
的
能
力
と
し
て
の
理
性
の
権
能
と
い
っ
た
視
点

と
こ
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
い
う
を
ま
た
な
い
。
理
性
は
、
部
分
を
ょ
せ
あ
つ
め
て
全
体
を
綜
合
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
全
体
を
部

そ
の
諸
分
肢
の
、
生
き
た
有
機
的
な
結
合
に
お
い
て
み
る
(
自
由
岳

2
5ロ
)
の
だ
、
と
へ
ル
ダ

オ
ン
の
は
た
ら
き
の
延
長
の
上
で
、
人
間
理
性
の
ふ
る
ま
い
が
と
ら
え
ら
れ
る
。

「
無
際
限
な
進
行
守
口
丘

2
2

ー
は
主
張
す
る
。
理
性
は
裁
定
者
と
し
て
、
対
立
す
る
訴
人
の
訴
え
の
根
拠
を
き
き
と
り
、
判
定
を
く
だ
す
。
判
決
は
対
立
す
る
訴
え
の

ー 74-

分
に
分
解
す
る
の
で
も
な
く
、
全
体
を
、

媒
介
さ
れ
た
統
一
と
な
る
。
こ
う
い
っ
て
、

ヘ
ル
ダ
l
は
彼
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
を

3. 

1. 

4. 

2. 

と
い
う
図
で
し
め
す
。
こ
れ
は
無
内
容
な
仕
切
り
あ
そ
び
で
は
な
く
、

れ
て
い
る
0

2
と
3
が
媒
名
辞
を
ふ
く
む
大
小
二
つ
の
前
提
、
ー
と
4
は
、
定
立
さ
れ
た
命
題
と
そ
の
証
明
さ
れ
た
結
論
、

理
性
の
動
作
(
〉

E
5
号
円
〈

2
ロ
ロ
ロ
向
。
そ
の
も
の
だ
、

と
い
わ

論
構
造
の
図
式
が
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

そ
れ
ゆ
え

そ
の
構
!戎

お

て
刀三

さ
れ
fこ
理、に
性、あ
I tこ
動、る
作、推



(〈

2
ロ
ロ
ロ
同
ゲ
〉
}
内
吉
田
)

(
岨
)

こ
ま
込
工
た
つ
工
、
一

t
t
カ
T
F
J
J
し
」

と
い
う
意
識
は
、

こ
れ
も
ま
た
へ

l
ゲ
ル
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
と
り
あ
っ
か
い
を
想
起
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
性
に
つ
い
て
の
思
想
は
、
カ
ン
ト
の
、
批
判
的
方
法
に
た
っ
て
の
形
而
上
学
の
再
建
と
い
う
論
点
に
ふ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
、
あ
ら
た
め
て
三
つ
の
側
面
か
ら
総
括
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
三
つ
の
側
面
と
い
う
の
は
、
一
、
能
力
と
し
て
の
理
性
、
二
、

認
識
源
泉
と
し
て
の
理
性
、
三
、
対
象
と
し
て
の
理
性
、

で
あ
る
。

理
性
は
有
機
的
存
在
の
属
性
、
機
能
、
力
と
し
て
考
察
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
先
験
的
感
性
論
の
か
わ
り
に
、
経
験
に
も
と
づ
く

生
き
た
感
性
学
(
巳

S

Fず
g任
官

〉

2
5己
じ
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
。

ま
ず
、

「
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
を
鋭
く
せ
よ
。
わ
れ
わ
れ
に
さ
ま
ざ

ま
の
感
覚
を
あ
た
え
よ
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
新
し
い
諸
対
象
と
諸
思
考
形

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
新
し
い
世
界
が
ひ
ら
け
る
の
で
あ
る
o
」
理
性
は
あ
る
普
遍
、
あ

た
だ
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

る
無
限
な
も
の
に
お
け
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
の
特
殊
化
の
一
形
式
と
し
て
概
念
と
い
う
形
式
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ば
あ

「
言
語
の
媒
介
に
よ
っ
て
、

戸

h
ノ

ヴ

t

式
を
う
る
の
で
あ
る
。
古
い
世
界
の
な
か
に

ぃ
、
概
念
形
式
に
必
然
的
に
む
す
び
っ
く
の
は
、

言
語
と
い
う
媒
体
で
あ
る
。

」
と
ば
の
ひ
ろ
い
意
味
で
、

る;;.~長
」ごを

のつ
でう
あじ
る て
O 表

現
さ
れ
る
も
の
す

" て
がL

理
性
に
あ
た
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

理
性
そ
の
も
の
が
言
語
で
あ
り
、

言
語
を
意
味

る、く
共、理
通、性
。〉、 じっ
理、歩
性、み
♀と
さ剤、 し

⑮ て

を学
もば
つつれ
しずる。
理
性
と
t主

い
わ
ば
文
化
と
し
て
の
理
性
(
教
育
、
言
語
、
増
大
し
た
経
験
、
制
度
、
そ
の
他
の
道
具
巳
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
う

み
だ
さ
れ
た
も
の
の
「
集
合
名
辞
」
と
し
て
の
理
性
〉
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
時
代
と
諸
民
族
の
歴
史
の
う
ち
に
は
た
ら

つ
あ
ら
ゆ
る
民
族
は
、
一
言
語
と
著
作
、
習
俗
と
制
度
、
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
民
族
の
い
わ
ゆ

こ
の
意
味
で
は
、
「
全
思
考
活
動
の
総
和

2
5
ω
5
5何
仏

2
0
2回
日
正

g
r
g
)」
で

第
二
の
面
は

北
大
文
学
部
紀
要
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蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l

の
営
学

七
り
ヴ
h
v
o

第
三
の
面
は
、
存
在
と
思
考
の
一
致
と
し
て
の
理
性
的
真
理
を
問
題
と
す
る
。

考
の
法
則
が
、
存
在
の
法
則
に
一
致
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
き
し
て
い
る
。

〈
剖
)

「
対
象
と
し
て
み
ら
れ
た
理
性
」
と
い
う
こ
と
は
、
忠

、、
「
同
じ
法
則
が
、
私
の
う
ち
に
も
、
自
然
の
う
ち
に
も
、

認
識
能
力
の
う
ち
に
も
、

認
識
.
可
能
な
対
象
の
う
ち
に
も
、

支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
私
が
迷
・
っ
た
と
き
に
は
、
自
然
が
、

私
の
思
想
の
連
関
を
、
ま
し
て
思
想
の
な
し
た
仕
事
の
連
関

こ
う
し
た
乙
と
は
私
の
理
性
が
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

L
1
、

ポ
キ
カ

つ
ま
り
よ
り
広
い
経
験
が
私
を
訂
正
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と

を
、
両
者
の
調
和
に
お
い
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と

な
ぜ
な
ら
、
私
の
う
ち
な
る
規
則
と
は
、
私
に
承
認
す
べ
き
も
の
と
し
て
あ
た
え
ら
れ
た
万
物
の
規
則
で
も
あ
る
と
私
は
お
も
う
の
で
あ

る
か
ら
。
私
は
思
う
、
両
者
に
秩
序
を
あ
た
え
る
法
則
は
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
理
性
は
対
象
に
属
し
、
か
つ
対
象
は
理
性
に
属
す

る
、
と
。
」

〆。
ワ
t

そ
れ
ゆ
え
、
厳
密
な
必
然
的
(
右
C
門

r
r
u
n
Z
確
実
性
も
ま
た
、
右
の
見
地
に
た
て
ば
、
対
象
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

た
ん
に
主

制
の
、
対
象
か
ら
の
離
反
に
お
け
る
理
念
の
産
物
と
は
な
ら
な
い
。

と
り
ざ
る
者
は
、
理
性
そ
の
も
の
を
と
り
さ
っ
て
し
ま
う
〕
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
理
性
信
仰
と
は
そ
れ
ゆ
え
、
客
観
的
実
在
す
べ
て
に
作

用
す
る
法
則
性
1
i
l
理
性
の
規
則
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
ー
ー
ー
へ
の
確
信
で
あ
る
。
理
性
と
は
、
対
象
に
お
け
る
理
性
で
も
あ
る
か
ら
、

「
こ
の
よ
う
な
確
信
が
物
自
体
で
あ
る
」
と

「
私
か
ら
、

そ
こ
に
お
い
て
私
が
理
性
を
検
証
す
る
対
象
の
世
界
を

対
象
に
お
い
て
自
己
を
発
見
し
う
る
と
信
ず
る
こ
と
が
、

理
性
の
確
信
で
あ
る
。
そ
し
て
、

さ
れ
る
。
物
自
体
は
万
物
の
う
玖
に
実
在
し
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
認
知
可
能
な
真
理
で
あ
る
。
物
自
体
を
み
い
だ
す
こ
と
は
、
自
己
自

身
を
み
い
だ
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
物

(
8
4
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
し
め
す
の
は
、
連
結
詞
二
日
て
ゆ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
物
自
体
は
、

そ
れ
ゆ
え
「

a
は
a
で
あ
る

(
回
一
回
門
戸
)
」
で
表
現
さ
れ
る
有
一
般
の
自
己
内
反
省
規
定
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
同
一
律
は
、
こ
う
し



た
存
在
の
根
本
的
な
理
性
的
規
則
と
し
て
か
ん
が
え
ら
れ
、
そ
の
反
映
と
し
て
思
考
の
規
則
で
も
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
自
己

は
自
己
で
あ
る
、
と
い
う
本
質
の
自
己
同
一
性
を
合
意
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
能
力
、
文
化
の
諸
形
態
、

お
よ
び
客
観
的
真
理
と
し
て
の
理
性
の
連
動
の
体
系
的
な
展
開
が
な
さ
れ
た
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
き
っ
と
哲
学
百
科
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
論
混
学
、
文
化
と
股
巾
叫
ん
の
理
論
、
認
識
と
実
践
の
方
法

論
、
と
い
う
哲
学
の
三
つ
の
領
域
が
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

オつ
れ
わ
れ
は

ヘ
ル
、
タ
l
の
「
メ
タ
ク
リ
テ
ィ
i
ク
」
か
ら
断
片
的
な
が
ら

い
く
つ
か
の
興
味
あ
る
指
摘
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
指
摘
は
、
想
像
以
上
に
へ

I
ゲ
ル
哲
学
と
ふ
れ
あ
う
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
提
起
し
た
論
点
は
、
当
代
の
哲
学
の

へ
l
ゲ
ル
を
待
っ
て
普
遍
化

ウーワt

中
心
的
な
問
題
か
ら
け
っ
し
て
ず
れ
て
は
い
な
か
っ
た
し
、
ひ
と
つ
の
経
過
点
に
と
ど
ま
っ
た
と
は
い
え
、

さ
れ
る
、
あ
る
内
容
を
そ
の
特
殊
な
ま
ま
の
姿
で
じ
め
し
て
く
れ
て
い
る
。

て
の
強
力
な
普
遍
化
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

た
も
の
な
の
で
あ
る
ο

(

l

)

「
即
位
に
帰
せ
ら
れ
る
誤
解
、
矛
盾
、
不
条
理
の
大
部
分
は
、
お
そ

ら
く
ほ
ん
と
う
は
理
性
は
あ
る
の
で
は
な
く
、
矛
盾
(
司
王

R
名
岡
田
舎
町
)

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
不
完
全
な
、
あ
る

い
は
児
性
に
よ
っ
て
ま
ち
引
か
つ
て
使
用
さ
れ
た
道
具
、
す
な
わ
ち
言
語
に

あ
る
。
」
(
出

R
ι
m
p
y
p
s
r
H
H
z
r
N口
同
穴
巳
己
内
門
-
2
H
2
5ロ
〈
日
ロ
ロ
ロ

F

図。ユ
F

ロv
]
戸
市

W
印
印

wω-M∞)

北
大
文
学
部
紀
要

へ
l
ゲ
ル
の
論
理
で
は

そ
の
特
殊
な
内
容
は
、
論
理
と
し

し
か
し
、
否
定
し
去
ら
れ
て
い
る
の
で
は
ま
っ
た
く
な
か
っ

(

2

)

内
田
口
?
?
州
内
乱
己
内
ハ
H
R
H
町
一
口
。
ロ
〈

2
ロ戸口町
F

H
凶・

ω

(
3
)
出
。
三

R
L・同・
0
・u
ω
.
ω
ω

(

4

)

肘
ゲ
自
仏
国
duω
・
怠
ち
な
み
に
、
こ
の
見
地
は
、
の
ち
の
エ
ン
ゲ
ル
ス

の
、
形
式
論
理
学
と
い
う
も
の
も
、
発
見
の
方
法
だ
と
い
う
言
明
に
つ
な

が
る
も
の
で
あ
り
、
合
認
の
あ
る
忠
忽
だ
と
お
も
う
。

(
5
)
肘
『
巾
ロ
仏
mw



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ

l
の
哲
学

(
6
)
H
W
σ
ω
ロハ
F
ω
・品人同町

(
7
)
開
r
oロ
ιpω
・品印

(

8

)

E

出

52ω
問
。

r
g
J
〈
m--H内
自
F

F
同・

0
・∞
-
H
Y
5
2ロ・

(
9
)

回
目
仏
O
F
p
m
・

o-w
∞-
h
H
U

(ω)
何
宮
口
仏
P
ω
・
2
R】

ν
r
u
、E
C
U
m
-巾

u
w

は
当
時
の
用
語
法
と
し
て
は
心

理
学
を
含
め
た
も
の
と
し
て
か
ん
が
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

(

U

)

開
ゲ
め
ロ
L
P
∞・斗一
ω

(ロ
)
H
W
σ
めロ
ιmw

(日
)
R
R
Uぽ
ω
ω
巳
ロ
(
H
n
r
z
u
H
W
Z
1
2
)
O
R
O
ロ
σ
R円

ω
H
n
F
L
Z門
口

F
HハS
F

8
5門
司

同

5
2
2
R
Z
ω
・3
(
開
r
oロ
仏
国
)
と
い
う
表
現
は
、
さ
き
に
も
指
摘

し
た
ベ

i
メ
と
の
つ
な
が
り
を
想
像
さ
せ
る
。
有
と
無
の
対
立
は
、

rrz

、

と

z
t
r
g
の
対
立
で
あ
り
、
神
の
力
に
よ
る
啓
示
と
し
て
の
「
あ
る
も

の
」
の
知
と
い
う
思
想
は
、
そ
の
ま
ま
ベ

l
メ
に
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
。
く
わ
し
く
は
大
村
晴
雄
「
ベ

l
メ
と
ド
イ
ツ
哲
学
」
(
日
本
哲
学
会

編
集
「
哲
学
」
第
一
五
号
所
収
)
参
照
。
同
論
文
に
よ
れ
ば
、
ベ

l
メ
は
、

巧
5
0
5
5阻止
ι巾
回
目
唱

mgd司
52ω
円
宮
内
同
仏

g
F
F
Z
と
を
い
い
か

え
う
る
も
の
と
し
、
「
あ
る
も
の
の
学
L

と
い
う
こ
と
で
一
言
と
し
て
の
神
に

ほ
か
な
ら
な
い
も
の
1

1
神
の
知
識
、
神
の
力
の
流
出
ー
ー
を
意
味
さ
せ

て
い
る
。
そ
し
て
、
「
あ
る
も
の
」
が
自
我
的
な
、
ロ
ゴ
ス
的
な

EHnZ凹
遣

な
ら
、
そ
の
言
葉
が
か
け
ら
れ
た
相
手
で
あ
る
な

z-nZω
と
は
「
永
遠
の

一
」
と
し
て
の
神
の
そ
の
も
の
を
指
す
で
あ
ろ
う
、
と
大
村
氏
は
の
べ
て

お
ら
れ
る
。
「
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
は
か
く
れ
て
知
ら
れ
な
い
か
く
れ

た
神
は
、
何
で
あ
る
と
も
言
い
表
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、

R
Z
W
E
m
ご
な
の
で
あ
る
が
、

R
F
r
S
3
は
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
ひ
と

し
い
も
の
な
が
ら
、
あ
る
何
も
の
か
と
し
て
、
自
己
の
う
ち
が
わ
を
ひ
ら

い
て
み
せ
る
か
か
い
か
と
し
て
の
神
な
の
で
あ
る
。
」
(
同
誌
、
一
四
八

ペ
ー
ジ
)

こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
こ
の
注
の
さ
い
し
ょ
に
引
い
た
一
節

i
l
p
r
F

あ
る
も
の
は
か
に
よ
っ
て
自
己
を
啓
示
す
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は

Z
R
F
Z
で
ら
ろ
う
ー
ー
を
み
ち
び
く
背
後
の
も
の
で
あ
り
う
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
あ
の
大
部
な
評
伝
を
書
い
た
ハ
イ
ム
も
ま
た
キ
ュ
l
ネ
マ
ン

も
、
い
や
そ
の
他
だ
れ
も
ベ

l
メ
と
ヘ
ル
ダ

I
の
関
係
に
つ
い
て
の
べ
て

は
い
な
い
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
「
神
に
か
ん
す
る
対
話
」
が
し
め
す
よ
う

な
、
あ
き
ら
か
に
ベ
l
メ
と
は
こ
と
な
る
方
向
か
ら
の
影
響
と
ま
じ
り
あ

っ
て
い
て
、
ヘ
ル
ダ

l
の
思
想
を
ド
イ
ツ
の
伝
統
思
想
と
の
つ
な
が
り
の

上
で
だ
け
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

(
凶

)
H
W
σ
oロ仏国
vω
・叶
ω

(臼

)
H
W『
σロハ同釦

(
げ

ω
)
H
w
r
oロ
L
P
ω
・
4
、吋

、
、
、
、
、
、

(
げ
)
開
ゲ
ぬ
ロ
ハ
同
白
オ
ル
ガ
ニ

l
p
を
法
磯
と
す
る
「
純
粋
別
性
批
判
」
の
存

在
学
体
系
へ
の
改
編
図
は
、
こ
の
書
の
さ
い
ご
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、

。。
7
t
 



3 
Dianoetik 

i史投与字の後'ぷ

2 
Noetik 

惨殺5手のニ設宅詳

4 
Noometrik 

iニ記三三つめ|止界の女~l 月号

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
マ
の
オ
ル
ガ
ニ

i
グ
は
、

m
山
形
而
上
学
を
さ
す
よ

う
な
滋
味
で
の
存
設
の
学
で
は
た
く
、
認
識
に
お
け
る
務
総
砂
?
と
し
て
し

仏
り
さ
れ
て
い
る
。

〈市山〉

MW})OHH円山
p
ω
-
m
w部

〈山口〉

MWHM合同
μ《

M
P
ω
'
盟
、
吋

(お
)
H
H
Z
Z帥
vmw-HMh
彼
時
体
的
出
の
と
ふ
ろ
明
、
ハ
H
W
Z
3
L
P
ω
・
忍
念
、
リ

ソ
ネ
め
仕
事
に
み
ら
れ
る
よ
う
注
、
秩
序
づ
け
の
日
絞
殺
が
こ
乙
で
の
主
役

で
包
あ
る
こ
と
を
め
べ
て
い
る
。

八
削
心

)
H
W
Zロ門凶持輸出山・

MMh?に
出
へ
!
ゲ
ル
諭
絞
殺
で
は
(
ネ
府
民
論
」
の
後

府
十
め
が
部
分
に
為
た
る
。

(幻
)
H
W
}
M
g
M仏
F
ω
-
H
H岱一}」
FH∞
こ
こ
で
ヘ
ル
ダ
i
は
実
体
的
論
カ
テ
ゴ
ザ
一

ー
へ
も
ど
っ
て
し
ま
う
。
耐
火
校
内
全
十
T

一
体
と
し
て
'
と
ら
え
る
と
い
う
へ
:
ゲ

ん
の
原
理
の
欠
除
。

〈
幻
〉
凶
W
Z同H
L
P
ω
・
H
S

(
川
此
)
ハ
イ
ム
も
、
ヘ
ル
ダ
!
の
カ
ン
ト
批
判
明
へ
の
全
体
と
し
て
の
静
仰
は

一
台
窓
的
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
会
認
め
て
い
る
。

Jr-h
州内"河内抑判同州
M
w
p
p
c
-
v

Hω
〔

P
N
M
ω
・
、
吋
…
N
M

ハ
怒
〉
司
ぬ
円
弘
主
的
r
m
r
c
w

∞-
H
N合
同
・

ハM
A
〉
州
内
田
何
回
グ

F
P
C
-‘一切・ばん出

(
幻
〉
州
向
魚
影
町
W
M
F
m
w
-
c
w
伊
広
場
内

(
お
〉

HWゲ
ゐ
ロ
《
山
知

wmw・
HAWO

〈

mm
〉
初
日
νω
口弘

p
m
w
-
H由
H

〈

m
N
)

凶

wrg門

M
F
山
戸
広
三
・

ハ引
A

)

阿

w
g
z
p
M山-
q
m
w

「
綴
念
(
何
年
昂
と
と
い
う
ね
一
夜
桝
燃
は
、
災
代
の
人
々
に

み
の
っ
て
は
、
き
わ
め
て
多
く
の
こ
と
か
い
滋
附
閉
し
た
。
観
念
論
〈
包

8
5窓
口
明
)

と
い
う
警
察
は
、
も
っ
と
も
純
粋
な
諸
綴
念
的
り
加
削
減
を
b

拐
す
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
に
は
、
そ
の
言
葉
は
、

φ

ぬ
き
ら
か
に
実
在

〈M
N
9
州
会
仲
間
。
に
対
立
し
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
自
'
身
が
も
っ
と
も
ゆ

た
か
な
、
も
っ
と
も
隊
総
な
災
夜
…
総
で
あ
る

J

(
相
以
〉
形
式
総
潔
学
と
弁
】
波
法
の
総
双
と
の
差
異
を
特
徴
づ
け
る
ひ
と
つ
の

レ
白
川
は
、
へ
:
ゲ
ル
が
「
後
念
の
論
澄
」
に
お
い
て
し
め
し
て
い
る
よ
う
な

漆
給
矧
刊
の
把
握
で
ふ
る
。
泌
総
お
の
も
つ
意
味
の
議
総
数
人
化
ヘ
ル
ダ
ー
が

こ
こ
で
行
ウ
て
い
る
よ
う
な
対
象
総
織
の
淡
化
の
諮
次
元
に
総
合
し
て
と

ら
え
る
こ
と
は
、
介
紙
法
的
な
論
理
血
思
議
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ

ハフッ，
a



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l
の
哲
学

ろ
う
。

(
m
M
)

固
め
可
L

R

F
田
・
。
ニ

ω・
8
由

(
U
A
)

開
r
oロ
L
P
ω
・

N
H
H
『
・

ヌ

l
ス

(
間
以
)
何
ゲ
ゆ
ロ
ハ
HmiuωNHω
同

「

無

規

定

な

普

遍

を

、

思

考

す

る

主

体

〔

0
5

ι。ロ}内ぬ口仏
2
ω
己
記
。
}
内
門

(
5引
円
)
〕
へ
と
還
元
す
る
」
と
も
い
わ
れ
て
い

る
。
理
性
は
、
客
観
的
存
在
の
原
理
と
し
て
の
ヌ
l
ス
の
意
味
を
負
っ
て

い
る
。

(
%
)
何
ゲ

σロ仏
m
H
v
ω
-
N
S

(究

)
H
W
H
X
Uロ
仏
国
w
ω
-
N
N
N

(
m
A
)

何
ず

mwロ
L
P
ω
-
N
ω

。

(
m刀

)
H
Wゲぬロ
L
P
ω
-
M
A凶()同・

(

川

叩

)

肘

σ白
丘
F
ω
-
N出

(

)

3 

「
力
リ
ゴ

l
ネ
」
に
お
け
る
趣
味
形
成
と
国
民
文
化
の
問
題

(
引
)

(
m
U
)
 

(
日
目
)

(
川
明
)

(
M
U
)
 

(
必
)

(
円
引
)

(
川
切
〉

(

川

り

)

(
兄
)

(
引
)

(
兄
)

開
}
)
ぬ
ロ
仏
mrω
・
NA凶]戸内・

開
r
o口弘
F
ω
・
N

∞N

Hwrめロ仏
mwω
・
Nmu坦

ωC斗

開
σ
oロ仏国
uω
・
印
。
C

HWゲめロハ同問

HW寸
-O
ロ
ι
m
r
ω
-
u
o
N

HWゲ
0
ロ仏
mwwω
・
ωοω

何
寸
め
ロ
《
山
田

開
宮
E
P
ω
・
ω
。品

開
ゲ
め
口
(
戸
mwω
・
ω。印

刷})⑦ロハ目白

開

σ。ロ《同問

-80 -

「
メ
タ
ク
リ
テ
ィ

l
ク
」
が
「
純
粋
理
性
批
判
」
を
相
手
ど
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
判
断
力
批
判
」
へ
の
対
決
を
こ
こ
ろ
み
た
の
が
「
カ

リ
ゴ

I
ネ
」
で
あ
る
。

っ
て
お
り
、
論
述
は
A
、

内
容
は
、

I
、
快
適
と
美
に
つ
い
て
、

E
、
芸
術
と
芸
術
の
鑑
識
に
つ
い
て
、
目
、
崇
高
と
理
想
に
つ
い
て
、

B
、
C
、
三
人
の
対
話
体
で
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。

の
三
つ
の
部
分
か
ら
な

ま
ず
「
序
言
!
一
で
、
彼
は
自
分
の
意
図
を
の
べ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
在
野
思
想
家
と
し
て
の
彼
の
立
場
が
つ
よ
く
う
ち
だ
さ
れ
、
官

ド
イ
ツ
の
哲
学
界
で
の

途
の
学
者
風
が
啓
蒙
主
義
の
現
段
階
で
の
前
進
を
は
ば
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、



カ
ン
ト
哲
学
の
と
り
あ
っ
か
い
は
、
哲
学
と
い
う
学
科
ギ
ル
ド
の
セ
ク
ト
根
性
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
十
分
な
批
判
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
。
自
分
は
、

そ
う
し
た
ギ
ル
ド
的
な
束
縛
か
ら
自
由
な
声
で
、

ド
イ
ツ
の
教
養
あ
る
人
々
へ
と
語
り
か
け
た
い
。
カ
ン
ト
の

鬼
面
ひ
と
を
お
ど
ろ
か
す
よ
う
な
術
語
を
も
ち
い
た
抽
象
の
専
制
、

定
言
的
に
押
し
き
る
や
り
方

(
同
白
門
巾

m
o門

戸
田

nZH
巴向日
U
O印
片
岡
田

B
E
)

は
、
今
日
の
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
に
益
す
る
と
は
思
え
な
い
。
自
分
は
そ
れ
に
対
し
て
、
経
験
と
具
体
性
尊
重
の
戸
を
ひ
び
か
せ
た
い
、

と

う
の
で
あ
る
。
彼
は

カ
ン
ト
哲
学
を
時
代
と
の
関
連
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
み
て
い
る
。

「
革
命
の
時
代
は
も
う
す
、
ぎ
さ
っ
た
、
と
わ
れ
わ
れ
は
お
も
う
。
観
念
的
な
夢
想
l
l
そ
れ
と
批
判
哲
学
と
は
、
革
命
の
時
代
に
つ
い

て
の
表
現
と
い
う
点
で
も
た
が
い
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
た
の
だ
が
ー
ー
は
、
革
命
の
第
一
期
、
第
二
期
、
第
三
期
と
平
行
す
る
ク
意
識
の
白

と
つ
づ
く
累
乗
を
構
成
し
て
ゆ
く
自
我
グ
の
な
か
に
あ
っ
た
お
か
げ
で
、
陣
腐
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
己

乗
、
三
乗
、

の
時
期
に
あ
っ
て
、

そ
し
て
、
先
験
的
哲
学
が
流
行
す
る
根
拠
を
、
古
い
体
系
の
没
落
と
そ
れ
に
代
る
も
の
へ
の
要
求
と
い
う
点
と
、
時
代
の
政
治
的
激
動

言
葉
の
う
え
だ
け
で
同
感
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
「
倣
慢
な
怠
惰
し
と
い
う
点
に
も
と

せ
め
て
観
念
的
に
で
も
と
、
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め
て
い
る
。

彼
t土

「
一
言
葉
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
行
為
に
よ
っ
て
」
語
る
べ
き
だ
と
い
う
c

そ
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
哲
学
を
の
り
こ
え
ね
ば

な
ら
な
い

と
い
う
。

ヘ
ル
ダ
ー
が
出
合
っ
て
い
た
当
時
の
ド
イ
ツ
哲
学
界
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

ハ
イ
ネ
の
「
ド
イ
ツ
の
宗
教
と
哲
学
と
の
歴
史
の
た
め
に
」

カミ

い
き
い
き
と
語
っ
て
い
る
。

ハ
イ
ネ
は

ヘ
ル
ダ
!
と
は
対
照
的
な
点
か
ら
カ
ン
ト
哲
学
を
と
ら
え
て
い
る
。
行
動
を
ほ
こ
る
フ
ラ

「
君
た
ち
は
知
ら
ぬ
ま
に
思
想
家
の
山
手
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
と
き
ロ

ン
ス
人
に
む
か
つ
て
ハ
イ
ネ
は
、

ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
は
王
の
首
を
切
っ
た
が
、

そ
れ
は
ル
ソ

l
の
助
手
と
し
て
に
す
、
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
人
は
、
大
さ
わ
ぎ
を

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ

ヘ
ル
ダ
!
の
綾
学

し
で
た
っ
た
ひ
と
り
の

し
か
殺
ぜ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し

の
首
を
鍔
っ
た
カ
ン
ト
の
忌
認
は
、

p

リ
ズ
ム
と
い
う

点
で
は
は
る
か
に
担
ベ
ス
ピ
品

i
ル
に
ま
さ
っ
て
い
る
。

三
七
八
九
年
に
は
ド
イ
ツ
で
は
カ
ン
ト

ど
問
題
に
な
っ
た
も
の
は
な
か
っ

{
8〉

わ
が
ド
イ
ツ
で
は
精
神
的
な
暴
動
が
お
こ
っ
た
」
と
ハ
ィ
、
ネ
は
議
い
て
レ
る
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
務
学
の
破

ヘ
ル
ダ
;
も
ま
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
経
過
と
対
比
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、

フ
ラ
ン
ス
で
物
資
的
な
暴
動
が
お
こ
っ

た
と
将
じ
よ
う
に
、

生

ヘ
ル
ダ
ー
は

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
テ
ロ
リ
ズ

ム

ャ
コ
パ
ン
独
裁
〉
と
と
も

ド
イ
ツ
の
精
神
的
な
暴
動
も
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
お
ち
い
っ
た
の
だ
と
と
ら
え
て
い
る
。
彼
が
お
閣
の

は
援
折
し

そ
の

一
へ
の

ふ

こ

こ

也
ヂ
J

ふ
/

に
よ
る
ツ
マ
ニ
テ
l
ト
へ
の

士
家
の

に
ま
で
後
退
す
る
。

援
は
カ
ン
ト

寸
徴
慢
な
怠
惰
〈
加
さ
刊
誌
吋
円

S
Z伊
丹
〉
い
と
い

で
主
貝
め
る
。

カ
ン
ト
の

の
な
か
に
、
今
お
の
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実
践
の
具
体
的
課
題
へ
の

て
い
る
と
い
う

と
で
あ
ろ
う
。

へ
ん
〆
ー
に
と
っ
て
は

の
控
折
し
た
い
ま
、

ド
イ
ツ
の

人
々
に
あ
た
え
る
べ
き
も
の
誌
、
経
験
と
具
体
的
な
事
実
を
あ
げ
て
人
々
を
勇
気
づ
け
、
方
向
を
あ
た
え
る
と
い
う

と
で
あ
っ
た

Q

こ

に
つ
い
て
」

で
の
見
解
に
ま
で
お
よ
ん
で
、
現
実
主
義
的
な
色
彩
を
つ
よ
く
あ
た
え
て
い
る
。

発
的
な
諾
感
覚
が
、
有
機
的
感
性
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
彼
は
、

の
分
離
を
、
し
た
が
っ
て

の
始
元
的
統
一

う
し

こ
の

立
場
か
ら
、

の
分
離
、

の

分
離
を
し
り
、
ぞ
け
て
い
る
。
こ
う
し

に
つ
い
て
の
基
本
は
、

で
に
既
述
の
思
想
の
叙
述
で
あ
る
の
モ
く
り
か
え
し
を
さ
け

部
の

議
以
下

せ
て
み
よ
う
。

被
は

理
議
と
実
践
と
な
結
合
す
る
者
と
し
て

い
る
。

は
き
り
は
な
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ



て、

カ
ン
ト
の
す
る
よ
う
に
、
自
然
の
所
産
と
芸
術
の
所
産
と
を
分
離
す
べ
き
で
は
な
い
。
蜜
蜂
や
海
狸
の
つ
く
る
作
品
と
芸
術
家
の
制

作
に
よ
る
作
品
と
の
あ
い
だ
に
同
一
の
は
た
ら
き
を
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
は
た
ら
き
は
弁
証
法
的
な
運
動
と
し
て
全
体
を
支
配
し
、
人

間
の
わ
ざ
も
そ
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
対
立
し
た
両
端
の
結
合
、
破
壊
と
創
造
の
相
互
浸
透
、
個
の
没
落
と
種
の
維
持
、
等
々
が

そ
こ
に
属
す
る
契
機
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

人
間
の
わ
ざ
は
、

目
的
と
計
画
と
を
あ
る
非
自
然
的
な
も
の
と
し
て
た
て
、
そ
れ
に
し
た
が

創
作
を
行
う
者
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
芸
術
家
を
形
成
す
る
人
間
的
な
活
動
を
、

っ
て
活
動
す
る
と
い
う
点
で
、
自
然
の
作
用
一
般
と
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
聞
は
、
人
間
的
な
活
動
を
つ
う
じ
て
、
そ
の
よ
う
な

ヘ
ル
ダ

l
は
教
育
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
自
然
、
が
人
間
に
あ
た
え
た
可
能
性
を
ひ
き
だ
し
、

た
が
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
苦
と
労
働
が
あ
た
え
る
教
育
に
よ
っ
て
、
人
は
創

造
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
が
み
ず
か
ら
の
手
で
つ
く
っ
た
も
の
を
み
ず
か
ら
享
受
す
る
こ
と
、
彼
の
生
命
の
芸
術
的
価
値
の
実

「
も
っ
と
も
快
適
な
こ
と
は
、
も
っ
と
も
労
苦
を
要
す
る
こ
と
か
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現
が
、
人
間
の
幸
福
で
あ
る
、
と
い
う
原
則
に
た
っ
て
、
彼
は
い
う
、

ら
生
ず
る
c

も
し
そ
れ
が
有
用
で
な
く
、
不
可
欠
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
快
適
も
美
も
人
間
は
手
に
入
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
っ
た
く

無
用
な
美
的
な
も
の
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
自
然
と
人
間
性
の
範
聞
に
お
い
て
は
け
っ
し
て
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
c
」
カ
ン
ト

が
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
芸
術
を
手
仕
事
と
区
別
し
て
、
自
由
な
、
賃
労
働
に
し
ば
ら
れ
ぬ
遊
び
と
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
。
芸

術
は
労
働
で
は
な
く
遊
び
で
あ
り
、
手
仕
事
は
賃
金
に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
強
制
的
な
労
働
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
区
別
は
、
「
自

然
の
ま
っ
た
く
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
警
察
的
国
家
で
の
区
別
」
だ
と
い
う
。

「
自
然
は
も
と
も
と
、
遊
び
の
芸
術
だ
け
を
す
る
生
れ
な
が
ら
の
貴
族
も
、
ま
た
、
た
だ
卑
賎
な
、
あ
る
い
は
奴
隷
の
芸
術
公
立

2

日
p
m
H丘
町
田
印
・
田
町

H
4
H
F
る
だ
け
に
駆
り
た
て
ら
れ
る
生
れ
つ
き
の
奴
隷
も
識
ら
な
い
。
自
然
は
、

も
し
そ
う
で
き
る
と
し
て
も
、

た
ん
な

る
遊
び
で
あ
っ
て
よ
い
よ
う
な
ど
ん
な
芸
術
も
識
ら
な
い
の
で
あ
る
c

そ
れ
ゆ
え
、

ど
の
よ
う
な
芸
術
も
、
も
て
あ
そ
ば
れ
る
べ
き
も
の

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l

の
哲
学

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
、
骨
を
折
る
に
あ
た
い
す
る
も
の
と
H

強
制
的
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
μ

と
を
同
一
視
す
る
こ
と
も
あ
や
ま
り

で
あ
る
。
お
よ
そ
課
せ
ら
れ
た
労
苦
か
ら
、
な
に
も
の
か
が
う
ま
れ
た
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
し
か
も
、
だ
れ
が
、
自
分
は
自
由
人
と

し
て
芸
術
を
た
の
し
む
た
め
に
、
他
人
に
労
働
と
苦
痛
と
を
強
制
す
る
よ
う
生
れ
つ
い
た
、
な
ど
と
信
じ
て
よ
い
も
の
か
?
」

ヘ
ル
ダ

i
の
こ
の
攻
撃
は
す
る
ど
い
。
彼
の
生
涯
が
彼
に
教
え
た
確
信
を
語
る
、

と
い
う
調
子
で
カ
ン
ト
の
学
者
ぶ
り
へ
せ
ま
っ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
彼
は
、
人
間
に
対
し
て
自
然
が
平
等
に
資
質
(
岳
刊
の
与
与
を
あ
た
え
て
お
り
、
そ
れ
を
も
っ
と
も
よ
く
、
も
っ
と
も
勤

勉
に
、
も
っ
と
も
幸
福
に
利
用
す
る
も
の
が
、
自
然
に
愛
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
す
ぐ
れ
た
才
能
の
人
間
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
υ

こ
の
よ
う
に
、
技
術
|
芸
術

(
H
技
芸
)
を
人
間
の
人
間
的
能
力
の
発
揮
と
し
て
と
ら
え
る
観
点
か
ら
、
彼
は
人
間
の
自
由
な
営
7
4

と

し
て
の
技
芸
の
展
開
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
め
し
て
い
る

Q

第
一
は
、
建
築
術
で
あ
る
。
建
築
師
が
、

さ
い
し
ょ
の
自
由
な
芸
術
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
労
働
の
あ
い
だ
に
も
、
終
っ
た
あ
と
に
も
、
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彼
の
作
品
を
た
の
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
第
二
の
自
由
な
技
芸
は
、
造
閏
術
で
あ
る
。
草
花
を
育
て
、
花
園
を
つ
く
り
、
自
然
の
美
し
さ

を
た
か
め
る
仕
事
と
し
て
の
芸
術
が
そ
こ
に
あ
る
。
第
一
一
一
の
営
み
は
、
装
飾
と
衣
裳
に
お
け
る
芸
術
で
あ
る
。
こ
の
芸
術
の
に
な
い
て
は

も
っ
ぱ
ら
女
性
で
あ
る
。
第
四
は
、

と
く
に
男
性
的
な
技
芸
と
し
て
の
闘
技
と
体
技
で
あ
る
。
男
性
的
な
身
体
の
美
は
、
き
た
え
ら
れ
た

力
の
充
実
と
そ
の
発
揮
に
あ
る
。
第
五
は
、
言
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
ろ
よ
い
ひ
び
き
を
も
っ
、

よ
く
と
と
の
え
ら
れ
、

う
つ
く

し
く
表
現
さ
れ
た
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
、
も
っ
と
も
人
間
的
な
芸
術
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
技
芸
に
ま
で
高
ま
る
人
間
の
営
み
は
、

つ
ね
に
社
会
的
な
生
活
の
な
か
で
の
欲
求
と
厳
粛
(
遊
び
に
対
す
る
〉
を
と
も
な

ぃ
、
目
的
と
意
図
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
芸
術
の
基
底
と
な
る
人
間
活
動
の
諸
形
態
を
論
じ
た
の
ち
に
、

よ
り
た
か
い
芸
術
の
諸

ジ
ャ
ン
ル
論
へ
す
す
む
。

彼
の
区
分
は

ま
ず
第
一
が
、

人
間
的
な
営
み
と
し
て
み
ら
れ
た
詩
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、

」
こ
に
は



「
人
間
の
自
然
言
語
と
し
て
の
叙
事
詩
由
吉
田
)
L

と
「
人
間
的
感
覚
の
討

q
c
gぽ
ど
が
ふ
く
ま
れ
る
。
第
二
に
は
、
雄
弁
と
会
話
と

し
て
の
芸
術
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
三
番
目
に
は
、
造
形
芸
術
一
般
が
く
る
。
そ
し
て
さ
い
ご
が
音
楽
と
な
っ
て
い
る
。
音
楽
は
、

ヘ
ル
ダ

ー
の
感
性
学
の
基
調
に
も
っ
と
も
適
合
し
た
形
式
と
し
て
、

つ
ま
り
内
的
で
あ
り
、
根
源
的
な
力
の
表
出
で
あ
り
、

共
感
的
な
芸
術
と
し

て
称
揚
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
論
の
あ
と
に
、
趣
味
と
天
才
と
い
う
こ
つ
の
側
面
か
ら
の
芸
術
鑑
識
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
カ
ン

ト
の
天
才
論
、
趣
味
論
の
批
判
で
あ
る
。

彼
は
天
才
を
た
ん
に
芸
術
的
ジ
ャ
ン
ル
に
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

理
性
と
経
験
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
お
し
ひ
ろ
げ
、
他
に

圧
倒
的
に
す
ぐ
れ
た
力
を
発
揮
し
た
人
、

と
う
て
い
及
び
が
た
い
と
し
て
認
識
さ
れ
た
仕
事
を
な
し
た
人
の
こ
と
を
天
才
と
よ
ぶ
。
天
才

的
能
力
と
は
、

し
た
が
っ
て
自
然
の
諸
法
則
に
属
す
る
が
、

し
か
し
人
間
に
役
立
っ
た
め
に
人
聞
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
神
的
な
は
た
ら

戸

h
ノ

nκν 

き
な
の
で
あ
る
。
人
間
性
の
最
大
の
発
揮
者
が
天
才
と
よ
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

趣
味
は
、
文
化
と
日
常
的
経
験
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
、

カ
ン
ト
に
お
け
る
主
観
的
判
定
能
力
と
い
う
規
定
は

「
あ
る
民
族
の
趣
味
と
は
、
思
考
、
感
覚
、
動
作
、
に
お
け
る
そ
の
民
族
の
習
性
(
国
与
E
M
m
)
全
体
の
結
果
、
も
っ

と
も
自
発
的
な
快
と
喜
び
の
表
出
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
趣
味
と
は
、
文
化
と
同
義
で
あ
る

Q

趣
味
は
多
様
さ
と

そ
れ
の
最
高
の
洗
練
さ
に
お
け
る
統
一
と
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
天
下
り
に
規
則
に
よ
っ
て
し
ば
る
こ
と
ぐ
ら
い
、

野
蛮
で
有
害
な
こ
と
は
な
い
c

趣
味
は
ま
た
、
形
式
化
さ
れ
、
固
定
さ
れ
る
と
陳
腐
な
も
の
と
な
り
、
か
え
っ
て
趣
味
の
発
展
を
妨
げ

し
り
ぞ
け
ら
れ
る
。

る
。
つ
ね
に
開
発
さ
れ
、
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
趣
味
の
形
成
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が

い
つ
、
ど
ん
な
国
に
う
ま
れ
た
か
、

ど
ん
な
手
本
が
ま
ず
あ
た
え
ら
れ
、

も
っ
と
も
深
く
わ
れ
わ
れ
に
印
象
づ
け
ら

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l
の
哲
学

れ
た
か
、
ど
ん
な
人
々
と
共
に
生
き
た
か
、

ま
た
生
き
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、

と
い
う
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
の
ど
う
に
も
で
き
ぬ
こ
と

て、

い
っ
さ
い
の
こ
う
し
た
環
境
か
ら
え
ら
れ
た
趣
味
を
仕
上
げ
、
改
善
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
に
語
り
か
け
、
応
ず
る
言
葉
を
く
わ
え
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
の
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
し

わ
れ
わ
れ
の
任
務
で
あ
る
c」

で
あ
る
。
し
か
し
、

趣
味
と
は
、

こ
の
よ
う
に
国
民
の
文
化
的
な
営
み
全
体
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
芸
術
に
の
み
趣
味
が
必
要
だ
と
す

る
よ
う
な
所
説
は
、
妄
想
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
説
を
と
く
者
は
、

不
遜
な
芸
術
の
物
識
り
や
趣
味
の
切
売
り
人
に
す
ぎ
ず
、

か
れ
ら
は

実
生
活
の
上
で
は
、

ま
っ
た
く
没
趣
味
の
、
非
文
化
的
人
間
で
し
か
な
い
。
趣
味
と
い
う
の
は
、
人
聞
の
生
活
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
で

冠
式
の
正
餐
に
あ
っ
て
、
簡
素
な
食
卓
に
な
い
、

あ
っ
て
、
宮
殿
に
あ
っ
て
貧
し
い
小
屋
に
な
く
、
豪
華
な
装
身
具
を
つ
け
た
者
に
あ
っ
て
質
素
な
衣
服
の
者
に
な
く
、

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。

?
l
マ
皇
帝
の
戴

こ
の
よ
う
な
趣
味
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
芸
術
を
人
間
の
生
活
の
営
み
全
体
の
な
か
で
と
ら
え
た
、
さ
き
の
芸
術
観
と
む
す
び
つ
い
て

い
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
技
芸
は
、
人
間
の
わ
ざ
と
し
て
、
活
動
一
般
と
し
て
ま
ず
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
の
特
殊
な
形
態
と
し
て
技
術
と
芸

-86 -

術
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
へ
と
わ
か
た
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ら
諸
活
動
へ
の
反
省
と
し
て
の
趣
味
判
断
も
、
結
局
、
人
間
の
活
動
、
実
践

の
様
式
と
い
う
と
こ
ろ
に
ぶ
つ
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、

人
間
の
諸
活
動
が
国
民
(
〈

o-5
と
い
う
次
元
で
総
括
さ
れ
る
と
き
に
、

当
時
と
し
て
は
、
人
聞
を
も
っ
と
も
等
質
的
に
み
る
、
自
由
な
人
間
把
握
が
可
能
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
自
由
な
人
間
の
実
践
、
活
動
の

対
象
化
の
結
果
を
国
民
の
文
化
、
国
民
の
趣
味
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
の
も
つ
意
義
も
あ
き
ら
か
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
政
治
的
統

一
が
直
接
の
日
程
に
の
ぼ
ら
な
い
以
上
、
文
化
的
統
一
が
国
民
の
統
一
の
主
要
な
問
題
と
し
て
意
識
に
の
ぼ
ら
ざ
る
を
え
ま
い
。

ヘ
ル
ダ

l
は
ド
イ
ツ
国
民
の
趣
味
形
成
の
問
題
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
狩
猟
、
軍
事
、
同
業
組
合
、

の
制
度
の
ほ
か
に
は
、

わ
れ
わ
れ
の
国
民
の
趣
味
は
、
多
く
の
諸
民
族
か
ら
、
荒
れ
た
土
地
の
う
え
で



あ
と
に
な
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
外
来
の
植
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
な
い
し
、

ま
し
て
み
の
り
に
ま
で
た
っ
し
て

は
い
な
い
。
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
し
て
国
民
的
趣
味
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
に
も
な
い
。
制
度
の
上
か
ら
い
っ
て
、
わ
が
闘

の
上
級
、
下
級
学
校
は
大
部
分
ま
だ
十
六
世
紀
の
状
態
に
あ
り
、
こ
の
制
度
に
は
、
貧
し
さ
に
さ
さ
え
ら
れ
て
、
旧
来
伝
統
の
趣
味
が
信

じ
が
た
い
ほ
ど
固
守
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ど
の
身
分
も
、
真
の
趣
味
に
は
ま
っ
た
く
参
加
し
て
い
な
い
し
、
食
卓
、
サ
ロ
ン
、
あ
る

い
は
宴
会
と
厩
舎
に
あ
る
趣
味
に
つ
い
て
し
か
知
ろ
う
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
わ
が
国
民
そ
れ
自
体
の
細
分
化
が
、
す
で
に
ド

イ
ツ
帝
国
憲
章
が
し
め
す
よ
う
に
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
色
ど
り
の
、

は
な
は
だ
し
く
雑
然
と
し
た
趣
味
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
さ
い
ご
に

古
代
の
人
々
の
ほ
か
に

ア
ラ
ビ
ア
人
、

ス
ペ
イ
ン
人
、

フ
ラ
ン
ス
人

イ
ギ
リ
ス
人
、

イ
タ
リ
ア
人
(
ど
う
し
て

ト
ル
コ
人
と
ロ
シ

ア
人
の
も
で
な
か
っ
た
の
か
?
〉

の
趣
味
が
、

週
期
的
に
、
あ
る
い
は
入
り
み
だ
れ
て
、
そ
の
成
果
を
ド
イ
ツ
へ
搬
入
し
た
。
す
べ
て
外
国

の
も
の
へ
の
屈
服
と
帰
依
と
い
う
ド
イ
ツ
人
の
状
態
で
は
、
内
面
的
な
愛
に
由
来
し
、
明
る
さ
と
魅
力
と
い
う
本
質
的
な
点
に
む
け
ら
れ

た
わ
が
国
民
の
確
固
と
し
た
趣
味
な
ど
い
っ
た
い
ど
う
し
て
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
か
?
山
ほ
ど
の
外
来
珍
奇
な
趣
味
な
る
も
の

3
山口『

ワー。。

4
0
口
出

5
5門

H
m
H
C
A
W
M
円
討
さ
円
叫
口
言
)
が
、

わ
れ
わ
れ
に
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
人
の
、
ど
ん
な
趣
味
で
も
ま
っ
た
く
お
か
ま
い
な
し

の
態
度
に
よ
っ
て
、

こ
れ
か
ら
も
わ
れ
わ
れ
の
う
え
に
ぶ
ち
ま
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
o

も
っ
と
も
お
だ
や
か
に
い
う
と
し
て
も
、

わ
れ
わ

れ
の
趣
味
は
、

ま
さ
し
く
若
く
、
未
熟
で
あ
り
、
雑
多
で
未
分
化
で
あ
り
、
善
良
l
従
順
で
あ
り
、

す
な
わ
ち
無
性
格
で
あ
り
、
無
差
別

で
あ
り

つ
ま
り
、
趣
味
に
欠
け
、
内
面
的
な
よ
ろ
こ
び
と
愛
に
欠
け
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
と
ほ
う
も
な
く
ゆ
っ
く
り
し
た
生
成
の
う

だ
れ
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
の
か
?
L

い
つ
わ
れ
わ
れ
は
生
成
を
お
え
る
の
だ
ろ
う
か
?

ち
に
あ
る
の
だ
と
し
た
ら

彼
が
カ
ン
ト
の
趣
味
の
理
論
へ
反
対
す
る
の
も
、

こ
う
し
た
国
民
的
文
化
の
現
状
と
そ
の
将
来
へ
の
形
成
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
で
あ

「
あ
る
こ
と
が
ら
を
み
る
か
た
、
あ
る
仕
事
を
す
る
し
か
た
、
全
部
」
に
趣
味
が
あ
る
と
と
ら
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
趣
味
に
つ

っ
た
。北

大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l

の
哲
学

い
て
語
る
こ
と
は
、
有
閑
の
、

ど
う
で
も
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
し
て
、
趣
味
を
遊
び
と
す
る
こ
と
は
、
国
民
の
趣
味
を
ま
と
わ
す
有

害
な
論
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ヘ
ル
ダ
l
は

カ
ン
ト
美
学
の
も
つ
美
学
史
上
の
貢
献
と
い
っ
た
点
に
は
限
も
く
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
余
裕
を
も
っ
た
態
度
で
、

) 

'--

A
・
ニ
ヴ
ェ
ル
の
す
ぐ
れ
た
研
究
「
啓
蒙
と
古
典
期
の
あ
い
だ
の
芸
術
と
文
学
の
諸
理

論
(
関
口
口
2
・
5
L
口
広

Z
Eぷ
三
宮
O
H
-
B
N
d『

U
n
r
g
〉
丘
}
己
貸
己
記
ロ
ロ
仏
間

F
g
F〉」

と
に
の
ぞ
ん
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

(
一
九
六

O
〉
が
詳
細
に
論
証
し
て
い
る
よ
う

に
、
ヵ
ン
ト
美
学
は
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
以
後
へ
ル
ダ
l
に
い
た
る
一
八
位
紀
美
学
思
想
の
準
備
し
た
も
の
の
整
理
と
体
系
化
で
あ
っ
た
。

「
彼
の
心
に
あ
っ
た
の
は
、
美
に
つ
い
て
の
あ
た
ら
し
い
理
論
の
樹
立
で
は
な
く
て
、
彼

の
体
系
の
完
成
、
実
践
理
性
か
ら
理
論
理
性
へ
の
、
可
想
界
か
ら
感
性
界
へ
の
移
行
の
基
礎
づ
け
で
あ
っ
た
。
」
彼
は
第
三
批
判
の
根
本

概
念
を
自
然
の
合
目
的
性
の
原
理
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
第
三
批
判
の
第
二
部
に
、
美
学
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
第
一
部
よ

り
も
よ
り
明
確
に
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
理
が
、
第
三
批
判
の
二
つ
の
部
分
を
結
合
し
て
い
る
点
を
、
み
お
と
し
て
は

そ
れ
は
、
美
学
観
に
お
け
る
革
命
で
は
な
い
。
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カ
ン
ト
の
美
学
論
は
、

の
で
は
な
く
て
、
い
つ
で
も
純
哲
学
的
な
考
慮
に
も
と
づ
く
も
の
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、

学
的
見
地
か
ら
し
考
察
す
る
態
度
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
「
美
と
芸
術
に
対
す
る
関
心
の
成
果
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

な
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
点
を
か
ん
が
え
る
な
ら
ば
、

「
美
の
理
論
そ
の
も
の
へ
の
特
別
な
関
心
に
も
と
づ
く
も

「
美
学
上
の
問
題
を
非
美

こ
の
よ
う
な
、
哲
学
者
の
美
学
、

と
い
う
点
の
も
つ
長
所
と
欠
陥
に
対
し
て
、

へ
ル
ダ
ー
の
よ
う
な
、
身
を
も
っ
て
美
と
芸
術
の
問
題

の
内
側
で
の
た
た
か
い
を
へ
て
き
た
も
の
は
、
客
観
的
な
評
価
を
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
自
分
を
ふ
く
め
た
実
行
者

の
労
苦
が
、
高
み
か
ら
な
が
め
ら
れ
、
抽
象
と
概
括
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
反
接
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

カ
ン
ト
が
、

哲
学
体
系
の
完
成
と
い
う
純
理
論
的
関
心
で
、
美
と
芸
術
の
問
題
を
材
料
と
し
た
の
に
た
い
し
て
、

ヘ
ル
ダ
l
は
国
民
的
な
意
識
や
文
化



の
形
成
と
い
う
、
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
の
自
覚
か
ら
抗
争
し
て
い
る
。
両
者
を
へ
だ
て
、
争
わ
せ
た
の
は
、

ド
イ
ツ
の
、
思
想
と
現
実
の

ふ
か
い
亀
裂
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ル
ダ

i
は
第
一
部
と
お
な
じ
く
、
美
を
こ
と
が
ら
の
本
質
的
な
形
式
、
も
っ
と
も
純
粋

な
本
質
の
一
、
も
っ
と
も
厳
密
な
形
式
1
1
l
完
全
性
ー
ー
と
し
て
と
ら
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
人
間
的
な
意
味
を
説
き
す
す
め
る
。
「
崇
高
」

第
三
部
「
崇
高
と
理
想
に
つ
い
て
」
で
は
、

を
、
ヵ
ン
ト
が
人
間
を
こ
え
た
威
力
、
無
限
な
も
の
、
自
然
に
お
い
て
は
、
「
ガ
オ
ス
、
あ
る
い
は
は
な
は
だ
し
く
狂
暴
な
無
秩
序
と
荒

慣
に
お
い
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
理
念
的
な
も
の
だ
、
と
の
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
崇
高
の
把
握
の
無
意
味
、
無
目
的
を
非

難
す
る
c

カ
オ
ス
は
、
秩
序
へ
の
意
志
と
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
爆
発
し
た
火
山
の
熔
岩
の
野
は
、
そ
の
ま
わ
り
に
ひ
ろ
が
る
沃
野

と
相
補
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
崇
高
な
自
然
は
、
そ
れ
自
身
、
限
度
と
法
則
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

主
』
五
つ

J

、

'
I
」

9
7
J
f

。，
〆のバ》

人
間
に
よ
る
変
更
可
能
な
も
の
と
し
て
、
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
c

崇
高
と
は
、
人
間
的
な
感
覚
、

意
識
の
高
揚
、
拡
大
、
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
c

美
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
よ
う
な
、
超
感
性
的
な
も
の
と
し
て
の
「
道
徳

的
善
」
の
シ

γ
ボ
ル
で
は
な
い
。
美
は
、
人
間
的
な
美
の
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
そ
の
本
質
に
達
し
た
も
の
と
な
る
。
彼
は
、

と
を
ひ
と
つ
の
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
に

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
な
ら
っ
て
、
美
と
完
全
性
、
美
と
本
質
、
美
と
目
的
、
美
と
有
用
性
、

と
っ
て
、
美
を
天
上
へ
ま
つ
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
が
ま
ん
の
な
ら
ぬ
反
人
間
的
な
こ
と
に
思
え
た
の
で
あ
る
。

「
文
芸
と
芸
術
」
と
は
、

人
間
性
を
開
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
、
真
に
人
間
的
な
あ
り
方
へ
の
形
成
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
美
学

は
、
文
化
お
よ
び
社
会
に
か
ん
す
る
論
へ
の
射
程
を
も
つ
も
の
、
す
な
わ
ち
、
人
間
的
実
践
の
理
論
の
一
部
と
な
る
。
「
人
間
に
お
い
て
、

な
に
が
開
発
可
能

(2ESσ
己
)
か
、
す
な
わ
ち
、
陶
冶
し
う
る
か
?
」
と
の
問
い
へ
の
へ
ル
ダ
l
の
答
え
は
、
「
い
っ
さ
い
で
あ
る
。

い
っ
さ
い
が
人
間
に
お
い
て
は
、
陶
冶
を
待
つ
」
と
い
う
確
信
に
み
ち
た
も
の
で
あ
る
。
身
体
の
す
べ
て
の
部
分
、
器
官
、
心
的
能
力
(
構

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
!
の
哲
学

想
力
、
悟
性
、

も
Lつ
な
の
で
あ
る{理
027性

'-J 

f生
It] 

と
い
っ
た
す
べ
て
が
開
発
・
形
成
の
対
象
で
あ
る
c

そ
し
て
、
文
芸
と
芸
術
は
、
そ
の
日
的
に
奉
仕
す
る

「
人
間
に
よ
っ
て
形
成
可
能
守

H
5
5
5
な
も
の
は
な
に
か
?
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
も
、

性
c
」
と
、
応
じ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
「
人
間
性
の
形
成
の
た
め
に
、
学
問
と
芸
術
と
は
い
か
に
作
用
す
る
か
?
」
に
対
し
て
は
、

学
問
は
、
存
在
と
そ
の
本
質
に
つ
い
て
の
知
識
を
と
お
し
て
、
芸
術
は
、
人
間
の
可
能
性
の
表
現
と
し
て
の
技
耐
と
そ
の
成
果
と
を
と
お

「
す
べ
て
。
自
然
、

円
リ
ト
L
b
ヘ
、
¥
け
リ

ノ
佐
和
』
メ
一

/
/
H
μ

し
て
、
人
間
性
の
形
成
の
た
め
に
は
た
ら
く
、

と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
、

へ
ル
ダ

l
は
、
自
然
の
統
一
性
を
根
底
に
、
人
間
の
実
践
諸
活
動
の
統
一
性
、

心
的
諸
作
用
の
統
一
性
、

そ
の
目
標

に
お
け
る
統
一
性
(
人
間
的
な
文
化
と
社
会
の
建
設
)
を
軸
に
、
す
べ
て
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ル
ダ

l
の
こ
の
よ
う
な
志
向
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

一
ヴ
ェ
ル
は
、

-90 

「
人
間
は
、
一
一
一
一
口
葉
の
厳
密
な
意
味
で
は
、
な
に
も
の
も
案
出
し
え
ず
、
絶
対
的
に
あ
た
ら
し
い
世
界
を
け
っ
し
て
産
み
だ
す
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
あ
る
生
産
的
活
動
能
力
公
広
巾
唱
者

2
8
官
O
門

rr-2
叶
凶
片
山

m
r
5
を
発
揮
す
る
こ
と

は
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
人
聞
は
観
察
事
実
を
も
と
に
し
て
、

心
像
と
観
念
と
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
れ
ら
を
自
由
に
、
相
互
に
結
合
す
る
。

全
人
間
生
活
は

い
わ
ば
、

ひ
と
つ
の
旬
。

2
F
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
現
象
を
区
別
し
、

ふ
た
た
び
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
位
界

を
た
え
ず
よ
り
明
断
に
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
表
象
は
、
け
っ
し
て
精
神
の
う
ち
で
の
物
の
客
観
的
性
質
の
模
写
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
位
界
と
自
我
の
多
様
の
な
か
に
統
一
を
も
た
ら
す
わ
れ
わ
れ
の
不
断
の
活
動
の
成
果
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
c
L

ポ
エ
テ
ィ
ー
タ

私
は
、
へ
ル
、
タ
ー
の
こ
う
し
た
詩
的
生
成
論
の
背
後
に
、
国
民
的
統
一
へ
の
探
求
、

」
と
に
国
民
文
化
の
統
一
と
形
成
へ
の
要
求
と
実

現
へ
の
諸
方
法
の
模
索
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
そ
の
現
実
的
な
意
志
を
み
お
と
す
と
、

ヘ
ル
タ

l
の
思
怨
は
容
易
に
非
合
理
主



義
と
ロ
マ
ン
テ
ィ

l
ク
の
立
場
へ
融
合
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
は
、

で
あ
る
。

ヘ
ル
、
タ

l
は

ド
イ
ツ
に
お
け
る
啓
蒙
の
課
題
の
な
か
に
生
き
た
思
想
家
で
あ
り
、
啓
蒙
主
義
が
め
ざ
し
た
国
民
的
な
意
識
、

一
ヴ
ェ
ル
の
右
の
把
握
も
一
面
的
な
指
摘
に
と
ど
ま
る
も
の

哲
学
、

文
化
の
形
成
を
つ
ね
に
中
心
課
題
と
し
て
、
思
想
的
生
涯
を
つ
ら
ぬ
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

Q

(

i

)

こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
は
、
「
カ
リ
ゴ

I
ネ
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
フ

マ
ニ
テ

i
ト
書
簡
」
も
視
野
の
う
ち
に
お
さ
め
る
こ
と
が
適
当
か
つ
必
要

で
あ
る
が
、
今
凶
は
事
情
に
よ
り
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

(

2

)

書
名
と
な
っ
た
「
カ
リ
ゴ

l
ネ
(
貝
丘
町
問
。
ロ
ゆ
)
」
と
い
う
名
ま
え
は
、

「
天
の
美
し
い
子
」
を
意
味
す
る
名
で
あ
る
。

(
3
)

こ
の
対
話
形
式
は
、
「
神
に
か
ん
す
る
対
話
」
の
ば
あ
い
は
適
当
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
は
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
し
ば

し
ば
形
式
と
内
容
と
の
分
離
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

(
4
)
F
E
F
F
-
Z
O
R
r
gぬ
・
〈

-
F
m
g
m
F
F
司
a
B
F
5
8冶

凶
口

〔

5
)

出
o
E
R
u
ω
-
m・
o
-
u
M
ハロ

(
6
)
何

r
o口内
Hmw

(
7
〉
ハ
イ
不
の
引
用
は
、
「
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
本
質
」
、
伊
東
勉
訳
、
岩

波
文
庫
に
よ
る
。
同
者
、
一
三
八

J
九
ペ
ー
ジ
。

(
8
)

問
書
、
一
五
六
ペ
ー
ジ
。

(
9
)

出。

E
Oア
回
・
国
・

0
u
ω
・
也
斗

(
印
)
切

σ
mロ
Lmwvω
・
也
市
凶

(日
)
H
W
σ
σ
ロ
ハ

r
r
ω

甲山叫

北
大
文
学
部
紀
要

〈ロ
)
H
W
σ
目ロ《山田

(
日
)
開
r
oロ
L
P
ω

・口
ω

(
川
円

)
H
w
r
oロ
L
P
ω
・

]
F
斗
∞

(
日

μ
)
H
W
σ
巾
ロ
ハ
同

mw

(
V
N
)
H
Wゲ
ωロ仏
p
ω
-
H
∞C

同
・

(
げ
)
肘
『
白
ロ
ι
p
ω

・
]
戸
∞
]
「

(
国

)
Z
Z巳
-ouk戸
円
同
国
国
ロ
門
「
附
ハ
ロ
ロ
的
マ
ロ
ロ
門
山
口
一
口
宮
ロ
ロ
間
的

p
g巳巾ロ
N
d
〈戸田口
r
oロ

〉

zp-間
同
己
口
問
ロ
ロ
仏
関

-g回目
ru
回

2日

E
W
5
2
こ
の
書
は
、
も
と
も
と
フ

ラ
ン
ス
語
で
室
田
か
れ
た
「
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ

γ
か
ら
カ

γ
ト
に
い
た
る
ド
イ

ツ
の
美
学
理
論

(Tw∞
予
宮
丘
町
田

g
p公
5
5凹
巾
ロ
〉
ロ
巾
自
国
間
日

ι。

切
白
ロ
ヨ
ぬ
目
立

g
u一
同
釦
ロ
同
)
」
の
改
訂
ド
イ
ツ
語
版
で
あ
る
。
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ

ン
、
マ
イ
ヤ
l
、
ズ
ル
ツ
ア

l
、
メ
シ
」
ア
ル
ス
ゾ

l

ン
、
グ
ィ

γ
ケ
ル
マ

γ
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ヘ
ル
ダ

I
、
カ
ン
ト
、
の
八
人
の
理
論
的
特
徴
と
継

承
関
係
が
要
領
よ
く
た
ど
ら
れ
て
い
る
。

(
ω
)
Z
2
0戸
内
山
田
・
〉

-wm
戸

・

。

-
u
ω
-
N
a

(
却

)
H
w
r
m
wロ仏印

(
幻
)
肘
ゲ
ぬ
ロ
仏
間

(刀

)
H
W
σ
oロ
ι
p
ω
-
N一凶品

i
 

Q
ノ



ド
イ
ツ
感
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l

の
哲
学

(
お
)
阿
ハ
mHHFMハ円
-
P
L
2
d
ユa
r
F
s
h
f
r
g悶
ぐ

ぐ

CH]山
口
門

-
R
W
H
i
z
-
s
?

日

vrHmnr
。∞
Hσ-FG己
Mmwr
切門

--ω
坦

muω
・
4

∞

(
川
口
)
山
内
山
三
巾
ア

m
r
m
r
c
v
ω
ω

日。

(
勿
)
内
山
口

HW
同

-m-

。，v∞-
N

印∞
四

、

結

論

に

か

え

て

(

U

A

)

 

(
幻
〕

(
泊
)

(
m
U
)
 

出
。
吋
(}RW
国
・
出
・
。

-uω
・
N
由
日

〈

m
-
3
H
W
Z
E
P
∞-
N
S司

HWゲ
mHM(]mwω-N白川

V

Z
Z巴
-
0

・
m
「
田
・
。

-wω

広
三
-

造
づ
け
る
か
が
問
題
と
な
る
む
た
と
え
ば

ヘ
ル
ダ
!
の
哲
学
を
近
世
哲
学
史
の
う
ち
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き
、

近
世
哲
学
の
発
出
肢
を
規
定
し
て
い
る
諸
契
機
を
い
か
に
構

て
カ
ン
卜
哲
学
を
と
ら
え
る
、
す
べ
て
は
カ
ン
ト
へ
、

カ
ン
ト
以
前
を
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
と
大
陸
合
理
論
の
二
つ
の
流
れ
と
し
、
両
者
の
綜
合
と
し

と
い
う
と
ら
え
方
が
あ
る
c

こ
の
図
式
か
ら

q
L
 。ノ

み」恥

ヘ
ル
ダ

l
の
が
υ
学
は

ロ
ッ
ク

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、

そ
し
て
す
べ
て
は
カ
ン
ト
か
ら
、

シ
ャ
フ
ッ
ペ
リ
ー
ら
の
雑
多
な
折
衷
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
、

ま
た
、

こ
れ
と
同
根
で
あ
る
が
、
近
位
哲
学
の
主
流
を
自
然
科
学
、

と
く
に
数
学
と
物
理
学
の
論
理
に
よ
る
認
識
論
の
形
成
と
い
う
軸

で
と
ら
え
、
歴
史
や
社
会
の
理
論
を
厳
密
な
科
学
の
対
象
外
と
す
る
方
向
が
あ
る
。
こ
の
方
向
で
は
、

的
論
理
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
や
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
と
の
つ
な
が
り
で
の
非
合
理
主
義
、
紛
飾
さ
れ
た
形
而
上
学
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ル
ダ
ー
や
へ

l
ゲ
ル
の
弁
証
法

」
れ
ら

η
王
出
反
主

l
j
(
J
l
l
 
い
ず
れ
も
一
両
化
と
形
式
化
に
お
ち
い
っ
て
い
て
、

思
想
を
生
き
た
姿
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
し
な
い
か
ぎ
り
、

そ
れ
を
将
来
へ
む
か
つ
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
も
不
可
能
で

ぃ
。
そ
し
て
、

あ
る

Q

生
き
た
思
想
の
運
動
を
と
ら
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
な

生
き
た
思
想
の
運
動
と
し
て
、
哲
学
史
全
体
を
考
察
す
る
さ
い
の
原
理
と
な
る
の
は
、
観
念
論
と
唯
物
論
の
一
不
断
の
闘
争
と
い
う
視
点

で
あ
る

Q

な
ぜ
、
こ
の
原
理
が
思
想
を
生
き
た
全
面
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
?
そ
れ
は
、
現
代
唯
物
論
が
、
思
想
を



思
想
の
主
体
と
け
っ
し
て
分
離
せ
ず
、
哲
学
を
そ
の
母
胎
と
な
る
諸
科
学
の
営
み
と
科
学
を
産
み
だ
し
た
人
間
の
生
活
の
広
大
な
ひ
ろ
が

り
の
な
か
で
と
ら
え
る
弁
証
法
的
な
反
映
論
を
原
理
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

逆
に
い
え
ば
、
弁
証
法
的
唯
物
論
の
成
立
を
ま
っ
て
、
唯
物
論
と
観
念
論
の
闘
争
史
と
い
う
視
点
、
が
、
哲
学
史
の
科
学
的
方
法
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
は
、
近
世
哲
学
を
近
代
市
民
社
会
形
成
の
歴
史
的
運
動
の
な
か
で
と
ら
え
、

へ
l
ゲ
ル
哲
学
に
そ
の
完
成
と
解

体
を
お
く
。
そ
し
て
、
現
代
哲
学
を
弁
証
法
的
唯
物
論
の
成
立
と
そ
れ
の
現
代
観
念
論
に
対
す
る
不
断
の
闘
争
と
い
う
視
野
の
う
ち
に
お

さ
め
る
。
そ
れ
以
外
に
、
哲
学
史
に
お
け
る
現
代
の
規
定
を
科
学
的
に
な
し
う
る
基
準
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

唯
物
論
と
観
念
論
と
の
不
断
の
闘
争
と
い
う
視
点
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
哲
学
史
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
原
理
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
考
察

の
方
法
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
卑
俗
化
し
て
、

個
々
の
哲
学
者
を
源
氏
と
平
家
と
い
う
よ
う
に
す
べ
て
腕
分
け
し
た
り
、
そ
の

体
的
な
歴
史
の
な
か
へ
、
哲
学
思
想
の
諸
営
為
を
な
げ
こ
む
こ
と
、

さ
ら
に
、
自
然
と
人
間
の
活
動
全
体
の
相
互
作
用
の
一
環
と
し
て
思

q
J
 

口ノ

学
説
中
か
ら
観
念
論
的
、
あ
る
い
は
唯
物
論
的
と
思
わ
れ
る
命
題
を
ひ
ろ
い
だ
し
て
な
ら
べ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
階
級
闘
争
の
具

想
を
と
ら
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
古
代
の
健
康
な
唯
物
論
の
視
座
の
復
活
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
こ
で
い
わ
れ

る
「
唯
物
論
し
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、

じ
つ
は
広
大
な
ひ
ろ
が
り
が
あ
っ
た
。
近
世
的
視
野
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、

一
八
世
紀
中
葉
か
ら

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
は
さ
ん
で
一
九
世
紀
前
半
に
お
よ
ぶ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
の
な
か
で
発
酵
し
つ
つ
あ
っ
た
進
歩
的
、
合
理
的
諸
思
想
の

精
粋
を
、
も
っ
と
も
包
括
的
な
原
理
に
ま
で
徹
底
さ
せ
た
も
の
が
、
弁
証
法
的
・
史
的
唯
物
論
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
た
ど
っ
て
き
た
い

く
つ
か
の
契
機
、

ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス
、
感
性
学
、
有
機
的
自
然
観
、
歴
史
意
識
の
形
成
、
市
民
文
化
の
形
成
を
め
ざ
す
文
芸
の
理
論
な
ど

も
、
そ
の
発
酵
途
上
の
姿
で
あ
る
。

ヘ
ル
ダ
l
の
思
想
が
、
科
学
と
し
て
の
普
遍
性
を
も
つ
も
の
と
な
り
え
な
か
っ
た
の
は
、

ひ
と
え
に
方
法
意
識
の
欠
除
に
由
来
す
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
殺
後
怒
怒
と
ヘ
ル
ダ
!
の
惣
学

設
は
経
験
の

し
て
の

ア
ナ
持
、
が

i
に
よ
っ
て

)，"'-
ぜ}

つ
け
る
。

vて
、わ

普、た
j扇、く
の、 L

tヱ

イ

フ

ン

か
に
と
り
去
の
つ
か
っ

で
、
「
ヘ
ル
ダ
ー
の

で
は
、

へ
と
限
定
さ
れ
る
だ
け

三ぅ
イコ

し
て
の
個
別
加
は
け
っ

に
開
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
東
理
的
に

べ
て
が
普
遍
へ

る
か
ぎ
り
、
そ

れ
は

は
あ
り
え
な
い
。
側
体
性
が
措
定
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
稿
然
性
と
…
允
J
b
現
実
的
な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。
‘

と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
按
じ
し
ん
に
、

「
批
判
」

亡
、
ニ
コ
む

し
ナ
J
U
W

、h

向

C

L
ふ
/

そ
の
こ
と

の
小
論
に
お
け
る

つ
う
じ
て
も
い
え
る

と
で
あ
る
。

内
的
乱
期
間
、
な
ど
に
い
っ
さ
い
の

の
形
成
原
線
な
も
と
め
る
一

つ
ね
に
こ
の

に
ぶ

っ
か
る
で
あ
ろ
う
。

の
否
定
と
し
て
の
韓
日
、

は
こ
の

の

の
ぶ
つ
か
る
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
個
知
念
錨
別
そ
の
も
の
と
し
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て
』主

に鳴

の

で
あ
る
。
そ
こ
に

~) 

ぃ
。
こ
れ
に

て
、
士
一
γ

ルロ山湖、

f際
;51] 

え
る
こ

で
き
る
。
し
か
し
同
時
に
、

そ
れ
は
普
遍
的
な
も
の
を
形
式
へ
と
低
め
る
こ
と
に
な
る
。

的

へ
の
告
摂
不
可
鉛
な
個
別
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
よ
う
な
対
立
を
へ
て
、
介
説
法
的
な
患
考
が

し
た
の
で

品
の
ろ
う
。
弁
証
法
的
思
考
は
、
実
体
的
な
勢
遜
と
鍛
却
の

主
体
の

の
契
時
間
と
し
て

ら
を
位
置
づ
け
る
も

の
で
あ
っ

弁
証
法
的
な
諭
現
と
い
う
の
は

へ
:
グ
ル
に
お
い
て
パ

め
て
抽
象
的
な
形
に
お
い
て
で
は
る
る
が
、

の

運
動
の
必
然
性
と
そ
の
過
程
を
一
が
す
も
の
と
し
て
か
ん
が
え
ら
れ

、
)

3

L
y
v
 

で
あ
っ

へ
泊
居

山
り
さ
れ

対
的
な
論
理
で
あ
る
。
し
か
も
、
裁
判
的
に

さ
れ
る
方
法
と
は
、

個
、
同
一
の
主
体
の

(
反
省
i

そ
れ



の
み
古
共
の

も
の
と
仕
る
。

こ
の
よ
う
な
批
戦
的
で
あ
り
、

か
つ
ム
自
己
女
普
遍
化
す
る
も
の
と
し
て
の

て
い

プ
ラ
ン
ス
革
命
の
の
ち
に
自
己
疎
外
を
閥
復
し
て
、
世
界
と
な
っ
た

。
す
な
わ
ち
、
近
代
市
誌
社
会
の
税

の
現
'
実
化
し
た
歎
界
の

、へ

i
ゲ
ル
の
ば
あ
い
、

、る
、Q

恵、
己》
の、
も、の
の、体
と、系
な、に
つ、そ
た、く
1止、し
界、て
が み
糠る
神な

ら
ff 

の
形
成

っ
た

諸
契
機
の
批
判
的
統
合
者
と
し
て
の

i
ー
で
あ
る
と
需
時
に
、

こ
う
し
た
、
ブ
ル
ジ

ブ
ジ
;
の
も
っ
と
も
純
化
さ
れ
た
、
も
っ
と

に
み
ち
た
自
己
把
擬
の

:、
w
)
l
u
w
 

る
。
そ
の

か
ら
か
え
り
み
ら
れ

の
関
い
と
そ
の

の

序
論
の

で、

し
た
、

の

の

に
の
べ
ら
れ
て
い
る
G

す
な
わ
ち
、

の
本
業
は

(
吋
昂
片
岡
阿
部

、
、
.
、
、
、

っ
た
普
遍
品
約
な
も
の
/卵、

l>> 
ロ

ロ
同
炉d

0... 

←明
、日:

w 
、~.

o 
ケ‘

守5-

ベ h
ザ:た

はミ
設、 3
ら、ご

、と

らも

長:τ
、十、
ι 、-
えもで

そ
し

て

ヘ
ー
ゲ
ル
が
啓
蒙
の

と

に

つ

ぎ

の

よ

う

に

よ

び

か

け

る

精

神

で

あ

る

。

、

、

、

、

琴

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

{
3
}

ほ
ん
ら
い
汝
ら
自
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
れ
、
す
な
わ
ち
理
性
的
で
あ
れ
、
と
。
し

こ
う
し
た
塚
性
的
批
創
刊
で
あ
っ
た
c

そ
れ
は
信
仰
と
の
は
、
げ
し
い
闘
争
を
つ
う
じ
で
普
遍

し
た
も
の
は
、

の
分
断
ハ
理
神
論
〉
、

と
し
もて

の
倍、
別加
性、
…(I) 
般形
の式
龍、的
支言、 悟
イじ、 性
の主

:長
し
くー

し
て
の

の

的
な
も
の
と
な
る
純
粋
な
自
己
意
識
で
あ
る
。
そ
の
積
極
的
な

唯
物
議
)
、
叫
穏
別
と
絶
対

と
の
関
係
の

の
三
つ
の

っ
。
第
二
一
の

の
実
現
さ
れ
た

し
て
の
、

ブ
ル
ジ

a
ア
的
商
品
生
産
社
会
を
し

の
で
J

の
る
。

の
批
判
議
神
が
大
衆
を
と
ら
え
、

原
理
と
す
る
役
界
で
あ
る
c

の
個
性

と
要
求
を
実
現
す
る
活
動
に
お
い
て
つ
く
り
だ
さ
れ

へ
;
バ
ゲ
ル
で
は
、

安〉

北
大
借
入
学
部
紀
委



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
ヘ
ル
ダ
!
の
掛
同
時
十

の
世
界
の

の
形
式
は
、
絶
対
的
弱
点
と
恐
務
(
テ
戸
空
ズ
ム
〉
と
い
う
あ
ら

ム
自
己
自
身
と
の
部
定
的
関
係
を
へ
て
、

ヘ
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

は
ヘ
ル
〆

i
と
も
共
通
な
、

ジ
ャ
コ
パ
ン
独
裁
以
後
の
ブ
ラ

γ
ス
革
命
の

J¥  

の

怠
避
の
理
論
的
弁
解
で
あ
ろ
う
c

の
回
復
は
、
現
実
そ
の
も
の
の
変
革
か
ら
後
退
し
て
理
念
の
世
界
へ
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
後
退
の

の
世
界
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
準
備
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
ο

へ
i
ゲ
ル
が
た
だ
し
く
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
、
総
対
主
義
的
信
仰
イ
デ
オ
口
、
ギ
;
と
の
器
争
に
お
い
て
勝
科
し

tま

つ
の
対
立
す

の
市
内
部
か

そ
れ
;ま

のへ
対 l
立ゲ
t主 ノレ

呪〉

批、用
判、語
〈に

純よ
粋れ
な
潟
察、、J

の

純
紳
な
物
質
と
絶
対
的
存
在
と
の

対
立
、
す
な
わ
わ
唯
物
論
と
理
神
論
的
緩
怠
論
と
の
対
立
で
あ
る
。

ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
則
自
存
在
と
対
自
存
在
の
商
契
機
へ
と
抽
象
化
し
た
う
え

せ
る
の
で
る
る
。
た
し
か
に
、

つ

の

で

あ

り

、

一
持
者
を
媒
介
す
る
契
機
と
し
て
の
対
他
存
荘
と
し
て
、

批
判
の
現
実
免 J、、

有
用
性
と
い
う
襲
爽
的
対
象
注
を

こ
の
対
他
害
程
と
し
て
の
有
用
性
の

を
意
味
す
る
重
要
な
も
の
明
、
あ
る
。
し
か
し
た
が

へ
i
ゲ
ル
が
い
う
よ
う
に
啓
蒙
の

の
矛
療
を
止
揚
し
は
し
な
い
Q

有
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用
性
の

る
と
こ
ろ
に
お
い
て
も
生
産
的
労
働
の

の
面
と
交
換
価
拙
憾
の
物
神
化
と
い
う
形
態
の

へ
の
分
裂
が
あ
ら

こ
の
一
向
契
機
の

の

へ
と
啓
蒙
の

し
た
も
の
が
ひ
き
つ
が
れ
、

展
開
関
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

を
い
ま
は
多
く
問
う
ま
い
。
わ
れ
わ
れ
の
視
箆
か
ら
み
て
の

t主

へ
i
ゲ
ル
が
、
終
蒙
を
近
代
市
民
社
会
の
思
想
的
原
理
、

つ
け
る
し

へ
ひ
き
お
ろ
し

っ
と
均
時

の

し
て
と
ら
え
て
い

の
対
立
を 批
対判
自を
イヒ 「

ず天
る(上
0::"カミ

ゲ、

ノレ

こ
の
対
立
を
、
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
ア
ク

に
、
そ
の

で

d

ア
品
吋
ノ
ル
な
も
の
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
洞
察
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
れ

た
ん
に
理
論
上
の

け

で
は
な
く
、

構
成
と
発
展
上
の
臨
理
的
対
立
を
体
現
ナ
ゐ
寅
践
的
対
立
を
う
ち
に
つ
つ
む
も
の
で

こ
う
し
て
、

わ
れ
わ
れ



が
さ
き
に
の
ベ
た
、
思
想
一
般
に
対
す
る
視
座
の
転
換
を
と
も
な
う
弁
証
法
的
「
唯
物
論
」
の
登
場
は
、
へ

l
ゲ
ル
を
の
り
こ
え
た
時
点
、

す
な
わ
ち
、
市
民
社
会
を
実
際
に
形
成
し
、
維
持
し
て
い
る
主
体
と
そ
の
運
動
の
原
理
が
理
論
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
段
階
と
照
応
す
る
も

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

へ
l
ゲ
ル
の
哲
学
史
的
位
置
づ
け
を
お
こ
な
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
考
察
し
て
き
た
へ
ル
ダ

l
の
哲
学
の
座
標
も
確

ヘ
ル
ダ
l
は
啓
蒙
の
唯
物
論
的
党
派
に
位
置
し
、
啓
蒙
の
本
質
で
あ
る
理
性
に
よ
る

ム
疋
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、

批
判
を
弁
証
法
(
形
而
上
学
の
解
体
と
合
理
化
)
の
方
向
へ
と
す
す
め
る
役
割
を
演
じ
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。

一
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
思
想
家
で
あ
っ
た
へ
ル
ダ
l
は
、
ド
イ
ツ
の
国
民
学

学官
、}第

とこ
し、 tこ
う 、

意
識

立
ペコ

て

た。

(
Z国

片
山

O
ロ
巳
項
目
印
凹
巾
ロ
凹
ロ
ゲ
同
時
同
)

と
し
て
の
哲

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
理
論
、

イ
ギ
リ
ス
の
国
民
経
済
学
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、

ド
イ
ツ
の
国
民
学
の

7
1
 

n
7
 

意
義
を
に
な
う
の
は
、

ド
イ
ツ
哲
学
で
あ
る
。
先
進
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
の
国
民
学
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
に
国
民
的
な
現
実
に
立
脚

し
つ
つ
、

し
か
も
形
成
さ
れ
る
べ
き
世
界
の
一
般
的
理
論
と
な
り
え
た
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
哲
学
も
ま
た
ド
イ
ツ
の
特
殊
に
伝
統
と
な
っ
て

い
た
思
想
に
立
脚
し
つ
つ
、
弁
証
法
と
い
う
普
遍
的
な
論
理
を
鋳
造
し
た
。
こ
れ
ら
特
殊
と
一
般
の
関
係
を
ぬ
い
つ
ら
ね
る
糸
と
し
て

は
、
民
族
的
諸
特
殊
性
を
所
与
の
条
件
と
し
な
が
ら
、
強
力
に
そ
れ
を
一
元
化
す
る
資
本
主
義
的
経
済
活
動
と
い
う
事
物
の
論
理
が
存
在

し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
角
度
か
ら
は
、

ド
イ
ツ
古
典
文
学
と
古
典
哲
学
と
を
、

ド
イ
ツ
の
国
民
的
統
一
を
国
民
的
意
識
形

成
の
側
面
か
ら
す
す
め
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
、
思
想
史
的
な
パ
l
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
が
可
能
で
あ
る
。

ヘ
ル
ダ

l
み
ず
か
ら
が

「
メ
タ
ク
リ
テ
ィ

i
ク
」
に
お
い
て
は
、
各
民
族
語
(
国
語
)

の
使
用
を
哲
学
に
お
け
る
重
要
な
進
歩
と
し

て
と
ら
え
る
。
哲
学
の
固
有
の
媒
介
は
言
語
で
あ
り
、
概
念
を
自
分
の
言
葉
で
語
る
こ
と
こ
そ
が
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
彼
は
ル
タ

l
、

思
想
を
生
き
た
も
の
と
す
る
か
ら
、

ラ
イ
。
フ
ニ
ッ
ツ
、

ヴ
ォ
ル
フ
を
評
価
す
る
と
と
も
に
、

レ
ッ
シ
ン
グ
か
ら
は
じ
ま
る
思

北
大
文
学
部
紀
要



ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
へ
ル
ダ
l

の
哲
学

想
的
営
み
の
な
か
に
そ
の
課
題
の
自
覚
的
展
開
を
み
よ
う
と
す
る
。
彼
は
リ
ガ
時
代
に
、
す
で
に
ド
イ
ツ
の
国
民
哲
学
を
人
間
学
と
し
て
、

美
学
、
道
徳
と
政
治
と
の
理
論
を
ふ
く
む
も
の
と
し
て
構
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構
想
の
実
現
形
態
が
、
主
著
「
イ
デ
l
ン
L

で

あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
ω

初
期
に
い
だ
か
れ
た
、
「
い
か
な
る
人
間
的
完
全
性
も
国
民
的
で
あ
る

(
r
r
g
m
H
g
n
E
R
r
m
w
〈。

=B

E
5
5
8宮
町

5

5己。
E-ご
と
い
う
自
覚
は
、
諸
民
族
に
総
括
さ
れ
る
人
間
性
の
歴
史
と
し
て
人
類
史
を
と
ら
え
る
歴
史
哲
学
に
結

品
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
実
践
す
る
も
の
と
し
て
、

人
間
を
対
象
化
す
る
こ
と
、

ま
た
実
践
活
動
を
媒
介
と
し
て
世
界
を
対
象
化
す
る
こ
と

」
の
両

面
の
理
論
的
、
方
法
的
意
識
へ
の
惨
出
と
定
着
を
軸
に
、
哲
学
思
想
史
を
か
え
り
み
る
視
点
を
お
い
て
み
る
と
き
、

ド
イ
ツ
哲
学
内
部
に

お
け
る
感
性
学
l
美
学
の
意
義
を
み
お
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
占
…
で
は
へ
ル
、
タ

l
の、

い
っ
さ
い
の
人
間
的
活
動
を
人
類
の
知
的
、
道
徳
的
完
成
と
い
う
視
野
に
お
い
て
統
一
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
構
想
の
も
つ

フ
マ
ニ
テ

l
ト
の
形
成
を
理

意
義
は
、

な
お
吟
味
さ
れ
る
余
地
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
こ
の
第
一
一
一
の
視
点
は
、
今
後
開
拓
す
べ
き
多
く
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
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念
と
し

わ
れ
わ
れ
の
考
察
は

ヘ
ル
、
タ
ー
を
つ
う
じ
て
ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
の
意
義
と
限
界
を
知
る
と
と
も
に
、

そ
れ
を
つ
ら
ぬ
く
普
遍
的
な
も

の
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
十
分
果
さ
れ
た
こ
と
は
毛
頭
思
え
な
い
が
、

ひ
き
つ
づ
き
へ

l
ゲ
ル
哲
学
を
検
討
し
て
ゆ
く
な

か
で
、

よ
り
深
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
l
)

「

J
-
G
・
ヘ
ル
ダ
!
と
有
機
的
世
界
観
の
問
題
」
、
東
京
都
立
大

学
哲
学
会
発
行
「
哲
学
誌
」
第
六
号
(
一
九
六
凶
)
、
四
一

1
四
二
ペ
ー

ジ
。

(
2
)
 
固
め
由
巳
・
司
『
間
口

D
B
E
D
-
o
m
U
仏

2

0
巳

2
2・

r
g問
・

ぐ

-
H
k
g
g
p

円、巳司
N
-
m
u
H
U
N
r
ω
・
ω印
N

(
3
)

同
om巳
w
m
T

田・

0
・u
ω

・
ωち

(
4
)
H
w
r
oロ
ιpω
・
ω吋∞

(

民

ノ

)

開

『

白

ロ

Lmwuω
・
ω斗
ω

〕
こ
で
へ
l

ゲ
ル
は
、
啓
蒙
が
二
つ
の
党
派
に



分
裂
す
る
こ
と
を
、
啓
蒙
の
信
仰
へ
の
勝
利
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
す
る
。

「
あ
る
党
派
は
、
そ
れ
が
二
つ
の
党
派
に
分
裂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
み
ず
か
ら
を
勝
利
し
た
党
派
と
し
て
実
証
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
こ
で
そ
の
党
派
は
、
自
分
が
相
手
と
し
て
た
た
か
っ
た
原
理

を
、
自
分
み
ず
か
ら
に
お
い
て
も
つ
こ
と
、
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の

う
ち
に
自
分
が
か
つ
て
あ
ら
わ
れ
で
た
一
面
性
を
と
り
の
ぞ
い
た
こ
と
、

を
顕
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
の
党
派
と
他
の
党
派
と
を
わ
け
て

い
た
関
心
は
、
い
ま
や
ま
っ
た
く
そ
の
党
派
の
う
ち
に
落
ち
、
他
の
党
派

の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
そ
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
て
い
た
対
立
が
、
そ
の

党
派
自
身
の
内
部
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
同
時
に
ま
た
、
そ
の
対

立
は
、
そ
れ
が
純
化
さ
れ
た
姿
で
く
り
ひ
ろ
げ
あ
れ
る
、
よ
り
高
次
の
、

テ
キ
ス
ト
お
よ
び
参
考
文
献

ヘ
ル
ダ

l
の
全
集
と
し
て
底
本
と
さ
れ
る
の
は
、

他
に
う
ち
勝
っ
た
エ
レ
メ
ン
ト
へ
た
か
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
ひ
と

つ
の
党
派
の
う
ち
に
発
生
す
る
分
裂
は
、
一
見
不
幸
に
み
え
る
け
れ
ど

も
、
実
は
む
し
ろ
幸
い
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
よ
へ

I
ゲ
ル
に
よ
っ
て
、
こ
の
党
派
的
対
立
は
、
絶
対
的
本
質
と
純
粋
な
物
質

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
理
と
す
る
こ
つ
の
党
派
の
対
立
と
さ
れ
て
い
る
。

(
6〉
削

向

田

可

gu
国

-m・
o-w
切
仏

-Yω-HNU
本
稿
序
論
参
照
。
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7
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出
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srHErwω-Naw
〉
白

HHf

(
8〉
〈

m-・
り
目
。
列
。

N
E回
目
。
ロ
ロ
巾
岡
田
豆
町

O同
FOWLOH
田口

FDロ
S
何
回

g
g

ロ
E
5
5
5ロ
E
H
B
L
E
w
N
F
E
n
r
z
E
r
w
p
u
F
E
S
戸
口
仏

ロ

-nrHC口問回目日戸内
OH-gN司町田ロ
roロ
〉
口
同
}
内
日
間
ロ
ロ
ロ
間
口
口
門
同
一
百
回
目
的

-
F
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ω山
B
E
E
n
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JJN2FP}民
団
関
・

4・
∞
・

ωロ
℃
「
日

P
回
日
]
山
口

vH∞J

可
、
吋

H∞山
wmvu
切門同町

ωω

で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
、
右
全
集
を
参
照
し
え
な
か
っ
た
(
除
「
イ
デ
l
ン
」
)

0

他
日
、
右
全
集
に
よ
っ
て
引
用
書
を
統
一
し
た
い
。

使
用
テ
キ
ス
ト
は
、

出
向
丘
四
同
町
当

2
r
m
U
E口
出
回
凶

E
g
v
z
m
m
e
4・

rロ
ロ
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司

OH印ロ
E
ロぬ

m
B
E
L
C
E
g
r
g田
仲
間
丘
町
ロ
仏

2
呂
田
印
田
町
田
口
ぽ
ロ

門日

2
2ロ
『
巾
ロ
ピ

5
2
g
H
5
4
1
a
B
F
2晶
巾
者
間

r
r
ロ

-
m
E
m巾
r
X
2
4
Jそ
り

o
r
f
F
U
5
8

一
『

(
U
Z
2仏巾
HVY向巾同同日
Q
E
r
N
C叶
関
同
一
昨
日
目
同
門
凶

2
H巾
山
口
巾
ロ
〈
巾
円
ロ
ロ
ロ

F
r
a
m
-
司
・
司
・
出
田
町
印
巾

HHmp
∞

2-HHfH山町一出

北
大
文
学
部
紀
要

同・

0
・
出
向

E
2
w
M内
出
口
百

S
F
}
5
m
4・
国

-HW巾ぬ
g
g
u
毛
色
g
F
呂
田



tムヤト歯車総E当事迫-¥J(士、-Q艇が

J， G. Herder， Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit， Samtliche Werke， hrsg. v. B. Suphan， 

Bd. 13， 14 

l
o
o
-
-

Kant， 1.， Kritik der reinen Vernunft， hrsg. v. R. Schmidt. 

Hamburg， 1952 

derselbe， Kritik der Urteilskraft， hrsg. v. K. Vorlander， Ham-

burg， 1963 

Krauss， W.， Die franzosische Aufklarung im Spiegel der 

deutschen Literatur des 18. Jahrhundert， Berlin， 1963 

Kuhnernann， E.， Herder， 3 Aufl.， M百nchen，1927 

Lukacs， G.， Die Zerstorung der Vernunft， Berlin， 1954 

derselbe， Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Litera-

tur， Berlin， 1955 

derselbe， Geschichte und Klassenbewuβtsein 

ι隠〆"*保誕百三以吋子。〉

Marx， K.， Deutsche ldeologie， Werke， Bd， 3， Berlin， 1959 

Mehring， F.， Die Lessing-Legende， Gesammelte Schriften Bd. 9， 

Berlin， 1963 

Nivelle， A.， Kunst-und Dichtungstheorien zwischen Anfklarung 

und Klassik， Berlin， 1960 

Reiman， P.， Hauptstromungen der deutschen Literatur. 1750-

(駅伝'時中l:::f$¥1悩

<{総齢制溢>

Baur， E.， Johann Gottfried Herder， Leben und Werk， Stuttgart， 

1960 

Danzel， Th.， Zur Literatur und Philosophie der Goethez喧it，hrsg. 

v. H. Mayer， Stuttgart， 1962 

Dobbek， W.， J. G. Herders Hurnanitatsidee als Ausdruck seines 

Weltbildes und seiner Personlichkeit， Braunschweig， 1949 

Goldrnann，L.， La communaute humaine et l'univers chez Kant， 

P.U.F.， 1948 

Harich， W.， Herder und die burgerliche Geisteswissenschaft， 

in J. G. Herder， Zur Philosophie der Geschichte， eine Auswahl 

in zwei Banden， Bd. 1， Berlin， 1952 

Haym， R.， Herder， 2 Bde. Berlin， 1958 

Hegel， W.， Phanomenologie des Geistes， hrsg. v. Lasson， Leipzig， 

1921 

Heine， H.， Zur Geschichte der Religion und philosophie in 

Deutschland. (早来日長 I~ムヤれ制球部都Q*il1耳」忠限設揺〆日同揺

令〈世主」吋l'(l)

Herder-Lesebuch， v. W. Dobbek， Berlin， 1964 



ド∞

hH∞
"
切
色
丹
吋
問

m
m
N戸

F
H
O
H
O
gロ
r
r
z
o
ロ
ロ
仏
関
口

cru
出
向
]
山
口

u
H也
印
。

ω口
広
口
g
s
r
u
〈

-Z-w
国
RLOHw
国

2
宮

-
E
E
B
5
2
ω
n
E
Fロ
♂
自
由

L
O
B
河
口
回
目
・
民

5
5
0
H
N同
ぐ
・
出
・

ω同
o
f
P
回
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ω同門巾山田山口
L
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z
-
H
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}
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ロ
〈
D
ロ

ιoHLmEω
ロ
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H1H回
目
岡
田

Hkr-間吋ロロ
m
r
H白

NEH1
同
日
釦
担
保

u回
O
H
E
r
s∞九日

「
吉
区
門
間
〉
・
切
沼
間
吋
呂
田
白
~
阿
国
内
吋
民
」
巾
円
同
国
内
詰

E巾
白
戸
国
民
国
出
向
冨
巾
民
間
。
同
町

止
す
言
。

g
e
E
X〈
呂

田

巾

E
L
O口
℃

O口
包

含

g
o
g
A
T
E
-
-
u印♂
Z
V
品

加
藤
正
「
レ
ッ
シ
ン
グ
と
合
理
精
神
」
、
加
藤
正
全
集
、
現
代
思
潮
社
刊
、
第

二
巻
所
収
。

古
在
由
重
「
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
二
重
性
」
、
古
在
由
重
著
作
集
第
三
一
巻
所

収。

大
村
晴
雄
「
近
世
哲
学
」
、
小
峰
書
庖
、
一
九
六
一
年

同
「
カ
ン
ト
と
へ
ル
デ
ル
」
(
「
哲
学
雑
誌
」
一
九
五
一
年
、
二
号
)

同

「

ベ

l
メ
小
論
」
(
都
立
大
学
人
文
学
部
「
人
文
学
報
」
第
三
五

号
、
一
九
六
三
年
)

同

「

ベ

l

メ
と
ド
イ
ツ
哲
学
」
(
日
本
哲
学
会
、
「
哲
学
」
第
一
五
号
、

一
九
六
五
年
〉

大
畑
末
吉
「
ゲ
l
テ
哲
学
研
究
」
、
河
出
書
一
房
、
一
九
六
四
年

断
峻
凌
一
二
「
カ
ン
ト
」
(
務
台
理
作
、
山
崎
正
一
一
編
「
近
代
社
会
思
想
史
論
」

所
収
。
青
木
書
宿
、
一
九
五
九
年
)

山
崎
正
一
「
近
代
思
想
史
論
」
、
東
大
出
版
会
、
一
九
五
六
年

間
「
西
洋
近
世
哲
学
史
同
」
、
岩
波
全
書
、
一
九
六
二
年

北
大
文
学
部
紀
要

(
追
記
〉

研
究
、
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
文
献
利
用
の
便
宜
を
は
か
つ
て
い
た
だ
い
た

本
文
学
部
、
小
栗
教
授
、
花
回
助
教
授
、
そ
の
他
直
接
、
間
接
に
御
教
示
を

う
け
た
方
々
に
あ
っ
く
お
礼
を
申
上
げ
る
。

-101-




