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北海道大学哲学会『官学J45号 (2009年2月)

《
特
別
寄
稿
》

か
た
ち

@ 

イ
マ
!
ジ
ユ

@
観
念
※

富

松

保

文

本
稿
の
目
的
は
、
イ
マ

1
ジ
ユ
と
い
う
概
念
を
、
様
々
な
対
概
念
を
再
考
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
形

と
観
念
、
事
物
と
表
象
、
物
体
と
精
神
、
主
観
と
客
観
、
感
覚
と
認
識
、
個
と
普
遍
、
現
前
と
不
在
、
自
と
他
、
こ
れ
ら
の
対
概
念
は
、

イ
マ

l
ジ
ユ
と
い
う
概
念
を
媒
介
と
し
て
再
考
し
て
み
る
な
ら
ば
、
見
か
け
ほ
ど
に
は
対
立
的
で
も
な
け
れ
ば
、
か
と
い
っ
て
単
純
に
一

作
/

元
化
で
き
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
提
示
し
た
い
イ
マ

l
ジ
ュ
概
念
は
、
ま
ず
第
一
に
は
ベ

ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
「
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
そ
の
修
辞
的
合
意
を
存
分
に
働
か
せ
な
が
ら
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
や

は
り
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
「
哲
学
的
直
観
」
に
お
い
て
ま
さ
に
「
媒
介
的
イ
マ

i
ジ
ユ
」
と
し
て
直
観
と
認
識
と
の
間
に
位
置
づ

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
節
と
第
二
節
で
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
物
質
と
記
憶
』
第
七
版
の
序
文
で
語
っ
た
「
事
物
と
表
象
と
の
中
間
と
し
て
の
イ
マ

l

ジ
ユ
」
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
そ
の
デ
カ
ル
ト
的
淵
源
に
ま
で
遡
っ
て
見
た
後
で
、
第
一
二
節
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
一
一
言
う
「
媒
介
的
イ

マ
ー
ジ
ユ
」
が
け
っ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
だ
け
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
イ
マ

i
ジ
ユ
そ
の
も
の
の
両
義
性
に
根
差
す
も
の
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
存
在
概
念
を
新
た
に
捉
え
直
す
た
め
の
鍵
と
な
り
う
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。



事
物
と
表
象
の
関
と
し
て
の
イ
マ
!
ジ
ュ

「
物
質
と
記
憶
」
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
八
九
六
年
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
三
七
歳
の
時
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
一
五
年
を
経
た
一
九
一

一
年
、
第
七
版
の
改
版
を
機
に
、
そ
れ
ま
で
初
版
時
の
ま
ま
で
あ
っ
た
序
文
が
全
面
的
に
書
き
改
め
ら
れ
た
。
す
で
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
五

二
歳
、

コレ
l
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
教
授
と
し
て
、
ま
た
『
創
造
的
進
化
』
(
一
九
O
七
年
)

の
著
者
と
し
て
赫
々
た
る
名
声
を
手

に
し
て
い
る
。
こ
の
序
文
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
か
つ
て
の
著
作
の
中
心
を
な
し
て
い
た
イ
マ

i
ジ
ユ
概
念
を
振
り
返
り
、
懇
切
に
そ
の
意

義
を
解
説
し
て
い
る
。

こ
の
審
物
の
第
一
章
の
目
的
は
、
観
念
論
も
実
在
論
も
ど
ち
ら
も
行
き
す
ぎ
た
主
張
で
あ
る
こ
と
、
物
質
を
、
私
た
ち
が
そ
れ
に
つ

い
て
も
つ
表
象
に
還
元
す
る
こ
と
も
誤
り
だ
し
、
ま
た
私
た
ち
の
内
に
表
象
を
つ
く
り
出
し
は
す
る
が
表
象
と
は
本
性
の
異
な
る
よ

72 

う
な
も
の
と
す
る
の
も
や
は
り
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
物
質
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
「
イ
マ

i
ジ
ユ
」
の
総

体
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
イ
マ

l
ジ
ユ
」
と
い
う
も
の
を
、
私
た
ち
は
、
観
念
論
者
が
表
象
と
よ
ぶ
も
の
よ
り
は
ま
さ
っ
て
い
る

が
、
実
在
論
者
が
事
物
と
よ
ぶ
も
の
よ
り
は
劣
っ
て
い
る
存
在

l
i
「
事
物
」
と
「
表
象
」
の
中
間
に
あ
る
存
在

5
5
0
M仲間宮口
g

回
目
吉
弘

omwg丈
v
o
g宮
o
E
Z
F
Aロ
VO由。〉

E
E
《
吋
岳
志
窓
口
付
山
氏
。
ロ
》
)
l
i
iと
解
す
る
。
(
中
略
)

一
口
に
い
え
ば
私
た
ち
は
、

観
念
論
や
実
在
論
が
存
在
と
現
象
に
分
け
て
し
ま
う
以
前
の
物
質
を
考
察
す
る
の
だ
。
(
出
ロ
ロ
ロ

B
O
Y
E
g
gロ
田
正
母

o
E
U

E
m
思
形
話
仰
ぐ
山
口
付
戸
山
岳
町
田
。
口
宮
位
。
ロ

A
g
H
U即応
Cm凶

-
2
5∞
丘
】
⑦
芯
mL
仲
田
居
。
。

E
O℃
骨

b
o
o
E
g
由
。
ロ
員
仲
間
窓
口
ロ
。
。
仲
間
。
出
向
マ
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五
1
六
百
ハ
)

宮司

3
2・
)
(
冨
足
H
E
M

、

イ
マ

l
ジ
ュ
は
事
物
で
も
な
け
れ
ば
表
象
で
も
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
事
物
と
表
象
と
並
び
立
ち
な
が
ら
、
そ
の
ど
ち
ら
と
も
異
な
っ



た
第
三
の
存
在
様
式
と
し
て
あ
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
イ
マ

l
ジ
ュ
は
そ
の
ど
ち
ら
も
の
手
前
に
あ
っ
て
、

や
が
て
分
化
し
て
事
物
と

表
象
へ
と
な
り
ゆ
く
母
胎
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
引
用
中
に
あ
る
よ
う
に
物
質
が
イ
マ
!
ジ
ユ
の
総
体
で
あ
る
と
一
言
う
こ
と
は
、
哲
学
的
語
法
と
し
て
も
、
ま
た
当
時
の
フ
ラ

ン
ス
語
と
し
て
も
け
っ
し
て
自
然
な
語
り
方
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ
の
分
か
り
に
く
さ
が
こ
の
著
の
理
解
を
妨
げ
る
要
因
の
一
つ
と
な
っ

て
い
た
。
先
の
一
節
を
含
む
序
文
は
、
言
わ
ば
そ
う
し
た
批
判
に
対
す
る
釈
明
|
|
あ
る
い
は
種
明
か
し

(
?
)
i
l
iと
し
て
読
む
こ
と

が
で
き
る
。
初
版
以
来
の
序
文
に
は
、
イ
マ

l
ジ
ユ
に
関
す
る
一
一
一
一
口
及
は
ま
る
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
七
版
で
序
文
が
書
き
改
め
ら
れ

る
ま
で
、
イ
マ

l
ジ
ユ
と
い
う
語
が
こ
の
書
で
最
初
に
登
場
す
る
の
は
本
文
冒
頭
の
次
の
一
節
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

さ
し
あ
た
り
私
た
ち
は
、
物
質
に
か
ん
す
る
諸
理
論
や
精
神
に
か
ん
す
る
諸
理
論
、
外
界
の
実
在
性
あ
る
い
は
観
念
性
に
か
ん
す
る

諸
論
争
に
つ
い
て
何
も
し
ら
な
い
こ
と
に
し
て
お
こ
う
。
す
る
と
私
は
い
ま
、
で
き
る
だ
け
漠
然
と
し
た
意
味
に
解
さ
れ
た
イ
マ
ー

ジ
ュ
、
す
な
わ
ち
私
が
感
官
を
ひ
ら
け
ば
知
覚
さ
れ
、
と
ざ
せ
ば
認
め
ら
れ
な
い
幾
多
の
イ
マ

i
ジ
ユ
を
ま
え
に
し
て
い
る
わ
け
だ
。

今

3
勺
f

(
冨
宮
口
、

一
九
真
)

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ま
る
で
自
の
前
に
広
が
る
光
景
を
そ
う
呼
ぶ
こ
と
が
さ
ほ
ど
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
「
イ

マ
ー
ジ
ユ
」
と
い
う
語
を
初
め
て
導
入
す
る
。
そ
し
て
先
の
序
文
と
は
対
罰
的
に
、
こ
こ
で
は
イ
マ

i
ジ
ユ
概
念
を
明
確
に
し
よ
う
と
す

る
ど
こ
ろ
か
、
「
で
き
る
だ
け
漠
然
と
し
た
意
味
に
」
解
し
て
お
く
こ
と
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
と
一
言
う
。
下
手
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、

た
ち
ま
ち
「
物
質
に
か
ん
す
る
諸
理
論
や
精
神
に
か
ん
す
る
諸
理
論
、
外
界
の
実
在
性
あ
る
い
は
観
念
性
に
か
ん
す
る
諸
論
争
」
に
巻
き

込
ま
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
言
葉
づ
か
い
が
け
っ
し
て
自
然
で
は
な
か
っ

た
か
ら
こ
そ
第
七
版
で
序
文
が
書
き
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
こ
の
自
然
さ
を
装
っ
た
不
自
然
さ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
か
ら



は
じ
め
よ
、
つ
。

た
と
え
ば
イ
マ

i
ジ
ユ
を
映
像
と
で
も
訳
し
て
み
る
な
ら
ば
、
物
質
を
映
像
の
総
体
で
あ
る
と
語
る
こ
と
の
異
様
さ
は
一
目
瞭
然
だ
ろ

ぅ
。
自
の
前
の
光
景
を
映
像
と
呼
ぶ
こ
と
も
ま
た
日
本
語
と
し
て
自
然
で
な
い
。
ど
う
訳
し
て
も
異
様
さ
の
方
ば
か
り
が
自
に
つ
く
せ
い

か
、
先
の
田
島
節
夫
訳
も
最
近
出
た
合
同
正
人
訳
も
「
イ
マ

i
ジ
ユ
」
と
カ
タ
カ
ナ
の
ま
ま
通
し
て
い
る
。
他
方
、
か
な
り
古
い
訳
に
な

る
が
、
岩
波
文
庫
の
高
橋
里
美
訳
で
は
「
形
像
」
と
い
う
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
「
形
像
」
と
い
う
一
言
葉
は
最
近
の
哲
学
の
翻
訳
文

献
で
は
自
に
す
る
こ
と
が
少
な
い
が
、
少
し
前
の
翻
訳
で
は
よ
く
寵
わ
れ
て
い
た
。
白
水
社
の
「
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
で
も
イ
マ

l
ジ
ユ

の
訳
語
に
は
形
像
が
当
て
ら
れ
て
い
る
し
、
岩
波
文
庫
の
篠
田
英
雄
訳
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
も
、

E
E
は
形
像
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
形
像
と
い
う
訳
語
は
も
は
や
古
め
か
し
い
感
じ
が
す
る
の
か
、
新
し
い
岩
波
の
カ
ン
ト
全
集
や
以
文
社
の
宇
都
宮
芳
明
訳
で
は
ニ

ン
ベ
ン
を
と
っ
て
「
形
象
」
が
選
ば
れ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
訳
語
に
厳
密
な
対
応
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
と
す
れ
ば
、

ひ
と
ま
ず
は
「
形

象
」
や
「
形
像
」
、
あ
る
い
は
端
的
に
「
像
」
が
一
番
の
落
ち
着
き
ど
こ
ろ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
イ
マ

i
ジ
ュ
が
語
源
的
に
「
模
倣
の
産
物
」

と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
あ
る
い
は
「
似
像
」
や
「
模
像
」
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
り
相
応
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

の
ほ
と
ん
ど
終
わ
り
の
方
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
古
学
物
を
イ
マ

i
ジ
ュ
と
よ
ぶ
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

A
仏
寸

勺
j

実
際
、
『
物
質
と
記
憶
』

観
念
論
へ
譲
歩
す
る
の
だ
」
)
(
冨
冨
担
∞
、

二
五
回
1
二
五
五
頁
)
と
語
る
と
き
、
イ
マ

l
ジ
ユ
は
た
し
か
に
形
で
は
あ
っ
て
も
、
た
ん

い
や
、
た
と
え
事
物
自
体
に
備
わ
っ
て
い

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
同
時
に
ま
た
「
人
間
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
た
」
限
り
で
の
事
物
の
形
(
広
辞
苑
の
「
形
象
」
を
参
照
)
で
も
あ
っ

に
事
物
に
そ
れ
自
体
と
し
て
備
わ
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
は
な
く
、

て
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
ま
た
人
間
の
心
に
写
し
取
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
や
は
り
模
倣
や
模
写
の
原
義
が
龍
め
ら
れ
て
い
る

ょ
、
つ
に
思
わ
れ
る
。

形
は
、
そ
れ
を
見
て
い
る
者
に
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
に

見
え
て
い
る
と
い
う
限
り
で
|
|
|
そ
れ
が
心
の
中
で
あ
る
か
ど
う
か
は
ひ
と
ま
ず
別
と
し
て

l
l、
私
の
表
象
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ



う
は
言
っ
て
も
、
普
段
は
や
は
り
、
見
え
て
い
る
形
が
物
そ
の
も
の
に
具
わ
っ
て
い
る
形
で
あ
る
こ
と
を
、
差
し
当
た
り
私
た
ち
は
疑
つ

た
り
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
見
る
角
度
に
よ
っ
て
見
え
る
形
、
見
え
方
は
変
わ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
見
た
目
が

形
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
本
当
の
形
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
古
学
物
そ
の
も
の
に
備
わ
っ
て
い
る
形
、
あ
く
ま
で
も
事
物
自
体
の
形
で
あ
る
と

い
う
の
が
、
私
た
ち
の
素
朴
で
基
本
的
な
知
覚
的
信
念
で
あ
る
、
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
素
朴
な
信
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

つ
ま
り
、
自
分

の
そ
う
し
た
見
方
を
信
念
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
で
、
事
実
で
あ
り
真
実
で
あ
る
と
思
い
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
信

念
と
一
一
一
日
っ
て
し
ま
っ
た
途
端
に
、
す
で
に
素
朴
な
信
念
か
ら
は
半
歩
身
を
引
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
半
歩
引
い
た
地
点
か
ら
の
視
線

が
、
お
そ
ら
く
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
イ
マ

i
ジ
ユ
と
い
う
一
一
言
葉
を
選
ば
せ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
半
歩
の
睦
離
が
こ
そ
が
ま
さ
に
装
わ
れ
た
白

然
さ
の
原
因
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
最
初
の
引
用
に
戻
る
と
、
そ
こ
で
は
、
「
私
た
ち
は
、
観
念
論
や
実
在
論
が
存
在
と
現
象
に
分
け
て
し
ま
う
以
前
の
物
質
を

考
察
す
る
の
だ
」
と
一
言
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
観
念
論
と
実
在
論
の
代
表
と
し
て
名
指
し
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
デ
カ
ル
ト
と
パ

l
ク

い
換
え
れ
ば
デ
カ
ル
ト
と
パ

l
ク
リ
の
中
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

75-

リ
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
事
物
と
表
象
の
中
間
」
と
は
、

パ
ー
ク
リ
が
「
機
械
論
的
哲
学
者
た
ち

(
5
2
y
m
g片
山
ご

)EHC田
C
1
5
2
)
」
に
反
対
し
て
、
物
質
の
第
二
性
質
は
第
一
性
質
と
少
な

く
と
も
同
じ
だ
け
実
在
性
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
き
、
哲
学
は
大
き
な
進
歩
を
と
げ
た
。
か
れ
の
誤
り
は
、
そ
の
た
め
に

物
質
を
精
神
の
内
部
に
移
し
、
た
ん
な
る
観
念
に
し
て
し
ま
う
べ
き
、
だ
と
信
じ
た
点
に
あ
る
。
な
る
ほ
ど
デ
カ
ル
ト
が
物
質
を
、
幾

何
学
的
延
長
と
混
同
し
た
と
き
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
か
ら
あ
ま
り
に
も
遠
ざ
け
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
物
質
を
わ
れ
わ

れ
に
近
づ
け
る
た
め
に
は
、
な
に
も
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
精
神
そ
の
も
の
と
一
致
さ
せ
る
に
は
及
、
は
な
い
。
(
中
略
)
も
し
物
質
を
、

デ
カ
ル
ト
が
押
し
や
っ
た
地
点
と
パ

i
ク
リ
が
引
き
ょ
せ
た
地
点
の
中
間
(
釦

5
1
Z
B
Z
)
、
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
常
識
が
物

質
を
見
る
場
所
に
、
そ
の
ま
ま
置
く
こ
と
に
決
め
て
い
れ
ば

後
略
)

(
冨
民
Ngω

、
七
頁
、
訳
語
を
一
部
修
正
)



イ
マ
!
ジ
ュ
が
事
物
と
表
象
と
の
間
に
あ
る
も
の
だ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
う
と
き
の
そ
の
表
象
と
は
、

し
た
が
っ
て
、

パ
ー
ク
リ
的
な

意
味
で
の
観
念
で
あ
る
と
言
っ
て
大
き
な
間
違
い
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
で
は
、
パ

l
ク
リ
的
な
意
味
で
の
観
念
は
と
言
え
ば
、
言
わ
ば

デ
カ
ル
ト
の
観
念
を
徹
底
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
デ
カ
ル
ト
の
観
念
な
る
も
の
は
、
ま
さ
に
イ
マ

l
ジ
ユ
か
ら
出
発
し
て
、

そ
の
イ
マ

l
ジ
ユ
と
の
差
異
化
に
よ
っ
て
こ
そ
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
間
の
経
緯
を
デ
カ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
即
し

て
辿
っ
て
お
こ
う
。

『

S
P・
-
S
L
ヨ
ω-COLaoo

粗
筋
は
お
よ
そ
こ
う
で
あ
る
。
|
|
最
初
期
の
『
精
神
指
導
の
規
則
』
(
一
六
二
八
年
頃
)
で
は
、
観
念
(
即
応

g)
は
形
(
防
空

E)

や
イ
マ

l
ジ
ユ
と
ほ
と
ん
ど
全
く
向
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
『
人
間
論
』
(
一
ム
ハ
三
一
二
年
頃
)
当
た
り
で
は
そ
の
異
同
に
つ
い
て
か

76-

な
り
微
妙
な
言
い
方
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
『
方
法
序
説
』
(
一
六
三
七
年
)
以
降
で
は
、
は
っ
き
り
と
物
体
、
あ
る
い
は
身
体
の
う

ち
に
あ
る
形
や
イ
マ

l
ジ
ユ
と
は
区
別
し
て
、
精
神
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
観
念
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
区
別
が
も
っ
と

も
明
確
に
な
る
の
は
『
省
察
』
(
一
六
四
一
年
)
に
至
っ
て
で
あ
る
。

も
う
少
し
細
か
く
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
最
初
の
段
階
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
引
用
は
い
ず
れ
も
『
精
神
指
導
の
規
則
」
第
一
二
規
則
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
次
の
こ
と
を
把
握
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
す
べ
て
の
外
部
感
覚
は
、
そ
れ
ら
が
身
体
の
部
分
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

は
、
た
と
え
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
を
能
動
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
場
所
的
な
運
動
に
よ
っ
て
、
対
象
に
向
け
る
と
し
て
も
、
し
か
し

本
来
は
、
蝋
が
印
鑑
か
ら
形
(
白
雪
月
釦
)
を
受
け
取
る
の
と
同
様
に
、
受
動
に
よ
っ
て
の
み
感
覚
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ



し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
比
輸
に
よ
っ
て
一
言
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
印
鑑
に
よ
っ
て
蝋
の
表
面
の
形

が
変
え
ら
れ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
感
覚
す
る
身
体
の
外
形
(
出
切
肖
向

Z
Z
E
m凶
)
が
対
象
に
よ
っ
て
実
際
に
変
え
ら
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

(
K
F
斗
凶

B
N、
六
三
頁
)

第
二
に
次
の
こ
と
が
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
外
部
感
覚
が
対
象
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
あ
い
だ
、
そ
れ
が
受
け
取
る
形

(
防
省
肖
釦
)
は
、
共
通
感
覚
(
由
。

5
5
8自
由
記
号
)
と
呼
ば
れ
る
身
体
の
別
の
あ
る
部
分
へ
同
じ
瞬
間
に
移
さ
れ
、
し
か
も
ど
ん

な
存
在

(05)
も
一
か
ら
他
へ
と
現
実
に
移
行
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
形
が
移
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
(
後
略
)
(
K
F
斗
凶

出
ωふ
広
、
六
五
頁
)

第
三
に
次
の
こ
と
が
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
共
通
感
覚
は
、
外
部
感
覚
か
ら
自
由
な
、
か
つ
身
体
[
物
体
〕
な
し
に
到
来
し
た
形

-77一

同

Hmwι
江
。
)

と
か
観
念
と
か
(
出
宮
E
0
4己
E
2
0
)
が
、
ち
ょ
う
ど
蝋
に
お
け
る
と
同
様
に
、
想
録
も
し
く
は
想
像
力

(
Z
g
g
m
g
gご
5
品目
g

の
中
に
形
成
さ
れ
る
の
に
印
鑑
に
似
た
働
き
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
、
か
く
し
て
、
こ
の
想
像
は
身
体
の
真
の
一
部
で
あ

り
(
後
略
)

(

k

F

斗
凶
会
品
、
六
五
頁
)

こ
れ
ら
は
感
覚
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
簡
所
で
、
ま
ず
外
部
の
物
体
か
ら
受
け
取
ら
れ
た
形
が
文
字
ど
お
り
身
体
の
形

を
変
え
、
そ
れ
が
脳
の
内
部
に
伝
え
ら
れ
、
脳
の
内
に
あ
る
想
像
と
い
う
部
位
|
|
崎
町

g吉田
S
Sご
B昌
吉
忠
芯
は
現
在
私
た
ち
が
考

え
て
い
る
よ
う
な
心
的
作
用
や
表
象
で
は
な
い
|
|
に
刻
ま
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
観
念
は
形
と
同
義
的
に
語
ら
れ

E
3
0
)
、
「
感
覚
は
想
録
力
に
働
い
て
そ
の
な
か
に
物
体
の
イ
マ

l
ジ
ユ

(
岡
山
間
口

HeM540-

(
ロ
ミ
宮
2
5
同宮山

mzg)
を
一
聞
く
」
(
〉
寸
凶

bG)
と
一
一
百
わ

れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
伝
達
途
中
で
刻
印
さ
れ
る
場
所
の
違
い
に
よ
っ
て
し
か
イ
マ

l
ジ
ユ
と
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。



こ
れ
が
し
か
し
『
人
間
論
」
と
な
る
と
、
言
い
回
し
は
か
な
り
微
妙
に
な
る
。

ま
た
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
私
が
こ
こ
で
一
一
一
臼
う
形
象
(
間
関
口
話
回
)
と
は
、
単
に
、
何
ら
か
の
し
か
た
で
対
象
の
線
と
表

面
の
位
置
を
あ
ら
わ
す
も
の
だ
け
で
な
く
、
(
中
略
)
精
神
に
、
運
動
、
大
き
さ
、
距
離
、
色
、
音
、
匂
い
等
の
性
質
を
感
じ
さ
せ

る
き
っ
か
け
を
与
え
う
る
も
の
、
さ
ら
に
は
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
、
痛
み
、
飢
え
、
渇
き
、
喜
び
、
悲
し
み
、
そ
の
他
の
情
念
を
精
神

に
感
じ
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
与
え
う
る
も
の
ま
で
も
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
中
略
)
こ
れ
ら
の
形
象

(mm52)

の
う
ち
、
観
念
(
広

2
由
)
|
|
す
な
わ
ち
理
性
的
精
神
が
機
械
〔
H

身
体
〕
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
何
ら
か
の
対
象
を
想
録
し
た
り

感
じ
た
り
す
る
場
合
に
、
直
接
に
眺
め
る
形
あ
る
い
は
像
(
沙
門

5
2
0己

E
g
m
g
)
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
iー
ー

は
、
外
部
感
覚
の
器
官
や
脳
の
内
表
面
に
刻
み
込
ま
れ
る
形
象
で
は
な
く
、
〈
想
像
力
と
共
通
感
覚
の
座
(
ぽ
弘
主
。
庶
民
自
品
宮
中

の
表
面
に
、
精
気
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
形
象
だ
け
で
あ
る
。

(
K
F
寸

で
あ
る
〉
腺
H

[
H
松
果
線
〕

78 

立

o
p
E
門
吉
田

0
5
2
5
5記
凶
)

凶同

H
J
N
O
'
H
4『
吋
、

二
六
七
頁
)

観
念
は
た
し
か
に
松
果
腺
と
い
う
脳
内
の
特
定
部
位
に
描
か
れ
る
形
あ
る
い
は
イ
マ

l
ジ
ュ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
精
神
が
直
接

そ
れ
を
眺
め
る
眠
り
で
の
形
・
イ
マ

l
ジ
ユ
で
あ
る
。
観
念
と
形
・
イ
マ

l
ジ
ユ
と
の
椙
違
は
、
た
ん
に
生
理
的
な
刻
印
箇
所
の
相
違
に

は
尽
き
な
い
。

そ
し
て
最
後
に
、
「
省
察
』
に
至
つ
て
は
じ
め
て
、
観
念
は
は
っ
き
り
と
精
神
の
内
側
に
あ
る
も
の
と
し
て
明
言
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

次
の
引
用
は
、
「
省
察
」
本
文
に
付
さ
れ
た
「
第
二
答
弁
・
諸
根
拠
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

観
念
(
片
倉
山
)
と
い
う
名
称
で
、
私
は
、
何
で
あ
れ
次
の
よ
う
な
思
惟
の
形
相

(g呪
z
t
c巳田

向。5
g
)
の
こ
と
を
言
お
う
と
し



て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
思
惟
の
形
相
を
直
接
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
の
思
惟
を
私
が
意
識

(
g
Z口
吉
田
)
し
て

い
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
思
惟
の
形
相
の
こ
と
で
あ
る
。
(
中
略
)
し
た
が
っ
て
、
私
は
た
だ
想
像
に
描
か
れ
た
イ
マ

l
ジ
ユ
の
こ

と
だ
け
を
観
念
と
呼
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
私
は
、
そ
れ
ら
の
イ
マ

i
ジ
ュ
が
身
体
的
想
像
、
す
な
わ
ち
、
脳

の
或
る
部
位
に
描
か
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
け
っ
し
て
観
念
と
呼
、
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
、
そ
れ
ら
の
イ
マ

l
ジ
ユ
が
、

脳
の
そ
の
部
位
に
向
け
ら
れ
た
精
神
自
身
に
形
を
与
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
観
念
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

(
K
F
寸
〈
H
H
H
O
O
E
H
E
)

同
じ
年
(
一
六
四
一
年
)
に
メ
ル
セ
ン
ヌ
に
宛
て
て
書
か
れ
た
書
簡
で
は
、
も
う
少
し
分
か
り
ゃ
す
く
幸
一
回
か
れ
て
い
る
。

私
は
、
観
念

(
E
g
)
と
い
う
名
前
で
、
た
ん
に
想
像

(
P
E
Sぽ
)

の
中
に
描
か
れ
た
イ
マ

l
ジ
ユ
の
こ
と
を
呼
ん
で
い
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ら
の
イ
マ

l
ジ
ユ
が
身
体
的
想
像

(
F
E
Eぽ

8
4
0
2
-
Z
)
の
な
か
に
あ
る
か
ぎ
り
に

Q
ノ

司
I
'

お
い
て
は
、
け
っ
し
て
そ
れ
ら
を
こ
の
名
前
で
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
事
物
を
考

え
る
の
で
あ
れ
、
と
も
あ
れ
或
る
事
物
を
私
が
考
え
る
と
き
に
私
の
精
神
の
な
か
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
を
、
私
は
一
般
に
観
念
と

い
う
名
で
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。

(
K
F
寸
口
同

ω
m
w
N
a
ω
m
w
ω
)

こ
う
し
て
、
観
念
は
精
神
の
形
で
あ
り
、
他
方
、
イ
マ

l
ジ
ユ
は
脳
内
に
刻
ま
れ
た
物
の
形
、
あ
る
い
は
物
の
形
の
写
し
と
し
て
、
切

り
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
限
り
で
、
観
念
は
も
は
や
イ
マ

i
ジ
ユ
で
は
な
く
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
さ
い
観
念
が
物
の
形
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
デ
カ
ル
ト
が
強
謂
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
観
念
と
物
の
形
が
素
朴
な
意
味
で
の
「
類
似
」
関
係
に
あ
る
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
省
察
」
に
先
立
っ
て
『
屈
折
光
学
』
で
は
っ
き
り
と
退
け
ら
れ
て
い
た
。



だ
か
ら
ま
た
色
や
光
が
見
え
る
た
め
に
は
、
な
に
か
物
質
的
な
も
の
が
そ
の
対
象
か
ら
眼
ま
で
伝
わ
っ
て
く
る
の
だ
と
前
提
す
る
、
必

要
は
な
い
し
、
そ
の
対
象
の
な
か
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
抱
く
観
念
や
感
覚
と
似
た
も
の
が
存
在
す
る
必
要
す
ら
な
い
と

考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
様
に
、
盲
人
が
感
じ
る
も
の
、
杖
に
沿
っ
て
そ
の
手
に
ま
で
達
す
る
も
の
は
、
な
に
一
っ
そ
の

物
体
か
ら
は
出
て
お
ら
ず
、
盲
人
が
物
体
に
つ
い
て
も
つ
感
覚
の
唯
一
の
原
因
で
あ
る
そ
の
物
体
の
抵
抗
ま
た
は
運
動
は
、
彼
が
そ

れ
に
つ
い
て
も
つ
観
念
と
は
ま
っ
た
く
似
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
哲
学
者
た
ち
の
想
像
力
を
あ
ん
な
に
も
悩
ま
し

て
い
る
《
志
向
的
形
質
》

(
2
1由。
1
5
0
E
5
5
H
H
O由
)
と
い
う
名
の
、
空
中
を
飛
び
ま
わ
る
小
さ
な
形
像
(
口

g
官
民
吉
田

E
g
m
g

JHOEmsESH混
同
日
正
吋
)
か
ら
、
あ
な
た
が
た
の
精
神
は
い
っ
さ
い
解
放
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
(
K
F
寸
ぐ

H
∞α、
一
三
五

1
一
三
六
頁
)

こ
こ
で
潮
笑
さ
れ
て
い
る
「
志
向
的
形
質
と
い
う
名
の
空
中
を
飛
び
ま
わ
る
小
さ
な
イ
マ

l
ジ
ユ
」
は
、
デ
カ
ル
ト
が
学
ん
だ
ラ
・
フ

レ
l
シ
学
院
で
使
わ
れ
て
い
た
哲
学
の
テ
キ
ス
ト
類
の
中
に
こ
う
し
た
「
志
向
的
形
質
」
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
と
い
う
か
ら
、
お
そ
ら

ア
ル
キ
エ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
元
を
辿
れ
ば
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
伝
統
に
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く
直
接
的
に
は
そ
こ
か
ら
汲
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

繋
が
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
に
発
し
エ
ピ
ク
ロ
ス
、

ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
へ
と
受
け
継
が
れ
る
知
覚
論
に
お
い
て
は
、
物
体

の
表
面
か
ら
絶
え
ず
概
細
な
剥
離
物
が
流
出
し
て
お
り
、
そ
れ
が
感
官
を
打
つ
こ
と
に
よ
っ
て
知
覚
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。

エ
ピ
ク
ロ
ス

は
こ
の
流
出
物
を
ギ
リ
シ
ア
語
で
包
含
目
。
ロ
や
吉
吉
田
と
呼
ん
で
い
る
が
、

ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
は
そ
れ
を
、

い
ず
れ
も
「
類
似
」
や
「
印

刻
」
を
意
味
す
る

HH百
円
高
官
。
タ
巴
自
己
完
ロ

F
0時間包
g
と
い
っ
た
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
移
し
た
。
『
物
の
本
質
に
つ
い
て
」
に
は
次
の
よ
う

な
一
節
が
見
ら
れ
る
。

諸
物
体
の
こ
の
映
像

(
O
昂
包
印
。
)
、
却
ち
希
薄
な
姿
(
白
雪
国
向
。
)
は
、
そ
の
物
体
の
表
面
(
田
口
5
5
5
)
か
ら
放
出
さ
れ
る
の
で

い
わ
ば
物
の
薄
膜

(gogゲ
E
ロ
宮
)
な
い
し
皮
(
円
。
ユ
員
)
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
映

あ
る
。
こ
れ
は
、



ら像
で(

争 s
h pl 

~ 

は
、
放
た
れ
て
出
て
来
る
そ
の
元
の
と
そ
っ
く
り
似
た
外
見
(
∞
宮
口
芯
田
)
と
形
体
(
沙
5
5
)
と
を
有
し
て
い
る
か

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
表
面
」
、
「
皮
膜
」
、
「
表
皮
」
と
イ
マ

l
ジ
ユ
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
、
す
で
に
別
の
場
所

で
や
や
詳
細
に
論
じ
た
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
、
デ
カ
ル
ト
に
戻
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
た
し
か
に
観
念
と
そ
の
対
象
と
の
素
朴
な
類
似
関
係
は
否
定
す
る
も
の
の
、
だ
か
ら
と

っ
て
、

観
念
が
あ
る
意
味
で
イ
マ

l
ジ
ュ
で
あ
る
こ
と
を
完
全
に
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
も
っ
と
も
肝

心
の
所
で
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
イ
マ

l
ジ
ユ
と
し
て
の
関
係
を
用
い
る
。

第
三
省
察
で
観
念
の
話
が
最
初
に
登
場
す
る
と
き
の
デ
カ
ル
ト
の

つ
ま
り
、
第
三
省
察
の
神
の
証
明
で
あ
る
。

い
方
は
こ
う
で
あ
る
。

。八U

私
の
意
識

(
5
0
2
8包
宮
立
。
ロ
⑦
由
)
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
、
い
わ
ば
も
の
の
像

(gロ
A
E
E
Z
O
E
B
百
区
間
宮
∞
由
)

こ
れ
に
の
み
、
本
来
、
観
念

(
E
S
)
と
い
う
名
は
あ
て
は
ま
る
。
(
〉
寸
ぐ
口
ω
4
、
二
五
七
頁
)

で
あ
っ
て
、

こ
の
観
念
か
ら
出
発
し
て
、
そ
う
し
た
観
念
を
持
っ
て
い
る
私
以
外
の
何
も
の
か

(
リ
神
)
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
い
う

わ
け
だ
が
、
そ
の
と
き
の
要
と
な
る
の
が
、
周
知
の
よ
う
に
「
表
現
的
実
在
性
」
(
吋

g
E
S
。
zo口氏
4
m
)

な
る
概
念
で
あ
る
。
表
現
的

実
在
性
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
観
念
(
邑
-20)
が
た
ん
に
あ
る
意
識
様
態

(gmHSロ
全

も
認
め
な
い
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
同
じ
し
か
た
で
私
か
ら
で
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る
観
念
は
あ
る
も
の
を
表
現
し
、

5
0門
出
)

で
あ
る
か
、
ぎ
り
、
私
は
そ
れ
ら
の
間
に
な
ん
の
差
別



他
の
観
念
は
ま
た
他
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る
か
ぎ
り
(
由
主
門
官
岱
窓
口

g
己ロ印

5
5
5
2
B
W
丸山

mmH芯
8
2胃
m
g
g巳
E
H
g
a白

日。由

8
5
E
b
3
2
8
B
H
H
H
O
仏

g
F
H
E
m
s暗
号
耳
目
。
回
日
話
回
吋
呂
志
田

g
s
a
s
E
n
y
o由
。
。
三

2

2
可
g
g
g
m
E
Z
)
、
そ
れ
ぞ

れ
の
観
念
が
互
い
に
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
k
F
寸
〈
口

A
S
L
M内
出
、
二
六
O
貰
)

問
題
の
箇
所
に
対
応
す
る
ラ
テ
ン
語
原
文
と
フ
ラ
ン
ス
語
訳
を
引
い
て
お
い
た
が
、
そ
こ
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
語
原
文

に
は
イ
マ

i
ジ
ユ
に
あ
た
る
言
葉
は
出
て
こ
な
い
が
、
仏
訳
に
は
「
そ
れ
ら
を
イ
マ

l
ジ
ュ
と
し
て
考
え
る
と
」
と
い
う
挿
入
が
あ
る
。

ち
な
み
に
仏
訳
(
一
六
田
七
年
)

は
デ
カ
ル
ト
自
身
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
リ
ユ
イ
ヌ
公
に
よ
る
も
の
だ
が
、
決
し
て
デ
カ
ル
ト
の
意
に

反
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
自
を
通
し
た
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
す
で
に
こ
の
仏
訳
が
で
き
る

以
前
に
、
デ
カ
ル
ト
自
身
、
「
哲
学
原
理
』
(
一
六
四
四
年
)

で
「
表
現
的
に
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
い
方
を
説
明
す
る
た
め
に
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ラ
テ
ン
語
と
そ
れ
に
対
応
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳
を
見
比
べ
て
ほ
し
い
。
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こ
の
機
械
の
観
念

(
E
g
)
の
な
か
に
、
た
ん
に
表
現
的
に
、
す
な
わ
ち
い
わ
ば
映
像
に
お
け
る
が
ご
と
く
に
、
含
ま
れ
て
い
る
(
吉

Emm
告

m
o
Z
2
t
z
gロ
E
B
氏
4
0
吉岡

HAdmHUE
片岡
Hg性
出
。

g
口
氏
出
旦
己
吋
刊
吋
告
芯
由
。
ロ
宮
内
凶
山
口
由
民
応
。
。

:::-wm江
口
回
目
門
官
。
ふ
山
口
田

口
H
H
E
E
S己
)
精
巧
さ
は
す
べ
て
、
そ
の
観
念
の
原
田
の
な
か
に
(
中
略
)
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
後
略
)

(
〉
寸
〈

HHHHHW

。円ωω
、
三
三
九
頁
)

『
哲
学
原
理
』

の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
(
一
六
四
七
年
)
も
や
は
り
デ
カ
ル
ト
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
く
ピ
コ
神
父
に
よ
る
が
、
ピ
コ
は

こ
こ
で
、

ラ
テ
ン
語
で

HH出
品
-O

と
言
わ
れ
て
い
る
の
を
直
系
の
イ
マ

i
ジ
ユ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
は
捜
わ
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
「
タ
ブ
ロ

と
訳
し
変
え
て
い
る
。



そ
し
て
ま
た
、
次
の
一
八
節
で
は
デ
カ
ル
ト
自
身
が
再
び
観
念
を
イ
マ

i
ジ
ユ
と

い
換
え
て
い
る
。

な
ぜ
か
と
い
う
に
、
無
か
ら
何
も
の
も
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
よ
り
多
く
完
全
で
あ
る
も
の
が
、
よ
り
少
な
く
完
全
で
あ

る
も
の
か
ら
、
こ
れ
を
作
用
因
か
つ
全
体
国
と
し
て
、
産
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ

の
な
か
に
な
ん
ら
か
の
事
物
の
観
念
あ
る
い
は
映
像
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
完
全
性
を

現
実
に
含
ん
で
い
る
原
型
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
う
ち
に
で
あ
ろ
う
と
わ
れ
わ
れ
の
外
に
で
あ
ろ
う
と
、
ど
こ

に
も
存
在
し
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
自
然
の
光
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
明
白
で
あ

る
。
(
目
白
件
。
忠
臣

E
B官。

S
E
E
-時
5
江田由片岡百戸
H
E
W
S
H
M
5
0品。

ω
R
E
Z
艮
在
日
由
。
丘
一

g
n
E
門官。門

ra官
民
2
江
戸
阿
国
内
手
。
o

sdc仏⑦由什

B
宮
戸
何
回
宮
吋
同
2
g
g
u
戸
込
山
口
問
¢
田
知

O
B
a
g
S
E
E
S
F
H尚
昆
ロ
ロ
丘
一
回
早
口
O
A
S
E
S
H
H
H
Z
D
O
E
E
P由
自
由
時
40

E
g松
口
。
自
己
ロ
ロ
田
吋
R
O田由。旬。回出
ou
口
£
.
己
田
口
。
HMmL仙の
dzu
田仲
4
0
Fロ
ロ
。
宮
田
苦
田
F
田仲」
100M什
話
回
。
タ
〉
H
d
y
E可
同
)
己
白
色
目
門
官
F

O
Bロ
2
3
.
g由℃
Z
P
S
F。ロ
2
2
f
g
gロ
江
口
。
ロ
由
。
江
田
百
件
・
)

(

k

F

寸
〈
H
H
H
H
H
a
H
N
、
三
ゴ
一
九
頁
)

今、J0
0
 

「
す
な
わ
ち
」
と
か

翻
訳
で
は
「
観
念
あ
る
い
は
映
像

(
E
0
8
2守
∞
百
出
包

5
5
)
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
田
守
主
は
、
「
選
ニ
一
一
巳
で
は
な
く
、

い
換
え
れ
ば
」
、
あ
る
い
は
「
い
や
む
し
ろ
」
と
い
っ
た
意
味
の
接
続
詞
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
「
観
念
」
と
「
原
型
」
(
〉

zyoqM混
血
)
を
繋
ぐ
た
め
に
、
観
念
を
イ
マ

i
ジ
ユ
と

に
何
で
あ
れ
何
か
の
観
念
が
あ
る
。
し
か
し
観
念
と
は
イ
マ

l
ジ
ユ
で
あ
る
。
イ
マ

l
ジ
ユ
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
原
物
、
原
型
が
必
ず
ど

い
換
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
私
た
ち
の
内

こ
か
に
あ
る
は
ず
だ
。
そ
う
い
う
流
れ
で
テ
キ
ス
ト
は
構
成
さ
れ
て
い
る
と
読
め
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
第
三
省
察
の
最
後
で
は
、
神
の
存
在
証
明
、
つ
ま
り
私
と
神
と
の
つ
な
が
り
を
締
め
括
る
言
葉
と
し
て
、
ま
さ
に
「
神

の
似
後
」
(
同
日
品
。
ロ
包
)
が
登
場
す
る
。



実
際
、
神
が
私
を
創
造
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
た
か
も
工
匠
が
彼
の
作
品
に
自
分
の
し
る
し
を
刻
印
す
る
よ
う
に
、

み
ず
か
ら
の
観

念
を
私
の
中
に
植
え
つ
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
な
ん
ら
怪
し
む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
し
る
し
が
作
品
そ
の
も
の
と
異
な
っ

た
何
も
の
か
で
あ
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
神
が
私
を
創
造
し
た
と
い
う
た
だ
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
私
が
あ

る
意
味
で
神
の
映
像
と
似
姿
に
か
た
ど
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

(
5
0
3
5号、
5
5
0号
邑

首
g
松
口
。
巴
忠
弘
密
告

Z
E

門法

5
5
3
.
5
Fロ
Z
5
2由
。
)
、
そ
し
て
神
の
観
念
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
の
似
姿
は
、
私
が
私
自
身
を
と
ら
え
る
に
用
い
る
と
再
じ

能
力
を
も
っ
て
、
私
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
信
じ
う
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
(
K
F
4

〈ロ
ω
H
、
二
七
一
一
員
)

こ
れ
が
創
世
記
の
「
わ
れ
わ
れ
に
似
に
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
か
た
ち
に
、
人
を
造
ろ
う
」
(
司

m
E
m
g
g
y
o
g
z
o
g
邑
!
5
5包
ロ

og

2
a
H
H
M
庄
Z
E
5
5
ロ
。
田
守
mwHH
凶
)
を
念
頭
に
お
い
た
一
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
一
一
一
回
、
つ
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
精
神
が
神
の
イ
マ

l
ジ
ユ
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
そ
の
精
神
の
う
ち
に
本
来
的
に
備
わ
っ
た
観
念
も
ま
た
イ
マ
!
ジ
ユ
と
し
て
原
型
た
る
何
も
の
か
を
表
現
し
て
い
る
は
ず
で

84 

あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

さ
で
し
か
し
、
何
か
が
何
か
の
イ
マ

l
ジ
ュ
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
ご
く
素
朴
に
考
え
て
も
、
イ
マ

l
ジ
ユ
と
そ
の
原
物
を
見
比
べ

る
こ
と
、
原
物
を
、
イ
マ

l
ジ
ユ
を
通
し
て
で
は
な
く
、
直
接
見
て
い
る
の
だ
と
い
う
意
識
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
全
部
が
イ
マ

l

ジ
ユ
で
あ
る
な
ら
、
原
物
は
ど
こ
に
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
か
く
し
て
イ
マ

l
ジ
ユ
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
原
物
に
な
っ
て
し
ま
う
だ

ろ
う
。
す
べ
て
が
観
念
を
介
し
て
し
か
知
覚
で
き
な
い
な
ら
ば
、
観
念
が
股
界
そ
の
そ
の
も
の
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
パ

l
ク
リ
へ
は
ほ
ん

の
一
歩
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
物
と
表
象
と
の
中
間
と
し
て
の
イ
マ

i
ジ
ユ
か
ら
出
発
し
よ
う
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ヰ
一
白

わ
ば
デ
カ
ル
ト
が
懐
疑
と
い
う
遠
心
分
離
器
に
か
け
て
精
神
と
身
体
、
観
念
と
イ
マ

l
ジ
ユ
を
分
離
し
よ
う
と
し
た
そ
の
手
前
に
戻
り
、

観
念
と
イ
マ

i
ジ
ユ
が
ま
だ
葎
然
一
体
と
な
っ
た
よ
う
な
地
点
か
ら
世
界
を
、
し
た
が
っ
て
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
直
そ
う
と
い



う
こ
と
で
あ
る
、
だ
ろ
う
。

し
か
し
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
イ
マ

l
ジ
ユ
と
い
う
概
念
が
も
っ
意
味
は
こ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
イ
マ
!
ジ
ユ
に
凝
縮
さ
れ
る

か
た
ち
と
観
念
の
両
義
性
は
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
物
と
表
象
、
存
在
と
現
象
以
外
の
場
面
に
お
い
て
も
登
場
し
て
く
る
。

媒
介
的
イ
マ

I
ジ
ユ

イ
マ

i
ジ
ユ
は
ま
た
比
時
で
あ
り
修
辞
で
あ
る

o
p
w
H
E
も
同
じ
で
、
ど
ち
ら
も
「
彩
」

で
あ
り
、
物
が
織
り
な
す
綾
が
形
で
あ
る

な
ら
、
一
言
葉
の
織
り
な
す
綾
が
比
臨
で
あ
る
。

本
稿
の
最
初
で

『
物
質
と
記
需
』
第
七
版
の
序
文
か
ら
、
イ
マ

l
ジ
ユ
が
事
物
と
表
象
の
中
間
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
一
節
を
見
た
。

そ
の
第
七
版
の
序
文
が
幸
一
回
か
れ
た
の
と
同
じ
一
九
一
一
年
に
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
哲
学
的
直
観
」
と
い
う
題
の
講
演
を
行
う
。
そ
こ
で
ベ

ζ
J
 

0
0
 

ル
ク
ソ
ン
が
と
り
わ
け
強
調
し
て
い
る
の
が
、
修
辞
と
し
て
の
イ
マ

i
ジ
ユ
の
働
き
で
あ
る
。

(司嵩

H
S、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
こ
で
、
「
媒
介
的
イ
マ

l
ジ
ユ
」
(
仲
間
5
m
o
g匙
広
豆
ロ
⑦
)
(
司
富
民
。
、

一
三
八
頁
)
と
い
う
言
い
方
で
、
イ
マ
!
ジ
ユ
の
持
つ
独
特
の
働
き
に
注
目
し
て
い
る
。

一
四
九
頁
)
、
(
町
出
品
。
吉
宮
口

HH注
目
印
可
。
)

一
見
ど
ん
な
に
複
雑
で
難
解
で

壮
麗
な
建
造
物
に
見
え
る
哲
学
体
系
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
本
に
あ
る
に
は
極
め
て
単
純
な
直
観
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
単

純
で
あ
る
た
め
に
、
当
の
哲
学
者
そ
の
人
に
よ
っ
て
さ
え
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
、
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
、
っ
。
表
現
し

た
途
端
に
、
そ
れ
は
す
る
り
と
手
の
平
か
ら
滑
り
落
ち
て
し
ま
う
。
当
の
本
人
に
よ
っ
て
さ
え
表
現
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
読
解
す
る
私

た
ち
の
方
も
、
そ
れ
を
一
言
葉
で
明
確
に
取
り
押
さ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
、
そ
ん
な
も
の
に
つ
い
て
は
所
詮
語
り
ょ
う
が
な
い
の

だ
か
ら
沈
黙
す
る
し
か
な
い
の
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
宜
観
の
内
実
そ
の
も
の
に
は
届
か
な
い
と
し
て
も
、
イ
マ
!
ジ
ユ
と
し

て
な
ら
な
ん
と
か
表
す
こ
と
が
で
き
る
。



こ
の
直
観
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
当
の
哲
学
者
が
そ
の
定
式
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が

そ
れ
に
成
功
す
る
は
ず
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
把
握
し
定
着
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
く
よ
う
な
も
の
は
、
具
体
的
な

直
観
の
単
純
さ
と
、
こ
の
宜
観
を
翻
訳
す
る
抽
象
的
な
も
の
の
複
雑
さ
と
の
中
間
に
立
つ
あ
る
種
の
イ
マ

l
ジ
ユ
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
イ
マ

i
ジ
ユ
は
逃
げ
足
が
速
く
、
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん
気
づ
か
れ
な
い
で
し
ょ
う
が
、
哲
学
者
の
精
神

に
付
き
ま
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
彼
の
思
想
の
好
余
曲
折
を
通
じ
て
影
の
よ
う
に
つ
い
て
来
ま
す
。
そ
れ
は
直
観
そ
の
も
の
で
は

な
い
に
し
て
も
、
直
観
が
「
説
明
」
を
提
供
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
助
け
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
概
念
的
な
、
必
然
的
に
記

口
方
的
な
表
現
よ
り
も
、

は
る
か
に
直
観
に
接
近
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
影
を
十
分
に
見
つ
め
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ

ば
、
こ
の
影
を
投
げ
か
け
る
物
体
の
態
度
を
推
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
も
し
こ
の
態
度
を
模
倣
す
る
た
め
の
、

い
や
む
し
ろ
そ
の
な
か
に
入
り
込
む
た
め
の
努
力
を
す
る
な
ら
、
あ
の
哲
学
者
が
見
た
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
も
可
能
な
か
ぎ
り
ま
た

見
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
右
足
口
m
w
z
H
N
O
、

一
一
二
八
頁
)

ぷ
U

O
九
U

イ
マ

l
ジ
ユ
は
直
観
と
概
念
と
の
間
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
ま
た
、
先
の
イ
マ

i
ジ
ユ
が
「
観
念
論
や
実
在
論
が
存
在
と
現
象
に
わ

け
て
し
ま
う
以
前
」

の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
同
様
に
、
哲
学
者
が
i
i
iし
た
が
っ
て
時
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
が
|
|
直
観

と
概
念
と
に
分
け
て
し
ま
う
以
前
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
自
体
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
し
て
い
る
直
観
と
概
念
と

を
事
後
的
に
媒
介
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ま
ず
は
未
分
化
な
ま
ま
に
イ
マ

l
ジ
ュ
と
で
も
呼
ぶ
し
か
な
い
よ
う
な
一
一
言
葉
や
表
象
が
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
イ
マ

l
ジ
ユ
を
通
し
て
初
め
て
そ
の
彼
方
に
車
競
が
透
か
し
見
ら
れ
、
そ
し
て
手
前
に
概
念
が
析
出
さ
れ
て
く
る

と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
媒
介
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

さ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
し
た
イ
マ

l
ジ
ユ
の
代
表
的
な
関
と
し
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
あ
の
ダ
イ
モ

l
ン
の
声
を
挙
げ
る
。
何
か
を

「
し
ろ
」
と
は
言
わ
な
い
で
、
た
だ
否
定
的
に
、
禁
止
の
声
だ
け
を
語
る
、
あ
の
ダ
イ
モ

i
ン
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
参
照
は
な



い
が
、
こ
こ
で
『
饗
宴
』
に
お
い
て
ダ
イ
モ

i
ン
が
ま
さ
に
神
と
人
間
と
の
あ
い
だ
を
つ
な
ぐ
仲
介
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
を
思

い
出
し
て
お
こ
う
。
神
と
人
間
と
の
仲
介
者
と
し
て
の
ダ
イ
モ

i
ン
は
、
ポ
ロ
ス
と
ベ
ニ
ア
、
豊
一
か
さ
と
貧
し
さ
の
間
に
生
ま
れ
た
も
の

と
し
て
の
エ
ロ

i
ス
で
あ
り
、
そ
れ
は
し
た
が
っ
て
、
自
ら
は
無
知
で
あ
り
な
が
ら
知
を
愛
し
求
め
て
止
ま
な
い
者
、
知
と
無
知
の
中
間

者
と
し
て
の
哲
学
者
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
そ
の
人
の
ま
さ
に
イ
マ

i
ジ
ュ
、
時
像
で
あ
っ
た
。

イ
マ

l
ジ
ユ
と
は
し
た
が
っ
て
、
「
物
質
と
記
憶
』
の
序
文
で
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
事
物
と
表
象
の
間
だ
け
で
な
く
、
直
観
と
概
念
、

神
と
人
間
、
知
と
無
知
と
の
簡
を
つ
な
ぐ
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
中
間
者
、
媒
介
者
と
し
て
の
こ
う
し
た
イ
マ

l
ジ
ユ
の

性
格
は
、
何
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
だ
け
特
有
の
使
わ
れ
方
で
は
な
く
、
イ
マ

l
ジ
ュ
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
、
ひ
い
て
は
事
柄
そ
の
も
の
に

由
来
す
る
。
こ
の
両
義
性
は
、
イ
マ

l
ジ
ユ
と
い
う
一
一
言
葉
か
ら
も
そ
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

の
イ
マ

l
ジ
ユ
も
ラ
テ
ン
語
の
宮
g
m
o
か
ら
来
て
お
り
、
動
認
の

5
5包
ロ
号
、

そ
の
働
き
、
能
力
を
表
す
名
調
の
町
出
品
位

E
Z、
そ
れ
か
ら
、
真
似
る
、
模
倣
す
る
を
意
味
す
る
吉
正
号
ゃ
、
そ
の
名
詞
形
の
吉
正
巳
芯

も
同
根
の
言
葉
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
の

S
U
5
0
8包、

g
件目。由時田、
H
H

戸時H
H
M
O
H
H
H
m

も
共
通
の
語
根
か
ら
来
て
い
る
。
さ
ら
に
語
源
的
な

つ
な
が
り
に
拘
ら
な
い
で
主
な
類
義
語
を
挙
げ
て
み
る
と
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
、

2
Eロ
、
包
含
目
。
ロ
、

a
w
g
z、田
W
S、
広
島
。
由
、

E
S、

一
口
う
ま
で
も
な
く
、
英
語
の
イ
メ
ー
ジ
も
フ
ラ
ン
ス

勺

foo 

目℃
)}F戸m印忠凶肖同告

あるいは∞旦時珂凶凶向呪な。
g凹
な
ど
が
挙
、
げ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
、
う
つ

O

一
言
葉
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、

一
方
で
包
含
ゲ
ロ
や

a
w
g
S
の
よ
う
に
実
体
な
き
影

も
イ
マ

l
ジ
ユ
で
あ
る
な
ら
、
他
方
で
は

E
S
や
包
含
∞
も
、
し
た
が
っ
て
実
体
そ
の
も
の
、
実
在
そ
の
も
の
も
ま
た
イ
マ

l
ジ
ユ
で

あ
る
。
洞
窟
の
比
輪
で
一
一
浅
う
な
ら
、
洞
窟
の
奥
の
壁
に
映
っ
た
影
田

W
S
(印
H2)
も
、
地
上
に
燦
然
と
輝
く
善
の

E
g
(
E
J
E
)
も
、
ど

ち
ら
も
イ
マ

l
ジ
ユ
で
あ
る
。
実
在
も
影
も
、
本
物
も
紛
い
物
も
、
実
像
も
虚
像
も
、
現
実
も
空
想
も
イ
マ

l
ジ
ユ
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

は
し
か
し
、
た
ん
な
る
言
葉
の
綾
で
は
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
観
念
つ
ま
り
イ
デ
ア
と
は
、
も
と
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
形
を
意
味
す
る
一
言
葉
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
た
ん
な



る
形
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
見
て
と
ら
れ
た
眼
り
で
の
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
言
葉
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
か
ら
し
て
抜
き

が
た
い
意
味
合
い
と
し
て
龍
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
デ
ア
も
エ
イ
ド
ス
も
、
も
と
も
と
は
見
る
と
い
う
動
詞
の
過
去
分
詞
か
ら
で
き
た
言
葉

で
、
目
に
見
え
る
形
、
見
て
と
ら
れ
た
形
、
姿
形
、
容
姿
を
意
味
す
る
。

物
の
形
は
、
そ
の
物
を
他
の
物
か
ら
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
ま
さ
に
そ
の
物
が
「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
開
い
に
対
す
る
答

え
の
、
ま
ず
は
第
一
候
補
に
相
応
し
い
。
そ
の
意
味
で
、
そ
の
物
の
「
何
で
あ
る
か
」
、

く
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
形
が
何
ら
か
の
仕
方
で
捉
え
ら
れ
、
心
に
刻
印
さ
れ
た
と
き
に
そ
の
物
の
何
で
あ
る
か
を
知
る
と
い
う
こ
と
が

成
り
立
つ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
心
に
刻
ま
れ
た
形
は
ま
さ
に
「
観
念
」
と
呼
ば
れ
る
に
相
応
し
い
。
し
か
し
ま
た
、
形
は
、
そ
の
対

象
か
ら
写
し
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
意
味
で
は
、
対
象
そ
の
も
の
で
あ
る
わ
け
で
な
く
、
た
か
だ
か
そ
の
「
写
し
」
で
し
か
な
い
。

つ
ま
り
「
本
貿
」
を
表
す
一
一
言
葉
に
も
な
っ
て
い

本
物
に
対
し
て
の
偽
物
、
紛
い
物
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
で
、
先
ほ
ど
の
よ
う
に
認
識
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
同
時
に
、

こ
こ
で
も
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
エ
イ
ド
ス
は
た
ん
な
る
輪
郭
と
い
う
意
味
で
の
形
で
は
な
い
と
一
言
わ
れ
る

88 

他
方
で
は
、
む
し
ろ
錯
誤
の
元
と
な
り
う
る
よ
う
な
心
象
の
戯
れ
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
ら
ば
、
む
し
ろ
逆
に
、
た
ん
な
る
輪
郭
と
は
何
で
あ
る
か
こ
そ
が
関
わ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

い
ま
視
覚
だ
け
を
例
に
と
れ
ば
、
見
る
こ

と
、
あ
る
い
は
何
か
が
然
々
の
も
の
と
し
て
見
え
て
い
る
こ
と
抜
き
に
、

い
っ
た
い
ど
こ
に
輪
郭
な
る
も
の
は
あ
る
と
言
え
る
の
か
。
た

ん
な
る
輪
郭
、
た
ん
な
る
形
と
い
う
こ
と
で
、
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
い
っ
さ
い
関
わ
ら
ず
、
事
物
そ
の
も
の
に
備
わ
っ
て
い
る
よ

う
な
何
か
が
考
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

い
っ
た
い
そ
の
「
備
わ
っ
て
い
る
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
な
の
か
。
輪
郭
は
境

界
で
あ
り
、
境
界
は
事
物
の
部
分
で
は
な
く
、
古
学
物
と
事
物
の
間
に
あ
る
。
事
物
と
事
物
を
分
け
る
も
の
が
形
で
あ
る
な
ら
、
形
は
そ
の

ど
ち
ら
の
事
物
に
属
す
る
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
境
界
に
よ
っ
て
こ
そ
差
し
当
た
っ
て
は
ま
ず
事
物
を
或
る
一
倒
の
事
物
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
境
界
こ
そ
が
事
物
を
事
物
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
と
は
一
一
一
日
え
無
論
、
ど
こ
に
境
界
を
見
て
と
る
か
は
け
っ
し
て
見
る
側
の
思
い
通
り
に
な
る
も
の
で
も
な
い
。
見
る
側
の
思
い
だ
け
が
、



し
た
が
っ
て
、
観
念
だ
け
が
一
方
的
に
事
物
の
形
を
定
め
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
そ
れ
自
体
と
し
て
の
形
が
あ
り
、
そ
れ
が
精

神
の
な
か
に
観
念
と
し
て
投
影
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
精
神
の
内
に
あ
る
観
念
に
し
た
が
っ
て
の
み
世
界
の
側
に
輪

郭
が
描
き
と
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
、
観
念
と
形
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
こ
そ
が
イ
マ

l
ジ
ユ

と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
再
考
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
佐
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
世
界
が
然
々
の
も
の
と
し
て

私
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
イ
マ

l
ジ
ュ
と
は
言
わ
ば
役
界
の
あ
る
と
い
う
こ
と
と
私
の
あ
る
と
い

う
こ
と
が
そ
の
表
裏
で
あ
る
よ
う
な
境
界
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
境
界
を
イ
マ

l
ジ
ユ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
形
と
観
念
、
事
物
と
表
象
、
直
観
と
概
念
を
、
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
精
神
と
物
体
、
主
観
と
客
観
、
感
覚
と
認
識
、
一
と
多
、

個
と
普
遍
、
現
前
と
不
在
、
自
と
他
、
意
識
と
無
意
識
、
能
動
と
受
動
、
動
と
静
と
い
っ
た
一
連
の
対
概
念
を
硬
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
理

解
し
直
す
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
し
か
し
、
こ
れ
を
課
題
と
し
て
提
示
す
る
だ
け
で
ひ
と
ま
ず
稿
を
閉
じ

'一、
O

J

人
し
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※
本
稿
は
、
二
O
O
七
年
二
一
月
一
五
日
北
海
道
大
学
哲
学
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
口
頭
報
告
の
原
稿
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
ご
意
見
を
下

さ
っ
た
諸
先
生
方
に
こ
の
場
を
借
り
て
改
め
て
感
謝
し
た
い
。

(
l
)
拙
稿
「
イ
マ

l
ジ
ユ
の
修
辞
学
」
(
『
武
蔵
野
美
術
大
学
研
究
紀
要
』

Z
D
S、
ご
O
O
五
年
)
を
参
照
。

(2)
以
下
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
お
よ
び
デ
カ
ル
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
行
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
略
記
号
の
後
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
ペ
ー
ジ
数
を
記
し
、
漢
数
字
で
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
全
集
』
白
水
社

(
一
九
六
五
|
一
九
六
六
年
)
該
当
巻
の
頁
数
を
記
す
。
ロ
向
迄

H-haHe-
尽
き
瓜

5
3
3
m
u
g
-仏
門
仲
間
予
知

d
・】
ι
J
E
S

]

U

]

出
H
N
K
G
』

u
m
w
z
h
叫
含
尽
な
さ
。
N
h
d
Q
己
評

m
U
戸
田
門
同
門
仲
間
mww

河口
]
1
J
H
m
w
ω

∞・

デ
カ
ル
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
「
ア
ダ
ン
・
タ
ン
ヌ
リ
版
デ
カ
ル
ト
全
集
』
(
。

E
寺
町
的
色
。

ugnsaな
師
、
℃
戸
弘
法
P
S
H
U
貨
の
吋
阿
国
ユ

g
k
F島
田
H
H
M



∞
許
可
印
-
己
-
門
田
ロ
ロ
2
w
g
B
O
H
K
H
a〈
江
口
忠
の
-Z-HW-∞
'
U
5
2・5
4串
・
)
の
略
記
号
k
p寸
の
後
に
、
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
ペ
ー
ジ
数
を

記
す
。
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
『
省
察
』
及
び
「
哲
学
原
理
」
に
つ
い
て
は
、
『
デ
カ
ル
ト
」
(
責
任
編
集
、
野
田
又
夫
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
)
を
、

デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
白
水
社
二
九
九
三
年
)
の
該
当
巻
の
真
を
渓
数
字
で
記
す
。
な
お
渓
数
字
表
記
の
な
い
も
の
は

そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
「
増
補
版

私
訳
で
あ
る
。

(
3
)
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
全
集
2
』
(
沼
島
節
夫
訳
、
白
水
社
、

語
を
め
ぐ
る
当
時
の
批
判
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
語
源
的
に
は
、
宮
居
間
。
は
ラ
テ
ン
語
の

HBEmc
に
由
来
し
、
「
模
倣
す
る
」
と
い
う
意
味
の
ラ
テ
ン
語
の
動
詞
宮
丘
号
、
日
間
じ
意
味
の
ギ
リ
シ
ア
語
の

動
詞

g
-
5
2自
己
と
同
根
で
、
語
の
作
り
と
し
て
は
、
「
模
倣
」
を
+
意
味
す
る

g片
岡

HHO聞
と
「
1
生
ま
れ
た
」
を
意
味
す
る

m
g
g
の
合
成
語
で
あ
る
ギ
リ

シ
ア
誇
の

B片
岡

g
m
g
g
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
「
模
倣
の
産
物
」
の
こ
と
を
指
す

o
E
S
S
F知
吋

2
2
p
c
gロ
仏
民
主
3
3ロ
門
弘
之
内
S
N
S
Y白色門出
NhNHN
回目
b
s

口
F
K広
三
巴
忠
E
C
S
C吋
g
ι
p
t。
s
a
g
s
z
a
o
-
E
凶
同
丘
公
Z
U
5
2
2
M∞
這
を
参
照
。

(
5
)
大
筋
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
イ
マ
!
日
ン
ユ
の
修
辞
学
」
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
、
そ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
当
時
の

E
S

一
九
六
五
年
、
二
八
五
1
二
九
O
頁
)
の
訳
注
を
参
照
。
訳
者
に
よ
っ
て
、
イ
マ
l
ジ
ユ
と
い
う

と
い
う
語
の
一
般
的
用
法
に
つ
い
て
は
、
国
自
己
M
L白ロゲ仰の

}
E円四匂『
a
m
-
v
a口町向。
Y
A
2宮
浴
田
己
品
。
g
E
P。∞
2
8
g
g任
。

8
2
吋ヘ
nH23aN
ミ

及
び
、

HwomR
〉
江
O若
田
口
門
田
呂
田
3
2円
。
の
お
ロ
P
J
ι
S
F
5
田口内山ゲ⑦向。
5
0
0田口国立。由
uwwmh。
Nhwaza目。刊円
F-向

90一

同
窓
思
師
円
。
ミ
ミ
N
S
P曲、

8
2富
田
)
一
日

zsw

出
足
。
ミ
ミ
包
s
h
u
g
(
H
c
u
m
)
∞
4E呂
町
を
参
照
。

(6)
ロミ
E
9
0
5
8由。
P
N
)向
臼
町
民
、
な
与

5
2
3、
久
氏
。
。
師
、
。
g
z
z
g
H
H
U
E
Z『口問説。口同日
HUロ
Z
E
Eロ
聞
の
さ
ロ
官
F
N
C
C
4る・
2

(7)
。
2
8
2白、
F品目。的。』
U
E川
右
足
伊
斗

OHHHOMU
問】・
0
印~アロ

-M

(
8
)
吋
物
の
本
質
に
つ
い
て
」
樋
口
勝
彦
訳
、
岩
波
書
底
、

(9)
前
掲
「
イ
マ

I
ジ
ユ
の
修
辞
学
」
を
参
照
。

一
九
六
一
年
、

一
六
O
百円。


