
近
年
の
宗
教
の
研
究
に
お
い
て
も
っ
と
も
い
ち
じ
る
し
 

い
 傾
向
の
ひ
と
つ
ほ
、
象
徴
に
た
い
す
る
関
心
に
あ
る
と
 

い
う
こ
と
が
で
き
る
 

だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
宗
教
人
類
学
を
は
じ
め
と
し
て
、
 

宗
教
現
象
学
、
宗
教
社
会
学
、
宗
教
心
理
学
、
そ
し
て
 

宗
教
の
解
釈
学
な
ど
お
 

ょ
 そ
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
研
究
領
域
に
お
い
て
、
こ
の
 

象
 徴
へ
の
関
心
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
潮
流
に
な
っ
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
事
実
は
、
は
た
し
て
宗
教
規
 

象
を
理
解
す
る
た
め
に
象
徴
概
念
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
 

証
拠
だ
て
て
い
る
も
 

用
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
そ
れ
は
、
 

構
せ
 
聖
旨
 
五
 
叩
学
や
 
フ
ロ
イ
ト
ら
の
深
層
心
理
学
の
成
果
を
宗
教
研
究
 

0
 分
野
に
 
う
 つ
し
た
に
す
ぎ
 

坤
 
な
い
の
た
ろ
 
う
か
 。
 

徴
 

象
 

と
こ
ろ
で
、
あ
る
種
の
概
念
が
分
析
の
た
め
に
 

有
効
な
道
具
で
あ
る
た
め
に
ほ
、
明
確
に
定
義
さ
れ
、
 

明
 確
 な
方
法
に
し
た
が
っ
て
 

い
 

と
 

 
 

 
 

ら
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
 

あ
い
 

し
、
し
か
も
そ
れ
が
分
析
（
 

l
 ）
 

象
る
い
は
そ
れ
じ
し
ん
が
す
で
に
ひ
と
つ
の
宗
教
的
 

な
 実
在
と
し
て
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
 

さ
え
明
白
で
は
な
い
。
 

@
2
-
 
つ
ま
 1 ( 1 ) 

序 

象 
徴 
の
 意
味
と
象
徴
の
作
用
 

。
あ
る
宗
教
象
徴
論
の
試
み
 

竹
沢
尚
一
郎
 



 
 

  

わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
こ
と
を
こ
の
研
究
で
お
こ
な
 う
 つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
必
要
な
の
は
宗
教
家
 徴
の
定
義
で
あ
る
だ
 

ろ
 う
 が
、
こ
こ
で
は
こ
み
い
っ
た
議
論
に
な
る
の
を
 ひ
 と
ま
ず
避
け
る
た
め
、
で
き
る
だ
け
一
般
的
か
つ
単
純
な
 形
で
し
め
す
こ
と
に
し
 

た
い
。
象
徴
主
義
的
な
儀
礼
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
 レ
 ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
と
と
も
に
人
類
学
の
分
野
に
象
 徴
 に
た
い
す
る
関
心
を
 

も
た
ら
し
た
ひ
と
り
で
あ
る
 V
.
 タ
ー
ナ
ー
に
 ょ
 れ
ば
、
 象
徴
と
は
儀
礼
の
構
成
分
千
日
 o
 ）
 
e
c
u
 

～
の
あ
る
い
は
 

基
 本
 単
位
 
ヴ
毬
げ
珪
監
 （
 

と
さ
れ
る
が
、
 

-
4
-
 
こ
れ
は
儀
礼
象
徴
の
定
義
と
し
て
は
も
 つ
 と
も
無
難
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
 っ
て
も
、
一
般
に
宗
教
 

象
徴
と
い
う
ば
あ
い
に
は
、
儀
礼
だ
け
で
な
く
、
神
話
 や
 口
承
文
芸
・
聖
典
な
ど
の
構
成
要
素
も
そ
れ
に
含
め
る
 の
が
ふ
つ
り
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
こ
の
後
者
の
ケ
ー
ス
で
は
、
 レ
 ヴ
ィ
・
ス
ト
 ロ
ー
ス
を
は
じ
め
と
す
る
構
造
主
義
的
な
神
話
や
民
話
の
 解
釈
が
近
年
い
ち
じ
 る
 

し
い
発
展
を
み
せ
て
い
る
た
め
、
 

-
5
@
 
こ
れ
は
稿
を
あ
ら
た
 め
て
別
の
箇
所
で
論
じ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
 思
 わ
れ
る
。
そ
の
た
め
 わ
 

れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
象
徴
を
儀
礼
を
は
じ
め
と
す
る
、
 呪
 術
 、
祈
願
、
託
 占
 と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
行
為
の
 構
成
要
素
と
し
て
あ
っ
 

か
っ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
 ，
 
」
れ
ら
の
行
為
の
な
か
で
も
ち
い
ら
れ
る
道
具
や
存
在
、
 呪
文
、
定
式
化
さ
れ
た
 

所
作
等
を
さ
す
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
定
義
だ
け
で
は
象
徴
に
 よ
 る
宗
教
の
研
究
を
す
べ
て
整
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
 。
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
 

ま
な
問
題
意
識
 や
 、
あ
い
こ
と
な
る
方
法
が
あ
る
の
だ
 か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
研
究
関
心
 の
あ
り
か
た
に
し
た
が
 

（
 
二
 
U
 
）
 

こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
 ろ
 う
 。
 

り
わ
れ
わ
れ
の
目
の
ま
え
に
あ
る
の
は
、
方
法
上
の
み
 な
ら
ず
認
識
上
の
混
乱
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
こ
と
は
、
 こ
の
象
徴
に
つ
ぎ
 さ
 と
 う
 あ
い
ま
い
さ
を
払
拭
 し
、
そ
 の
 混
乱
を
し
ず
め
る
 
ゎ
 

 
 

こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
宗
教
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
 研
 究
 領
域
に
お
い
て
、
こ
の
語
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
 っ
て
も
ち
い
ら
れ
て
お
 

り
 、
ど
の
 
ょ
 5
 な
 方
法
に
し
た
が
い
、
ど
の
よ
う
な
 課
 題
 に
こ
た
え
る
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
の
か
、
 

そ
 し
て
そ
の
限
界
性
は
ど
 



3 て 3 ) 

象徴の意味と 象徴の作用 

が ;  わ い が る な 
存 と る こ こ できる こで される かれ う し 在し すれ 儀 とり つ 。 といによ た間 てい を ま 、 礼 や 

ま う れ 題 る そ 他 あ   
礼 あ 社 ん ろ は 教 の 象 

徴の多 象徴のり、この象徴 がえて うか。 象徴に 行為の 象 は、 
ほ れ 築 い 

ひ に 一 く 

固 精 微 価 
有 成 の 性 

と よ の ケこ な 分 内 
つ っ 特 あ 
で て 長 た 容あ 意味 子 と 

ィ午 し る って 多く 象徴 よ 、 用 て い 
の は 多 、 の の は 

く ゎ 
土 味 ， 目 ロ ・ ， との - れ 意味 法則 象徴 

な な 行 わ が は を 
も る 為 れ あ 、 め 

  の導 つづ ぎ 0 ） 意味を や事物 象 ら 諸 
ち 連 が の 微 か 研 

に の 究 系 結すの ヨ と 。 ひと よ 意 で   
拐 る つ な っ 味 あ る 作用 ての 。 

み を こ 

あ ち こ 

ら っ で・ 

わ て の 

さ い 問 
れ る ぃ 

ば ヰ   る の は 
の ナ ょ だ 要 

ぅ ろ 約 

に 審 
かれ 日日 の器の l な う す 

な か れ 
に o は 万に のよれ 加 曲ヰ Ⅶ Ⅱ 瓜 コ のり 東 。 か も つ 

持 し ぎ 
ば臼 ノ吋笘                 別 そ の 

な う こ 

意 で と ならな 白さの 田 Qp 紋 てあら 味 あ に 

I   
。 ）で な 関 味 か 

象 は 効 係 V の   

徴 に レ 

の 

内 
ヘレ 果をも紙面の キ ヨヴ カ カ ノ 。 

容 
あ 
る 
り 

ま ｜ 

  

象 
徴 
の 

し 

    

息株 

  

ぃ ば 一 

の   堤 展 ど が ① 

ア， 象徴と 題」 げ この一 のよ う あるか 

が 、 一 一 な に そ 

  
ね め た る る 



の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
 ぅ
え
 で
か
れ
は
 -
 
し
う
 の
べ
て
い
る
。
 

象
徴
Ⅴ
は
っ
 ぎ
 の
も
の
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
。
力
強
さ
 、
 健
康
、
純
潔
、
幸
運
、
首
長
の
権
威
、
先
祖
の
霊
と
 う
 ま
く
い
く
こ
と
、
 
生
 

命
 、
生
殖
能
力
、
狩
人
の
力
、
与
え
る
こ
と
と
食
べ
る
，
 」
と
、
記
憶
し
て
い
る
こ
と
、
笑
 う
 こ
と
、
多
い
こ
と
、
 隠
さ
れ
て
い
る
も
の
を
 

あ
ぎ
ら
か
に
す
る
こ
と
、
成
熟
す
る
こ
と
、
洗
う
こ
と
。
 

-
8
 
）
 こ
れ
が
白
さ
の
象
徴
の
肯
定
的
な
面
で
あ
り
、
そ
れ
は
 そ
の
ほ
か
 
悟
血
う
 

@
9
-
 

み
、
破
壊
的
な
光
、
狩
人
を
お
び
や
か
す
 ム
ク
ラ
 の
幸
一
五
 

と
い
っ
た
否
定
的
な
も
の
も
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
象
徴
の
多
義
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
象
徴
 の
 意
味
に
関
心
を
 ょ
 せ
る
研
究
者
の
ほ
と
ん
ど
が
同
意
 し
て
い
る
 0
 マ
ル
セ
 

ル
 ・
モ
ー
ス
、
 グ
り
 オ
ー
ル
、
バ
ル
ト
と
い
っ
た
宗
教
大
 類
 
学
者
を
ま
じ
め
と
し
て
、
・
も
 

-
0
@
t
 
 

フ
ロ
イ
ト
 や
ュ
ソ
グ
 な
ど
 の
 深
層
心
理
学
者
、
 さ
 

ら
に
宗
教
現
象
学
や
解
釈
学
の
領
域
で
も
お
な
じ
見
解
 を
も
っ
て
い
る
研
究
者
が
多
い
。
た
と
え
ば
フ
ロ
イ
ト
は
 夢
の
要
素
（
Ⅱ
象
徴
）
 

ほ
 つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
た
っ
て
い
る
。
 

「
夢
の
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
非
常
に
多
く
の
夢
思
想
（
Ⅱ
 
夢
の
内
容
）
が
関
係
し
 ぅ
る
 交
叉
点
を
表
現
し
て
い
る
 。
夢
判
断
に
関
し
 

@
 
Ⅱ
 @
 

て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
多
義
的
で
あ
る
。
ど
う
 と
で
も
解
釈
が
つ
く
の
で
あ
る
。
・
 
一
 

あ
る
い
は
エ
リ
ア
ー
デ
に
 ょ
 れ
ば
、
 

「
宗
教
的
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
木
質
的
特
長
は
、
そ
の
参
伍
 陸
 に
あ
る
。
つ
ま
り
、
直
接
的
体
験
の
う
え
で
は
そ
の
 関
係
が
あ
ぎ
ら
か
 

（
Ⅱ
 

イ
 
@
 

で
は
な
い
多
く
の
意
味
を
ど
 う
じ
 に
あ
ら
ぬ
 す
 能
力
に
 あ
る
。
 
1
 
一
 

そ
の
ほ
か
に
、
 べ
ラ
目
 
リ
ク
ー
ル
、
ユ
ン
グ
な
ど
も
 

 
 

殊
 に
か
ん
す
る
第
一
の
 

特
長
と
し
て
多
義
佳
を
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
 る
 ハ
 
@
 ツ
 
@
 
。
 

こ
れ
に
た
い
し
て
逆
の
立
場
に
た
り
の
が
 レ
 ヴ
ィ
，
ス
ト
 ロ
ー
ス
で
あ
る
。
か
れ
に
と
っ
て
「
象
徴
は
そ
れ
が
 象
 徴
す
る
も
の
よ
り
い
 

@
M
@
 

っ
 そ
う
現
実
的
で
あ
り
、
意
味
す
る
も
の
の
 俺
 コ
ミ
リ
コ
 

旺
 は
 意
味
さ
れ
る
も
の
の
武
三
口
ひ
に
 さ
き
 だ
ち
、
そ
れ
を
 限
定
す
る
」
と
さ
れ
る
   



理
解
し
に
く
い
一
節
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
 を
 わ
れ
わ
れ
の
問
題
意
識
に
あ
れ
せ
て
い
え
ば
、
象
徴
と
 そ
の
意
味
と
の
あ
 い
だ
 

に
は
多
対
一
こ
れ
 
は
す
で
に
の
べ
た
、
い
わ
ゆ
る
象
徴
の
多
義
性
と
は
 逆
 の
 立
場
の
主
張
で
あ
る
 

が
 、
興
味
ぶ
か
い
こ
と
に
は
、
さ
き
に
象
徴
の
多
義
性
 の
と
こ
ろ
で
と
り
あ
げ
た
研
究
者
の
多
く
が
こ
の
立
場
を
 支
持
し
て
い
る
。
た
と
 

え
ば
 タ
ー
ナ
ー
は
、
さ
き
の
白
さ
の
象
徴
の
多
義
性
に
 つ
い
て
ふ
れ
る
直
前
の
箇
所
で
、
そ
の
儀
礼
が
 、
 白
い
 て
 メ
、
 白
い
粘
土
、
光
、
 

白
 い
木
 、
白
い
発
酵
 酒
 、
塩
、
白
い
食
事
、
白
 い
 月
の
 光
 、
白
い
 雌
鶏
 と
い
っ
た
白
さ
の
象
徴
の
集
積
に
ほ
か
な
 ら
な
い
こ
と
を
の
 べ
て
 

-
 
㏄
№
）
 

 
 

も
お
な
じ
意
見
で
あ
り
、
象
徴
の
内
容
に
か
ん
す
る
 第
 一
一
の
特
長
と
し
て
、
 
象
 

徴
 と
そ
の
意
味
と
の
あ
 い
 だ
の
多
対
一
の
関
係
を
か
 ん
が
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
な
の
で
あ
る
。
 

は
 上
の
二
点
を
綜
合
す
れ
ば
、
 つ
 ぎ
の
よ
う
に
定
式
化
 さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
深
層
心
理
学
者
ロ
ゾ
ラ
ー
ト
の
 こ
と
ば
で
あ
る
。
 

「
象
徴
を
意
味
す
る
も
の
と
意
味
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係
 の
な
か
に
お
く
な
ら
、
象
徴
と
は
多
価
的
な
も
の
で
あ
 る
 0
 
 
：
・
・
：
こ
の
 

多
 

用
 

価
 的
な
関
係
と
い
う
の
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
形
 態
 を
と
る
。
つ
ま
り
多
対
一
あ
る
い
は
差
異
か
ら
同
一
 

へ
と
い
う
関
係
で
あ
り
 

 
 

田
ヰ
 0
 戸
高
）
、
一
対
一
の
関
係
で
あ
り
（
 
荘
 ・
 
ヒ
コ
す
せ
 

0
 戸
口
 
0
 ）
 
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
な
 

と
 

 
 

る
 方
向
性
が
象
徴
の
領
域
で
は
ど
 う
じ
 に
あ
ら
わ
れ
る
 の
で
あ
る
 0
 …
…
こ
の
こ
と
の
結
果
は
、
象
徴
的
な
も
 
の
こ
の
せ
 う
ず
 
0
 甘
コ
仁
の
 

土
日
 

@
 

 
 

と
は
「
な
に
か
」
を
説
明
す
る
も
の
で
も
な
げ
 れ
ば
、
あ
ら
れ
す
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
」
 

象
 

わ
れ
わ
れ
は
少
し
ば
か
り
先
に
す
す
み
す
ぎ
た
の
で
は
 な
い
だ
ろ
う
か
。
象
徴
が
「
な
に
か
を
説
明
す
る
も
の
で
 も
な
け
れ
ば
、
あ
ら
れ
 
  (  5  ) 

が
 解
決
す
る
こ
と
の
で
き
る
不
適
 ム
ロ
 
が
存
在
し
て
お
り
、
 
そ
の
帰
結
は
、
意
味
さ
れ
る
も
の
に
た
い
す
る
意
味
す
 る
も
の
の
過
剰
Ⅰ
目
の
 

（
 
氏
り
 

l
,
 

）
 

い
け
 
Ⅰ
 簿
ヴ
 
0
 コ
年
の
目
の
の
 

隼
 。
 臼
的
コ
 
）
 
ゴ
ド
臣
由
づ
曲
 

Ⅰ
Ⅰ
の
 
で
づ
 
0
 Ⅱ
 任
簿
け
 
Ⅹ
 の
お
 わ
 ぎ
扮
 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
 

「
人
間
は
そ
の
は
じ
ね
か
ら
意
味
す
る
も
の
の
全
体
を
自
 
由
 に
も
ち
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
 あ
る
意
味
さ
れ
る
も
 

の
に
割
り
あ
て
る
こ
と
に
は
困
難
を
お
 ば
 え
て
い
た
。
 ，
 
」
の
意
味
す
る
も
の
と
意
味
さ
れ
る
も
の
と
の
あ
い
だ
に
 は
、
 神
の
理
性
だ
 け
 



b
.
 言
語
と
象
徴
 

 
 

言
語
の
理
解
に
飛
躍
的
な
発
展
を
も
た
ら
し
、
「
 

@
 語
学
，
 」
 そ
は
 科
学
の
名
に
あ
た
い
す
る
唯
一
の
社
会
の
科
学
で
 あ
る
」
と
い
わ
れ
る
 

-
 
四
 @
 

ま
で
に
そ
の
対
象
と
方
法
と
を
厳
密
に
し
た
の
は
、
 

ソ
 シ
ュ
ー
ル
に
は
じ
ま
る
橋
上
呈
言
語
学
で
あ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
 

か
 は
、
ま
ず
、
そ
れ
ま
 

で
ひ
と
つ
の
実
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
語
を
分
解
 し
て
、
こ
れ
が
記
号
表
現
の
俺
年
日
 
が
コ
田
 
（
あ
る
い
 は
聴
 覚
像
ぃ
ヨ
 a
g
 
の
 お
 o
u
 

の
ま
・
 

由
 由
の
）
と
記
号
内
容
の
俺
コ
田
 ひ
 （
あ
る
い
は
概
念
 
n
o
 
コ
の
 
0
%
 ）
と
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
こ
れ
は
 ま
さ
に
革
命
的
な
洞
察
 

で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
の
功
績
は
そ
れ
だ
 げ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
構
造
主
義
的
と
い
わ
れ
 る
 か
れ
の
方
法
の
独
創
 

 
 

性
は
 、
む
し
ろ
こ
の
あ
と
に
は
じ
ま
る
の
で
あ
っ
て
 
、
か
 れ
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
の
記
号
表
現
と
記
号
内
容
の
関
係
と
本
 性
 に
つ
い
て
注
意
す
べ
 

き
 点
が
二
点
あ
る
と
い
う
。
第
一
の
点
は
、
記
号
を
構
 成
し
て
い
る
二
つ
の
要
素
、
つ
ま
り
記
号
表
現
と
記
号
 内
 容
 の
あ
 い
 だ
に
は
 
い
か
 

な
る
必
然
性
も
な
く
、
両
者
は
ま
っ
た
く
懇
意
的
な
 銭
 三
 %
 注
 お
関
係
で
む
す
び
あ
わ
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
 
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

汁
 と
え
ば
、
概
念
と
し
て
の
 八
馬
 V
 が
「
 ゥ
マ
 」
と
 発
立
 目
 さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
性
は
全
然
な
く
、
英
五
 
幅
や
仏
語
で
は
こ
れ
が
 

「
ホ
ー
ス
」
、
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
」
と
発
音
さ
れ
て
い
る
よ
 
う
 に
 、
両
者
の
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ
の
 @
 語
に
よ
っ
て
懇
意
 的
に
決
め
ら
れ
て
い
る
 

に
す
ぎ
な
い
。
 

す
も
の
で
も
な
 い
 」
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
た
し
か
め
ら
 れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
と
 こ
ろ
か
ら
あ
ぎ
ら
か
に
 
6
 

な
っ
た
こ
と
は
、
象
徴
が
ど
う
や
ら
、
記
号
（
Ⅱ
 語
 ）
 と
 八
 意
味
 V
 と
の
一
対
一
対
応
を
信
条
と
し
て
い
る
舌
口
語
 
と
は
こ
と
・
な
っ
た
 、
 独
 

り
 

 
 

白
な
法
則
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
と
い
，
 
s
,
@
@
 

」
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
象
徴
 の
 独
自
性
を
理
解
す
る
 

た
め
に
も
、
す
で
に
十
分
に
す
す
め
ら
れ
て
い
る
言
語
 と
そ
の
記
号
に
か
ん
す
る
研
究
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
っ
て
 、
こ
れ
と
象
徴
と
の
 差
 

異
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
 



第
二
の
点
は
、
こ
の
記
号
表
現
と
記
号
内
容
と
は
と
も
 

に
 、
そ
れ
だ
け
で
み
た
と
き
に
ほ
他
の
項
と
の
 

示
差
 的
な
 年
目
幹
 
の
ま
げ
Ⅰ
 

な
特
 

性
 し
か
も
た
な
い
消
極
的
な
項
に
す
ぎ
な
い
が
、
両
者
 

が
 む
す
び
合
わ
さ
れ
る
と
は
じ
め
て
積
極
的
な
価
値
 

屈
 斤
目
を
も
っ
よ
さ
に
な
 

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
 

馬
 と
い
う
語
の
記
 
号
 表
現
は
「
 
ゥ
 ・
 マ
 
」
と
い
う
昔
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
 

の
ま
ま
で
は
他
の
音
 

と
 

の
 違
い
 な
 示
し
て
い
る
だ
け
で
、
意
味
作
用
も
表
現
作
用
 

も
も
っ
て
い
な
い
。
お
な
じ
よ
う
に
、
そ
の
記
号
内
容
 

レ
 
し
し
て
の
 
八
馬
 
Ⅴ
も
 、
 

現
実
の
あ
る
馬
や
馬
の
集
合
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
 

る
わ
け
で
は
な
く
、
 

豚
 や
半
、
 
羊
 、
人
間
と
い
っ
た
他
の
 

頃
 と
の
差
異
性
に
よ
っ
 

（
 
2
-
 

つ
 
4
 

て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
 

示
差
佳
 
い
が
い
の
特
性
を
も
た
 

な
い
「
消
極
的
な
」
記
号
表
現
と
記
号
内
容
と
が
む
す
び
 

つ
げ
ら
れ
る
と
、
 

こ
 

れ
は
語
と
し
て
の
積
極
的
な
価
値
を
も
つ
よ
 

う
 に
な
り
、
 
現
実
の
罵
こ
対
応
さ
せ
ら
れ
る
 

に
な
る
。
・
 

V
 
,
 
 

よ
う
 
（
 
3
-
2
 
 

，
 
Ⅰ
 
っ
な
 る
と
 @
=
 

ロ
ま
幅
は
 

、
 語
を
も
 

っ
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
 

い
な
る
 

に
 

介
り
 

ネ
し
あ
る
。
い
か
な
る
 

@
 
ミ
コ
 

旺
幅
 
に
片
お
い
 

チ
 
し
も
そ
ハ
 

ツ
 
表
現
部
、
つ
ま
り
そ
の
 

音
的
側
面
の
単
位
と
し
て
の
音
素
 

づ
目
 
。
訪
日
の
（
あ
、
 

い
 、
え
え
、
 お
 の
音
、
 
K
 、
 S
 の
音
な
ど
）
は
数
十
 

ず
 つ
 し
か
な
い
こ
と
が
 

示
 

 
 

性
 と
を
固
有
な
特
性
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
 

数
十
の
音
素
を
も
っ
て
 

あ
ら
ゆ
る
存
在
を
お
お
い
つ
く
す
こ
と
が
で
き
る
よ
 

5
 に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

月
 

以
上
が
 @
 語
と
そ
の
記
号
に
特
有
な
性
質
で
あ
 

り
 、
こ
れ
を
整
理
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
 

一
 
、
 舌
 
口
語
記
号
（
 
"
 語
 ）
は
次
元
の
 

砕
こ
と
な
る
二
つ
の
要
素
、
記
号
表
現
と
記
号
内
容
 

と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
 

ニ
 、
記
号
表
現
と
記
号
内
容
の
あ
 

い
だ
の
絆
は
ま
っ
た
く
懇
意
 

毅
 
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
必
然
性
も
な
い
 

。
 三
 、
記
号
表
現
と
記
号
内
容
と
は
と
も
に
 

示
差
佳
 い
が
 い
の
特
性
を
も
っ
て
い
な
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



（
こ
れ
が
説
明
と
い
う
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
。
 
六
 、
文
 脈
 に
応
じ
て
、
語
を
あ
ら
た
な
、
個
人
的
な
も
ち
 い
方
 を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

こ
の
 六
つ
 0
 項
目
に
つ
い
て
ひ
と
っ
ず
 つ
 象
徴
と
比
較
 し
て
い
け
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
象
徴
に
つ
い
て
 よ
り
 深
い
理
 解
 を
え
る
こ
と
が
で
 

ぎ
る
だ
ろ
う
。
 
一
 、
象
徴
と
そ
れ
が
象
徴
す
る
も
の
（
 以
下
象
徴
さ
れ
る
も
の
と
 よ
ぶ
 ）
と
は
、
た
と
え
ば
黒
い
 煙
 が
火
事
を
示
し
、
 
あ
 

る
ぃ
 は
黒
い
雨
雲
を
示
す
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
か
な
ら
 ず
し
も
次
元
を
異
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
 ニ
 、
象
徴
と
 象
徴
さ
れ
る
も
の
と
の
 

あ
い
だ
に
は
、
つ
ね
に
黒
煙
 ｜
 火
事
、
黒
煙
 ｜
 雨
雲
 と
 い
う
ぐ
あ
い
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
自
然
 な
絆
 」
、
つ
ま
り
動
機
 

（
 
㏄
）
 

@
 

つ
げ
 
ョ
 0
 （
 
守
注
い
 Q
 コ
の
 関
係
が
あ
り
、
こ
れ
は
 け
つ
 し
 

撫
 し
、
説
明
を
お
こ
な
 う
 の
に
適
し
た
言
語
が
存
在
し
 て
い
る
の
に
、
な
ぜ
象
徴
が
こ
れ
ま
た
お
な
じ
目
的
で
つ
 

て
 懇
意
的
な
も
の
で
は
な
い
。
 

三
 、
象
徴
は
山
車
や
爆
竹
 か

わ
れ
な
く
て
は
な
ら
 

の
よ
う
に
、
象
徴
さ
れ
 

る
も
の
と
は
無
関
係
に
そ
の
も
の
に
お
い
て
存
在
す
る
 @
 
」
と
が
で
き
る
。
 四
 、
象
徴
と
象
徴
さ
れ
る
も
の
と
の
 関
 係
は
、
 多
く
の
ば
あ
い
 

一
対
一
で
は
な
く
、
一
対
多
、
多
対
一
の
関
係
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
五
、
象
徴
を
も
っ
て
象
徴
に
つ
い
て
語
る
こ
 と
は
で
き
な
い
（
象
徴
 

は
 説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
。
 

六
 、
象
徴
の
使
用
は
慣
習
に
よ
っ
て
さ
だ
め
ら
れ
て
お
 り
 「
こ
れ
を
新
し
く
、
 

個
人
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
 

@
 
㌘
）
 

象
徴
の
こ
の
 ょ
う
 な
性
格
は
な
に
を
示
し
て
い
る
の
だ
 ろ
う
か
。
何
人
か
の
 @
=
 

ロ
ま
如
 
学
者
や
人
類
学
者
の
言
に
よ
れ
 ば
 、
象
徴
と
は
舌
口
語
 

や
語
 と
は
ま
っ
た
く
本
性
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
 

し
 ば
し
ば
お
 
@
 
し
な
わ
れ
て
Ⅰ
い
る
 
よ
う
 に
、
舌
口
語
を
モ
デ
ル
 に
し
て
象
徴
を
か
ん
が
 

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
 れ
ば
、
象
徴
は
意
味
あ
る
い
は
概
念
を
運
搬
す
る
に
は
 不
 適
当
で
あ
り
、
ま
し
て
 

や
 説
明
や
解
釈
と
い
う
作
用
を
お
こ
な
う
こ
と
は
ま
っ
 た
く
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
り
に
象
徴
が
な
に
か
を
 土
日
 

ゅ
倖
快
介
 

し
て
い
る
よ
戸
り
 
ノ
 に
 

み
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
つ
ね
に
舌
口
語
 
卜
ト
 
よ
っ
て
 お
 ぎ
 な
わ
れ
て
 
い
 な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
 う
 え
 、
概
念
や
意
味
を
運
 

（
竹
筏
 

@
 

な
 い
 の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
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象徴の意味と 象徴の作用 

明 に に と る l ム デ っ 研 な あ ぅ で   
れ ら が 概 ス 聖 ら る の る こ る 。 わ 

，，五 @-- ケ 十八 Ⅰ え詰ら イヒ るので 念 」なわで多種れ よ これ 
め る さ 、 く の が う の は 

い してれの れさ こ主 張ず ぎの。 ょ目 コ れこが 存 わにこ 象 

と 三 ず 一 挺 て 

      だ も は で ー た ね と ま   
  

仏性 に も り、 大き はな つに 

る え 

が と そ で も 
、 な の め し 

こ る 侍 る る 
れ の 性 だ そ まで ははるの 、 別ぅ相 異性 宗教 言語 のと 

象 に こ り を 

て 
確認す 徴に関 はあら ろにあ は、象 
心 わ る 徴 る 
な す と は に 
ょ こ す 、 ぃ 

せ と る 育 た 
て の こ 語 っ 

の - 巨 五 き で と が た   た き で そ の 

  



う
 べ
 き
 も
の
で
は
な
い
が
 る
ぅ
か
 。
 

さ
て
、
宗
教
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
 八
聖
 V
 な
い
し
 八
 実
在
 V
 と
 よ
 ば
れ
る
も
の
が
い
か
な
る
 属
性
を
も
ち
、
日
常
 

性
 も
し
く
は
入
浴
 V
 と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
と
 い
う
こ
と
を
あ
ぎ
ら
か
に
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 そ
し
て
そ
の
た
め
に
 象
 

徴
 概
念
が
有
効
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
六
案
 在
 V
 が
、
な
ぜ
、
そ
し
て
い
か
な
る
経
路
を
た
ど
っ
て
 、
 象
徴
と
と
も
に
人
間
の
 

も
と
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
を
解
明
す
る
，
 
」
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
 
八
 実
在
 V
 の
理
解
を
進
め
る
こ
と
 が
で
き
る
の
で
な
く
て
 

ほ
 な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
す
で
に
み
た
 よ
う
 に
、
象
徴
 は
 他
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
 、
し
か
も
右
の
諸
前
提
 

に
お
い
て
も
、
象
徴
は
実
在
に
侵
入
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
 ，
 
ぇ
 に
つ
ね
に
あ
い
ま
い
さ
を
残
し
て
い
る
と
い
う
ぐ
あ
い
 に
 、
象
徴
が
こ
の
実
在
 

を
 説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
こ
の
 八
 実
在
 V
 に
よ
 っ
て
説
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
 。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
 

れ
が
右
の
諸
前
提
を
 ぅ
げ
 入
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
 わ
れ
は
象
徴
を
つ
う
じ
て
 八
 実
在
 V
 の
あ
ら
た
な
理
解
を
 え
る
こ
と
は
で
ぎ
ず
、
 

逆
に
実
在
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
了
解
し
た
も
の
を
、
 象
 徴
 の
う
ち
に
再
認
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
  
 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
象
徴
が
こ
の
実
在
を
 あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
前
提
を
す
て
る
べ
 き
 で
 は
 な
い
 だ
ろ
う
か
。
象
徴
が
 

こ
の
実
在
と
な
ん
ら
か
の
関
係
を
む
す
ん
で
 い
 る
と
す
れ
 ば
 、
そ
し
て
象
徴
こ
そ
は
こ
の
 八
 実
在
 V
 を
解
明
し
て
 
い
く
た
め
の
鍵
に
ほ
か
 

な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
実
在
が
象
徴
に
 ょ
 っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
「
こ
の
 八
 実
在
 V
 と
 よ
 ば
れ
る
も
の
は
、
 

象
徴
が
あ
る
種
の
構
造
を
も
っ
て
も
ち
い
ら
れ
る
と
 ぎ
 に
 、
は
じ
め
て
人
間
の
も
と
に
生
み
だ
さ
れ
る
あ
る
種
の
 体
験
の
こ
と
に
ほ
か
な
 

ら
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
研
究
は
、
た
し
か
に
数
 多
く
あ
る
わ
け
で
は
な
い
 タ
 し
か
し
な
が
ら
皆
無
と
い
 ぅ
 わ
け
で
も
な
い
の
 

 
 

あ 
し る 
か   

し と 
な い 

がも う 

らの ，、 、 も   
う そ   
た は 
一 月 J 象 
提 徴 

ま、ヰサこよ 
は っ 

た て 
し 生   
て み   
宗 田   
教 さ   
の れ   
研 る   
究 も 

ほ の 
必 で 

妻 は 
な な 

もく の 、 
な 象   
だ に 

ろ よ 

う つ 

か て 

  あ ・ 

む ら・ 

し ね ・ 

ろ さ ・ 

そ れ・ 

れ る・ 

は 、 @ も の 
宗 だ 
教 か 
の ら 
前 で 
提 あ 
と る   
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象徴の意味と 象徴の作用 

つ
ま
り
、
ま
つ
り
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
一
つ
の
宗
教
 経
 験
 せ
 、
象
徴
の
表
現
作
用
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
 、
そ
れ
が
感
覚
に
あ
た
 

え
る
刺
戟
と
い
う
観
点
か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
 な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

柳
川
啓
一
の
こ
の
視
点
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
 ま
さ
に
、
か
れ
が
そ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
化
ま
つ
り
と
 宗
 教
 儀
礼
の
機
能
論
 や
 

構
造
論
を
の
り
こ
え
る
べ
く
提
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
 で
あ
 -
2
 

狡
 ）
 
。
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
の
章
で
こ
う
し
た
方
向
性
に
 お
い
て
論
議
を
す
す
め
 

 
 

て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
 象
 徴
 の
も
つ
感
覚
特
性
に
注
意
を
か
た
 ち
げ
 、
ま
つ
り
と
 儀
 礼
の
核
心
に
あ
る
実
在
 
11  (11) 

（
 W
@
-
 

（
ま
つ
り
の
）
感
覚
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
 
あ
り
ま
す
。
」
 

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
 
べ
ラ
 

「
実
在
は
た
ん
に
与
え
 

ふ
く
ん
だ
動
的
な
過
程
で
 

さ
れ
た
も
の
と
を
む
す
び
 

残
念
な
こ
と
に
、
 
べ
 ラ
ー
の
 

も
の
が
柳
川
啓
一
に
よ
っ
て
 

「
ま
つ
り
の
中
に
出
て
 

ん
な
組
み
 ム
ロ
 
わ
せ
と
い
う
 

が
い
わ
ば
切
り
す
 て
 
（
ら
 

る
と
し
ま
す
と
、
そ
の
中
 

た
と
い
う
、
そ
う
い
う
 感
 

験
 と
い
う
ふ
 う
 な
も
の
、
 

｜
 は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

実
在
の
理
解
と
は
、
つ
ね
に
主
観
と
客
観
と
を
 

あ
る
。
…
…
象
徴
と
は
か
く
さ
れ
た
実
在
を
あ
ら
れ
す
 も
の
で
は
な
く
、
か
く
さ
れ
た
も
の
と
、
あ
ら
わ
に
 

 
 

つ
け
る
生
き
た
絆
で
あ
る
。
」
 

こ
と
は
は
か
れ
独
得
の
形
而
上
的
志
向
に
よ
っ
て
あ
い
ま
 い
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
方
向
性
を
徹
底
し
た
 

明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 

ま
い
り
ま
す
全
て
を
、
（
あ
る
も
の
を
言
い
あ
ら
わ
す
 た
め
の
他
の
も
の
と
い
う
意
味
で
の
）
象
徴
の
い
ろ
 

ふ
う
 な
も
の
だ
け
で
見
て
し
ま
い
ま
す
と
、
も
う
一
つ
 感
 覚
 と
し
て
の
ま
つ
り
と
い
う
ふ
う
な
面
が
、
こ
れ
 

れ
 ）
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
…
…
 お
 ま
つ
り
が
単
な
る
 馬
鹿
騒
ぎ
で
は
な
く
て
一
つ
の
宗
教
的
な
活
動
で
あ
 

で
、
人
が
 、
 何
か
自
分
た
ち
が
生
ま
れ
か
わ
っ
た
と
言
い
 ま
す
か
、
あ
る
い
は
非
常
に
新
し
い
も
の
に
触
れ
 

じ
が
起
こ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
そ
 う
 す
る
と
、
こ
こ
で
そ
う
い
う
ふ
 う
 な
一
つ
の
意
識
 体
 

こ
れ
が
感
覚
か
ら
お
こ
っ
て
く
る
…
：
毛
の
中
で
自
分
た
 ち
が
変
わ
っ
た
と
い
う
ふ
 う
 な
、
そ
う
い
う
の
が
 



  

こ と 回 " 量 体 的 覚 " ははがら問なも " 八確 " 題 いの 象   
っ わ と 微 か の を あ わ 明 い 一 さ 
て け り や え 認 実 る れ に ぅ 般 ま II 

、 他 あ 儀 れ 識 現 八 は で 認 に ざ     象 
と 団 の 例 話 佳 い V ち く も が 角   徴 

の 作用 絶 は「 合同 と 幻 は、 をあげ と象徴 の次元 るのだ や 聖 八 につぎ 、むし つにい えられ 度から 象徴の 

対 し 覚 て と に ろ V の ら た て 横 惑 

笘百持旨怯原自 、 寡言若に ぢ で 属 
領 き あ な ど か 。 ら な 混 。 よ て 性 
域 は る が の わ 象 わ 問 逃 し ぅ み る 植物ら、おこへの こ よう らな 徴が すた し止 、こ にみ かし なそ 

鍵 ⑮な を 答 な か も め 直 ち な の と 

」 @ わ も え 関 で っ の 面 び が 表 に 

な れ ち を 係 は ぱ も さ い ら 現 ょ 

手 る い だ に い ら の せ て 家 作 っ 

に こ ろ す あ な 人 で ら い 徴 用 て 
い の 南 よ る い 間 は れ る を で 、 
れ 儀 米 ぅ の の の な る ょ こ は ね 
る 礼 の つ だ で 惑 い か う の な れ   
る げ ィ に れ ぅ て そ 象 。 と 五 に 
と の ン し ら か い れ 徴 と し 官 と   
ら あ ア 。 い の い の 宗 の 解 激 真 

れリ て、 ン の   
儀礼の いろ。 これに 

さ 参 例 
て 加 で     こ の て   年に 儀礼は 覚をも に と 儀 る こ つ ろ で あ 
さ つ 数 兵 威 礼 い と な 、 は る 

の
 体
験
を
、
象
徴
の
も
つ
こ
う
し
た
特
性
に
よ
っ
て
 、
人
 間
 の
も
と
に
構
成
さ
れ
る
あ
る
種
の
体
験
と
し
て
と
ら
 え
て
い
く
だ
ろ
う
。
 

1
2
 



ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
 

そ
 の
 多
く
が
神
話
上
の
出
来
事
に
同
一
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
 

 
 

  

こ
の
儀
礼
が
わ
れ
わ
れ
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
こ
に
は
 

幻
 覚
性
 の
あ
る
植
物
の
感
覚
も
し
く
は
身
体
へ
の
作
用
、
 

こ
の
植
物
を
は
じ
め
 

 
 

 
 

い
っ
た
、
い
く
種
類
も
の
象
徴
を
使
用
す
る
た
め
の
 

諸
規
 則
 、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
象
徴
 

難
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
経
験
へ
の
意
味
づ
 
け
 と
い
う
、
三
つ
の
質
の
こ
と
な
る
過
程
が
並
存
し
て
い
る
 

こ
と
が
顕
著
に
み
て
と
れ
る
 

矩
か
ら
で
あ
る
 0
 こ
の
一
二
つ
の
過
程
は
、
こ
の
儀
礼
 

に
か
ぎ
ら
ず
お
そ
ら
く
あ
ら
ゆ
る
儀
礼
に
お
い
て
並
存
し
 

て
い
る
も
の
な
の
で
あ
っ
 

徴
の
，
て
 

煮
 

、
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
現
実
に
は
そ
れ
が
複
雑
 

に
か
ら
み
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
認
識
上
は
 

そ
れ
を
わ
け
て
か
ん
が
え
て
 

象
 

い
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
 

う
 す
る
こ
と
が
儀
礼
の
 
よ
り
深
い
理
解
の
た
め
に
は
必
要
な
の
で
あ
る
。
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ま
な
イ
メ
ー
ジ
が
目
の
前
を
走
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
 

個
人
的
で
理
解
し
に
く
い
イ
メ
ー
ジ
は
 

、
 一
つ
ひ
と
つ
 
シ
 サ
 ー
マ
ン
や
長
老
に
 
ョ
守
 

シ
 が
い
く
 っ
 も
 う
 か
ぶ
 よ
う
 に
な
る
。
こ
れ
は
光
視
と
 
ょ
 ば
れ
る
、
目
を
つ
む
っ
て
ま
ぶ
た
の
 

う
 え
か
ら
眼
球
を
 
お
す
と
目
の
前
に
 
ぅ
か
 

ん
で
み
え
る
 
図
象
 と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
た
し
 

か
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
形
の
は
 

つ
 ぎ
り
し
な
い
さ
ま
ざ
 

上
昇
す
る
こ
と
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
を
す
 

ぎ
る
と
、
か
れ
の
目
の
ま
え
に
は
、
丸
や
三
角
、
斜
線
な
 

ど
の
国
家
的
な
イ
メ
ー
 

の
し
か
た
な
ど
に
も
、
厳
格
な
規
則
と
方
向
性
と
が
 

存
 在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
 
煩
隙
 な
手
順
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 参
加
者
は
以
下
の
よ
う
な
経
験
を
も
つ
 

よ
う
 に
な
る
。
 
ま
ず
参
加
者
を
お
そ
 

う
の
は
直
接
的
な
身
体
感
覚
で
あ
り
、
目
ま
い
、
身
震
 

い
 、
風
や
飛
翔
の
感
覚
な
ど
を
か
れ
は
あ
じ
わ
 

う
 の
で
あ
 る
が
、
こ
れ
は
銀
河
 
へ
 

種
類
も
の
楽
器
を
も
ち
い
た
り
、
闇
の
な
か
で
た
い
ま
 

つ
の
光
を
点
灯
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
、
そ
し
て
ア
ル
コ
ー
 

か
め
 飲
み
か
た
や
会
話
 

液
体
を
の
む
順
番
や
、
そ
の
間
隔
、
回
数
な
ど
に
も
こ
 

さ
か
い
規
定
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
あ
い
ま
あ
い
ま
に
お
 

こ
 な
 う
 歌
や
踊
り
、
 何
 

禁
止
な
ど
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

そ
 の
う
え
で
、
儀
礼
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
も
、
幻
覚
性
の
 

あ
る
植
物
を
せ
ん
じ
た
 

ま
ざ
ま
な
規
則
と
象
徴
と
か
ら
な
っ
て
い
る
た
め
、
 男
 た
ち
が
こ
の
儀
礼
に
加
わ
ろ
 う
と
 思
え
ば
、
あ
ら
か
じ
め
 食
事
の
制
限
や
性
交
の
 



こ
と
の
不
可
能
性
、
そ
し
て
そ
の
並
は
ず
れ
た
喚
起
力
 め
 強
さ
な
ど
は
ま
さ
に
象
徴
の
特
長
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
 匂
い
が
 ぎ
 ね
だ
っ
た
 象
 

い
を
想
起
し
よ
う
と
思
っ
て
も
で
き
な
い
が
、
す
で
に
 

知
 覚
し
た
こ
と
の
あ
る
匂
い
を
そ
れ
と
認
め
る
こ
と
は
で
 

き
る
。
し
か
も
匂
い
は
 

記
憶
の
な
か
で
特
別
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
一
度
か
 

い
だ
こ
と
の
あ
る
匂
い
を
何
年
も
あ
と
に
思
い
出
す
こ
と
 

も
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
 

匂
い
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
た
状
況
や
感
情
を
、
な
ま
な
 

ま
し
く
再
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ス
ペ
ル
ベ
ル
は
こ
の
 

は
た
ら
き
を
喚
起
 カ
 

づ
 三
ミ
 黛
 Ⅱ
円
珍
 ら
 n
 
緊
ざ
コ
 と
よ
ん
で
い
る
が
、
以
上
の
 
よ
う
な
匂
い
の
諸
性
質
、
つ
ま
り
そ
の
 

芽
示
差
 的
な
性
 洛
や
、
直
接
想
起
す
る
 

を
 実
現
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 0
 

こ
う
し
た
問
題
を
か
ん
が
え
て
い
く
う
え
で
も
っ
と
も
 啓
発
的
で
あ
る
の
は
、
匂
い
を
め
ぐ
る
 ダ
ソ
 ・
ス
ペ
ル
 ベ
 ル
の
 秀
逸
な
研
究
で
 

あ
る
。
か
れ
に
 よ
 れ
ば
匂
い
と
は
っ
ぎ
の
よ
う
な
性
質
 を
も
っ
て
い
る
と
い
う
。
人
間
は
匂
い
を
区
別
す
る
こ
と
 が
で
き
る
が
、
そ
れ
を
 

分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
匂
い
は
、
他
の
匂
 い
と
の
 示
差
 的
な
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
 は
な
く
、
花
の
匂
い
、
 

タ
バ
コ
や
コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
と
い
う
よ
う
に
、
匂
い
の
も
 と
に
な
る
物
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
名
づ
け
ら
れ
て
 い
ろ
。
あ
る
一
つ
の
 匂
 

る
た
め
の
い
か
な
る
法
則
が
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
そ
 の
 法
則
を
も
っ
て
象
徴
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 人
 間
は
自
己
の
う
ち
に
 何
 

こ
の
三
つ
 

の
身
体
へ
の
 

こ
の
経
験
は
 

を
あ
た
え
ら
 

れ
て
い
く
の
 

で
、
こ
こ
で
 

こ
と
を
つ
 ぅ
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じ は で れ 無 影 の 
て 簡 あ て 定 響 過 
入 学 る い 形 が 程 
間 に 。 る な あ を 
に し と 。 ど り一一 "  ゾコ 

の と ろ し で   こ ず 

よ り で て は れ つ 

ぅ あ こ そ な は 整   
を いきい え 豪 的 て 

お よわ 。 ごで の 、 徴 のも ない げ 
ぼ れ 過 こ 使 の ば 
し わ 程 の 用 で つ 

て いが、 れは限にあ 定 あ っの ぎ 
る こ わ さ た て よ 

か こ れ れ っ 、 5 
と で ね た て い に 
ぃ 問 れ 経 さ か な 
ぅ 題 の 験 ま な る 

    
儀 の の れ と か の 
礼 慰 問 る に な あ 
の 覚 題 こ よ い る 
な を か と っ に 植 
か 剃 ら に て ち 物 
に 戟 は ょ 、 が な 
は す ず つ 限 い は 
  る れ て 定 な じ 

象 、 象 て 意 さ い め 

る   
す の の さ 性 が 徴 



し
て
タ
ー
ナ
ー
は
、
か
れ
の
調
査
し
た
ン
デ
ン
ブ
社
会
 

0
 基
本
的
な
三
原
色
で
あ
る
 

日
 /
 赤
ノ
 黒
の
対
立
の
背
後
 

に
は
、
人
間
の
生
理
、
 

心
理
的
な
経
験
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
し
た
。
す
な
 

ね
 ち
、
 
白
 Ⅱ
精
液
も
し
く
は
 

乳
 、
赤
Ⅱ
 
血
 、
 黒
 Ⅱ
死
体
と
い
っ
 

た
 連
想
で
あ
り
、
そ
の
 

結
果
こ
れ
ら
の
色
は
、
強
烈
な
感
情
や
衝
動
を
か
き
た
 

て
る
力
を
も
つ
と
ど
 

う
じ
 に
、
人
間
生
活
の
基
本
的
な
 

認
 調
め
 セ
ッ
ト
と
し
て
 

機
 

-
J
 

ク
 
U
 
）
 

能
 す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

色
の
対
立
が
社
会
的
な
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
 

ど
う
か
、
あ
る
い
は
色
の
組
み
合
わ
せ
が
人
間
の
基
本
的
 

な
 面
訴
 

仙
識
の
 
セ
ッ
ト
 
と
 

し
て
機
能
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
 

、
 色
の
認
識
 
に
 お
い
て
重
要
な
の
が
 

色
 ど
 う
 し
の
対
照
 
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
 

裂
 
用
 
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
じ
っ
さ
い
色
の
の
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
は
、
色
に
 

る
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
色
は
フ
ォ
ー
 
る
こ
と
 

ぷ
際
 

3
 

 
 

 
 

ィ
乍
 

@
 
㏄
）
 

味
 
と
 性
格
を
も
っ
て
お
り
、
「
色
は
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
 

の
 直
接
的
で
強
烈
な
、
な
ま
の
表
現
で
あ
る
」
と
い
わ
 

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
色
の
 

 
 

ァ
ブ
 
リ
 ヵ
 の
儀
礼
等
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
お
り
、
 

そ
 @
 
」
で
は
体
を
塗
り
め
げ
、
あ
ざ
 

象
 

や
か
な
 
衣
 掌
を
身
に
ま
と
い
、
白
と
り
ど
り
の
仮
面
を
 

か
ぶ
っ
た
男
た
ち
が
、
強
烈
な
光
の
も
と
で
乱
舞
す
る
。
 

こ
の
 
ょ
 5
 な
 色
彩
の
氾
 15 (15) 

（
㏄
 
@
 

立
や
 、
あ
る
い
 は
色
 あ
り
 ノ
色
 な
し
と
い
っ
た
対
立
が
 、
 し
ば
し
ば
社
会
的
な
意
味
作
用
を
は
た
し
て
い
る
と
 主
 張
 し
た
。
こ
れ
に
た
 い
 

徴
性
 を
も
っ
 

匂
い
い
が
 

も
、
一
般
に
 

れ
を
中
断
さ
 

研
究
が
あ
る
 

（
 
お
 ）
 

て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

い
の
感
覚
特
性
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
象
徴
性
を
も
っ
て
い
る
 こ
と
は
た
し
か
に
ま
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
 色
 や
音
 に
お
い
て
 

か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
認
識
の
道
具
と
し
て
だ
 げ
で
は
な
く
、
身
体
に
直
接
は
た
ら
き
か
け
、
日
常
的
な
 意
識
の
流
 

せ
る
は
た
ら
ぎ
が
あ
る
こ
と
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 い
わ
か
る
未
開
社
会
の
色
の
分
類
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
 で
 多
く
の
 

が
 、
な
か
で
も
 レ
 ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
は
色
の
対
立
に
 主
要
な
価
値
を
み
と
め
、
た
と
え
ば
赤
と
白
と
い
う
よ
 う
 な
 色
の
対
 



わ
れ
わ
れ
は
、
儀
礼
象
徴
の
 

れ
ら
は
い
ず
れ
も
宗
教
儀
礼
に
 

や
感
性
の
次
元
に
は
た
ら
き
か
 

非
言
語
的
な
体
験
を
ひ
 き
 お
こ
 

も
っ
て
い
る
こ
と
が
た
し
か
め
 

宗
教
儀
礼
で
も
ち
い
ら
れ
る
 

家
や
、
味
覚
に
う
っ
た
え
る
ご
 

踊
り
、
行
進
、
断
食
、
ア
ル
コ
 

一
口
で
い
っ
て
、
儀
礼
と
く
に
 

身
体
へ
の
作
用
に
つ
い
て
か
ん
が
え
る
た
め
に
、
幻
覚
 作
用
、
匂
い
、
 色
 、
昔
を
と
り
あ
げ
て
き
た
。
 こ
 

お
い
て
も
ち
い
ら
れ
る
象
徴
の
特
性
で
あ
り
、
理
性
や
 ヱ
 
局
 味
の
層
を
へ
る
こ
と
な
く
、
直
接
人
間
の
身
体
 

げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
、
 日
常
的
な
意
識
の
流
れ
を
停
止
さ
せ
る
力
や
 、
 

す
 力
、
そ
し
て
並
は
ず
れ
た
喚
起
力
の
強
さ
な
ど
、
 こ
 れ
ま
で
宗
教
儀
礼
の
特
長
と
さ
れ
て
き
た
作
用
を
 

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

象
徴
は
以
上
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
 た
 と
え
ば
視
覚
に
う
っ
た
え
る
も
の
と
し
て
の
形
 

ち
 そ
り
ゃ
飲
み
物
、
触
覚
と
し
て
の
体
を
む
ち
打
っ
た
り
 傷
痕
を
つ
げ
た
り
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
競
争
、
 

｜
ル
の
 効
果
と
い
っ
た
、
人
間
の
運
動
感
覚
や
内
臓
感
覚
 に
か
か
わ
る
も
の
な
ど
多
く
の
種
類
が
あ
る
。
 

祝
祭
と
は
、
こ
の
 ょ
う
 な
人
間
の
五
官
な
い
し
六
官
を
 刺
激
す
る
象
徴
の
、
質
量
と
も
に
過
剰
な
使
用
と
 

-
0
 

4
 
セ
）
 

ち
が
い
っ
せ
い
に
騒
音
を
た
て
る
シ
ャ
リ
バ
リ
の
儀
礼
 な
ど
は
、
こ
の
 範
 時
に
い
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
 0
 

を
 修
復
し
よ
う
と
す
る
儀
礼
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
 に
か
つ
て
み
ら
れ
た
、
再
婚
の
婦
人
の
結
婚
式
が
お
こ
 な
 わ
れ
る
日
に
、
若
者
た
 

濫
は
 、
そ
し
て
日
本
の
ま
つ
り
等
に
お
い
て
も
、
山
車
 や
ま
つ
り
の
装
束
な
ど
に
強
調
さ
れ
る
色
彩
の
過
剰
は
 、
 な
に
か
を
認
識
さ
せ
る
 

た
め
と
い
う
 ょ
 り
、
む
し
ろ
 力
 と
し
て
作
用
す
る
た
め
 の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

お
な
じ
こ
と
は
昔
に
つ
い
て
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
し
 か
に
昔
は
、
一
方
に
お
い
て
、
 
昔
 ど
 う
 し
の
 示
差
 的
な
関
係
 か
ら
な
る
シ
ス
テ
ム
 

を
 二
つ
も
っ
て
い
る
。
言
語
と
音
楽
と
が
そ
れ
で
あ
り
、
 前
者
は
も
ち
ろ
ん
後
者
に
お
い
て
も
そ
の
 八
 意
味
 V
 が
 し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
 

 
 

強
弱
や
リ
ズ
ム
だ
け
が
問
題
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
 ぱ
あ
 い
 に
は
、
「
 昔
そ
 

の
も
の
は
中
立
的
な
も
の
」
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
 意
 味
 作
用
も
も
た
ず
、
た
ん
に
日
常
性
を
停
止
す
る
た
め
の
 し
る
し
づ
注
 し
円
ヰ
麓
 

Ⅱ
 
ォ
の
 
㍉
 

 
 

観
察
さ
れ
て
い
る
、
日
蝕
の
と
き
に
で
き
る
だ
 け
 大
き
な
 昔
を
た
て
て
こ
の
事
態
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ぅ
 え
か
ら
 雨
 あ
ら
れ
 と
ふ
 ら
さ
れ
る
。
さ
ら
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
先
取
り
の
儀
礼
は
 、
以
 

に
 成
人
式
で
あ
る
割
礼
の
儀
礼
に
お
い
て
は
、
少
年
の
頭
 

上
に
の
べ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
子
供
の
成
長
、
家
族
 

の
 俊
敏
さ
さ
い
の
っ
て
頭
の
形
を
 

と
 親
族
の
平
和
、
家
畜
 

し
た
祭
壇
が
つ
く
ら
れ
た
り
、
か
れ
の
健
康
を
い
の
っ
て
 、
そ
の
ま
う
 も
 や
ま
 ゆ
毛
 、
血
な
ど
で
祭
壇
が
つ
く
ら
 れ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
 

う
 に
、
儀
礼
の
象
徴
は
そ
の
目
的
と
の
あ
い
だ
で
、
類
似
 性
 と
接
続
性
の
、
あ
る
い
は
メ
タ
フ
ォ
ー
 と
メ
ト
ニ
ミ
｜
 の
 法
則
に
し
た
が
っ
て
 

活
用
さ
れ
て
し
る
 

@
 
O
 

（
 
G
 
4
 
 

）
 こ
う
し
て
こ
れ
ら
の
儀
礼
は
 、
そ
 
0
 目
的
で
あ
る
好
ま
し
い
出
来
事
を
あ
ら
か
じ
め
儀
礼
の
 な
か
で
象
徴
的
に
現
出
 

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 め
ざ
す
結
果
を
先
取
り
し
て
 い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
、
未
来
の
行
為
に
む
 か
ぅ
人
 び
と
の
心
を
組
 

織
し
 、
健
康
や
妊
娠
、
出
産
、
雨
、
豊
作
な
ど
の
出
来
 事
 が
か
な
ら
ず
実
現
す
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
確
信
と
 安
 心
を
参
加
者
に
あ
た
え
 

の
 繁
殖
、
旅
行
、
商
取
り
引
 き
 、
戦
争
と
い
っ
た
、
あ
ら
 ゆ
る
重
要
な
企
て
に
先
立
っ
て
お
こ
た
わ
れ
て
い
る
の
 ・
だ
か
ら
、
こ
の
先
行
儀
 

礼
 が
め
ざ
し
て
い
る
の
は
、
た
ん
に
あ
る
好
ま
し
い
 出
 夫
事
が
生
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
好
ま
し
い
こ
と
ば
か
り
 が
つ
づ
い
て
生
じ
る
、
 

態
 が
発
生
し
た
と
き
に
、
そ
れ
を
修
復
す
る
べ
く
お
こ
 

な
わ
れ
る
儀
礼
で
あ
る
。
 

こ
の
と
き
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
に
お
い
て
も
ち
い
ら
れ
る
 

象
 徴
は
 、
一
般
に
そ
の
儀
礼
の
目
的
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
 

い
る
 0
 前
者
の
先
行
 

儀
礼
の
ば
あ
い
、
た
と
え
ば
雨
乞
い
の
儀
礼
に
お
い
て
 

は
 黒
い
雲
が
く
る
 
よ
う
 に
黒
煙
が
た
か
れ
、
婚
約
と
結
婚
 

の
 儀
礼
で
は
、
女
が
妊
 

娠
 す
る
 よ
う
 に
胎
児
に
同
一
視
さ
れ
る
な
 
田
 ず
が
食
べ
 さ
せ
ら
れ
、
種
ま
き
の
儀
礼
で
は
、
 

ひ
 え
が
豊
作
に
な
る
 
よ
う
 に
こ
れ
が
祭
壇
の
 

b
.
 儀
礼
と
祝
祭
 

1
8
 

わ
れ
わ
れ
は
別
の
箇
所
で
、
 

西
ァ
ブ
 リ
 ヵ
 の
 ド
 ゴ
ン
 社
 会
の
例
を
あ
げ
な
が
ら
そ
う
し
た
試
み
を
お
こ
な
っ
て
 お
 り
 、
こ
こ
で
は
そ
れ
）
 

 
 

を
 詳
説
す
る
だ
け
の
余
裕
も
な
い
の
で
、
そ
の
結
果
だ
 げ
 な
 の
べ
る
こ
と
に
し
た
 （
 
い
 
5
 
4
 
 

）
 
。
わ
れ
わ
れ
に
 ょ
 れ
ば
、
 

、
 
儀
 礼
は
大
ぎ
く
わ
け
て
 二
 

 
 

つ
 0
 タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
る
。
先
行
儀
礼
と
 遡
 両
儀
礼
で
 あ
り
、
前
者
は
、
健
康
、
成
人
、
妊
娠
、
豊
作
、
雨
 な
 ど
の
好
ま
し
い
出
来
事
 

が
 生
じ
る
 よ
う
 に
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
 も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
病
気
や
死
 、
 ひ
で
 り
 、
不
作
な
 ど
の
好
ま
し
く
な
い
事
 



い
わ
ば
理
想
の
世
界
を
実
現
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
 い
 の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
そ
う
は
い
っ
て
も
、
現
実
に
は
好
ま
し
い
 出
 来
 事
ば
か
り
が
 つ
 づ
く
 ゎ
 げ
で
は
な
い
。
た
と
え
人
び
と
 が
 儀
礼
を
へ
る
こ
と
 

に
よ
 ?
 で
、
そ
れ
が
つ
づ
い
て
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
 ぅ
 確
信
を
手
に
い
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
か
れ
ら
を
、
 病
気
や
疫
病
、
ひ
で
 り
 

や
死
 、
不
作
、
不
妊
な
ど
の
好
ま
し
く
な
い
出
来
事
が
 い
つ
か
は
お
そ
れ
な
い
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
 う
 な
出
来
事
が
発
生
し
 

た
と
き
に
、
そ
れ
を
修
復
す
る
た
め
に
お
こ
た
わ
れ
る
 の
が
 遡
 雨
儀
礼
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
禁
止
を
破
 っ
 た
た
め
に
そ
の
出
来
 

妻
 が
生
じ
た
と
か
、
あ
る
い
は
先
祖
を
な
い
が
し
ろ
に
 し
た
 罰
 だ
と
か
い
 う
 ぐ
あ
い
に
そ
の
原
因
を
説
明
す
る
こ
 と
に
よ
っ
て
 、
 好
ま
し
 

ぃ
 出
来
事
だ
け
が
 つ
 づ
い
て
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
 先
行
儀
礼
の
原
則
を
 う
 た
が
わ
せ
な
い
で
す
ま
せ
て
 ぃ
 る
 。
そ
の
う
え
で
そ
れ
 

は
 、
供
犠
、
い
ぶ
し
 煙
 、
楽
器
、
薬
草
な
ど
の
象
徴
を
も
 ち
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
た
た
び
好
ま
し
い
状
態
を
 回
復
さ
せ
よ
う
と
し
て
 

い
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
が
儀
礼
の
体
系
と
 よ
ぶ
儀
 礼
の
構
成
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
儀
礼
の
体
系
 は
人
間
に
た
い
し
て
 

な
に
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
一
口
 で
い
っ
て
、
人
間
の
条
件
を
超
克
し
た
理
想
の
世
界
を
 現
出
さ
せ
る
こ
と
で
あ
 

る
 。
人
間
存
在
は
つ
ね
に
不
確
定
性
に
み
ち
て
お
り
、
 豊
 作
や
健
康
、
長
命
や
子
孫
繁
栄
を
の
ぞ
み
な
が
ら
、
 そ
 の
 願
望
は
か
な
ら
ず
し
 

用
 
も
い
つ
も
か
な
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
 ど
こ
ろ
か
か
れ
は
、
た
え
ず
病
気
や
死
 、
 ひ
で
 り
 、
不
作
 、
不
妊
な
ど
の
好
ま
し
く
な
 

砕
い
出
来
事
に
お
び
や
か
さ
れ
な
が
ら
、
か
れ
の
 
生
 な
い
と
な
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
 い
し
て
、
儀
礼
の
体
系
が
か
 

難
 
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
世
界
は
、
安
心
と
確
実
さ
の
 世
界
で
あ
り
、
好
ま
し
い
出
来
事
だ
け
が
つ
づ
い
て
生
じ
 、
た
と
え
好
ま
し
く
な
い
 出
 

と
 

床
束
事
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
 
修
 復
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
つ
ま
り
安
定
と
し
て
の
世
界
で
 あ
り
、
願
望
そ
の
も
の
と
し
 

 
 

か
け
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
理
想
の
世
界
は
 、
た
ん
に
現
実
の
か
な
た
に
 

象
 

願
望
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
と
き
に
は
体
験
さ
 
ね
 、
生
き
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
象
徴
を
過
 剰
 に
も
ち
い
る
儀
礼
、
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こ
う
し
て
こ
の
象
徴
を
過
剰
に
も
ち
い
る
二
つ
の
儀
礼
は
 、
そ
し
て
一
般
に
い
わ
ゆ
る
祝
祭
の
空
間
は
、
人
間
 

る
た
め
の
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
 

不
 確
定
性
と
し
て
の
人
間
の
世
界
か
ら
、
安
定
と
理
想
と
 し
 

付
 す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
日
常
の
個
人
の
世
界
か
 ら
 、
象
徴
の
作
用
に
身
を
ゆ
だ
れ
て
、
集
合
性
の
世
界
へ
 0

 条
件
を
二
重
に
こ
，
え
 

て
の
儀
礼
の
世
界
に
移
 

と
 超
越
し
て
い
く
こ
と
 

い
い
か
え
れ
ば
祝
祭
の
空
間
な
の
で
あ
る
。
 

祝
祭
の
空
間
が
も
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
性
格
は
 、
こ
 の
ド
ゴ
ン
 
の
社
会
で
も
顕
著
に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
 0
 こ
こ
で
は
二
種
の
 

祝
祭
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
先
に
も
ふ
 れ
た
種
ま
き
の
儀
礼
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
で
は
、
ま
ず
 ひ
 え
が
豊
か
に
み
の
る
 ょ
 

う
 に
祭
壇
の
 う
 え
か
ら
ひ
え
の
穂
が
 雨
 あ
ら
れ
 と
ふ
ら
 さ
れ
、
そ
の
う
え
で
、
こ
の
ま
つ
り
の
期
間
中
は
「
訪
問
 と
 贈
り
も
の
の
 
日
 」
と
 

い
わ
れ
る
 よ
う
 に
 、
 人
び
と
は
た
が
い
に
友
人
や
親
戚
の
 も
と
を
お
と
ず
れ
、
贈
り
も
の
と
会
話
を
交
換
し
る
 う
 。
村
の
長
は
人
び
と
に
 

一
頭
の
牛
を
お
く
り
、
こ
れ
が
供
犠
に
ふ
さ
れ
て
分
割
さ
 ね
 、
こ
れ
に
各
自
の
家
で
も
お
こ
た
わ
れ
る
供
犠
が
つ
 づ
く
。
 こ
 5
 し
て
大
量
 

0
 食
事
と
大
量
の
ビ
ー
ル
、
そ
し
て
豊
か
な
 ム
 下
話
と
親
密
 さ
に
み
た
さ
れ
る
こ
の
儀
礼
で
は
、
た
ん
に
ひ
え
の
 豊
 作
が
 祈
願
さ
れ
る
だ
 け
 

で
な
く
、
あ
た
か
も
理
想
の
と
き
が
す
で
に
実
現
さ
れ
た
 か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

も
う
一
つ
の
儀
礼
は
、
 
六
 0
 年
に
一
度
お
こ
な
わ
れ
る
 シ
ギ
の
ま
つ
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
社
会
に
こ
と
ば
 と
 死
が
出
現
し
た
こ
 

と
を
記
念
し
て
お
こ
た
わ
れ
る
儀
礼
で
あ
り
、
最
初
の
 死
者
を
あ
ら
れ
す
大
仮
面
が
き
ざ
ま
れ
、
こ
の
仮
面
の
責
 仕
者
た
ち
は
「
シ
ギ
の
 

こ
と
ば
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
で
た
が
い
に
会
話
す
る
。
 と
こ
ろ
が
一
見
死
を
 ぅ
げ
 い
れ
て
い
る
よ
 
う
 に
み
え
る
 
こ
の
儀
礼
は
、
じ
つ
は
 

逆
に
死
を
あ
ざ
む
 き
、
 死
す
べ
き
運
命
を
超
越
す
る
た
 め
の
も
の
で
あ
る
。
「
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
シ
ギ
の
 

こ
 と

ば
を
、
つ
ま
り
死
の
 

-
7
 

4
 ）
 

こ
と
ば
を
も
っ
て
い
る
…
…
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
 う
 じ
に
生
の
こ
と
は
を
あ
た
え
ら
れ
た
。
さ
あ
み
ん
な
で
 そ
れ
を
口
に
し
ょ
う
 し
 

と
 老
人
は
く
り
返
し
叫
ぶ
の
で
あ
り
、
生
ま
れ
か
わ
り
 も
あ
ら
れ
す
た
め
に
、
胎
児
の
衣
掌
を
身
に
つ
け
、
頭
を
 き
れ
い
に
そ
っ
た
男
た
 

ち
は
、
そ
れ
に
こ
た
え
て
死
を
追
放
す
る
道
具
を
ふ
り
 ま
わ
し
な
が
ら
踊
り
っ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
 

(20)  20 



象徴の意味と 象徴 

え し く く の ば に み そ て その 

ち の 感 あ 
び 儀 寛 い 

か 礼 時 弊   
。 人 あ な 

こ のに 間 りっ 、 て 
ょ た そ い 
う い の た 
な し ょ こ 

問 て う と を 一小 し ケ 、こ し力 なも 

た な の し 
い る と て 
し 作 し お 
て 用 て い 

わ を の た 
れ お 象   
わ ょ 傲 っ 
れ ば ガ ;  ぎ 

が し 、 ケ @ し 

用 て ど 第   
意 い の 一 

し る よ 草 
た か ぅ で 

は、宗 象徴と を問題 構成 な 
儀 に を 教 
ネ し し も 象 
の て っ 徴 
概 い て に 
念 か 儀 お 

いて ま、 なく 礼を 

お て か 重 
そ は た 要 
ら な ち な 
く ら づ の 

ま な く @ 
だ い っ 表 

不 と て 現 
十 い い 作 
分 う る 用 

では なも かん 力、 
の が そ な 

21         

捕
 

わ
れ
わ
れ
は
第
一
章
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
 宗
 教
 象
徴
に
関
心
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
研
究
の
多
く
が
、
 そ
 の
 内
容
あ
る
い
は
意
味
だ
 け
 

坤
を
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
、
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
 

立
場
か
ら
の
研
究
は
、
象
徴
と
宗
教
の
理
解
に
は
得
る
と
 こ
ろ
が
少
な
く
、
む
し
ろ
 多
 

 
 

感 と と な て 脱 ろ で 
性 り し か 太 い と こ あ 
や め て っ 間 6 枚 び る 
衝 ぞ の た の 。 縦 を 。 

に ょ 人 

結 ゆ り び 営為は 現実にぎ、情動を組 なら、 だ 強 と 

ね い は   る も こ 

る な よ と て こ の の 

と 保 ぅ は 未 と に 至 
ぃ 証 に あ 来 で す 福 
う な ほ え へ は る の 

役 あ た て の な た 時 

割た を え らき こ の企 投 間 く を 、 めに 

む ま て か よ と む " ょ 

た い け う し し 象 り 

し る る な て 
て 。 べ 営 あ 

ろ 徴 充 
こ の 案 

の 聞 し 

至 発 た り、も いるも その 意 きかと 為をお 福 に も の 味 い し 0 つ の 

な で う な 人 と と に 
の こ こ う 間 き め す 

に る る に末 の儀では とを こと か だ た 
な 礼 お が 来 げ ろ め 
い と し な へ て う に 
だ 象 え か の 人     

間 し ぬ 
の か か 確信を ろうか 徴は 、 ている たか っ 労 し り 

。 言 の も あ 働 な な 
語 で し た と が く 

で あ れ え 
は り た て 準備 社会 ら 、 
組 、 い く を そ を 
織 そ 。 れ 組 ぅ す 
す れ と る 織 す る 

る に こ 儀 し る だ 
こ よ る ネし て こ ろ 
と っ が の い と う 

め て 儀 体 く @% 0 
で 人 花 糸 こ 人 そ 
ぎ 間 は が ; と 間 し 
な か 、 存 ほ の て 

い ら 不 在 つ 社 至 
八 不 確 し な 会 福 
間 安 定 て が な の 

の を 佳 い っ 進 よ 



  

（ （ （ （   （注 1 ' 

ぃオすお 
田 

九二つ さ   
れ 

    

    

れ 
る 
    

と 

を、 

わ 
れ 
わ 
れ 
@ ま 

確 

倍 し 

て 
  
る 
の 

であ 

る 

で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
 ょ
う
 な
 方
 向
性
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
儀
礼
と
象
徴
の
 よ
り
深
い
理
解
が
え
ら
 

 
 

 
 



象徴の意味と 象徴の作用 
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え
て
こ
の
よ
う
に
訳
出
し
て
お
い
た
。
 

毎
 ・
の
 

a
u
 

の
の
 
由
 「
の
 弓
汁
 ・
 ト
つ
 
Ⅰ
 
め
 
・
の
 っ
ま
ド
 

め
目
 ぬ
 悪
ま
 呵
ま
 
㌻
 臣
田
 
悪
馬
 咀
 へ
さ
 
芯
 
Ⅰ
 
さ
守
，
 
（
 
コ
 
0
%
 
せ
臼
す
 祇
 日
立
 0
 コ
 -
 
ム
 ㌧
 笘
 
べ
あ
 -
  

 
 
 

㌧
 曲
 ）
 
0
 （
）
・
せ
 

つ
 
8
 １
目
 0
 ・
こ
う
し
た
事
実
は
 、
レ
 ヴ
ィ
・
ス
ト
 
目
｜
ス
の
 誤
解
な
い
し
曲
解
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
 い
 。
と
こ
ろ
で
こ
 

の
 
「
誤
解
」
は
、
の
ち
に
記
号
学
の
発
展
を
準
備
す
る
こ
と
に
 な
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
わ
れ
わ
れ
の
立
場
は
、
現
在
の
 -
 
記
 

  

し
て
か
な
ら
ず
し
も
肯
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
 

（
 
巧
 ）
黒
ま
㍉
 宙
 P
E
 
の
の
 ダ
 お
き
 %
 ミ
 ダ
や
 x
r
@
K
 

、
強
調
 筆
 者
。
 

（
 
托
 ）
象
徴
と
そ
の
 
八
 意
味
 V
 と
の
あ
い
だ
の
多
対
一
の
関
係
 と
い
う
の
は
な
じ
み
に
く
い
概
念
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
 、
い
 く
 っ
 か
の
例
を
あ
 

げ
て
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
あ
る
種
の
儀
礼
、
と
く
に
祝
祭
 や
 カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
象
徴
が
も
ち
い
ら
れ
 る
が
、
そ
の
な
か
に
 

は
 花
火
や
香
の
よ
う
に
 八
 意
味
 V
 が
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
や
、
 

立
 
田
楽
や
踊
り
・
の
よ
う
に
 八
 意
味
 V
 が
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
な
も
 の
 、
そ
し
て
山
車
や
 

饗
宴
の
よ
う
に
、
想
定
さ
れ
る
 八
 意
味
 V
 に
た
い
し
て
象
徴
が
 不
釣
合
な
ま
で
に
過
剰
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

（
 
け
 ）
 円
 E
l
 
ロ
の
 
Ⅱ
 せ
 ・
 
-
p
o
 
の
㏄
 
ト
 
P
o
 
～
の
・
 
b
.
 ）
の
㏄
 

（
 
M
 ）
の
曲
目
 こ
呂
 ：
 お
健
 。
 b
.
S
@
 フ
ロ
イ
ト
、
一
九
六
七
 、
一
二
二
七
百
月
。
 

（
 
穏
 ）
 オ
 0
 の
 
O
P
p
 

（
 
O
 の
・
・
 
P
 の
の
 
肘
 Ⅰ
 ト
の
 
㍉
 
Q
,
 馬
 の
め
さ
～
 

め
の
 ま
「
～
 
ぬ
遥
ま
ウ
 っ
 
安
全
 
ま
 
Q
.
 （
㌧
 
P
 「
 
@
 
の
 
・
 い
 り
い
 
目
 
コ
ヨ
の
Ⅰ
 
ら
 ）
 、
 ㌧
 づ
 ・
 ト
ト
い
｜
 
Ⅰ
 目
 
仁
一
り
 

h
.
 

し
 り
 す
い
 
o
n
 
ガ
ロ
・
・
 

P
 の
 
目
ダ
 "
 円
 0
0
 

之
ざ
コ
 ）
：
・
 

円
 O
O
b
,
 

の
 
圭
 @
I
 
臼
 @
@
+
 

）
 
肢
 （
 ヲ
ミ
 
O
d
 
の
の
 
0
f
S
 
一
 
@
 
ぬ
 （
 
ゑ
 
f
i
n
n
a
t
@
O
 

コ
 ".
 め
ぬ
ま
～
 

っ
 
～
 
ぎ
 Q
 、
コ
 
い
の
 
@
 ㏄
Ⅰ
 
肝
づ
 Ⅰ
㏄
の
 ト
 
ー
㏄
 

o
N
 

（
⑳
）
Ⅰ
休
せ
 @
.
 

の
 円
 
Ⅱ
が
珪
の
の
の
・
・
 

ト
 
0
%
 
㏄
Ⅰ
 
ト
の
 
㍉
 
幸
 ・
 
ら
 さ
ト
キ
 

ト
っ
守
 

っ
Ⅰ
 
っ
 
叱
へ
 
も
め
 （
 
「
 
づ
 
（
 
ぃ
 
㌔
 
ま
 Ⅰ
 
俺
 ～
 
め
 
。
（
㌧
 
り
べ
ぢ
 

・
㌧
 -
0
 
コ
 ）
 、
 Ⅰ
・
の
Ⅱ
 

（
 
幼
 ）
以
下
の
簿
 E
 の
の
仁
の
の
 

り
 ・
 巨
 
タ
ト
 つ
 「
 
N
.
 

Ⅰ
Ⅰ
の
Ⅱ
 

1
,
 
ト
 
の
の
・
に
 

よ
る
。
 

（
 
授
 ）
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
日
本
語
の
「
 牛
 」
と
い
う
 語
 に
 正
確
に
対
応
す
る
語
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
存
在
せ
ず
、
性
別
 や
 去
勢
の
有
無
に
よ
っ
 

て
 分
類
さ
れ
た
、
 
ヴ
 
O
 の
 
E
h
,
 
（
 
p
E
q
 
の
 
p
E
,
 
セ
 
p
n
 
訂
 ・
 づ
 
S
 佳
な
ど
の
 語
 が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
し
め
さ
れ
 て
い
る
。
 

（
 
盤
 ）
 い
 0
 下
せ
 
0
 コ
 テ
田
の
い
・
・
 

ト
 
の
の
 
6
 。
㍉
Ⅰ
 っ
レ
 
～
～
 

ま
 馬
も
も
～
～
 
さ
ト
ま
 

～
 
め
 
～
～
 

令
 
ま
ぃ
 
際
 臥
さ
 
芯
 
Ⅰ
 
さ
 ～
 
め
 
・
～
 ，
 （
㌧
 
筏
 「
 
げ
 ・
 Q
 ヒ
 ヱ
目
 ぃ
 Ⅱ
 
ら
 
・
）
で
・
年
年
 

（
 
射
 ）
音
素
に
つ
い
て
は
、
ざ
村
 
0
 級
 0
 コ
再
 ：
 お
 S
 。
㎏
 お
さ
 除
 
つ
さ
 
妬
め
ま
 
Ⅰ
～
 ぃ
毎
っ
注
 ㏄
 
ヰ
 ～
も
め
 馬
 
ま
ら
。
（
 
巾
曲
 
Ⅱ
 
あ
 ・
⑧
Ⅰ
・
Ⅰ
㏄
 ヲ
目
 二
年
 
ざ
 ）
 
，
づ
 ・
 ト
 
Ⅱ
の
 曲
 ・
 一
 

旨
い
「
ヱ
コ
①
日
下
：
 

1
 の
㍉
 
つ
 
Ⅰ
 ト
の
 
㏄
 
0
 。
心
惹
 ま
 e
n
 

～
め
田
 

ぬ
 ～
～
 

さ
晦
ま
 

～
 
め
 
%
 台
 ま
馬
 
吋
 も
さ
 
駄
 
「
 
a
 に
 ，
 （
 
ヤ
り
 
ユ
ダ
 ナ
 「
 
ヨ
が
コ
 
Ⅰ
の
 0
-
 
ぎ
 ）
・
Ⅰ
や
Ⅱ
㏄
 
1
.
 
）
 
り
 

（
 
あ
 ）
 り
 E
 り
 
（
 
o
d
O
.
 の
（
 
円
 0
 Ⅰ
 
0
 （
 
0
 セ
づ
 ：
 P
 の
㍉
が
 
し
オ
ミ
 o
x
 
ま
 Ⅰ
～
 
Ⅰ
 
い
い
 Ⅹ
 
葉
ぃ
 ～
 
0
 ㌧
へ
 
へ
 -
 
心
 
ま
も
も
 芯
 
り
め
 

c
@
 

め
お
 
り
 
芯
ゎ
も
定
 ～
も
さ
心
心
心
や
（
㌧
 

麓
コ
の
 

、
の
り
 
偉
 @ ）
 
，
ロ
 ・
 
ト
の
づ
 

（
 
お
 ）
の
 曲
仁
 
の
の
 
由
 Ⅰ
 
0
 口
・
ら
の
，
）
の
Ⅱ
 

N
.
 
づ
 ・
 ト
 
0
 ～
 

（
 
笏
 ）
 q
O
 宙
 
O
q
O
 
せ
 つ
 ：
）
の
「
の
・
 

9
 ま
ヰ
 っ
 
～
～
の
ま
ぬ
 

叉
 
～
さ
ざ
 
さ
 「
 
ぬ
 
～
 
ミ
 ご
さ
 ・
（
弔
が
Ⅱ
 

乙
 ・
の
り
 
偉
 @
-
 

）
・
 

づ
 Ⅰ
・
 
ト
リ
ー
 
田
の
一
の
 
で
 の
 ハ
サ
ひ
 

Ⅰ
 し
 ：
円
の
㍉
 
丼
 
ト
ぬ
め
セ
 ま
サ
も
よ
の
ま
ぬ
 

心
さ
 
吋
 臥
さ
 
芯
ド
 
Ⅰ
～
・
（
㌧
が
Ⅰ
 

抜
 、
由
り
 バ
 
@
 リ
 
い
さ
 
コ
 ）
 
、
づ
 Ⅰ
・
 
ト
 
㏄
１
の
 
り
 一
口
 
-
0
 
ぃ
ゴ
 ノ
ミ
：
 
ト
の
 
Ⅱ
 
4
.
,
 

の
せ
ョ
ヴ
 
0
-
 
の
 
・
の
 0
 コ
幅
 
・
 ロ
が
コ
い
 

の
 
、
り
コ
隼
 
Ⅱ
 い
い
 
片
ロ
Ⅱ
り
の
。
 

中
臣
 T
 由
団
ヱ
 0
 コ
，
 
・
 

Ⅱ
 ミ
ト
 
0
 寸
心
 
宙
さ
 
Ⅰ
 0
 ま
 Ⅰ
 
お
 
a
 ～
 っ
ト
い
 っ
も
 
ハ
っ
ぎ
ぬ
 

Ⅱ
 、せ
 ・
 り
 切
、
 
づ
 ㌧
・
 
い
 ロ
 
ー
 ㏄
 ト
 



（
 為
 ）
。
 ハ
ソ
ヴ
ヱ
 
ン
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
言
語
、
文
字
、
音
楽
等
 を
は
じ
め
と
す
る
諸
記
号
体
系
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
と
な
っ
た
 機
 能
を
与
え
ら
れ
て
お
 

り
 、
そ
こ
に
は
「
け
っ
し
て
重
複
し
な
い
と
い
う
法
則
」
が
あ
 る
 L
L
 
い
 二
ノ
 
。
 ロ
の
コ
づ
 

の
 ヰ
 目
の
（
の
 

E
,
 
。
あ
ぎ
下
の
㏄
 0
.
 

㌧
「
 

っ
雙
ミ
 

か
ま
ぬ
 鮭
 ～
 
@
 
お
抽
ま
 
@
 
い
～
 
@
 
申
 ま
夫
 吋
転
お
 

芯
 Ⅰ
 Q
 目
も
・
Ⅰ
Ⅰ
。
（
㌧
の
Ⅱ
 

げ
 ・
の
 曲
 洋
二
ヨ
 
の
 Ⅱ
 隼
 ）
・
 ロ
づ
 
・
切
ト
１
 
%
 ㏄
 

（
 器
 ）
 
憶
 -
 
ぎ
ロ
 の
ノ
ミ
：
 ト
 の
っ
け
Ⅰ
 

ト
の
 
㏄
 P
.
 づ
 b
.
 

㏄
の
の
 

｜
い
 の
Ⅰ
 @
 

マ
ソ
 、
一
九
七
六
ョ
見
え
な
い
宗
教
」
（
赤
池
憲
昭
、
ヤ
ン
・
 

ス
 イ
 ン
 ゲ
ド
 １
課
 、
ヨ
 

ル
 。
タ
ン
 
社
 ）
九
二
頁
。
リ
ク
ー
ル
、
一
九
八
 0
 
口
悪
の
神
話
」
（
 一
戸
と
お
る
 、
 佐
々
木
陽
太
郎
、
竹
沢
尚
一
郎
訳
、
渓
声
 社
 ）
 
一
八
 ｜
 二
四
頁
。
 

ユ
ン
グ
、
一
九
八
一
、
一
八
五
 ｜
 六
頁
、
六
四
頁
。
円
目
口
の
Ⅱ
 せ
 ・
 P
 
の
の
 
0
,
 
づ
せ
 
・
 ト
ト
 
㏄
１
ト
 
け
 の
 

（
㏄
）
 巴
 江
守
 す
カ
 ・
 
z
.
.
P
 

の
～
 

0
.
 

も
・
 

ぎ
ぃ
 

（
 紐
 ）
柳
川
啓
一
、
一
九
七
六
、
「
ま
つ
り
の
感
覚
」
 宅
 宗
教
研
 究
 」
 二
 二
六
号
、
一
一
１
羽
 0
 頁
 Ⅹ
二
四
 ｜
 二
八
頁
。
こ
の
 
女
 章
は
 、
口
述
さ
れ
た
 

も
の
が
そ
の
ま
ま
活
字
に
さ
れ
た
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
 た
め
、
筆
者
の
責
任
で
二
・
三
の
語
句
を
お
 ぎ
 な
っ
た
。
 

（
㌍
）
か
れ
の
ま
 つ
 り
の
機
能
論
と
構
造
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
 

柳
川
啓
一
、
一
九
七
二
、
「
親
和
と
対
抗
の
祭
」
客
思
想
 ヒ
五
 八
二
号
）
、
一
七
五
八
 

｜
 一
七
六
八
頁
、
同
、
一
九
七
一
、
「
祭
の
神
学
と
祭
の
科
学
」
 

尖
 思
想
」
五
六
九
号
）
、
一
四
八
五
 

｜
 一
五
 

0
0
 

頁
に
提
出
さ
 れ
て
い
る
。
 

（
㏄
）
㌧
の
 @
 す
 笘
 ・
 
し
 0
 ）
 
ヨ
が
 （
 
0
 曲
の
：
 
P
 
の
～
の
・
づ
き
め
 

り
 オ
ぬ
 
ま
 口
養
Ⅰ
 さ
 
も
 ～
 
キ
も
 Ⅰ
口
際
 
も
グ
 （
㌧
 
ま
 卜
が
年
生
せ
 

ア
 @
p
.
 
づ
 0
 ヨ
 ㌧
）
 

o
C
.
 

㌧
・
）
・
 

b
.
 

ト
 。
 ド
 
以
下
の
儀
礼
の
記
 

述
は
 同
書
一
五
七
頁
以
下
に
 よ
 る
。
 

（
㎝
）
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
別
の
箇
所
で
論
じ
て
 い
る
。
竹
沢
尚
一
郎
、
一
九
八
三
、
「
日
常
の
な
か
の
権
力
ー
 マ
 ル
ク
・
 オ
ジ
ヱ
 試
論
」
 

穴
 社
会
史
研
究
 ヒ
 三
号
、
日
本
ェ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
社
 ）
に
発
表
予
定
。
 

（
㏄
）
の
 づ
 の
手
 

e
r
 

り
 ・
・
 
ト
 0
 づ
 4
 、
つ
つ
ト
 ㎏
Ⅱ
１
ト
㏄
ト
一
お
よ
 

バ
い
 Q
 

 
 

ま
 Ⅰ
 っ
円
い
 
Ⅰ
 さ
曲
 ㏄
心
さ
れ
 

田
 
@
 

さ
 ～
 
憶
お
 
～
 
め
 。
（
の
ら
・
 

ヴ
せ
 M
.
 

Ⅰ
の
 

毛
乙
 ・
Ⅰ
 0
 コ
巨
 
0
 コ
・
 オ
り
麓
宙
 
の
 目
 ）
 
三
 ㌧
Ⅱ
の
の
 

ダ
づ
 P
 
㏄
 窩
｜
毬
 ・
）
。
匂
い
が
き
ね
だ
っ
た
象
徴
性
を
も
っ
て
 

い
 る
こ
と
は
、
近
年
の
 

神
経
心
理
学
の
発
展
に
よ
っ
て
も
た
し
か
め
ら
れ
て
い
る
。
 そ
 れ
に
よ
れ
ば
、
嗅
覚
、
幻
覚
、
イ
メ
ー
ジ
、
記
憶
、
情
動
な
ど
 0
 機
能
 は
 、
人
問
の
 

用
 

脳
 の
な
か
の
大
脳
辺
縁
系
と
い
わ
れ
る
部
分
に
む
す
び
つ
い
て
 い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
象
徴
の
も
っ
と
も
得
意
 と
す
る
活
動
領
域
で
 

Ⅰ
 
乍
 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
G
 、
ブ
ラ
ウ
ン
、
一
九
七
九
コ
認
知
 と
言
 語
の
神
経
心
理
学
 L
 （
康
一
雄
訳
、
新
 曜
社
 ）
 @
 日
ヨ
 の
コ
 
&
 の
 -
P
p
 

）
 円
 ：
）
の
㏄
 

0
 、
 "
 之
の
岸
（
。
 

の
 

徴
 

Ⅱ
 目
コ
ぃ
ユ
 
0
 コ
キ
 Ⅱ
 o
E
 
コ
年
ド
コ
 
0
 コ
の
 0
 （
の
 せ
ヨ
ヴ
 
0
 目
 0
 の
 0
 ヨ
ヨ
 痒
ロ
ぢ
臣
 
@
O
 
コ
ヒ
 
・
 め
 セ
 ビ
 5
%
 
つ
 ～
Ⅰ
㏄
㏄
い
さ
 
句
い
 e
 笘
 ・
 ヴ
ぜ
ヨ
 Ⅰ
・
 弓
 0
 Ⅱ
の
（
 

e
 Ⅱ
 卜
ド
 の
 ・
 
コ
 ・
 已
 ～
 り
 コ
年
 
リ
ア
 

象
 

と
 

（
 之
り
毛
ぺ
 0
 く
オ
，
ノ
い
ゆ
 

Ⅰ
 e
 ヨ
ざ
 ㌧
Ⅰ
 
0
 の
の
・
 
づ
 Ⅰ
・
Ⅰ
仁
づ
１
ト
円
仁
）
 

味
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ぬ
 悪
 も
 口
恥
 
ぃ
 。
（
 
可
い
ヱ
 
o
 、
 P
@
-
0
 

コ
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

象
 

（
㏄
）
い
の
 ユ
ぎ
い
 ・
か
木
り
せ
 ア
 ）
 
つ
ひ
 
0
.
 

め
な
 

笠
 こ
の
つ
 き
 Ⅰ
 つ
め
 
ド
 こ
 
ド
 の
 。
（
 巾
 0
 Ⅱ
才
の
 
-
 
の
ぜ
 
・
 巳
コ
 -
 
セ
 ・
 0
 片
の
り
 
-
-
 
め
 
0
 Ⅱ
 コ
 -
 
が
 ㌧
Ⅰ
の
の
㏄
）
 



（
㏄
）
 
臣
 -
-
 
の
 コ
 の
：
）
の
㍉
 
0
.
,
 
Ⅰ
 よ
ヨ
づ
 0
 の
 
臼
荘
 の
 由
宙
 （
 
い
コ
り
 
の
 ".
 涛
ぬ
 史
ま
 
㏄
㌔
・
由
 り
 ～
 
臣
ぬ
 
～
～
全
父
 

ぬ
 
。
（
㌧
 ぃ
ユ
 の
 ，
 ）
 
0
 Ⅰ
Ⅰ
の
 

、
づ
口
 ・
㏄
Ⅱ
 
い
｜
 ㏄
の
の
）
 

 
 

（
 
即
 ）
 
芭
曲
隼
 の
の
）
・
の
：
 

ト
の
 
㏄
 
N
.
,
 し
 @
 
日
 0
 コ
ム
 0
 臣
の
 0
 Ⅱ
 冒
 0
 り
コ
 
@
 
コ
ゆ
 
ゼ
 
@
 の
の
 
日
 
0
 Ⅱ
コ
ミ
由
久
 ぃ
曲
 二
色
 圧
 
甘
の
戸
戸
井
オ
ペ
 
0
 づ
 0-
0
 
幅
 @
0
 
簿
 
（
の
 仔
仁
 
Ⅰ
Ⅱ
 0
 円
の
せ
 @
 す
 o-
i
s
@
 

日
ソ
の
 

。
・
 2
 

 
 

 
 
 
 

再
馬
 ～
～
 

な
 。
ま
め
 
0
 ぷ
 Q
 さ
 ㌻
も
～
～
 

0
 き
 Ⅰ
ま
目
わ
ぬ
 よ
吋
 ぎ
ま
 め
馬
 R
 寸
も
「
 

寺
 Ⅰ
 驚
、
 0
 年
・
 ヴ
せ
 ）
・
 
ロ
リ
 セ
 乙
 ・
（
Ⅰ
 0
 コ
ら
 
0
 コ
 ・
 ト
り
 じ
ら
の
 
ヨ
ざ
可
 Ⅰ
の
の
 
ダ
ト
 の
 や
コ
 ・
 2
1
 ）
 

 
 

（
Ⅱ
）
 
り
 4
e
e
 
ら
プ
 
リ
コ
リ
カ
・
 

，
ト
 0
%
 
～
 、
 Ⅰ
㌧
 
0
 Ⅱ
 ぃ
 
目
の
絃
コ
リ
コ
オ
こ
 つ
 
Ⅱ
 
ド
コ
組
 （
 
@
O
,
,
.
 
ち
へ
 
"
 、
デ
ヰ
 O
e
.
 
お
 （
ー
 

l
&
 、
づ
 （
：
の
 0
 の
 
1
l
 の
 PA
 

（
 
花
 ）
Ⅱ
 じ
 
ふ
く
 
@
 の
 ヰ
ト
 
り
 臣
の
の
 
ハ
し
 
・
 
，
 田
の
の
 

か
 ・
 コ
せ
 ～
 
キ
も
 
～
も
 

憶
 Ⅰ
全
ま
 

も
 
め
・
Ⅰ
１
目
 
い
 
い
 の
Ⅹ
悪
も
～
～
め
り
 
悪
 ～
～
 
、
 （
㌧
 
芭
ぺ
ざ
 
・
㌧
 -
o
 
コ
 ）
・
 せ
 b.
 め
の
い
 

1
,
 ド
り
印
 
@
 ボ
 
ナ
ン
・
ム
ル
デ
ィ
ク
 
と
 

ム
ル
デ
ィ
ク
、
一
九
八
二
、
「
ブ
ル
ジ
。
 

ヮ
の
 言
説
と
民
衆
の
慣
 習
 」
 尖
 ア
ナ
ル
論
文
集
 I
 、
魔
女
 と
 シ
 ャ
 リ
バ
リ
ヒ
新
評
論
社
 ）
 

（
㎎
）
柳
川
啓
一
、
一
九
七
六
、
二
一
頁
。
 

（
 姐 ）
 
巴
仁
 「
 ガ
 二
色
 ヨ
 
Ⅱ
・
 
、
 P
 の
 
憲
ト
 ）
の
㍉
の
・
Ⅰ
の
の
Ⅱ
 

0
q
 
ヨ
 8
 
色
ホ
 ヨ
 0
@
 ）
（
 

巴
 ㍉
 
e
 の
 由
 
e
 （
 
リ
 セ
 は
 
㍉
の
）
あ
こ
 
由
 ㏄
の
 
，
 （
 目
ツ
が
ユ
 

の
・
㌧
・
 

巴
 ・
円
円
・
）
・
 

づ
 Ⅰ
 
㏄
）
の
・
の
 

0
 の
 @
 円仁
 ペ
コ
 
の
（
 

せ
 ・
・
 
P
 の
の
 
ゆ
，
 
Ⅰ
 丁ゆ
肚
 1
.
 ）
㏄
 
0
@
 づ
 9
 ャ
コ
 
の
 へ
 せ
：
 
P
 の
 
q
A
.
 
も
 S
 ま
さ
め
・
 
ま
ぃ
 Ⅱ
 
荘
め
 
・
角
さ
 荘
ミ
 へも
 
卜
 
さ
㌧
 
か
っ
ド
め
 

。
（
Ⅰ
（
 

ゴ
い
ひ
 
a
.
 の
 0
 Ⅱ
 コ
 e-
l
 
ロ
 ・
㌧
・
）
 

，
つ
つ
 
い
 ㏄
 ｜
 切
の
一
口
が
（
 
P
@
-
 
の
 

の
 ：
）
の
Ⅱ
の
・
 

づ
キ
ヘ
っ
ふ
憶
鮨
め
 ぎ
 
ャ
ぬ
 
安
心
ぎ
 

x
.
 

（
 
巾
曲
 「
 
ガ
 ・
の
曲
）
二
日
が
 
Ⅰ
 由
 ）
 

（
 巧 ）
竹
沢
尚
一
郎
「
儀
礼
の
構
造
 
｜
 先
取
り
と
 後
づ
 げ
の
 体
 系
 」
（
準
備
中
）
。
以
下
の
内
容
の
よ
り
く
わ
し
い
記
述
と
出
典
 

等
に
つ
い
て
は
こ
 P
 論
 

文
を
参
照
の
こ
と
。
 

 
 

 
 

（
 
托
 ）
こ
こ
か
ら
あ
き
ら
か
な
 
よ
う
 に
、
象
徴
は
な
に
か
を
あ
 ら
わ
す
た
め
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
な
に
か
を
 あ
ら
わ
す
が
ゆ
え
に
も
 

ち
 い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
象
徴
の
目
的
は
 、
わ
 れ
わ
れ
が
す
で
に
考
察
し
た
 よ
う
 に
、
表
現
と
は
別
の
と
こ
ろ
 に
あ
る
の
で
あ
る
。
 

（
 杓
り
 
）
 
円
 リ
ビ
③
（
の
Ⅱ
す
コ
 

ハ
リ
 
：
）
の
～
）
・
 

"
r
 の
の
り
ぬ
 
志
ヨ
 0
 コ
ピ
 
④
の
の
 0
 ガ
リ
コ
 富
コ
 a
@
r
e
 

の
 隼
仁
 の
応
仁
 

@
c
 

す
の
 
N
 田
の
し
 0
 ㏄
 0 コ
，
 
・
 ら
 ㌔
 ふ
黛
 ・
 セ
 0 ）
 ポ
 Ⅰ
）
 
1
.
 
Ⅱ
Ⅰ
 や
 
ト
ー
ト
）
 



自由と美 ， あ るいは 生 

小
論
の
意
図
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ヘ
ル
ダ
 リ
 ー
 ソ
 の
思
想
 と
へ
｜
 ゲ
ル
の
思
想
の
展
開
を
二
つ
な
が
ら
追
い
、
両
者
 の
 関
わ
り
全
体
を
解
 

萌
 す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
 へ
｜
 ゲ
ル
が
 へ
ル
 ダ
リ
ー
ン
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
 受
 げ
と
め
た
か
、
そ
し
 て
そ
の
こ
と
が
 へ
｜
ゲ
 

ル
 自
身
の
思
想
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
生
み
、
 ど
 の
よ
う
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
か
、
を
考
察
す
る
こ
と
 に
あ
る
。
 

き
 者
は
先
に
、
ベ
ル
ン
時
代
（
 ま
ほ
 １
 %
 ま
 ）
の
 へ
｜
 ゲ
ル
が
カ
ン
ト
の
強
い
影
響
の
下
で
思
索
し
 、
 真
に
神
的
 と
 考
え
ら
れ
る
も
の
 

宮
人
間
の
外
に
で
は
な
く
、
人
間
自
身
の
う
ち
に
、
 
つ
 ま
り
人
間
の
持
つ
道
徳
性
、
あ
る
い
は
人
間
の
道
徳
的
 行
為
を
遂
行
し
 ぅ
る
能
 

27 (27) 

（
 
l
l
l
 

）
 

ト
 期
の
思
想
の
独
自
性
を
明
る
み
に
も
た
ら
す
よ
 う
 に
 な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

  
彫 斑 文 が き 

り 究 敵 は へ 
に と 学 ら l 
さ あ 的 わ ゲ 
ね ね 研 れ ル の る 思想 よ う せて、 究 、と だした 

に フ り の 展 

なうわは開 っ ンげ、 の 
た ク 草 そ 申 

。 フ 稿 れ で 
そ ル の ほ 、 

の ト 正 ど フ 

こ に 確 以 ぅ 

と お な 前 ン 
が け 年 の ク 

" る 代 こ フ 
こ へ 決 と ル 
れ l 定 で ト 

ま ゲ と は 時 
で か 編 な 代 

  
よ 聞 う い お 
っ に 基 へ 乙 

て 対 礎 l ） 
は す の ゲ の 

思索の 十分に 藤 へ る、 確立と 全集 め 

つ ル 平 の 持 
か ダ 行 田 っ リ ま し 版 独 
れ i て 計 自 

て ン の 菌 性 
田 

い の こ を と   
っ の あ と 性 
た 決 る し に 
フ 定 。 て 対 

し、 進め ラン 的な そ う 

勝 

グ 影 し ら 十 
フ 響 た れ 分 
ル が 基 て な 

自
由
と
美
、
あ
る
い
 は
生
 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
 
期
へ
｜
 
ゲ
ル
の
思
想
展
開
 
 
 



（
 
二
リ
 

）
 

る
 。
 へ
｜
 ゲ
ル
は
こ
の
「
客
観
的
な
も
の
」
を
 べ
 ル
ン
 時
 代
 と
同
様
フ
ィ
 ヒ
 ・
 
テ
 、
お
よ
び
シ
ェ
リ
ン
グ
の
吉
ロ
 
葉
を
用
い
て
「
 非
 

@
4
@
 

と
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
（
 之
 

び
ま
）
。
す
な
 
ね
 ち
、
 
自
 己
 決
定
の
断
念
と
「
支
配
す
る
客
観
的
な
も
の
」
へ
の
 隷
従
が
そ
の
起
源
で
あ
 

か
 は
、
フ
ラ
ン
ク
 

保
持
し
続
け
て
い
 

教
の
「
既
成
性
」
 

ン
 時
代
の
そ
れ
と
 

道
徳
的
な
る
も
の
 フ

ル
ト
に
移
っ
た
当
初
に
は
、
な
お
カ
ン
ト
実
践
哲
学
の
 基
礎
の
上
に
立
っ
て
思
索
し
、
ベ
ル
ン
時
代
の
間
題
意
 誠
な
 

る
 よ
 う
 に
見
え
る
。
先
の
草
稿
の
前
半
部
分
に
お
い
て
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
、
ベ
ル
ン
時
代
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
 、
古
本
 

（
 
づ
 。
 
臥
 （
 
ア
レ
 
（
 
ぴ
 （
）
、
お
よ
び
そ
れ
の
克
服
の
間
題
を
再
び
 
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
「
既
成
性
」
の
規
定
と
 
 
 
 
 
ヘ
レ
 ノ
 

の
間
に
は
基
本
的
な
異
同
は
な
い
。
「
既
成
性
」
は
、
「
 

根
 源
 的
に
主
観
的
な
も
の
」
・
つ
ま
り
人
間
の
う
ち
に
 存
 す
る
 

な
 行
為
の
基
本
原
理
と
す
る
の
で
は
な
く
、
主
観
的
な
 も
の
と
全
く
異
質
な
「
或
る
客
観
的
な
も
の
の
表
象
」
を
 原
理
 

（
 
3
3
3
 

）
 

徳
性
、
愛
、
宗
教
 L
 と
 名
づ
げ
ら
れ
た
断
片
的
草
稿
で
 あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
逃
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
 た
け
れ
ど
も
、
 
へ
｜
ゲ
 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
移
っ
た
 へ
｜
 ゲ
ル
も
ま
た
自
由
に
つ
 い
 て
語
る
。
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
自
然
に
対
立
す
る
 自
由
で
は
な
く
、
 自
 

律
と
 自
然
の
対
立
を
超
え
た
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
を
 へ
 ｜
 ゲ
ル
 ほ
へ
 ル
ダ
リ
ー
ン
の
影
響
の
下
に
 、
 様
々
の
仕
方
 で
 考
察
し
、
展
開
し
て
 

ゆ
く
。
こ
の
点
を
以
下
で
見
て
み
た
い
。
 

 
 

け
ブ
 ラ
 ソ
 ク
フ
ル
ト
で
の
 へ
｜
 ゲ
ル
思
想
の
転
換
を
 証
す
る
文
献
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ヘ
ル
マ
ン
・
 ノ
 １
ル
 卜
 
片
よ
 っ
チ
 
土
日
 
道
 

 
  

 

 
 

の
 感
性
に
対
す
る
優
位
、
も
し
く
は
支
配
こ
そ
が
 へ
｜
ゲ
 
ル
の
関
心
を
決
定
的
に
規
定
し
て
い
た
 
0
 

っ カ 
た の @ づノ 

し ち 
か に 

し 見 
こ 出 
の し 
自 て 
白 い 

6 まぁ 
人と 
間 せ 
の 明 
う ら 
ち か 
な V こ 

る し （ 
自 た巳 
然   す 
火 な 
問 わ 
本性 ち 、 
に ヵ 

対 ，ノ 

立 ト 

の する う 限 言 
@  土 ， 日 @ 、 
て、 味 
の で 

白 め 
緯 白 

を 白 

立が 味へ 局 、 、 
し l 
た ゲ 
  ノン 

言 の 

い 居 、 

か 索 
え の 
れ 出 

もま発 "  @@ @5h 
法 で 。 

則 あ 

)  28 



我
 」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
絶
対
に
客
観
的
な
も
の
へ
 の
 依
存
に
対
し
、
人
間
の
道
徳
性
を
、
す
な
わ
ち
「
我
々
 に
 固
有
の
自
由
な
力
と
 

行
為
」
と
を
対
置
す
る
時
、
 へ
｜
 ゲ
ル
は
な
お
 べ
ル
ン
 時
代
の
思
想
の
枠
組
み
の
中
で
思
惟
し
て
い
る
と
言
 う
こ
 と
が
で
き
る
。
 

し
か
し
一
方
で
、
こ
の
断
片
の
う
ち
に
既
に
新
し
い
思
想
 が
 成
立
し
っ
 っ
 あ
る
の
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 へ
｜
 ゲ
ル
が
実
践
 

的
 、
な
い
し
道
徳
的
行
為
に
つ
い
て
語
る
時
、
か
つ
て
 の
よ
う
に
、
命
令
と
衝
動
、
あ
る
い
は
法
則
と
自
然
と
の
 対
立
は
、
も
は
や
前
提
 

さ
れ
て
い
な
い
。
道
徳
的
行
為
は
こ
の
対
立
の
う
ち
に
 統
一
を
も
た
ら
す
行
為
と
し
て
で
は
な
く
、
統
一
そ
の
も
 の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
 

そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
対
立
が
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
て
 い
 る
よ
う
な
統
一
自
体
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
 へ
｜
ゲ
 め
 が
今
ま
さ
に
、
ベ
ル
 

ン
 時
代
の
、
一
蓮
性
の
感
性
に
対
す
る
優
位
」
と
い
う
 基
 本
 シ
ェ
ー
マ
か
ら
離
脱
し
始
め
て
い
る
の
を
こ
こ
に
 見
 て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

成
を
始
め
た
思
想
を
主
題
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
「
 主
観
と
客
観
、
も
し
 

く
は
自
由
と
自
然
が
次
の
よ
う
な
仕
方
で
統
一
さ
れ
て
 い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
つ
ま
り
、
自
然
が
そ
の
 ま
ま
自
由
で
あ
り
、
 主
 

観
 と
客
観
と
が
分
離
さ
れ
え
た
い
、
と
い
う
仕
方
で
両
 者
が
統
一
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
神
的
な
も
の
は
存
在
 す
る
。
そ
の
 ょ
う
 な
 理
 

想
 が
全
て
の
宗
教
の
対
象
で
あ
る
」
（
 Z
 
 ま
 e
 。
神
約
 な
も
の
の
下
に
、
も
は
や
 べ
 ル
ン
時
代
の
よ
う
に
、
 感
 性
を
支
配
す
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
道
徳
性
の
完
成
で
ほ
な
く
、
自
由
 と
 自
然
の
端
的
な
統
一
が
理
解
さ
れ
て
い
る
。
自
由
は
こ
 こ
で
は
人
間
の
有
す
る
 

姓
る
 」
客
観
 と
抑
エ
 さ
れ
る
主
観
と
の
間
の
対
立
も
 

本
性
、
あ
る
い
は
そ
の
感
性
に
対
立
し
な
い
。
ま
た
、
 @
 

ま
た
消
滅
す
る
。
「
既
成
性
」
は
こ
の
統
一
の
中
で
克
服
 

」
の
統
一
の
う
ち
に
お
い
て
こ
そ
、
ベ
ル
 ソ
 時
代
に
問
題
 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ン
 

と
な
っ
た
、
「
支
配
す
 

れ
 
時
代
の
へ
 ｜
 ゲ
ル
が
、
「
既
成
性
」
の
克
服
の
可
能
 性
を
 、
理
性
の
感
性
に
対
す
る
優
位
の
中
に
見
た
の
に
 対
し
、
今
や
彼
は
、
そ
の
 克
 

 
 

の
み
可
能
で
あ
る
、
と
考
え
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
へ
 ｜
 ゲ
ル
は
こ
の
統
一
を
宗
教
の
 
 
 

 
 

 
 

 
 

蛙
 
唯
一
の
対
象
と
考
え
る
。
 

 
 

自
 

㈲
こ
う
し
た
把
握
が
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
影
響
を
前
 
提
 に
し
て
初
め
て
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
 へ
｜
 ゲ
ル
を
フ
ラ
ン
 



こ
の
よ
う
な
思
想
を
へ
 ル
 ダ
 リ
 ー
 ソ
 が
語
る
時
、
そ
れ
は
 、
 彼
が
か
っ
て
一
度
は
心
酔
し
た
カ
ン
ト
、
お
よ
び
 フ
 ィ
ヒ
テ
 の
哲
学
、
 と
 

り
わ
 げ
そ
の
自
由
論
か
ら
の
離
脱
、
更
に
は
そ
れ
に
 対
 す
る
批
判
を
意
味
し
て
い
る
。
上
に
見
た
美
的
統
一
は
 、
 理
論
的
認
識
に
 よ
 る
 主
 

観
と
 客
観
の
統
一
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
実
践
的
行
為
に
 よ
る
自
由
と
自
然
の
統
一
に
よ
っ
て
も
達
成
さ
れ
得
な
い
 。
知
は
統
一
さ
れ
て
い
 

る
も
の
を
分
け
る
働
き
で
あ
り
、
そ
し
て
た
だ
分
離
さ
れ
 、
制
限
さ
れ
た
も
の
の
み
を
認
識
す
る
 働
 ぎ
で
あ
る
か
 ら
で
あ
る
。
ま
た
道
徳
 

-
 
Ⅱ
 
@
 
）
 

有
を
包
む
神
性
」
に
他
な
ら
な
い
。
 

１
 0
 影
響
の
下
に
「
 美
 」
と
い
う
名
で
呼
ぶ
。
こ
の
 「
 
美
 」
、
あ
る
い
は
こ
の
統
一
は
、
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
 

単
な
る
意
識
の
内
容
に
 

と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
そ
こ
に
 

プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
継
承
し
つ
つ
存
在
論
 的
な
意
味
を
付
与
す
 

る
 。
そ
れ
は
単
な
る
仮
象
で
は
な
く
、
唯
一
真
に
存
在
 す
る
も
の
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
時
間
の
中
で
生
れ
 、
消
 え
ゆ
く
も
の
で
は
な
 

く
、
 移
ろ
い
ゆ
か
な
い
永
遠
の
存
在
、
そ
し
て
「
最
高
 に
し
て
最
善
な
る
も
の
」
を
意
味
す
る
。
 

と
 同
時
に
へ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
 論
の
枠
を
超
え
て
「
 美 」
を
 
笘
ぁ
驚
母
て
 、
す
な
わ
ち
 、
「
一
に
し
て
全
な
る
 

 
 

も
の
」
と
理
解
す
る
。
 
-
9
-
 
し
か
も
レ
ッ
シ
 
ソ
グ
 が
 ヤ
コ
ビ
 と
の
論
争
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
を
弁
護
し
つ
つ
語
っ
た
 意
味
に
お
い
て
。
つ
ま
 

り
 、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
「
 美
 」
の
う
ち
に
汎
神
論
的
な
立
 
思
 味
を
見
出
す
。
そ
れ
は
、
そ
こ
で
人
間
と
自
然
が
統
一
 さ
れ
る
「
唯
一
の
 、
万
 

小
 
8
 ）
 

こ
の
万
有
と
の
 
一
 、
あ
る
い
は
自
由
と
自
然
と
の
全
人
的
 統
一
を
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
プ
ラ
ト
ン
、
お
よ
び
 彼
が
師
と
仰
い
だ
シ
ラ
 

ク
ア
ル
ト
に
迎
え
た
当
時
の
へ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
思
想
に
つ
 い
て
は
、
我
々
は
彼
の
同
ヒ
ュ
 ペ
 ー
リ
オ
ン
白
か
ら
そ
 れ
を
窺
 う
 こ
と
が
で
 き
 

る
で
あ
ろ
う
（
そ
の
第
一
巻
が
 へ
｜
 ゲ
ル
の
到
着
後
ま
 も
な
く
に
出
版
さ
れ
て
い
る
）
。
自
由
と
自
然
、
も
し
く
 は
人
間
と
自
然
の
統
一
 

こ
そ
が
、
ま
さ
に
そ
の
基
本
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
彼
は
 ヒ
 ュ
ペ
 ー
 り
 オ
ン
に
次
の
よ
う
に
言
わ
し
め
て
い
る
。
「
 
万
有
と
一
つ
で
あ
る
こ
 

と
 、
そ
れ
こ
そ
が
神
性
に
充
ち
た
生
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
 が
 人
間
の
天
（
至
境
）
で
あ
る
。
 生
 ぎ
と
し
生
け
る
も
 の
 、
そ
の
全
て
と
一
つ
 

（
 
7
7
 

）
 

で
あ
る
こ
と
、
至
福
の
自
己
忘
却
の
う
ち
に
、
自
然
の
 一
 切
 の
う
ち
へ
帰
っ
て
ゆ
く
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
思
想
と
 喜
び
の
頂
点
で
あ
る
。
」
 (30) 30 



的
 行
為
の
も
た
ら
す
統
一
は
、
人
間
本
性
を
押
圧
す
る
こ
 と
の
上
に
成
立
す
る
統
一
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
知
や
行
 為
 が
前
提
 し
 、
そ
れ
 故
 

そ
れ
ら
が
そ
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
根
源
的
統
一
を
 回
復
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
 へ
 ル
ダ
リ
ー
ソ
の
努
力
は
 向
 げ
ら
れ
て
い
る
 

「
我
々
の
自
己
と
世
界
の
間
の
永
遠
の
抗
争
を
終
え
る
こ
 と
 、
ど
の
よ
う
な
理
性
よ
り
も
高
い
、
全
て
の
平
安
の
 中
の
平
安
を
回
復
す
る
 

（
㎎
）
 

こ
と
、
我
々
と
自
然
と
を
、
一
つ
の
無
限
な
全
体
へ
と
 統
一
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
の
目
 ざ
 す
と
こ
ろ
で
あ
る
 0
 
し
 

㊧
こ
の
、
存
在
論
的
、
な
い
し
は
宇
宙
論
的
な
意
味
 

を
 内
包
し
た
美
的
統
一
の
概
念
の
影
響
の
下
に
 、
へ
｜
ゲ
 か
 は
、
主
観
と
客
 

観
、
あ
る
い
は
自
由
と
自
然
の
統
一
に
関
す
る
思
想
を
 展
開
し
て
い
る
。
両
者
の
間
に
相
違
を
見
出
す
と
す
る
な
 ら
ば
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
 

が
 、
こ
の
統
一
の
 類
断
は
 配
が
強
調
す
る
の
に
対
し
、
 へ
 

「
支
配
す
る
も
の
」
と
「
支
配
さ
れ
る
も
の
」
の
関
係
（
 
「
既
成
性
」
の
根
底
に
あ
っ
た
も
の
）
が
も
は
や
存
在
し
 

｜
 ゲ
ル
が
、
こ
の
統
一
の
宗
教
的
な
意
味
を
重
視
す
る
 点
 に
あ
ろ
う
。
 

な
い
こ
と
を
、
 へ
｜
ゲ
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
こ
の
統
一
を
、
こ
こ
で
も
 へ
 ル
ダ
リ
ー
ン
 と
 一
致
し
て
、
「
 
愛
 」
と
の
 
連
 ・
関
に
お
い
て
考
え
る
 
0
 ヘ
ル
 ダ
リ
ー
ン
が
、
「
 
美
 」
 

ま
た
だ
愛
の
前
 

、
も
ケ
 

こ
 自
己
を
開
く
 
（
 
3
"
l
 

と
 考
え
る
よ
う
に
、
 へ
 l
 ゲ
ル
に
と
っ
て
も
、
統
一
は
、
た
だ
愛
の
う
ち
に
お
 
い
 て
獲
得
さ
れ
る
 

（
 
づ
住
 ・
 之
 
㏄
 
づ
の
 
）
。
そ
し
て
愛
は
、
こ
の
よ
う
な
統
一
 へ
 の
道
で
あ
る
と
と
も
に
、
統
一
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
 道
徳
的
主
体
の
中
に
お
 

げ
る
、
自
由
と
自
然
と
の
統
一
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
 @
 
」
の
主
体
と
客
観
的
な
も
の
、
神
的
な
も
の
と
の
統
一
を
 意
味
す
る
。
こ
こ
に
は
 

（
Ⅱ
 
-
 

か
 は
強
調
す
る
。
「
支
配
す
る
も
の
」
へ
の
依
存
（
「
既
成
 
化
」
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
）
 も
 、
そ
れ
へ
の
恐
れ
 

@
 
は
 @
 

畦
 
（
ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
に
お
け
る
よ
う
な
）
も
、
そ
こ
で
 は
 廃
棄
さ
れ
る
。
「
愛
は
た
だ
同
じ
も
の
に
対
し
て
、
 鏡
 に
 対
し
て
、
我
々
の
本
質
の
 

 
 

荻
 

エ
コ
ー
に
対
し
て
の
み
生
じ
る
」
（
 
之
 
㏄
 コ
 ）
。
 

寿
 

こ
の
把
握
の
基
礎
に
あ
る
の
 ほ
 、
プ
ラ
ト
 ソ
 の
 「
 
愛
 」
 の
 概
念
で
あ
る
。
，
 

@
6
@
@
 
 

プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
、
愛
は
ま
 さ

に
「
同
じ
も
の
」
の
相
互
 

@
7
 

l
 ）
 

畦
 
関
係
で
あ
り
、
愛
す
る
も
の
は
相
手
の
 5
 ち
に
、
 あ
 た
か
も
鏡
の
う
ち
に
自
分
を
見
出
す
が
如
く
に
、
自
分
 を
 見
出
す
、
と
言
わ
れ
て
い
 

山
口
 

る
 。
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
「
 賛
 」
の
概
念
に
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
 ゲ
ソ
 以
来
再
び
目
を
向
け
さ
せ
る
機
縁
を
作
っ
た
の
は
 、
や
は
り
 へ
 ル
タ
リ
ー
 
31  ( 31) 



の
中
で
実
現
さ
れ
る
、
道
徳
的
主
体
の
、
そ
れ
の
本
性
と
 の
 統
一
を
、
あ
る
い
は
主
観
と
客
観
と
の
統
一
を
理
解
 す
る
。
か
く
し
て
へ
 
｜
 

V
 地
ナ
ら
な
し
て
あ
ろ
う
（
 8
 
1
 
 

が
 ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
 
、
彼
 の
 
「
 愛
 」
の
概
念
の
基
礎
を
 、
 「
パ
イ
ド
ロ
ス
 ヒ
、
 更
に
は
 「
饗
宴
 L
 の
申
で
語
ら
 

ノ
こ
よ
 

れ
る
「
エ
ロ
ス
」
の
誕
生
の
神
話
か
ら
得
て
い
る
。
「
 ヱ
 ロ
ス
」
が
豊
穣
（
ポ
ロ
ス
）
と
困
窮
（
 ペ
ニ
ア
 ）
の
子
 で
あ
っ
た
よ
う
に
、
 

へ
 

ル
ダ
リ
ー
ソ
の
舌
口
 う
 愛
も
（
彼
が
と
り
わ
け
「
ヒ
ュ
。
 
へ
｜
 リ
オ
ソ
 の
青
年
時
代
目
で
語
る
よ
う
に
）
、
天
上
な
る
 

も
の
と
地
上
な
る
も
の
 

@
 
Ⅳ
 @
 

の
 統
一
を
、
「
美
し
い
中
庸
」
を
意
味
す
る
。
 

こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
お
よ
び
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
伝
統
 （
近
年
。
 せ
の
 Ⅱ
の
田
斉
 
仁
コ
の
七
ミ
 
p
o
 
の
 0
 口
田
 m
,
 
 
と
い
う
特
徴
 つ
 げ
が
な
さ
れ
て
い
 

る
 ）
を
受
け
継
い
で
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
愛
を
、
支
配
す
る
も
 の
と
支
配
さ
れ
る
も
の
の
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
 

同
 じ
も
の
の
同
じ
も
の
に
 

対
す
る
関
係
と
し
て
捉
え
る
。
こ
こ
で
と
り
わ
け
注
目
 に
値
す
る
の
は
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
が
こ
の
統
一
を
 、
 単
な
る
 同
 
一
 性
と
し
て
で
は
な
 

く
 、
む
し
ろ
同
一
性
と
非
同
一
性
と
の
統
一
と
し
て
 理
 解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
「
愛
の
相
手
は
我
々
に
 
対
 立
し
な
い
。
我
々
の
 本
 

質
 と
一
で
あ
る
。
我
々
は
そ
こ
に
た
だ
我
々
自
身
を
見
 る
 。
し
か
し
、
や
は
り
再
び
我
々
自
身
で
は
な
い
 

我
々
が
把
握
す
る
こ
 

と
の
で
き
な
い
不
可
思
議
」
（
之
の
㍉
㍉
）
。
こ
の
、
愛
に
 
お
け
る
統
一
は
、
悟
性
的
思
惟
で
捉
え
よ
う
と
す
る
 限
 り
 
「
不
可
思
議
」
に
と
 

ど
ま
る
。
そ
こ
で
相
関
係
す
る
二
つ
の
も
の
は
、
一
方
 で
 最
も
親
密
な
形
で
統
一
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
他
方
 区
別
さ
れ
た
ま
ま
で
も
 

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
矛
盾
律
を
基
本
と
す
る
反
省
的
 思
 惟
 に
よ
っ
て
は
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
こ
の
、
 

二
 つ
の
側
面
を
同
時
に
含
 

む
 統
一
が
 、
 愛
の
本
質
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
の
思
想
が
注
目
さ
れ
る
所
以
は
、
そ
れ
が
や
が
て
「
 生
 」
の
概
念
の
中
で
も
 

活
か
さ
れ
、
ま
た
同
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
 体
系
の
差
異
ヒ
の
中
で
の
「
絶
対
者
」
の
理
解
に
受
 け
継
 が
れ
て
ゆ
く
、
と
い
う
 

点
 に
あ
る
。
 

四
 
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
つ
ま
り
 へ
 ル
ダ
リ
ー
ン
 
と
 の
 再
会
を
転
機
と
し
て
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
決
定
 的
な
影
響
の
下
で
展
 

聞
 し
た
、
ベ
ル
ン
時
代
の
思
想
か
ら
離
れ
る
。
「
真
に
神
 的
な
も
の
」
の
下
に
 、
へ
｜
 
ゲ
ル
は
、
も
は
や
自
律
 と
 自
由
を
で
は
な
く
、
 愛
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自由と 事己 あ るいは 生 

る の 
。 存 

へ 在 
l （ 

レコ ゲレノ のの 
が ） 

「 の 
ア 了 
ン ヰこ 

テ 先 

/  ィず 、   
了ア 」 ン 

ティノ，という   
口 % 薄 。 一 @ を 
選 す 
ぶ た 

時ね 、 ち 

そ 相 
こ 互 

Ⅴ プ し ヶ @ し 

力 ン抗 「 
ト 争 
の 」 

彩 す 
墾 日 至 る 
は 規 
疑 定 
い の 

得 根 
な 氏 
い に あ 
し る 

か 統 
し - 
へ が 

l 考 
ゲ え 
か ら 
は れ 
必 て 
ず い 

33@ (33 

    

な 

則 ン 

  

むま 

」   
」 レい 

へ る   
  

                      っ ぎを、 教は 

  

こ 統 す わ 

  
っ レ て か 

草 （ 
  
稿 3 

  
  
ぬ机 「   
  性 こ へ い 

と 」 と か は 

存 め が ダ 主 
在 批 で り 観 
と 半 Ⅱ き （ @  と 
むま 

同 とる 克 ）と 巴ン 客観 

義 で 服内のの との " 統 
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を、 
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し
も
 カ
ソ
ト
 の
言
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
そ
れ
を
理
解
し
 て
い
る
わ
け
で
は
な
い
 0
 
。
つ
ま
り
、
宇
宙
論
的
な
理
念
を
 
表
現
す
る
命
題
間
の
矛
 

盾
と
 連
関
し
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
 0
 へ
｜
ゲ
 か
 は
 ア
ソ
 テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
下
に
 、
 先
ず
第
一
に
宗
教
的
な
 
対
立
を
、
つ
ま
り
、
 

「
既
成
的
」
、
独
断
的
宗
教
の
中
に
見
出
さ
れ
る
、
支
配
 
す
る
客
観
と
、
抑
圧
さ
れ
る
主
観
と
の
対
立
を
見
て
い
る
 。
そ
れ
と
同
時
に
ま
 

た
 、
反
省
的
思
惟
が
定
立
す
る
規
定
間
の
矛
盾
、
例
え
 ば
 「
規
定
す
る
も
の
」
と
「
規
定
さ
れ
る
も
の
」
、
「
能
動
 

」
と
「
受
動
」
の
対
立
 

（
 
せ
ぬ
 
p
.
z
 
 

の
㌍
）
を
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
内
容
的
な
相
 

違
 と
と
も
に
、
 ヵ
ン
ト
 が
互
い
に
矛
盾
す
る
判
断
を
 ア
 ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
下
に
 

考
え
て
い
る
の
に
対
し
、
 へ
｜
 ゲ
ル
が
概
念
間
の
対
立
 を
 考
え
て
い
る
点
に
も
相
違
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
一
方
で
は
「
存
在
」
の
論
理
的
な
意
味
に
注
 

、
、
、
 

目
し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
判
断
の
う
ち
の
コ
プ
ラ
は
 、
こ
の
「
存
在
」
の
 

表
現
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
判
断
の
中
の
対
 止
 す
る
 両
項
 で
あ
る
、
主
語
と
述
語
（
 へ
｜
 ゲ
ル
の
考
え
 に
 従
え
ば
、
そ
れ
も
ま
 

 
 

た
ア
ソ
 テ
ィ
ノ
ミ
ー
を
形
成
す
る
）
を
統
一
す
る
の
で
 あ
る
。
し
か
し
 へ
｜
 ゲ
ル
が
重
点
を
置
く
の
は
も
ち
ろ
ん
 、
そ
の
存
在
論
的
な
意
 

味
 で
あ
る
。
そ
れ
が
、
反
省
的
諸
規
定
の
根
底
に
あ
る
 統
一
で
あ
り
、
反
省
、
も
し
く
は
意
識
を
超
え
た
も
の
で
 あ
る
こ
と
を
強
調
す
 

る
 。
従
っ
て
「
存
在
」
が
意
識
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
、
 把
 握
 さ
れ
る
か
ど
う
か
、
は
必
然
的
な
事
柄
と
し
て
前
提
 さ
れ
な
い
「
存
在
 

の
 非
依
存
性
は
、
そ
れ
が
我
々
に
対
し
て
 い
 よ
 う
と
、
我
 々
に
対
し
て
い
ま
い
と
、
端
的
に
あ
る
、
と
い
う
点
に
 存
ヰ
 
3
 べ
蚤
 
こ
で
士
の
る
。
 

@
 
山
 

い
か
え
れ
ば
、
存
在
は
我
々
か
ら
端
的
に
切
り
離
さ
れ
た
 も
の
で
あ
り
 得
べ
 ぎ
で
あ
る
」
 E
 
o
 の
の
）
。
 

㈲
こ
の
よ
う
に
「
存
在
」
を
、
意
識
を
超
え
た
も
の
 
と
し
て
理
解
す
る
と
と
も
に
、
 へ
｜
 ゲ
ル
は
、
こ
の
意
識
 を
 超
え
た
「
存
在
」
 

の
 、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
表
象
は
一
体
可
能
な
の
か
、
 可
 能
 と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
か
、
と
い
 う
 問
題
を
考
究
し
て
い
 

る
 0
 若
 き
へ
｜
 ゲ
ル
の
思
索
の
中
で
、
中
心
テ
ー
マ
の
 一
 つ
と
な
っ
た
問
題
で
あ
る
。
 

こ
の
問
題
の
考
究
を
へ
 ｜
 ゲ
ル
は
、
 思
隈
 
（
し
の
さ
 

オ
 の
 コ
 ）
 と
 信
仰
（
の
ま
の
こ
と
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
進
め
て
い
る
。
思
惟
 

 
 

は
、
 確
か
に
、
相
互
に
「
抗
争
」
す
る
も
の
が
統
一
さ
れ
 ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
。
と
い
う
 の
も
、
こ
の
相
互
に
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こ
の
よ
う
な
仕
方
で
思
惟
は
、
統
一
が
存
在
す
べ
ぎ
で
あ
 る
 、
と
い
う
こ
と
を
確
か
に
証
明
す
る
。
し
か
し
 へ
｜
 ゲ
ル
に
従
え
ば
、
 
そ
 

 
 

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
一
が
現
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
 証
明
さ
れ
な
い
。
統
一
の
現
存
は
た
だ
信
仰
に
よ
っ
て
 の
み
捉
え
ら
れ
る
、
 
と
 

い
 う
 の
が
 へ
｜
 ゲ
ル
の
主
張
で
あ
る
 0
 舌
ロ
い
か
え
れ
ば
、
 統
一
、
も
し
く
は
「
存
在
」
は
、
た
だ
信
仰
の
対
象
で
 の
み
あ
り
 ぅ
る
 0
 た
だ
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
て
い
る
。
「
信
仰
は
 
存
在
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
反
省
さ
れ
た
存
在
で
 あ
る
」
（
 乞
 
お
の
）
。
 

「
存
在
」
は
確
か
に
信
仰
の
う
ち
に
の
み
現
在
し
、
そ
の
 こと
を
通
し
て
、
一
書
 ゅ
調
 へ
到
る
」
と
い
う
こ
と
が
可
能
 と
な
る
。
し
か
し
こ
の
 

地
 

こ
と
は
た
だ
ち
に
、
「
存
在
」
が
信
仰
の
う
ち
で
 

応
 全
 に
自
己
を
開
く
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
「
 
存
 在
 」
の
完
全
な
把
捉
と
い
う
 

 
 

利
こ
と
は
信
仰
に
も
要
求
し
得
な
い
事
柄
と
し
て
 
考
，
 

ぇ
 ら
れ
て
い
る
。
 

あ
 

し
か
し
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
草
稿
の
中
で
 へ
｜
 ゲ
ル
が
 、
思
惟
の
、
も
し
く
は
反
省
的
思
惟
に
基
づ
く
哲
学
 
の
 、
「
存
在
」
把
握
に
 

美
，
 

蛇
 

あ
た
っ
て
の
権
能
を
、
は
っ
き
り
と
制
限
し
て
い
 る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
思
惟
、
あ
る
い
は
哲
学
 の
 権
能
を
制
限
し
、
そ
れ
に
 

自
 

対
し
て
信
仰
、
も
し
く
は
宗
教
に
決
定
的
な
優
位
を
認
 め
る
こ
と
、
こ
う
し
た
態
度
を
 、
へ
｜
 
ゲ
ル
の
フ
ラ
ン
ク
 
フ
ル
ト
時
代
の
思
想
 全
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れ
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争
 」
す
る
 両
頃
 は
 、
 互
い
を
排
除
し
、
廃
棄
す
る
だ
 る
 う
か
ら
で
あ
る
（
 盃
 ㌃
 之
 
㏄
㏄
 
い
 こ
。
 

 
 

こ
の
統
一
は
し
か
し
、
ア
ン
テ
ィ
ノ
 、
、
、
 

１
 0
 認
識
の
根
拠
 で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
の
存
在
の
根
拠
で
も
 あ
る
。
「
抗
争
」
 
す
 

る
 二
つ
の
項
が
「
存
続
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
 統
一
を
前
提
に
し
て
初
め
て
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
も
 ほ
 げ
れ
ば
、
こ
の
「
 抗
 

一
 
1
 抗
争
」
す
る
も
の
が
「
抗
争
」
す
る
も
の
と
し
て
認
識
 さ
れ
る
，
 

る
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
、
二
つ
の
相
対
立
す
る
も
の
が
、
 も
 う
既
 

め
て
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
尺
度
」
に
 従
っ
て
 

両
者
の
「
抗
争
す
る
も
の
」
と
い
う
特
徴
 づ
 げ
が
初
め
 
て
 可
能
だ
 

に
あ
る
統
一
に
他
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
 

ア
ソ
 テ
ィ
ノ
 ニ
 ー
の
 」

と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
を
構
成
す
る
 
と
 認
識
さ
れ
 

に
一
つ
の
「
尺
度
」
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
 窒
 刊
提
 に
し
て
 初
 

両
者
が
、
相
互
に
（
対
立
す
る
も
の
と
し
て
）
関
係
づ
 げ
ら
れ
る
時
、
 

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
前
提
さ
れ
た
「
尺
度
」
が
対
立
す
る
 も
の
の
根
底
 

認
識
の
根
拠
と
し
て
、
統
一
が
前
提
さ
れ
る
。
 



 
 

ィ
 ヒ
テ
批
判
と
の
連
関
で
、
「
存
在
」
に
つ
い
て
論
じ
 

て
い
る
。
「
存
在
」
は
 

 
 

般
 に
わ
た
る
、
根
本
的
な
特
徴
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
へ
 ｜
 ゲ
ル
が
信
仰
 を
 、
絶
対
的
な
る
も
の
の
直
接
的
な
把
握
と
し
て
捉
え
 る
 時
、
そ
れ
が
（
 べ
 
)
 

 
 

 
 

ル
ン
時
代
の
へ
 
｜
 ゲ
ル
が
依
拠
す
る
と
，
」
ろ
で
あ
っ
た
）
 
カ
ン
ト
の
言
う
実
践
的
理
性
信
仰
の
思
想
と
著
し
く
 異
 な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
 

も
な
い
。
こ
こ
で
 へ
｜
 ゲ
ル
の
思
索
に
決
定
的
な
影
響
 を
 与
え
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
 ヤ
コ
ビ
 で
あ
ろ
う
。
 
へ
｜
 ゲ
ル
が
テ
ュ
ー
ビ
ン
 
ゲ
 

ソ
 以
来
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
 教
説
 に
関
 す
る
書
簡
 ヒ
 の
中
で
 ヤ
コ
ビ
 は
、
信
仰
を
、
そ
の
確
実
 性
の
根
拠
を
他
に
求
め
 

る
 必
要
の
な
い
「
直
接
的
確
信
」
と
規
定
し
て
い
る
。
 そ
 し
て
 ヤ
コ
ビ
 に
従
え
ば
、
我
々
は
、
こ
の
「
直
接
的
確
 信
 」
が
実
際
に
成
立
す
 

る
 、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
疑
 う
 こ
と
は
で
き
な
い
。
 
そ
 れ
を
求
め
て
我
々
が
努
力
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
 

そ
 れ
が
前
も
っ
て
我
々
に
 

 
 

知
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
か
ら
 で
あ
る
。
 

@
5
"
2
 
 

ヤ
コ
ビ
 は
、
こ
の
「
直
接
的
確
信
」
と
し
て
の
 信
仰
の
特
徴
を
、
証
明
 

と
 対
比
し
、
そ
れ
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
 

る
 表
象
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
証
明
を
も
必
要
と
し
な
い
 

か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
信
仰
は
、
唯
一
表
象
さ
れ
た
 

、
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
証
明
を
排
除
す
る
。
 も

の
と
完
全
に
合
致
す
 

と
い
う
の
も
、
証
明
は
 

こ
の
直
接
的
表
象
の
確
実
性
を
前
提
し
て
お
り
、
そ
れ
と
 の
 
「
比
較
」
を
通
し
て
、
（
間
接
的
に
）
確
実
な
認
識
 

を
 生
み
出
し
て
ゆ
く
 働
 

き
だ
 
ら
で
あ
る
：
 

力
 
，
 
。
 
0
@
6
 

2
 
 

）
 

こ
の
よ
う
な
 
ヤ
コ
ビ
 の
理
論
 
に
 触
発
さ
れ
て
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
、
「
証
明
」
の
持
つ
意
味
 
を
 原
則
的
に
制
限
し
 、
 

か
つ
ま
た
、
信
仰
の
下
に
 、
 単
に
宗
教
的
表
象
だ
け
で
な
 く
、
 物
の
直
接
的
に
し
て
確
実
な
表
象
を
理
解
し
て
い
 る
 。
 

㊧
こ
う
し
た
問
題
 圏
 に
へ
 ｜
 ゲ
ル
を
引
き
入
れ
た
 直
 接
 的
機
縁
を
作
っ
た
の
は
、
疑
い
も
な
く
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
 ン
を
 中
心
と
す
る
 友
 

人
 グ
ル
ー
プ
と
の
議
論
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
り
わ
け
「
 存
在
」
に
関
す
る
議
論
は
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
が
イ
ニ
シ
ア
 チ
ブ
 を
と
っ
た
よ
う
に
 

思
わ
れ
る
。
彼
は
一
七
九
五
年
四
月
に
書
か
れ
た
「
 判
 断
と
存
在
 ヒ
と
 呼
ば
れ
る
断
片
的
草
稿
の
中
で
、
そ
れ
に
 関
す
る
理
論
を
展
開
し
 

て
い
る
。
こ
の
草
稿
は
、
そ
の
成
立
が
、
ド
イ
ッ
観
念
 論
の
成
立
史
の
中
で
、
き
わ
め
て
早
い
時
期
に
帰
せ
ら
れ
 て
い
る
点
で
、
注
目
に
 



こ
の
「
絶
対
的
存
在
」
に
関
す
る
理
論
、
お
よ
び
そ
の
 上
 場
か
ら
の
 7
 ィ
ヒ
テ
批
判
は
、
友
人
グ
ル
ー
プ
の
中
で
 議
論
さ
れ
、
受
 け
入
 

れ
ら
れ
た
よ
さ
に
見
え
る
。
ジ
ン
ク
レ
ー
 ア
 も
ま
た
、
 彼
 が
 「
非
定
立
」
（
 
下
 （
 
汀
 れ
色
あ
る
い
は
 ぎ
ネ
 え
已
で
と
 特
徴
づ
け
る
、
最
高
の
 

姓
 
根
源
的
統
一
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
自
我
」
の
概
念
 か
ら
端
的
に
区
別
し
て
い
る
。
彼
も
ま
た
、
「
・
自
我
」
が
 

反
省
の
所
産
で
あ
る
こ
と
、
 

 
 

か
 
す
 た
 ね
ち
、
主
観
と
客
観
の
「
根
源
分
割
」
を
 前
 挺
 し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「
自
我
」
は
「
反
省
の
 
最
初
の
瞬
間
」
に
措
定
さ
れ
 

 
 

て
は
も
は
や
保
持
さ
れ
て
し
な
し
 

 
 -
1
-
 

@
 
Ⅰ
 
3
 
。
 

蛙
へ
｜
 ゲ
ル
が
、
こ
う
し
た
友
人
達
の
思
想
に
大
 ぎ
く
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
た
だ
注
目
 さ
れ
る
の
は
、
ヘ
ル
ダ
 リ
｜
 

ン
が
 、
「
存
在
」
は
唯
一
「
知
的
直
観
」
の
中
で
の
み
 把
 促
 さ
れ
る
、
と
考
え
る
の
に
対
し
、
 へ
｜
 ゲ
ル
が
、
そ
の
 点
で
は
 へ
ル
タ
り
｜
 

自
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「
主
観
と
客
観
と
の
結
合
」
を
意
味
す
る
し
か
も
、
 

そ
の
本
質
を
損
な
う
こ
と
な
し
に
は
 い
 か
な
る
分
離
も
 考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
 

端
的
な
統
一
と
し
て
理
解
さ
れ
て
し
 
@
 
O
@
8
@
 

魏
 
従
っ
て
反
省
 的
 思
惟
に
よ
っ
て
は
捉
え
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
た
だ
「
 知
 的
 直
観
」
の
中
で
の
み
 

把
握
可
能
な
統
一
で
あ
る
。
こ
の
統
一
の
中
に
、
主
観
 と
 客
観
の
根
源
的
分
離
を
持
ち
込
む
の
が
、
反
省
的
思
惟
 里
 基
礎
で
あ
る
「
 判
 

断
 」
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
意
味
で
、
「
判
断
」
（
 
C
 二
 %
 ）
）
に
起
因
す
る
根
源
的
分
離
を
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
「
 
根
源
分
割
」
（
 
C
 「
。
（
 

由
卜
 

ノ
コ
 
の
）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
離
を
前
提
と
す
 る
 限
り
、
「
存
在
」
は
も
は
や
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
 捉
 え
ら
れ
な
い
。
と
い
 

-
 
四
）
 

ぅ
 の
も
、
「
存
在
」
は
分
離
し
た
も
の
の
結
合
を
意
味
す
 
る
の
で
は
な
く
、
分
離
以
前
の
根
源
的
統
一
を
意
味
す
 る
か
ら
で
あ
る
。
 

「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
と
い
う
フ
ィ
ヒ
テ
の
根
本
命
題
 も
ま
た
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
解
釈
に
従
え
ば
、
こ
の
「
 根
源
分
割
」
と
無
縁
 

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
張
し
よ
う
と
す
 る
 自
我
の
同
一
性
は
、
自
我
が
自
己
自
身
に
関
係
し
 、
 自
己
自
身
を
意
識
す
る
 

時
に
初
め
て
、
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ィ
 ヒ
テ
 の
根
木
命
題
は
、
自
我
の
自
己
関
係
、
換
言
す
れ
ば
 、
「
自
我
の
自
我
か
ら
 

0
 分
離
」
を
前
提
し
て
い
る
。
従
っ
て
自
我
の
同
一
性
 は
 、
 先
の
根
源
的
統
一
、
す
な
わ
ち
「
絶
対
的
存
在
」
と
 同
一
視
す
る
こ
と
が
で
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規 と 女 ね め ル 

し 己 さ て に 時 ル 土 教       
て い （ 活をい「代はすを 動、 
る 巴の 存     

  の 

ヤ の ㏄ ゲ 

ど へ の 
清 に 

つ 思 

そ 入   め れ 

  
る る 

十 まき 神 ; テ   
る し 

の の 自   
春 寒 色 そ と 役 て ぎ " 倣 理 群 9 と 

ン 

V@ - 
従 
（ ノ @     

と 

な 

く、 

独 
自 
の 

仕 
方 
で， 

信仰 

の 

概 

念を 

展 
開 
し 
て 
@@@V 

る 
    

と 

であ 

る 



 
 

に
、
カ
ソ
ト
 

の
「
道
徳
形
而
上
学
 

ヒ
 に
関
す
る
コ
ン
メ
 

ソ
 タ

ー
ル
の
中
に
見
出
 

そ
う
し
た
、
人
間
の
「
 

無
 と
し
て
の
有
り
様
」
と
の
 

対
 比
で
へ
｜
 

ゲ
ル
は
「
美
の
精
神
」
を
理
解
し
て
い
る
 

0
 そ
 れ
は
、
同
じ
も
の
の
 

同
じ
も
の
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
愛
を
通
し
て
、
分
離
 

し
た
も
の
の
中
に
再
び
「
生
き
た
 

絆
 」
を
見
出
し
、
か
く
 

し
て
「
運
命
」
と
「
 

和
 

解
 」
せ
ん
と
努
め
る
精
神
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
 

Z
 
 
の
 
ぷ
 。
 N
 
の
 
N
 
。
 N
 
の
）
）
。
こ
の
精
神
が
「
美
し
き
宗
教
」
の
 

基
 木
原
理
で
あ
る
。
 

㈲
「
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
 

三
 に
関
す
る
 

草
 稿
 群
の
中
で
と
り
わ
け
注
意
を
ひ
く
の
は
、
 

へ
｜
 
ゲ
ル
 
が
そ
こ
で
、
「
美
し
き
 

宗
教
」
の
原
理
と
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
お
よ
び
道
徳
 

神
 学
の
原
理
と
が
は
っ
き
り
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
 

示
そ
う
と
し
て
い
る
 

点
 

で
あ
る
。
彼
が
 

べ
 ル
ン
時
代
に
立
っ
た
カ
ン
ト
主
義
の
立
 

場
の
清
算
を
へ
 

｜
 ゲ
ル
は
意
識
し
て
い
る
。
 

す
 。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
そ
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
て
 

い
 る
こ
の
草
稿
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
 

へ
｜
 
ゲ
ル
が
そ
の
中
で
、
 

義
 

務
の
概
念
の
絶
対
化
、
お
よ
び
「
自
然
」
の
抑
圧
を
仮
 

借
 な
く
批
判
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
適
法
性
（
Ⅰ
の
 

め
 
が
）
 

円
 
（
 
ぴ
 
（
）
と
道
徳
性
 

（
 
目
 。
 
母
 ま
茸
）
の
対
立
を
、
「
 

生
 」
と
い
う
高
次
の
概
念
 

に
よ
っ
て
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
を
 

ロ
 ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
 

ズ
担
 

（
 
@
%
 

）
 

「
 
へ
｜
 
ゲ
ル
の
生
涯
し
の
中
で
報
生
口
し
て
い
る
。
 

先
の
草
稿
 

群
の
 
カ
ン
ト
批
判
は
、
こ
の
見
解
を
受
 

け
継
 
い
だ
も
の
と
言
 

う
 こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
 

へ
｜
 
ゲ
ル
は
 
、
カ
ン
ト
の
主
張
す
 

ぬ
る
道
徳
性
が
確
か
に
統
一
の
一
つ
の
形
を
提
示
し
 

て
い
る
こ
と
を
認
め
る
そ
れ
が
法
則
の
意
識
と
感
性
 

的
 本
性
と
の
統
一
で
あ
る
こ
 

れ
 と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
後
者
を
前
者
 

の
は
、
廃
棄
さ
れ
た
も
の
（
下
目
的
の
す
 

0
 
す
の
二
 

%
 ）
で
は
な
 

に
 服
従
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
生
ず
る
よ
う
な
 

統
 

ぃ
 。
そ
う
で
は
な
く
、
単
に
分
離
さ
れ
、
そ
れ
故
な
お
 

一
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
 

存
続
す
る
も
の
に
と
ど
 

 
 

（
法
則
）
に
 

よ
 る
抑
圧
を
意
味
し
て
い
る
。
道
徳
性
と
 

頓
 向
性
（
イ
舟
 

仁
コ
洩
 

）
の
対
立
 
)
 

 
 

 
 

睡
は
 、
こ
の
よ
う
な
抑
圧
に
よ
っ
て
は
、
真
の
意
味
 

で
 統
一
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
傾
向
性
の
単
な
る
排
除
を
意
 

抹
 す
る
。
「
排
除
さ
れ
た
も
 

 
 

上
目
 



を
 対
置
す
る
。
つ
ま
り
、
法
則
と
傾
向
性
、
あ
る
い
は
 法
則
の
普
遍
性
と
行
為
主
体
の
個
別
性
と
の
自
か
ら
す
 
る
 

の
 （
日
日
日
 
臣
 二
幅
）
で
あ
る
（
 ぺ
幅
 ）
・
 
之
 

㏄
㏄
の
。
 
い
 の
㏄
）
。
こ
の
 、
い
か
な
る
支
配
と
隷
属
を
も
含
ま
な
い
よ
う
な
徳
を
  
 

「
一
致
」
（
 c
 汀
 お
ぎ
・
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
「
愛
の
 

ま
る
」
（
 
之
 

ひ
の
の
）
。
そ
れ
が
な
お
存
続
す
る
限
り
、
 

対
 立
 も
ま
た
存
続
す
る
。
 

ヵ
ン
ト
 の
主
張
す
る
道
徳
性
が
内
包
す
る
こ
の
よ
う
な
 欠
 陥
を
、
へ
｜
 ゲ
ル
は
次
の
文
章
の
う
ち
に
要
約
し
て
い
 る
 １
１
「
命
令
は
確
 

か
に
主
観
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
法
則
で
あ
る
。
 し
 か
し
人
間
の
う
ち
に
存
す
る
諸
他
の
も
の
に
矛
盾
す
る
 よ
う
な
、
そ
れ
ら
を
 支
 

 
 

配
す
る
よ
う
な
法
則
で
あ
る
」
（
 
p
.
P
O
 
し
 。
 へ
｜
 ゲ
ル
 
は
 、
道
徳
法
則
の
主
観
的
な
側
面
を
評
価
す
る
こ
と
を
 跨
賭
 し
な
い
。
つ
ま
 

り
 、
そ
れ
が
人
間
理
性
の
所
産
で
あ
り
、
「
概
念
」
で
あ
 る
こ
と
を
（
 盃
 ）
・
 
乞
 

お
の
）
。
道
徳
法
則
の
遂
行
は
 、
 ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
に
見
ら
 

れ
る
よ
う
な
徹
底
し
た
支
配
、
徹
底
し
た
服
従
か
ら
は
 つ
 き
り
と
区
別
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
徹
底
し
た
他
律
 か
 ら
 生
じ
る
「
客
観
性
」
、
 

 
 

「
既
成
性
」
を
そ
れ
は
免
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
脱
却
 が、
ヵ
ソ
ト
 
に
お
い
て
は
部
分
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
 @
 
」
と
を
、
 
へ
｜
 
ゲ
ル
は
 

 
 

主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
法
則
が
な
お
客
観
的
側
面
 を
 有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
人
間
の
本
性
に
注
目
 す
る
時
、
道
徳
法
則
 

怯
 
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
、
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
と
 し
て
立
ち
現
わ
れ
る
。
そ
れ
が
感
性
の
抑
圧
を
要
求
す
る
 か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
 故
 

カ
ン
ト
の
言
う
意
味
で
の
徳
は
、
自
己
立
法
に
基
つ
い
 て
は
い
る
が
、
こ
の
自
己
立
法
さ
れ
た
法
則
へ
の
隷
従
（
 ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
と
の
 
対
 

比
 で
言
え
ば
、
「
部
分
的
隷
従
」
）
と
い
う
性
格
を
有
し
 

て
い
る
。
そ
こ
に
あ
く
ま
で
「
自
己
強
制
」
が
、
換
言
す
 れ
ば
、
支
配
す
る
も
の
 

と
 支
配
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係
が
残
存
す
る
か
ら
で
あ
 る
 
（
 
く
性
 ・
 之
 

め
の
 
ダ
 
め
の
の
）
 

0
 
 
こ
の
徳
の
立
場
は
確
か
に
 （
ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
に
お
 

 
 

 
 

げ
る
よ
う
に
）
自
己
の
外
に
「
 主
 」
を
持
っ
て
は
い
な
 

し
か
し
自
分
の
内
に
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
（
 つ
め
 p
.
 
之
 

い
 
の
の
）
。
自
己
の
外
に
 

「
 主
 」
を
持
つ
こ
と
と
、
自
己
の
内
に
そ
れ
を
持
っ
こ
と
 と
の
間
に
は
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
 ば
 、
非
自
由
と
自
由
と
 

の
 区
別
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
完
全
な
「
既
成
性
 」
と
不
完
全
な
「
既
成
性
」
の
区
別
が
あ
る
に
す
ぎ
な
 ト
 
@
V
 
0
 

こ
の
よ
う
な
道
徳
法
則
に
よ
る
「
自
己
強
制
」
に
対
し
、
 へ
｜
 ゲ
ル
は
、
道
徳
的
に
行
為
し
よ
う
と
す
る
「
傾
ぎ
 」
（
の
の
コ
 
%
 的
日
ゴ
 

0
%
 
ヰ
 
）
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変
容
」
（
 之
い
 の
の
）
と
い
う
舌
口
業
 

て
 呼
ん
て
い
る
 "
 

ヵ
ソ
ト
 の
道
徳
説
か
ら
原
則
的
に
離
れ
た
と
こ
ろ
で
な
 さ
れ
た
、
こ
の
徳
の
規
 

定
 に
際
し
て
、
 へ
｜
 ゲ
ル
が
依
拠
す
る
の
は
明
ら
か
に
 シ
ラ
ー
の
思
想
で
あ
る
 0
 口
優
美
と
尊
厳
し
の
申
で
シ
ラ
 ｜
は
 、
厳
格
主
義
的
な
 

立
場
か
ら
す
る
感
性
の
抑
圧
に
対
し
、
断
固
と
し
て
 反
 対
し
て
い
る
。
人
間
の
道
徳
的
完
全
性
に
は
、
道
徳
的
行
 為
へ
 ・
の
傾
向
性
の
参
与
 

が
 必
然
的
に
関
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
シ
ラ
ー
の
 確
信
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
確
信
に
基
い
づ
 て
 シ
ラ
ー
は
 徳
を
 「
義
務
へ
の
傾
向
 

性
 」
と
し
て
、
つ
ま
り
義
務
と
感
性
と
の
「
一
致
」
（
 己
 す
 の
 さ
ぎ
 の
（
 
ま
日
偉
コ
的
 
）
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
「
美
し
 

の
う
ち
で
の
み
 

@
 
甜
 ）
 

実
現
さ
れ
う
る
こ
の
「
一
致
」
を
シ
ラ
ー
は
「
完
成
し
 た
 人
間
の
印
章
」
と
呼
ん
で
い
る
。
 



々
は
そ
こ
で
必
然
的
な
こ
と
と
し
て
期
待
で
き
な
い
。
 ，
 
」
の
統
一
の
全
体
と
し
て
の
実
現
を
可
能
と
す
る
も
の
を
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
「
 愛
 」
 

の
中
に
求
め
て
い
る
 0
 つ
ま
り
「
 愛
 」
が
徳
の
Ⅱ
山
手
 G
 セ
 災
 な
の
で
あ
る
（
 ぺ
鍍
 
㌃
 之
 ㏄
㏄
 
0
 。
の
 の
か
 
。
け
の
 
肌
 ）
 0
 
 
へ
｜
ゲ
 ル
 は
こ
こ
で
「
 愛
 」
を
 、
 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
初
期
の
草
稿
に
お
け
る
と
同
じ
く
 、
道
徳
的
、
か
つ
 &
 小
 数
的
 概
念
と
し
て
理
解
し
て
い
る
 。
そ
れ
は
残
り
続
け
る
 

対
立
を
統
一
す
る
「
生
き
た
 絆
 」
で
あ
り
、
か
つ
人
間
 の
神
的
な
も
の
に
対
す
る
、
し
か
も
「
同
じ
も
の
」
と
し
 て
の
神
的
な
も
の
に
 対
 

す
る
関
係
で
あ
る
（
 づ
軋
 ・
 ニ
い
鰍
じ
 。
従
っ
て
プ
ラ
ト
 ン
の
 影
響
が
こ
こ
で
も
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
 、
こ
こ
で
と
り
わ
け
 目
 

（
㏄
 
-
 

ほ
 つ
く
の
は
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
が
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
依
り
つ
つ
 、
「
精
神
」
の
概
念
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
 

愛
 」
は
 、
 互
い
に
柏
手
 

-
 
何
 ）
 

の
中
に
自
己
自
身
を
、
自
己
の
本
性
を
見
出
す
精
神
の
 統
一
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
 次
 の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
 

る
 

「
信
仰
は
精
神
に
 よ
 る
精
神
の
認
識
で
あ
る
。
 

た
 だ
 同
じ
精
神
の
み
が
互
い
を
認
識
し
、
理
解
す
る
こ
と
 が
で
き
る
」
（
 之
蕊
む
 ）
。
 

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
 愛
 」
の
概
念
は
 、
 既
に
触
れ
た
 よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
初
期
の
そ
れ
を
受
 け
 継
い
で
い
る
。
し
か
 

し
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 か
っ
て
「
宗
教
は
愛
と
一
で
あ
る
」
（
之
の
Ⅱ
さ
と
 @
 わ
れ
た
の
に
対
し
、
今
 

 
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
愛
を
相
対
化
す
る
。
愛
も
ま
た
制
約
を
持
つ
 も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
の
碇
や
道
徳
法
則
 が
 持
っ
「
 家
 二
親
 
性
 」
と
 

は
 全
く
別
の
意
味
で
、
愛
に
「
客
観
的
形
式
」
が
欠
 け
 て
い
る
点
を
へ
 
｜
 ゲ
ル
は
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
愛
は
単
 に
 感
覚
、
感
情
で
あ
る
 

に
と
ど
ま
り
、
一
切
の
客
観
的
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
 を
 排
除
し
た
と
こ
ろ
で
成
立
す
る
 0
 こ
の
対
立
の
廃
棄
 な
 へ
 ｜
 ゲ
ル
は
宗
教
 

に
 、
す
な
 ね
 ち
、
愛
の
、
構
想
力
も
し
く
は
想
像
力
に
 よ
る
客
観
的
な
も
の
と
の
結
合
に
求
め
る
（
 セ
モ
 ・
之
の
 の
 0
 。
 い
の
目
 
。
の
㏄
の
）
 

0
 
 
「
幸
美
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
徳
を
こ
の
よ
う
に
道
徳
法
則
の
軋
で
 G
 な
寝
 と
 考
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
 

徳
 自
身
も
ま
た
一
つ
の
 制
 限
を
内
包
す
る
も
の
 

4
2
 

 
 

と
 考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
心
意
（
の
 e
m
 
ぎ
 n
u
 コ
の
 ）
と
行
為
の
間
の
対
立
に
注
目
す
る
。
心
意
 の
 実
現
は
行
為
の
中
で
 

 
  
 

の
み
可
能
で
あ
る
が
、
行
為
と
、
心
意
の
完
全
な
実
現
 と
 は
 必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
。
行
為
は
も
と
も
と
個
別
 な
も
の
で
あ
っ
て
 、
一
 

 
 

定
の
状
況
の
下
で
（
諸
制
約
の
下
で
）
の
み
な
さ
れ
る
 か
ら
で
あ
る
。
法
則
と
傾
向
性
と
の
統
一
が
全
体
と
し
て
 実
現
さ
れ
る
の
を
、
 
我
 



け
へ
｜
 ゲ
ル
が
「
 
生
 」
の
概
念
を
展
開
し
た
文
献
と
 
し
て
、
ノ
ー
ル
に
よ
っ
て
 
同
 
愛
し
と
い
う
表
題
を
与
え
 
ろ
 れ
た
断
片
的
草
稿
が
 

注
目
さ
れ
る
。
た
だ
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
が
「
 
生
 」
に
関
す
る
 
低
 想
を
展
開
し
た
時
期
に
関
し
て
、
文
献
学
的
に
微
妙
な
 

問
題
が
存
す
る
。
 
ノ
｜
 

韓
ル
 に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
は
そ
の
 

区
 別
 が
明
確
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
一
七
九
七
年
の
初
稿
 

と
 一
七
九
八
年
か
ら
翌
年
に
か
 

る
 
げ
て
書
き
改
め
ら
れ
た
第
一
 

一
 
@
2
@
4
 
 

稿
の
間
に
は
 

暴
 

、
は
っ
き
 り
と
し
た
思
想
的
相
違
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

幸
い
最
近
に
な
っ
て
、
面
積
 

あ
 

 
 

れ
を
手
が
か
り
に
考
察
を
進
め
た
い
。
 

鮭
 

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
一
七
九
八
、
九
年
の
 

改
稿
の
中
で
、
そ
れ
と
共
に
「
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
 

の
 運
命
日
の
、
こ
れ
も
ま
た
 

自
 

書
き
改
め
ら
れ
た
草
稿
の
中
で
初
め
て
 

-
4
-
4
 
 
、
 へ
｜
 ゲ
ル
は
 、
 制
限
や
多
様
な
も
の
を
内
包
す
る
統
一
と
し
て
の
「
 

生
 」
の
概
念
を
展
開
し
て
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四 

し
き
宗
教
」
の
下
に
へ
 
｜
 ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
、
 
愛
 を
 補
完
し
、
成
就
す
る
宗
教
を
構
想
し
て
い
る
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
愛
の
持
つ
制
約
を
、
も
う
一
つ
別
の
側
面
か
 

ら
 考
察
し
て
い
る
。
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
 
時
代
末
期
か
ら
 ィ
 

エ
 ー
ナ
時
代
に
か
け
て
の
思
想
展
開
と
の
連
関
に
お
い
て
 

、
換
言
す
れ
ば
、
 へ
｜
 ゲ
ル
に
お
け
る
「
弁
証
法
」
の
 

成
立
と
い
う
問
題
と
の
 

連
関
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
 

た
 事
柄
で
あ
る
 

@
 
 。
（
 ，
 
4
 

が
へ
｜
 

@
 
 

ゲ
ル
は
愛
の
「
客
観
化
」
の
下
に
、
反
省
と
 

、
、
 
の
 統
一
を
も
ま
た
理
解
 

し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
 
へ
｜
 ゲ
ル
に
と
っ
て
（
ヘ
ル
 
ダ
 リ
ー
ン
 や
 ジ
ン
ク
レ
ー
 ア
 に
と
っ
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
 

う
 に
）
反
省
は
、
た
だ
 

制
限
さ
れ
た
規
定
の
み
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
 

と
 考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
愛
の
中
の
純
粋
な
統
一
を
 

廃
棄
し
、
制
限
さ
れ
た
 

規
定
の
世
界
を
展
開
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
真
仁
神
駒
 

な
も
の
は
、
単
に
感
情
の
中
の
統
一
で
は
な
く
、
反
省
の
 

生
み
出
す
制
限
を
も
 
内
 

包
 し
た
 鮎
阻
 か
い
か
で
あ
り
、
生
で
あ
る
、
と
い
う
 

考
，
 
え
が
、
 へ
｜
 ゲ
ル
思
想
の
根
底
に
成
立
し
始
め
て
い
る
（
 

つ
 め
 P
.
 

之
の
む
 

N
 。
の
 
の
幸
 
）
。
 



い
る
。
 

確
か
に
 へ
｜
 ゲ
ル
は
、
同
愛
日
の
初
稿
の
中
で
も
生
に
つ
 

い
て
語
っ
て
い
る
「
真
の
統
Ⅰ
本
来
の
愛
は
た
だ
 生
き
た
も
の
（
守
の
 

「
の
 
ヴ
 の
 
コ
 Ⅰ
鼠
の
）
に
対
し
て
の
み
生
じ
る
 
0
 そ
れ
は
全
て
 0
 対
立
を
排
除
す
る
。
…
：
そ
れ
は
生
き
た
も
の
の
感
情
 で
あ
る
」
（
 目
 9
 匹
 

）
 
0
 お
音
 0
 ）
。
し
か
し
こ
こ
で
「
生
き
た
も
の
」
で
意
味
 さ
れ
て
い
る
の
は
、
愛
の
中
で
最
も
親
密
に
統
一
さ
れ
 た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
 

従
っ
て
、
「
客
観
的
な
も
の
」
に
対
立
す
る
の
で
は
な
く
 、
反
省
の
も
た
ら
す
制
限
を
も
自
己
の
う
ち
に
包
含
す
 る
よ
う
な
全
体
、
と
い
 

ぅ
 意
味
が
そ
こ
で
は
ま
だ
展
開
さ
れ
て
い
な
い
 0
 ヵ
ン
 ト
の
 
同
道
徳
形
而
上
学
三
に
関
す
る
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
 
中
で
 
へ
｜
 ゲ
ル
が
 、
適
 

法
性
と
道
徳
性
の
対
立
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
の
 生
 ほ
 つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
に
、
我
々
は
既
に
触
れ
た
。
 ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
 コ
 

ン
テ
ク
ス
ト
で
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
 、
 ㍉
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
口
 
に
関
す
る
基
礎
草
稿
（
一
七
九
八
年
秋
の
成
立
）
の
中
 ネ
 
Ⅰ
も
 、
 生
け
 
卜
っ
 Ⅱ
 リ
 す
し
 
註
幅
 

っ
て
い
る
「
・
・
・
…
普
遍
性
は
死
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
 

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
個
別
な
も
の
に
対
立
し
て
い
る
か
ら
で
 あ
る
。
そ
れ
に
対
し
 

て
、
 生
は
両
者
の
統
一
で
あ
る
。
１
１
他
方
、
道
徳
性
は
 私
自
身
へ
の
従
属
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
に
お
け
る
分
裂
 で
 士
の
る
」
（
 
之
 

㏄
の
 
0
 ）
。
 

生
 は
こ
こ
で
も
、
道
徳
法
則
の
死
せ
る
普
遍
性
と
人
間
 本
性
の
特
殊
性
を
統
一
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 つ
ま
り
主
要
に
は
、
 
カ
 

ン
ト
 の
道
徳
性
の
概
念
に
対
す
る
批
判
、
論
駁
、
と
い
う
 コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
れ
に
対
し
て
、
「
 
愛
 」
の
第
二
 稿
 で
は
次
の
 よ
う
 甘
言
 わ
れ
て
い
る
「
・
・
・
…
愛
の
中
に
は
生
白
身
が
あ
る
。
 

そ
れ
自
身
の
二
重
 

化
 、
そ
し
て
そ
の
統
一
と
し
て
。
生
は
未
展
開
の
統
一
 か
ら
、
形
成
過
程
を
通
し
、
完
成
し
た
統
一
へ
と
円
環
を
 巡
る
」
（
目
の
・
 四
 ・
）
 目
 

～
の
 
痒
 0
 ）
。
従
っ
て
 、
 生
は
も
は
や
、
単
な
る
道
徳
法
則
 と
 人
間
本
性
の
統
一
を
意
味
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
統
一
 の
 単
な
る
感
情
で
あ
っ
 

て
、
 全
て
の
客
観
的
な
も
の
に
対
立
す
る
と
考
え
ら
れ
 る
 限
り
の
愛
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
多
様
な
も
の
 、
あ
る
い
は
対
立
の
中
 

で
 自
己
自
身
を
形
成
し
、
そ
れ
を
通
し
て
自
己
の
形
態
、
 自
己
の
内
実
を
獲
得
す
る
全
体
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
 る
 。
そ
し
て
そ
の
際
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
生
の
中
に
三
分
的
構
造
（
 円
 Ⅰ
田
の
）
を
見
て
 い
る
。
㈲
 未
 展
開
の
統
一
、
㈲
形
成
過
程
、
㈹
完
成
し
 た
 統
一
、
こ
れ
ら
を
 含
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む
 過
程
的
全
体
が
生
で
あ
る
。
分
離
と
対
立
の
世
界
（
 

論
理
的
、
か
つ
存
在
論
的
な
意
味
で
考
え
ら
れ
て
い
る
）
 

は
、
 生
の
「
二
重
化
」
 

 
 

の
 過
程
で
あ
り
、
生
の
形
成
過
程
は
、
こ
の
対
立
の
世
界
 

が
 異
質
性
を
喪
失
し
て
、
か
え
っ
て
、
生
自
身
の
内
実
 

で
あ
る
こ
と
が
露
顕
す
 

る
 過
程
で
あ
る
。
こ
の
 
ょ
う
 な
内
実
を
獲
得
し
た
時
に
 
初
め
て
、
生
は
「
完
成
し
た
統
一
」
と
し
て
自
己
を
開
示
 

す
る
。
分
離
、
対
立
が
 

有
す
る
二
重
性
を
へ
 
｜
 ゲ
ル
は
次
の
よ
 
5
 に
表
現
す
る
 
「
愛
の
中
で
は
、
分
離
し
た
も
の
も
な
お
存
続
す
る
 

。
し
か
し
分
離
し
た
も
 

の
と
し
て
で
は
な
く
、
一
致
し
た
も
の
と
し
て
存
続
す
る
 

」
（
 
目
ァ
匹
 ・
の
お
 お
 0
 
）
。
そ
れ
放
生
は
こ
こ
で
、
 

言
 わ
ば
統
一
と
対
立
の
統
 

一
 
と
し
て
、
別
言
す
れ
ば
、
自
己
の
中
に
区
別
を
含
む
 

ょ
 う
 な
統
一
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

姓
 
ち
た
生
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
こ
の
 

絶
対
的
な
相
違
を
意
味
し
、
し
か
し
他
方
両
者
の
絶
対
 

他
な
ら
な
い
（
 
づ
住
 
・
之
の
き
 時
 ）
。
 

な
 意
味
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
の
下
に
 

、
 

に
 従
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
 
、
 父
と
子
の
関
係
の
表
 

で
あ
ろ
う
。
我
々
は
既
に
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
が
 

ョ
ヒ
ュ
ペ
 

㈲
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
こ
う
し
た
生
の
把
握
の
哲
学
史
的
背
 

旦
 

こ
の
生
は
 、
へ
｜
 ゲ
ル
に
お
い
て
（
と
り
わ
け
 
コ
 
キ
リ
 

生
 は
ま
た
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
伝
統
の
上
に
立
っ
て
 

、
ぎ
 

的
 統
一
を
意
味
す
る
よ
う
な
「
連
関
」
が
理
解
さ
れ
て
い
 

家
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
「
連
関
」
で
あ
る
 

無
限
な
も
の
と
有
限
な
も
の
と
の
「
連
関
」
が
、
し
か
 

｜
り
 オ
ン
」
の
中
で
、
「
万
有
と
一
つ
で
あ
る
こ
と
、
 

そ
 

ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
口
の
中
で
明
白
な
よ
う
に
）
 

示
を
考
え
る
際
、
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
や
は
り
 

へ
 

ぁ
え
ぢ
 
s
e
 

と
呼
ば
れ
た
。
 

注
 

も
 、
一
方
で
は
両
者
の
 

生
を
表
現
し
た
も
の
に
 

る
 0
 へ
｜
 ゲ
ル
の
解
釈
 

れ
こ
そ
が
神
性
に
充
 

、
も
ち
ろ
ん
宗
教
的
 

ル
ダ
リ
ー
ン
の
影
響
 

寿
る
 

あ
意
 、
主
観
と
客
観
の
端
的
な
統
一
が
理
解
さ
れ
て
 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
下
に
 

、
か
 

 
 

  

蛇
 
の
 笘
ぎ
 q
n
 

め
 七
の
意
味
す
る
も
の
を
、
同
じ
く
 
へ
 ラ
 ク
レ
イ
ス
ト
の
言
葉
を
用
い
て
敷
桁
す
る
「
定
朝
 
（
 
陰
モ
小
 

ち
っ
て
小
心
 

に
へ
 

せ
（
自
己
 自
 

其
 の
う
ち
に
区
別
を
も
っ
た
 
一
ヤ
七
 

@
s
 

4
 
 

）
」
。
 

）
 
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
 に
と
っ
て
も
統
一
は
、
空
虚
な
統
一
で
な
く
、
分
裂
を
本
 

質
的
な
も
の
と
し
て
 
内
 

自
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包
 す
る
統
一
を
意
味
す
る
。
彼
は
こ
の
へ
 ｜
 ゲ
ル
 と
共
 通
の
思
想
を
 ロ
ヒ
ヱ
ペ
 ー
リ
オ
ン
 L
 第
二
巻
で
次
の
よ
う
 に
 表
現
す
る
「
 和
 

ハ
 
%
-
 

解
は
争
い
の
さ
な
か
に
あ
る
 0
 全
て
の
分
か
た
れ
た
も
 の
は
再
び
互
い
を
見
出
す
。
」
 

@
 
仰
 -
 

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
 と
 並
ん
で
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
生
の
概
念
に
大
 き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
 ヤ
コ
ビ
 で
あ
ろ
う
。
ロ
ス
 ピ
ノ
 ザ
の
教
説
 
に
関
す
 

る
 書
簡
 L
 の
中
で
、
彼
は
 
、
 彼
の
本
来
意
図
す
る
と
こ
ろ
 が
 、
人
間
の
「
内
的
 生
 七
つ
ま
り
人
間
の
思
惟
と
打
 
為
の
源
泉
を
解
明
す
る
 

と
こ
ろ
に
あ
る
と
三
ロ
明
し
て
い
る
。
こ
の
、
人
間
の
思
 

惟
と
 行
為
の
源
泉
で
あ
る
生
は
、
も
ち
ろ
ん
人
間
認
識
の
 外
に
あ
り
、
概
念
を
も
 

っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
そ
れ
故
、
ヤ
コ
 ビ は
 、

こ
の
内
的
 生
 に
帰
り
、
人
間
存
在
の
起
源
を
経
験
す
 る
 役
割
を
信
仰
、
あ
る
 

-
 
㎎
）
 

い
は
宗
教
に
期
待
す
る
１
１
「
私
の
宗
教
の
精
神
は
次
の
 
点
 に
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
神
的
な
生
を
通
し
て
 神
 を
 覚
知
す
る
こ
と
に
。
」
 

人
間
は
、
ヤ
コ
 
ビ
 に
従
え
ば
、
そ
の
生
を
神
に
由
来
す
 る
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
 神
 的
な
主
と
し
て
直
観
し
 、
 か
く
し
て
、
存
在
す
る
 

も
の
全
て
の
究
極
原
因
で
あ
る
神
へ
到
る
道
を
確
保
し
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
 生
 、
も
し
く
は
神
の
覚
知
は
 、
人
間
の
、
永
遠
な
も
 

の
へ
の
「
知
的
衝
動
」
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
、
自
己
を
 生
 あ
る
も
の
の
中
で
表
現
し
、
開
示
し
よ
う
と
す
る
、
 神
の
愛
で
も
あ
る
。
 
こ
 

（
㏄
 
-
 

の
 二
重
の
意
味
を
「
内
的
 生
 」
の
中
に
見
て
い
る
。
 

こ
こ
で
ご
く
簡
単
に
言
及
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
 

梅
原
因
と
し
て
の
神
の
啓
示
か
ら
尊
来
し
ょ
う
と
す
る
 

は
 、
ヤ
コ
 ビ
 が
、
こ
う
し
た
生
の
把
握
に
際
し
て
、
キ
 リ
 

ヤ
コ
ビ
 の
試
み
に
対
し
て
は
、
彼
は
距
離
を
置
い
た
ま
ま
 

ス
ト
 教
 的
な
理
解
の
枠
を
 

で
あ
る
。
 

越
え
て
、
む
し
ろ
 新
 プ
ラ
ト
ン
主
義
の
伝
統
の
上
に
立
 っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
生
 、
ハ
ゑ
 を
神
的
な
 も
の
に
由
来
す
る
と
こ
 

も
め
、
し
か
し
潜
勢
的
な
生
と
理
解
し
、
そ
れ
の
 、
あ
 ら
ゆ
る
点
で
完
壁
な
生
と
の
同
一
化
を
 、
 真
の
愛
の
対
象
 と
み
な
す
プ
ロ
チ
 ノ
ス
 

0
%
 相
ゆ
力
、
、
 

@
l
 

5
 
 

。
 
）
 

、
ハ
 そ
こ
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
の
生
の
理
解
 は
 、
十
八
世
紀
末
に
な
さ
れ
た
、
 

こ
 う
し
た
 新
 プ
ラ
ト
ン
 主
 

義
の
再
評
価
の
思
潮
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
 0
 し
か
 し
も
ち
ろ
ん
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
以
来
 持
ち
続
け
て
い
る
、
 
ヤ
 

コ
ビ
 に
対
す
る
批
判
的
態
度
を
放
棄
し
た
わ
げ
で
は
な
い
 。
人
間
の
全
て
の
認
識
と
活
動
と
を
、
世
界
の
究
極
 原
 囚
 、
し
か
も
人
格
的
 究
 

@
@
 

九
）
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の
 前
に
は
、
「
聖
な
る
神
秘
」
（
之
の
む
 
肚
 ト
コ
 
日
 ・
 -
 き
の
 片
 
）
に
と
ど
ま
る
。
 

こ
の
点
で
の
 へ
｜
 ゲ
ル
 と
ヤ
コ
ビ
 の
共
通
性
は
看
過
し
が
 た
い
 0
 ヤ
コ
ビ
 も
ま
た
、
生
を
、
概
念
に
よ
っ
て
は
 解
 萌
 さ
れ
な
い
超
自
然
 

的
な
も
の
と
し
て
、
「
 謎
 」
と
し
て
考
え
て
い
る
 0
 こ
の
 、
認
識
す
る
働
き
に
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
の
「
神
秘
」
は
 、
た
だ
予
感
、
あ
る
い
は
 

感
情
を
通
し
て
の
み
把
握
が
可
能
で
あ
る
、
 と
ヤ
コ
ビ
 は
 考
え
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
生
き
た
も
の
、
 神
 的
な
も
の
と
の
「
感
応
」
 

 
 

も
ま
た
、
先
の
、
無
限
な
も
の
と
有
限
な
も
の
と
の
「
 連
関
」
を
、
た
だ
感
情
、
 

-
 
ス
テ
イ
 

も
し
く
は
信
仰
の
対
象
と
し
て
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
 人
は
こ
の
「
連
関
」
に
つ
い
て
、
た
だ
「
神
秘
的
」
に
の
 み
 語
る
こ
と
が
で
き
る
 

に
す
ぎ
な
い
（
 づ
軋
 ・
之
の
む
の
）
。
 

例
え
ば
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
 プ
 a
.
a
 
ー
 グ
 も
ま
た
、
こ
の
 よ
う
な
意
味
で
語
ら
れ
た
言
葉
と
 へ
｜
 ゲ
ル
は
理
解
す
る
 。
そ
の
文
章
自
体
 

は
 、
も
ち
ろ
ん
、
「
反
省
 @
 語
」
に
よ
る
命
題
で
あ
る
。
 従
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
事
柄
全
体
を
表
現
す
る
も
の
で
 は
な
い
 0
 例
え
ば
、
「
 
始
 

 
 

 
 

あ
っ
た
。
 

@
 、
 ，
そ
し
て
神
ま
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ
た
。
も
 

、
、
 、
そ
の
中
に
い
 の
ち
 ち
が
あ
っ
た
」
（
 之
 

生
 

が
さ
 8
 
 と
い
う
文
章
の
う
ち
の
「
あ
っ
た
」
と
い
う
 過
去
形
は
、
本
来
語
ら
れ
る
べ
 き
 事
柄
全
体
を
言
表
し
 尽
く
し
た
も
の
で
は
な
く
、
 

美
 
そ
の
一
面
を
抽
象
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
 ら
れ
る
。
そ
れ
 故
へ
｜
 ゲ
ル
は
、
こ
の
文
章
を
、
そ
れ
 自
 体
 と
し
て
理
解
す
る
の
で
な
 

鮭
く
 、
背
景
に
あ
る
全
体
と
の
連
関
で
理
解
す
る
こ
 と
を
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
が
「
神
秘
的
」
に
語
ら
れ
た
 事
柄
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
 

自
 

る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
う
い
う
連
関
で
見
ら
れ
る
時
、
 神
 的
な
も
の
は
二
重
で
あ
る
「
一
方
で
は
、
い
か
 
な
る
分
割
、
対
立
を
も
 

47         

㊨
こ
の
生
の
認
識
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
、
か
つ
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
初
期
に
、
「
存
在
」
 に
つ
い
て
語
っ
た
の
 

と
 同
じ
立
場
を
保
持
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
は
 、
反
 省
気
 思
惟
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
得
な
い
も
の
と
考
え
 も
 れ
て
い
る
。
と
い
う
の
 

も
 、
思
惟
、
あ
る
い
は
意
識
は
、
本
来
一
つ
の
規
定
で
 あ
り
、
従
っ
て
、
規
定
さ
れ
ざ
る
も
の
の
捨
象
を
意
味
す
 る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
 

な
 形
成
す
る
全
体
と
し
て
の
 生
 、
も
し
く
は
無
限
な
も
 の
と
有
限
な
も
の
と
の
二
重
の
「
連
関
」
は
、
こ
の
 ょ
ぅ
 な
 思
惟
の
抽
象
の
働
き
 



含
ま
な
い
統
一
と
し
て
、
し
か
し
同
時
に
、
分
離
の
可
 能
 性
、
統
一
の
無
限
な
分
割
の
可
能
性
を
持
っ
た
も
の
と
 し
て
 0
 神
と
ロ
ゴ
ス
 
と
 

惟
神
 が ロ
ゴ
ス
と
い
う
形
式
の
中
の
質
料
と
し
て
あ
 る
と
い
分
限
り
に
お
い
て
は
、
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
 し
か
し
ロ
ゴ
ス
自
身
は
 

神
の
も
と
に
あ
り
、
両
者
は
一
で
あ
る
」
（
 之
び
 0
 の
さ
 。
 へ
｜
 ゲ
ル
は
つ
ま
り
、
神
と
 p
 ゴ
ス
 と
を
「
無
限
に
し
 
区
別
さ
れ
た
も
の
と
、
 

 
 

す
た
 ね
ち
、
確
か
に
区
別
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
本
質
 に
お
い
て
一
な
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
事
態
、
言
い
か
 え
れ
ば
 生
 
（
 寒
 き
は
、
 

反
省
も
し
く
は
概
念
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
 は
 把
握
さ
れ
ず
、
た
だ
「
感
じ
」
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
 し
か
し
、
こ
の
統
一
を
 

「
感
じ
る
」
よ
う
な
意
識
が
 
、
へ
｜
 
ゲ
ル
に
 ょ
 れ
ば
、
 
ひ
 か
り
（
で
も
り
）
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
真
理
 

の
 開
示
を
可
能
に
す
る
 

、
 

（
 
4
 
5
 

）
 

（
 
セ
幅
 
p
.
 

之
の
う
Ⅱ
）
。
 

⑳
 
へ
｜
 ゲ
ル
に
よ
る
生
の
構
造
の
解
明
の
中
で
、
 

我
 々

の
注
意
を
ひ
く
の
は
、
・
彼
が
生
を
、
有
機
的
存
在
と
の
 

ア
ナ
ロ
ジ
ー
 
に
 お
い
 

 
 

て
 考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
は
生
き
た
 全
 体
を
意
味
す
る
「
た
だ
客
観
に
関
し
て
の
み
、
死
せ
 
る
も
の
に
関
し
て
の
み
、
 

全
体
と
部
分
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
 当
て
は
ま
る
。
そ
れ
に
対
し
、
生
き
た
も
の
の
中
で
は
、
 部
分
は
同
時
に
全
体
と
 

同
じ
一
を
な
す
」
（
 
之
 
き
の
）
。
生
き
た
も
の
は
従
っ
て
 、
諸
部
分
の
単
な
る
集
合
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
 集
 合
 と
し
て
の
統
一
は
 、
 

単
な
る
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
生
き
た
 も
の
は
「
存
在
す
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、
全
体
と
部
分
と
 が
 有
機
的
に
連
関
し
た
 

全
体
を
意
味
す
る
。
両
者
は
相
互
に
維
持
し
あ
い
、
 互
 い
を
成
り
立
た
し
め
る
と
い
う
形
で
連
関
す
る
。
そ
こ
で
 は
 、
部
分
 堅
 一
重
の
意
 

味
を
持
っ
部
分
は
全
体
の
一
部
分
で
あ
る
と
同
時
 に
 、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
全
体
と
同
一
で
も
あ
る
。
 別
 の
 言
い
方
を
す
れ
ば
、
 

@
 
㏄
 -
 

 
 

部
分
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
全
体
の
外
に
あ
る
も
 の
で
あ
り
、
死
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
「
無
限
な
生
 の
木
の
枝
」
で
も
あ
る
 

反
省
的
思
惟
に
は
「
矛
盾
」
と
し
て
映
る
事
態
で
 あ
る
。
し
か
し
、
「
死
の
国
で
矛
盾
で
あ
る
も
の
も
、
 

生
 の
国
で
は
そ
う
で
は
な
 

い
 」
（
 之
め
 0
 ㏄
 ヰ
 ）
。
 

こ
う
し
た
生
の
把
握
の
背
景
を
 、
 我
々
は
 
ヤ
コ
ビ
 と
カ
 ン
 ト
 の
う
ち
に
探
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

ヤ
コ
ビ
 は
ロ
 デ
イ
ヴ
ィ
 
ド
，
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詫
の
申
で
、
こ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
有
機
 
的
 存
在
は
、
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
ま
さ
に
こ
の
「
自
然
 目
 的
 」
に
 他
 な
ら
ず
、
そ
の
部
 

 
 

配
合
 は 、
「
互
 
い
が
 相
互
に
互
い
の
形
式
の
原
因
で
あ
 り
 、
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
相
互
に
結
 合
し
る
い
、
一
つ
の
全
体
と
（
 

 
 

自
 

 
 

い
う
 統
一
を
形
成
す
る
。
と
い
う
の
も
、
逆
に
（
交
互
 的
に
）
、
今
度
は
全
体
の
理
念
が
全
て
の
部
分
の
形
式
と
 結
合
と
を
規
定
す
る
、
 

 
 

め
で
も
あ
る
、
と
い
う
形
で
自
分
に
関
わ
る
物
と
し
 
て
の
「
自
然
目
的
」
 
ハ
之
 
P
 庄
 ～
 ぬ
 旧
の
の
 
ガ
 ）
の
概
念
を
解
明
 す
る
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
 

ヒ
ュ
ー
ム
信
仰
に
関
し
て
。
も
し
く
は
観
念
論
と
実
 
在
論
 L
 、
（
 
ト
づ
 
㏄
Ⅱ
）
の
中
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
 
お
 ょ
び
 個
体
性
の
理
論
を
 

手
が
か
り
に
し
て
、
生
の
概
念
を
展
開
し
て
い
る
。
 彼
 は
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
共
に
、
自
然
の
中
に
は
、
有
機
的
存
 在
 以
外
に
真
に
現
実
的
 

な
 物
は
存
在
し
な
い
、
と
主
張
す
る
。
こ
の
真
に
現
実
 的
な
も
の
と
し
て
の
有
機
的
存
在
が
、
こ
こ
で
 ヤ
コ
ビ
 が
 生
の
下
に
理
解
す
る
も
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
多
様
な
も
の
が
、
一
つ
の
統
一
の
 中
で
不
可
分
に
結
合
さ
れ
て
い
る
「
実
在
的
全
体
」
を
 意
味
す
る
。
そ
れ
を
 分
 

劃
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
そ
れ
を
撮
っ
て
し
ま
 ぅ
 で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
そ
れ
は
部
分
を
集
ム
ロ
す
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
 

と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
多
様
な
も
の
は
、
 有
 機
 的
存
在
の
中
で
は
、
異
質
な
、
あ
る
い
は
 疎
縁
 な
も
の
 と
し
て
関
係
し
る
 う
 の
 

（
㏄
 
@
 

で
は
な
く
、
互
い
を
貫
い
て
、
一
に
な
る
よ
う
な
も
の
 だ
か
ら
で
あ
る
。
 

ヤ
コ
ビ
 は
ま
た
 
日
 ス
ピ
ノ
ザ
の
 
教
説
 に
関
す
る
書
簡
 臼
の
 補
遺
の
部
分
で
、
 
ジ
ォ
ル
ダ
ノ
 
，
フ
ル
ノ
ー
の
著
作
か
 
ら
 抜
粋
し
つ
つ
、
 
有
 

機
 的
存
在
に
お
け
る
全
体
と
部
分
の
関
係
に
つ
い
て
、
 次
 の
よ
う
に
記
し
て
い
る
「
…
…
万
有
の
本
質
は
無
 
限
な
一
の
中
に
現
在
し
 

て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
全
く
同
様
に
 、
 我
々
が
こ
の
 一
 な
る
も
の
の
部
分
と
み
な
す
個
物
の
そ
の
各
々
の
う
ち
 に
も
現
在
す
る
。
従
っ
 

 
 

（
 
印
 @
 

て
 実
際
、
全
体
と
各
部
分
と
は
、
そ
の
実
体
に
関
し
て
、
 一
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、
全
体
が
一
つ
の
有
機
的
統
一
 

で
あ
る
の
は
、
た
だ
、
 

こ
の
全
体
の
本
質
が
全
体
の
中
に
の
み
と
ど
ま
っ
て
い
る
 の
で
な
く
、
そ
れ
が
各
部
分
を
生
か
し
、
動
か
す
も
の
 で
あ
る
時
に
の
み
、
 
す
 

た
 ね
ち
、
そ
れ
が
同
時
に
、
各
部
分
の
木
質
で
も
あ
る
 時
に
の
み
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

の
中
で
取
り
扱
っ
て
い
る
。
自
分
自
身
に
対
し
て
、
交
互
 的
に
原
因
で
も
あ
り
、
結
果
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つ
 

臣
オ
ぎ
幅
 
e
 コ
 Ⅰ
の
 
0
 Ⅱ
（
 ウ
 白
が
 
い
 ゴ
 
%
 Ⅰ
仁
ぃ
 

片
 @
 Ⅰ
の
の
の
）
 

か
ら
の
引
用
を
示
す
。
 

（
 
5
 ）
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
「
客
観
」
，
あ
る
い
は
「
客
観
的
な
も
の
」
 

と
い
う
概
念
仁
関
し
て
、
 

レ
の
せ
 
の
 
P
q
 

が
考
察
を
加
え
て
い
る
。
 

づ
拍
 （
・
㌧
・
 

レ
 ㏄
 
せ
の
 
（
 
ら
 @
 Ⅰ
 が
 

七
 
0
 二
の
 
ホ
ひ
 Ⅰ
 
e
 甘
 Ⅰ
 5 億
㏄
 
0
 口
目
㍉
ロ
ロ
 
0
 目
 0
 的
の
（
・
Ⅰ
 

-
 
ヴ
 
e
 Ⅰ
 
ヰ
 
旛
の
仔
 ひ
 -
 
本
 コ
の
ヱ
 

0
 コ
 ・㌧
 曲
ユ
 ㏄
 ト
 
の
収
の
・
 

づ
 ・
Ⅰ
㏄
 
い
鵠
 

（
 
6
 ）
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
後
半
部
分
を
独
立
し
た
テ
キ
ス
ト
 と
し
て
み
な
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
時
期
的
な
ず
れ
と
 共
 に
 、
内
容
的
な
相
違
が
そ
 

の
 根
拠
で
あ
る
。
 
せ
性
 ・
 ロ
 ・
叫
の
 コ
 「
 
@
n
 
下
 
由
の
的
 
臼
 
@
 
ヨ
パ
 0
 コ
宙
 Ⅹ
 臣
ぴ
お
 ・
ト
コ
 ヨ
 

（
 
7
 ）
 叫
び
ト
ら
 

0
 「
 
-
@
 
コ
 @
 の
曲
コ
レ
（
 

-
 
ぢ
ア
 0
 毛
 0
 Ⅰ
 
オ
 0
 （
の
 へ
 
0
 め
の
の
侍
臣
（
（
 

鍍
 
の
 Ⅱ
（
 

p
 Ⅱ
 下
珪
の
 
㏄
 
P
 す
 
0
 ）
・
 
由
 Ⅱ
の
 
舵
 ・
 づ
 ・
 目
り
 

・
 目
い
 

色
い
 コ
 
e
 （
・
の
 
侍
 
E
 （
（
内
の
Ⅱ
（
Ⅰ
 

0
 ヰ
㏄
 
由
 ・
 し
 &
.
 の
の
・
の
 

げ
 入
れ
て
い
る
木
と
そ
の
葉
と
の
関
係
に
よ
っ
て
 適
切
に
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
、
両
者
が
相
互
 に
 維
持
し
る
う
と
い
う
 

こ
と
を
通
し
て
、
自
己
自
身
の
維
持
を
図
る
こ
と
が
で
き
 る
の
で
あ
る
。
 

憶
 
一
方
で
は
一
つ
の
手
段
と
し
て
（
他
の
部
分
を
生
 
み
 出
す
道
具
、
器
官
と
し
て
）
他
の
部
分
の
為
に
、
あ
る
 い
は
全
体
の
為
に
存
在
）
 

 
 

す
る
と
同
時
に
、
他
方
そ
れ
自
身
が
全
体
の
目
的
で
も
 

 
 

て
へ
｜
 ゲ
ル
も
ま
た
 
受
 
 
 

と
い
う
こ
と
が
、
た
だ
そ
の
 

ょ
う
 
な
仕
方
で
の
み
可
能
 

 
 

在
の
中
で
は
、
各
部
分
 
0
 



自由 

（
Ⅳ
）
 
せ
ぬ
 -
.
 づ
 -
p
 
（
 o
 コ
 @
 の
せ
 さ
り
で
 
0
 ゑ
 0
 コ
 ・
 N
o
 
㏄
 ヴ
 ー
の
 @
 Ⅰ
 絃
 &
 の
 Ⅱ
（
 
ぎ
 ・
 P
P
O
 

：
ロ
中
ド
縛
 り
つ
 
）
（
・
 
き
 ・
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
に
 よ
 る
 プ
ラ
ト
 
ソ
 、
も
し
く
は
 

 
 

 
 

フ
ラ
ト
ン
主
義
思
想
の
受
容
に
関
し
て
は
次
の
書
が
参
照
に
 値
 す
る
。
の
・
パ
白
鯨
 -
 呂
ざ
 （
の
）
 

ヴ
り
卜
 
オ
田
（
 
仁
コ
由
 せ
の
お
ぎ
 月
 ヒ
コ
 岨
 
の
 拝
白
ヰ
 
ヰ
鍍
ぃ
 
Ⅰ
 田
ト
の
 Ⅱ
 収
 

と美 ，あ る、 
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  一 % 
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ダ
 0
 ：
㏄
口
目
 

（
引
田
）
 
メ
ト
性
 

・
Ⅰ
・
 
せ
 ・
の
 
ぎ
ぃ
 
）
 
い
目
 
Ⅰ
 @
 市
田
 -
0
 
の
 
0
 づ
ヨ
 の
り
 
す
り
オ
螢
 
Ⅰ
㏄
 
0
 コ
コ
 
の
日
の
 
コ
ド
 
の
・
Ⅱ
 

コ
 @
 出
ド
コ
コ
 

e
-
o
 

Ⅰ
 
e
 由
 o
 ㏄
 e
-
@
 

Ⅰ
の
り
 

い
 オ
セ
 0
 コ
ぴ
 @
 
由
 り
 -
 
り
 
マ
 N
 
圭
 乙
ぃ
 
す
 の
 コ
 Ⅱ
 汗
す
汀
 
。
 

日
田
 
ぴ
 -
 
隼
 e
 Ⅱ
目
口
目
下
日
日
円
の
幅
の
 

ゲ
刊
 Ⅰ
 
い
コ
甘
ヰ
 

仁
田
内
が
・
 

旨
 ・
Ⅰ
の
 
づ
 P
.
 

の
・
 

ド
 
ト
り
由
 

い
ト
 

。
 

 
 

 
 

 
 

年
 
e
 
Ⅱ
二
目
む
 

ず
 
0
 
Ⅱ
 已
 Ⅱ
 
侍
 
e
 
幸
二
ロ
Ⅰ
の
 

巴
コ
 
・
Ⅱ
 
コ
 @
 下
ウ
 
）
 
隼
 
㏄
Ⅰ
目
コ
・
 

ロ
い
す
 

Ⅰ
す
口
 

リ
ブ
 
・
）
 
ト
 （
）
 

つ
ウ
い
 

Ⅰ
 
ひ
隼
 

）
・
の
・
Ⅱ
㏄
 

１
 0
 
の
 

 
 

 
 

目
 二
の
の
 

0
 
つ
の
い
す
曲
目
色
の
 

田
 

ト
 o
 
幅
 
@
 
ガ
 
・
 目
 二
の
・
 

ヂ
の
 ・
Ⅰ
 
り
 
の
の
 

0
 
コ
 
・
 ヱ
リ
ヨ
ヴ
目
 

（
晦
ト
つ
の
 

A
.
 

ロ
チ
Ⅰ
 

Ⅰ
・
 
ハ
 
Ⅳ
・
い
の
Ⅱ
 

（
㏄
）
 
ぺ
性
 
・
 由
 目
よ
 
巨
ぎ
 
・
 ヂ
ド
 0
.
 

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
 

フ
 ィ
 ヒ
テ
批
判
に
関
し
て
は
以
下
の
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

り
 目
の
コ
ユ
 

n
 
す
 @
 二
の
幅
の
）
 

@
 
日
 

木
 0
 
コ
 
（
の
Ⅹ
（
・
絵
の
田
 

ト
 ・
 ド
 ア
 
0
 
日
い
 
の
 
す
 
の
「
の
の
「
 

@
 せ
 0
 
口
ロ
 
の
 
「
㌧
 
0
 
簗
 -
e
 

年
の
Ⅱ
の
で
Ⅱ
 

曲
 
り
す
の
・
㏄
田
口
 

い
う
オ
 

の
 
コ
ぃ
年
ヨ
目
 

せ
 
侍
オ
 

0
.
-
0
 

幅
あ
 
0
 
ゴ
 
0
 
コ
 の
す
 
い
 
Ⅱ
が
オ
ド
 

0
 
Ⅱ
 年
 
0
 
Ⅰ
 

し
ざ
ゴ
 

（
 
屈
コ
 
㏄
 由
ウ
 
）
年
の
「
 

目
コ
 
の
し
 
ぢ
 の
㍉
「
レ
コ
 

オ
 
Ⅰ
 
E
 
ユ
ロ
 目
ト
り
 
㏄
。
 
ヨ
 り
の
 

0
 
ゴ
 
Ⅱ
 0
.
 
つ
 
つ
 
由
 ・
㌧
・
 

メ
 0
 
コ
 
申
せ
 
-
 
ヨ
 、
 p.
p
.
O
 

：
の
・
㏄
 

0
 
ト
曲
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ゴ
 
・
ヒ
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ヨ
 

p
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・
Ⅰ
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片
 

ハ
恭
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目
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0
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口
目
Ⅰ
㏄
 甘
 Ⅱ
 
0
 口
の
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の
 
で
ぎ
 o
 ぃ
 
p
.
 -
 
臣
 ロ
ペ
 
-
0
 
ヰ
 
り
コ
 レ
ロ
半
円
 

の
 Ⅰ
Ⅱ
コ
 
ア
日
 
0
 の
。
の
日
の
コ
ミ
 

リ
 -
 
の
め
 
0
 す
コ
 
・
Ⅰ
コ
 
ン
ミ
 
窯
ガ
 P
 
血
中
）
 せ
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）
・
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古
代
イ
ン
ド
の
文
献
に
接
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
 

の
中
に
実
に
多
く
の
数
を
見
出
す
。
「
 

リ
グ
 ・
ヴ
ェ
ー
ダ
 

（
刃
の
・
 

せ
 
の
ら
 

p
.
 

）
 
ヒ
に
 は
 

じ
ま
る
「
ヴ
ェ
ー
ダ
（
 

ヰ
色
 
p
.
 

）
」
文
献
は
も
と
よ
り
、
 

仏
 教
 、
ジ
ャ
イ
五
教
、
ヒ
ン
ド
ク
ー
教
の
文
献
に
お
い
て
 

も
 、
事
情
は
同
じ
で
あ
 

に
は
る
 

題
叩
る
 

代
 。
数
は
、
正
数
の
み
を
と
り
あ
げ
て
も
 
イ
ン
ド
の
文
献
に
現
わ
れ
る
数
は
き
わ
め
て
 

1
 限
 

 
 

 
 

数
 

別
ら
ば
、
少
数
の
特
定
の
数
の
み
し
か
用
い
ら
れ
な
 

い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
高
 

い
 頻
度
を
以
 
っ
 
て
 現
れ
る
特
定
の
数
が
慣
用
 

踊
 
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
換
言
で
き
ょ
 

ぅ
し
、
 
ま
た
、
か
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
れ
 

ら
の
数
が
単
に
数
量
と
し
て
 

 
 

尽
味
 
を
も
表
象
し
て
い
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
と
 

受
 け
と
る
こ
と
が
で
き
ょ
 

ぅ
 。
 

ヤ
 
例
え
ば
イ
ソ
 
ド
 で
は
パ
ン
テ
オ
ン
を
構
成
す
る
 

神
 々
の
数
を
「
三
十
三
」
（
 

宙
ご
 
里
紗
・
三
十
三
天
）
と
し
た
 

。
三
十
三
が
三
十
三
と
い
う
 

古
 

数
量
的
な
意
味
を
そ
の
表
面
に
持
っ
こ
と
は
言
 

う
 ま
で
 
も
な
い
が
、
イ
ン
ド
神
話
に
実
際
に
現
れ
る
神
の
数
が
二
 

一
十
三
を
遥
か
に
超
え
る
 

55  (  55) 

I
 

古 
代 
イ
ン
ド
祭
祀
に
お
け
る
数
の
問
題
 

序
章
・
 
1
 、
 2
 、
お
よ
び
 
3
 の
考
察
 

松
濤
調
達
 



数
の
持
つ
シ
ン
ボ
 り
カ
ル
な
 意
味
に
つ
い
て
は
、
数
学
 者
に
よ
る
言
及
が
あ
る
。
例
え
ば
、
中
世
 ョ
 ー
ロ
，
 パ
に
 お
い
て
 7
 、
 ㎎
 、
 Ⅱ
 、
 

ヘ
 
l
-
 

W
 、
が
 非
常
に
神
秘
的
な
数
を
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
 @
 
」
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
 
ィ
 ・
 
ギ
リ
 ス
の
 W
 

J
.
 
ラ
イ
ヒ
マ
ン
は
 

と あ れ ァ 説 あ 三 て 持 
る 十 体 さ つ こと 
ぃ 二 系 ら 数 を を 一方、 なろ や詩 う 言及す る こ o るいわ シー（ 話   べ は 相 的 に 量 も 考 
無 な な 、 的 表 慮 

に 教 5   
イ 象 立 

サ - 言 己 も う う 統 も と " 
か 点 と 的 に 考 こ 

の で す に   え の がこ 意図を 数 ある。 るもの 法数と その数 られよ 

千 三 が 称 が ぅ の 

側十 すこれるか本床 こす い 。 意 
る と で も な 論 以 
こ い あ の る に 外 
と う る が シ お の 

。 あ ン い 何 

が でがこ 数 ろボてら 
き ると類例 この。 り考 ッ 察の か 普簾 さらは無であ ー えま な ク しょ 

ろ 便 数 三 意 ぅ 

5 用 に 十 床 と 

か 。 さ 利 二 を す こ 

れ るで、 単相 侍 っ問場 るの 
と き 八 か 題 合 
こ る 十 と は は 
ろ が 種 い 、 お   に 、 好 う こ そ 

で， な らく わ 、 問題など こと 例 の 

  れは ね 、 のでに「 ょあ 示多 

れ は故に。 同 5 るさ数 ね 、 
そ 三   る 皿 ，、 、 、   
に 相 の r=  と   潜 で 数 

れ る に と の も は に 

ナ， Ⅰ 意 な ま 

も   識 く と   
の で さ ヴ な 的 て め が 未 

く 56) 56 



何
を
通
し
て
考
察
す
る
な
ら
、
古
代
イ
ソ
 

ド
 の
人
々
 の
 抱
い
た
数
の
象
徴
的
意
味
に
せ
さ
る
こ
と
が
よ
り
容
易
 で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
 

 
 

古
 

こ
こ
で
は
手
は
じ
め
に
 古
 
「
 ウ
パ
 ニ
シ
ャ
ッ
・
 
ド
 」
を
主
に
 用
い
て
い
く
つ
か
の
数
の
象
徴
的
意
味
を
考
察
し
た
い
 。
そ
の
際
、
若
干
な
が
 

艇
の
規
定
内
容
は
「
 数
 」
と
か
か
わ
る
こ
と
が
多
い
 
。
し
か
も
幸
な
こ
と
に
、
そ
の
祭
祀
と
深
く
か
か
わ
り
あ
 

う
、
 
「
フ
ラ
ー
フ
マ
ナ
（
 

ヴ
 Ⅱ
 
ひ
 

 
 

 
 

「
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
 
官
 つ
が
已
め
 

薄
 
Ⅰ
・
）
」
な
ど
の
、
い
わ
 

ば
 祭
祀
の
説
明
文
献
の
内
容
  

 

に
 @
 及
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
 

一
方
、
イ
ソ
 
ド
 学
の
領
域
に
お
い
て
は
、
数
の
持
つ
象
徴
 

的
な
意
味
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
 

た
 。
ほ
と
ん
ど
の
場
 

合
 が
論
文
の
申
の
極
 
く
 限
ら
れ
た
個
所
に
お
い
て
簡
単
 
に
言
及
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
数
の
象
徴
性
を
体
系
 

的
に
論
じ
た
も
の
は
、
 

筆
者
は
寡
聞
の
ゆ
え
に
多
く
を
知
ら
な
い
。
 

@
4
-
 
そ
の
中
で
 №
を
組
織
的
に
扱
っ
た
も
の
と
し
て
 

J
.
 

ゴ
ン
 

ダ
 の
論
文
 を
 挙
げ
る
こ
と
が
で
き
 

 
 

出
さ
れ
た
そ
の
結
論
は
 
、
 最
も
簡
単
 丘
 @
 
ロ
う
 
な
ら
ば
、
「
 
全
体
」
な
い
し
「
総
体
」
 

と
い
う
概
念
と
何
と
が
密
接
に
か
か
わ
る
と
言
う
こ
と
 

で
あ
ろ
う
。
（
 

6
 ）
ま
た
同
じ
著
者
に
よ
る
、
「
ヴ
ェ
ー
ダ
」
に
 

お
 げ
る
 3
 の
の
 メ
す
抽
仁
や
 

 
 

の
 

ぬ
 

複
雑
な
祭
祀
の
存
在
を
前
提
と
す
る
「
ヴ
ェ
ー
 

ダ
 」
は
、
そ
の
祭
祀
を
施
行
す
る
祭
官
に
直
接
か
か
わ
る
 

内
容
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
 
祭
 

甜
 
官
や
祭
主
（
 亙
 P
 
日
ぎ
甲
 ）
の
祭
祀
上
の
行
為
 
や
 祭
壇
あ
る
い
は
天
壇
の
設
置
法
な
ど
な
ど
を
種
々
の
形
で
 

詳
細
に
規
定
す
る
。
そ
れ
ら
 

Ⅰ
Ⅰ
 
3
 
㌧
 

の
 象
徴
す
る
も
の
に
も
舌
口
 及
 し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
心
理
 学
的
方
法
を
用
い
た
数
の
象
徴
性
に
関
す
る
研
究
も
あ
 る
が
、
今
は
こ
の
程
度
 

（
 @
@
 

め
、
 
9
 
に
三
つ
の
世
界
の
均
衡
、
騰
に
絶
対
、
す
な
わ
ち
 神
や
法
の
象
徴
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ラ
イ
ヒ
マ
ン
 は
さ
ら
に
そ
の
他
の
数
 

 
 

数
の
神
秘
性
に
つ
い
て
触
れ
、
１
に
神
聖
な
同
一
性
 お
 ょ
び
 道
義
心
と
一
口
同
生
貝
性
を
 

、
 2
 に
女
性
性
お
よ
び
死
や
 亜
 め
の
象
徴
と
し
て
の
意
味
 

を
、
 3
 に
完
全
性
を
 、
 4
 に
大
地
象
徴
と
し
て
の
意
味
 を
、
 5
 に
知
識
お
よ
び
結
婚
の
象
徴
性
を
 、
 6
 に
均
衡
 と
 平
和
と
の
意
味
を
認
め
 

て
い
る
。
ま
た
 7
 に
世
界
創
造
の
後
の
安
息
日
に
か
か
 わ
る
深
 い
 意
味
が
あ
る
と
し
、
 8
 に
正
義
公
平
そ
し
て
 豊
 富
を
象
徴
す
る
点
を
認
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て 通 ら 
、 す こ 「 

本 る こ ブ   

論 基 で ぅ 

は 本 検 l 
そ 的 射 フ 

の な の で 

序 問 対 ナ 
論 題 象 目   
割 在 れ l 
を し る う 
も て べ 二 

果 い き ヤ 
す る 数 ヵ 」 そ こと と考 は極 

と え め の 
な ら て 他 
る れ 限 の 
で る 9 円 
あ 。 れ 容 
ろ 筆 る を 
う 者 と も 

。 に は 援 
よ い 用 

つ て えす 、 る 

検 そ こ 
計 れ と 

さ も と 
る の な 
べ 中 る 

であ 将 く りもこよ 

来 す る （ 
に べ うじ 

委 て   
ね め 
ら 数 
ね め 
て 持 
い つ 
る 象 
数 徴 
の 的 

な 意味 問題に 

関 に 
し 止 ノヘ 



古代 

 
 

 
 

「
 ヴ
ヱ
，
ダ
 
」
全
般
の
内
容
に
わ
た
っ
て
一
元
論
志
向
が
 顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
宇
宙
的
 な
 規
模
の
も
と
仁
一
 

インド祭祀における 数の問題 

I
 

I
 

て 59 ) 

と
す
る
組
成
か
ら
成
っ
て
お
り
、
も
っ
と
も
く
ず
れ
に
く
い
 

形
 だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

5
 は
し
ば
し
ば
生
物
の
生
命
原
理
に
 

つ
 た
が
る
。
春
に
芽
 

を
だ
す
植
物
の
 

、
 ゆ
た
か
な
 
力
 動
感
に
も
対
応
し
、
ま
た
人
間
 

の
 指
が
 
5
 を
単
位
と
し
て
い
る
 

よ
う
 
に
、
動
物
的
活
動
の
原
理
 

が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
 

と
き
に
は
こ
れ
は
性
的
な
意
味
す
ら
も
っ
こ
と
が
あ
る
。
 

6
 は
 
、
中
途
半
端
な
数
で
、
 

2
 と
い
う
対
立
を
三
つ
ふ
く
ん
で
安
定
 

に
 向
か
っ
て
い
る
と
 

も
い
え
、
逆
に
 

3
 に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
た
も
の
が
、
 

2
 に
よ
っ
 
て
ふ
た
た
び
対
立
に
ひ
き
も
ど
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
 

し
 か
し
一
般
的
に
は
 

6
 

 
 

タ
 
ミ
 
ャ
 
㏄
ヱ
オ
 

由
 
コ
年
の
（
㏄
 

目
サ
の
 

コ
年
 
e
 
Ⅱ
 パ
 口
目
 
仁
 
㍉
Ⅱ
 
び
 
）
 
ガ
 
e
 
グ
ド
臣
ユ
 

n
 
ゴ
 
・
Ⅰ
 

神
的
に
充
満
し
た
数
と
、
 
と
い
う
物
質
的
に
安
定
し
た
放
と
流
動
か
ら
ま
め
が
れ
て
い
る
。
 

4
 
7
 は
、
基
数
と
し
て
は
最
大
の
 

の
 
@
 
づ
 
N
@
m
.
 

）
 
つ
 
㏄
Ⅰ
 

 
 

き
わ
め
て
高
次
の
超
越
性
を
も
っ
て
い
る
（
ラ
ッ
キ
ー
・
セ
ブ
 

ン
 /
.
 

）
。
し
か
し
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
不
安
定
で
あ
り
、
 

3
 十
 3
 に
も
 
4
 千
 4
 に
 

も
 属
さ
か
い
中
間
 

的
 性
格
を
さ
げ
れ
う
な
い
。
」
 

 
 

m
 
0
 宮
ぎ
 

間
 題
 点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
い
に
示
唆
に
富
む
 
-
 

セ
 
o
o
n
a
o
 

ふ
ぃ
 
ぉ
 
～
も
～
～
 

め
 
～
・
 
プ
 が
や
 目
 ・
 @
2
.
b
.
l
 

の
 
ト
申
 
・
（
 

所
 
 
 

の
 
で
 
0
 
二
日
の
 

コ
 @
 Ⅰ
 
つ
悪
 

Ⅰ
さ
さ
～
 

ミ
ト
紙
 
Q
 
さ
 り
ト
 

ま
 
%
 
ぎ
タ
い
ド
 

・
 
ト
 
の
の
 

り
 
・
Ⅰ
 
～
の
（
・
（
佗
に
い
つ
 

て
 ）
が
あ
り
、
数
一
般
 

は
 つ
い
て
は
、
 

出
 ハ
 
レ
 
）
Ⅰ
 

り
コ
ヴ
 

の
Ⅱ
の
 

@
 大
う
「
 

き
 ～
 
窩
馬
ミ
き
キ
 

Ⅰ
Ⅰ
 
こ
ぎ
キ
の
 

も
ぎ
奏
お
 

で
 

お
か
Ⅰ
㌔
三
口
市
毛
の
目
 

ぃ
コ
 
お
 す
ド
 

田
 
目
コ
㏄
Ⅰ
の
Ⅱ
 

し
ヘ
 
倒
す
 
ヨ
ぃ
 
弔
 
い
 
・
 
q
0
 
メ
円
 

0
,
 
の
 宰
ユ
臣
 

㏄
の
 

P
 Ⅰ
の
Ⅰ
の
・
の
 

ふ
 P
 が
あ
る
。
 

（
日
の
 
0
 
コ
隼
 
a
@
 
の
番
 
a
 
さ
崎
ぬ
 

a
n
 

目
の
も
 

さ
臣
 
さ
ま
～
～
 

セ
 ～
 
ぉ
 Ⅰ
 
n
 
目
 
～
心
さ
わ
 

斗
 
～
 
ぬ
 
～
 
っ
ぉ
、
 

円
 さ
 二
ぃ
 
仮
 
俺
の
・
 

p
 
き
押
ワ
 ）
Ⅰ
の
）
・
な
お
、
 

田
 p
 Ⅱ
 コ
隼
 
「
 
0
 
の
り
 -
 
の
 N
 
い
ア
 
P
-
 
コ
 

（
 
5
 ）
）
 
，
の
 
0
 
コ
 
宙
が
 
@
 、
づ
チ
 

e
 之
 仁
ヨ
 
サ
 
の
Ⅱ
の
 

@
 
Ⅹ
内
の
の
下
、
・
の
 

か
 
Ⅰ
 
ミ
 
ト
ぃ
 
Ⅰ
 
さ
田
 
C
 っ
さ
臣
 

さ
ま
～
 

ぢ
 ～
さ
 
す
 も
～
 

a
n
 

お
心
安
心
ぎ
さ
・
 

円
 二
の
下
ぃ
㎏
 

目
 
0
,
 
）
 
の
の
Ⅰ
 

-
 
Ⅰ
・
 
ト
 
ト
収
 

@
@
 

Ⅰ
 
い
 
。
 

（
 
6
 ）
）
・
の
。
 

再
年
り
 

@
0
%
.
 

（
～
～
・
・
Ⅰ
・
 

ノ
い
ト
片
 

 
 

 
 

ミ
 Q
 。
 
さ
の
 
め
も
「
 

さ
 
～
 
ぎ
ぉ
，
円
 

す
の
 

刃
 ぷ
り
の
 

曲
 
Ⅰ
申
し
の
の
 

0
 
「
ヨ
色
 

p
n
n
o
 

乱
ぎ
頓
 
（
 
0
 （
 
ゴ
の
せ
ど
 

仁
の
日
の
Ⅹ
（
 

の
曲
 
コ
由
サ
コ
コ
 

0
 
内
の
 

ロ
 
・
・
の
・
の
㍉
リ
セ
 

e
 
コ
 
す
り
内
の
・
 

ト
ゆ
 

Ⅰ
 
q
.
 

Ⅰ
・
 

い
ト
 

@
 ㏄
 
田
 



@
6
@
 

-
5
@
 

た
 創
造
 神
 が
自
か
ら
を
三
分
し
て
太
陽
等
を
作
り
、
 

さ
 ら
に
、
自
か
ら
三
重
の
気
息
と
な
っ
た
と
し
、
或
は
一
な
 る
も
の
が
 五
 と
な
る
等
 

々
の
記
載
に
は
極
め
て
頻
繁
に
遭
遇
す
る
。
そ
れ
ら
の
 例
 は
あ
ま
り
に
 
煩
鎖
 な
の
で
一
々
の
例
を
挙
げ
な
い
が
、
 

後
に
 2
 、
 3
 、
 4
 等
の
 

個
々
の
数
を
検
討
す
る
に
当
っ
て
再
び
触
れ
る
こ
と
と
 な
る
で
あ
ろ
う
。
 

古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
 1
 の
概
念
は
、
し
た
が
っ
て
 複
 数
 性
を
内
在
し
た
 1
 で
あ
り
、
単
一
か
つ
均
一
で
あ
り
な
 が
ら
、
同
時
に
複
数
 

@
4
-
 

え
ば
「
真
実
（
 組
 せ
曲
 こ
 」
を
三
音
節
に
分
解
す
る
こ
と
 を
 介
し
て
、
そ
れ
を
「
不
死
（
の
 
う
笘
甲
 ）
」
以
下
の
三
つ
 の
 要
素
に
分
析
し
、
 
ま
 

 
 

つ
の
原
理
を
想
定
し
世
界
創
造
を
説
く
思
想
は
種
々
の
形
 で
 展
開
を
示
し
た
。
か
か
る
実
例
の
列
挙
は
も
は
や
 煩
 雑
の
譲
り
を
ま
め
が
れ
 

  

ハ
 
l
l
 

）
 

な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
避
け
る
。
そ
の
典
型
は
 、
 フ
ラ
フ
マ
ン
（
 
串
 き
日
当
。
）
を
唯
一
の
原
理
と
し
て
 た
て
る
シ
ャ
ー
ン
デ
ィ
 

-
2
 

こ
 ）
 

Ⅱ
Ⅱ
 

ノ
ヤ
 （
の
何
円
 

づ
臼
 卜
せ
 
p
 。
）
の
 説
ネ
 
@
 Ⅰ
あ
る
。
こ
の
コ
ン
 
二
 
@
 
ノ
ク
ス
 ト
 に
お
け
る
 1
 は
、
時
間
論
的
に
は
世
界
創
造
の
原
点
 と
し
て
の
概
念
、
空
間
 

論
 的
に
は
単
一
な
い
し
不
可
分
の
意
味
に
お
け
る
均
一
 性
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
上
の
持
つ
概
念
は
数
量
的
な
 も
の
で
あ
る
と
と
も
に
 

「
全
体
」
、
「
総
体
」
、
「
完
全
」
の
意
味
を
持
ち
得
る
。
 

し
か
し
、
古
代
イ
ン
ド
の
 1
 の
概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
 単
純
な
意
味
内
容
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
 神
話
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
 

お
い
て
さ
ら
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
与
え
 ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
の
 1
 を
 単
純
化
し
て
示
す
た
め
 に
 、
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
・
 

ア
ー
ル
ニ
（
 C
 宙
 隼
也
 P
 下
 ・
 
，
卜
き
ヨ
 し
の
思
想
と
し
て
 有
 名
 な
も
の
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
要
す
る
に
、
太
初
 に
 
「
 有
 
（
の
 
註
 ・
）
」
と
 
称
 

す
る
唯
一
の
原
理
が
存
在
し
、
そ
れ
が
「
 熱
 
（
 
3
 ざ
の
 。
）
 
」
を
創
造
し
、
「
 熱
 」
は
「
 水
 
（
 
ゅ
口
 
・
）
」
を
、
「
 
水
 」
は
 
「
食
物
（
の
 コ
コ
 
a
.
 

）
」
を
 

そ
れ
ぞ
れ
創
造
し
、
「
 
有
 」
そ
れ
自
体
は
こ
れ
ら
 三
 要
素
 に
入
り
込
み
、
現
象
世
界
を
成
立
せ
し
め
る
、
と
す
る
 も
の
で
あ
る
。
（
 

3
 ）
 

こ
こ
に
現
れ
る
「
 有
 」
 生
 小
さ
れ
る
 1
 の
概
念
は
 、
き
 ね
 め
て
不
安
定
で
あ
っ
て
、
前
述
の
原
点
・
単
一
性
・
 均
 
一
 性
を
示
し
な
が
ら
 

も
、
少
 く
も
「
 熱
 」
・
「
 
水
 」
・
「
食
物
」
に
示
さ
れ
る
 3
 な
い
し
複
数
性
、
多
数
へ
の
分
散
の
危
機
を
苧
ん
だ
も
の
 で
あ
る
 0
 Ⅰ
の
持
つ
か
 

か
る
概
念
は
、
前
述
の
「
ヴ
ェ
ー
ダ
」
に
お
け
る
一
元
 論
 志
向
の
傾
向
と
あ
い
ま
っ
て
 、
 実
に
多
く
の
例
を
挙
げ
 る
こ
と
が
で
き
る
。
 
例
   



古代インド 祭 

も @ 
る こ に 

（ の 住 
す 丈 す 
な 章 る 
お は も 

ち 祭 の 
3 冊 （ 
十 以 串 

1 ） 下 生 

ヨが ま 。 三 の ㏄ 

た 種 臼 
司 の の 

マ 義 ） 
l 務 は 
ン に 不 

ド 加 死 
ゥ え の 

l ら 状 
キ れ 態 
ヤ る に 

ウパ @v 到る ・ 他の ）   
    」 

つ 

  
目 下 
ぷ 苑 

とい色白 村 

う超 ぺ p.E 
堀 越 
ョ， 的 
偲 な 
e 概 

とか しは宇土 念 
日 か 

わる オ｜ 「 ナ 

ン "@" "@ と 

を示 ） o ぎ 

し し 

さ て 

61@ (@61@) 

祀 における数の 間 題 

日 1 ぎ 或 盾 1 と べ の か 

0 % 

、 て と 

そ 近 い 

ノづ しれは 似 @@ ・ ハ 

さ て い 

ら い わ 
に る ば 

    
せ 二 。 和     な で 汀 

機 あ ま 

  
    Ⅰ と る。 

  
な     
一節 さの 策 一 

  
フ と る   
マ が 。 な る 見 1 に 々 

ン 第 は 非 。 で が 矛 に 
  
こ 代 合 



節
の
中
で
祭
祀
用
の
容
器
チ
ャ
 マ
サ
 （
 
n
p
 
ヨ
拐
 p
.
 

）
に
 

舌
 
ロ
反
 し
 、
チ
ャ
 マ
サ
 の
へ
り
（
（
 
@
h
P
 

。
）
に
七
里
 
仙
 が
す
わ
 り
 、
第
八
の
も
の
と
し
 

て
 言
葉
 父
 a
c
.
 

）
を
挙
げ
て
、
こ
れ
が
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
回
 

値
 に
置
か
れ
る
と
し
て
い
る
。
 コ
 ブ
リ
 ハ
，
ド
 ・
ア
ー
チ
 ニ
七
 
@
 ヰ
刀
・
 
ウ
パ
 ニ
シ
ャ
 

P
 吋
 p
 申
 p
.
 

恩
が
ぎ
。
）
を
説
明
す
る
に
際
し
、
こ
れ
に
先
行
す
 

る
六
 グ
ラ
ハ
に
次
ぐ
第
七
の
グ
ラ
ハ
が
こ
れ
で
あ
る
と
 し
 、
恐
怖
の
な
い
こ
と
と
 

@
 
㎎
）
 

危
険
の
な
 い
 こ
と
と
の
獲
得
に
こ
れ
を
結
び
つ
け
て
い
 る
 
（
 6
 千
 1
 ）
。
コ
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
（
下
ま
 
%
 安
 い
 臣
の
隼
 

p
.
 

）
は
そ
の
一
話
 

一
方
、
こ
の
同
じ
「
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
」
は
ア
グ
ニ
シ
ュ
ト
 

１
％
（
 卜
 ㏄
三
名
 
o
 ヨ
 p
.
 

）
祭
に
お
け
る
ア
ー
グ
ラ
 

サ
 ナ
 ・
グ
ラ
ハ
（
ぺ
肝
油
Ⅰ
 

｜
 
・
 

点
 の
な
い
も
の
と
な
る
（
 

リ
 
コ
ペ
付
ヰ
 

い
旧
す
す
口
 

・
）
と
し
て
 

い
る
（
 

2
@
I
 
 

（
 
5
 Ⅰ
 
丁
 
エ
 
Ⅰ
 ）
。
 

「
 ア
 
（
 曲
 ）
」
「
 
ウ
 
（
 
目
 ）
」
、
「
 
ム
 
（
 
ヨ
 ）
」
の
 二
 主
日
に
分
析
し
 て
 、
そ
れ
ら
を
各
々
覚
醒
し
た
状
態
の
ヴ
ァ
イ
シ
ュ
 
・
ヴ
ァ
ー
 
テ
 ラ
（
 セ
住
篠
セ
甲
 

コ
が
 
（
 a
,
 
）
 、
 夢
を
見
て
い
る
状
態
の
タ
イ
ジ
ャ
 サ
 
（
（
の
こ
が
 

の
 a
.
 
）
、
熟
睡
の
状
態
に
あ
る
プ
ラ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
（
 笘
 ど
由
 甲
 ）
と
に
当
て
た
の
 

ち
 、
第
四
の
も
の
と
し
て
、
要
素
を
持
た
ず
、
近
づ
 き
 が
た
く
、
多
様
性
を
持
た
ず
、
吉
祥
で
不
二
な
る
も
の
 
と
し
て
の
字
音
「
 オ
｜
 

-
 
Ⅱ
 
コ
 
）
 

ム
 」
を
挙
げ
て
、
さ
ら
に
こ
れ
が
ア
ー
ト
マ
ン
（
 ゅ
 （
 
ヨ
の
 コ
 乙
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
三
音
節
に
分
析
さ
れ
た
段
階
 は
 覚
醒
，
 夢
 
・
熟
睡
 と
 

い
 5
 日
常
的
な
相
対
的
な
領
域
に
と
ど
ま
る
に
す
ぎ
な
い
 が
 、
第
四
の
も
の
と
し
て
の
「
オ
ー
ム
」
こ
そ
絶
対
に
 か
か
わ
る
も
の
と
理
解
 

で
き
よ
う
（
 3
 千
Ⅰ
）
。
 日
 タ
イ
ツ
テ
ィ
リ
ー
 
ヤ
 ・
 ウ
パ
 -
 
一
 シ
ャ
ッ
 ド
 
（
 
円
舵
宙
 
（
 
ぎ
モ
牢
廷
で
 
㏄
三
切
の
 
隼
 ）
口
に
お
い
て
も
 、
 三
つ
の
ヴ
ィ
サ
ー
フ
 

リ
テ
ィ
（
 せ
セ
ひ
 
印
エ
・
）
、
す
な
わ
ち
ブ
ー
ル
・
 ブ
 ヴ
ァ
ル
 
・
ス
ヴ
ァ
ル
（
 す
 す
白
ク
 ヴ
オ
け
ぺ
リ
ク
 

の
せ
い
 
円
 ）
に
加
え
て
 第
 四
の
も
の
と
し
て
 て
ハ
 

@
 
薦
 -
 

ス
 （
 日
串
 こ
の
）
を
挙
げ
、
第
四
の
そ
れ
が
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
 

あ
り
、
ま
た
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
 も
 同
様
の
理
解
の
 う
，
え
 

に
成
る
も
の
と
言
え
る
 

@
l
 

1
 
 

）
。
 

な
お
，
 

1
1
+
1
 
お
よ
び
 

2
+
 

Ⅰ
 の
 場

合
に
つ
い
て
は
 2
 お
よ
び
 3
 の
象
徴
性
に
つ
い
て
 @
 及
 す
る
場
合
に
検
討
を
 

加
え
た
い
と
思
 う
 。
 

さ
ら
に
 
ョ
 シ
ャ
タ
 パ
タ
 
・
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
 
ヒ
 で
は
 ア
グ
 -
 
一
 ア
ー
ダ
ー
ナ
 
G
 
鍍
景
 年
す
 
ひ
蕾
 。
）
祭
を
説
明
す
る
中
に
 、
 五
つ
の
祭
祀
用
具
 

（
 紐
 旧
す
甘
 
ゆ
 r
a
,
 

）
に
 

@
 及
し
、
そ
れ
を
六
季
節
と
関
連
 づ
 げ
て
、
第
六
の
も
の
は
ア
グ
ニ
 C
 
片
岨
 三
 乙
で
あ
る
と
き
 ロ
 Ⅰ
 
り
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
 欠
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（
 
叫
 -
 

ゾ
ド
ロ
 
は
同
じ
こ
の
 
詩
 節
を
引
用
し
、
 
聖
 仙
を
気
息
（
で
（
 

倒
 中
平
・
も
～
・
）
と
同
一
視
し
て
い
る
（
 

7
 千
 Ⅰ
）
。
そ
の
他
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し 

て扱 
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の内 
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もよ 

か 
れ 
自 
か 
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し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
再
び
 1
 な
る
も
の
と
し
て
理
解
 さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
 。
（
 

う
 
l
 ）
そ
れ
ゆ
え
 2
 も
 1
 と
 同

様
に
「
全
体
」
、
「
 
総
 

体
 」
、
「
完
全
」
を
表
象
 し
 得
る
数
で
あ
る
。
こ
の
種
の
 2
 の
意
味
に
関
す
る
論
議
は
こ
れ
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
 い
 。
た
だ
、
二
つ
の
 妻
 

素
の
補
足
関
係
は
、
視
点
を
変
え
る
な
ら
ば
、
対
立
 関
 係
 、
相
対
的
関
係
と
し
て
も
把
握
し
 ぅ
る
 。
 仁
ヨ
 額
に
よ
 っ
て
表
明
さ
れ
る
 
2
 

は
 、
そ
の
意
味
で
は
前
述
の
 1
 と
同
様
で
あ
り
、
 
た
え
 ず
 分
裂
の
危
機
を
苧
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
点
 か
 ら
 見
れ
ば
、
 
2
 は
極
め
 

て
 不
安
定
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
二
つ
の
 ェ
 か
ら
 成
 る
と
い
う
意
味
で
「
一
体
」
な
の
で
あ
っ
て
 、
 Ⅰ
な
る
が
 
故
に
多
数
性
を
内
面
に
 

秘
め
て
い
る
 1
 と
は
、
弁
証
法
的
に
互
に
対
置
さ
れ
る
 
ビ
ち
 お
と
 卜
コ
 （
）
（
 

す
 の
お
と
の
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
 で
あ
ろ
う
。
 
2
 は
二
つ
 

の
 要
素
か
ら
成
る
こ
と
が
固
定
し
て
い
る
の
で
、
Ⅰ
が
 一
 
ホ
 し
た
よ
う
な
ひ
 ヨ
ヴ
 守
生
 0
 コ
 c
e
 

を
示
す
こ
と
は
な
い
。
 

そ
れ
ほ
そ
の
け
三
東
 

の
 側
面
に
お
い
て
の
み
Ⅰ
と
同
様
の
曲
目
 ヴ
 T
 注
の
沐
の
を
 示
す
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

2
 に
つ
い
て
は
言
及
を
こ
 の
 程
度
に
と
ど
め
、
 
3
 

の
 持
っ
意
味
に
す
す
み
た
い
。
 

古
代
イ
ン
ド
の
文
献
に
お
い
て
 3
 が
現
れ
る
頻
度
は
極
 め
て
高
い
。
そ
の
中
に
ほ
 、
 単
な
る
数
量
の
意
味
に
お
 け
 る
 3
 も
し
ば
し
ば
 現
 

、
「
多
数
」
、
「
総
体
」
、
「
完
全
」
の
（
）
 

題
問
ね
 

2
 
 

の
概
念
を
象
徴
 す
る
意
味
の
 3
 も
極
め
て
多
く
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
 

そ
 0
 個
々
の
資
料
に
関
し
て
は
、
 

轍
 

J
.
 

ゴ
ン
 

ダ
 の
論
文
と
大
著
と
に
も
は
や
委
ね
て
 差
支
え
な
い
と
思
 う
 。
し
か
し
 
J
,
 ゴ
 ン
ダ
自
か
ら
が
た
 
ま
た
ま
述
べ
て
い
る
よ
 
う
 

（
 
3
@
 

甜
に
、
 
3
 は
一
般
的
に
言
っ
て
「
多
数
」
と
乙
の
ま
 片
 

の
 巴
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
は
十
分
に
留
意
さ
る
 べ
 ぎ
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
 

 
 
 
 

紀
 

二
種
類
の
 
3
 の
存
在
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
 か
ら
で
あ
る
 0
 そ
の
第
一
の
 3
 は
、
数
量
的
な
意
味
の
 3
 で
あ
っ
て
特
に
象
徴
性
を
持
 

た
 ぬ
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
 3
 は
 、
 単
な
る
数
量
 の
 意
味
を
超
え
て
象
徴
的
な
意
味
、
す
な
わ
ち
 ゴ
ン
ダ
 の
 言
 う
 
「
多
数
」
と
ぎ
臼
田
 ざ
 P
 ）
 
 
 

 
 
 
 

ヤ
な
 3
 で
あ
る
 0
 こ
の
意
味
の
 
3
 は
、
「
多
数
」
、
「
 
全
 体
 」
、
「
完
全
し
を
表
面
す
る
意
味
に
お
い
て
は
、
Ⅰ
 

お
 よ
び
 2
 と
等
価
値
の
も
の
と
 

 
 

古
 

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
 1
n
2
H
3
 ）
。
一
方
、
第
一
 
二
の
 3
 こ
そ
が
最
も
問
題
の
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
の
 3
 の
 概
念
を
超
え
て
「
 非
 

6
 

卸
仁
 
の
二
 
%
 
か
 
。
二
三
敏
に
集
約
し
て
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
要
 す
る
に
 2
 を
構
成
す
る
二
つ
の
要
素
は
た
が
い
に
補
足
 し
あ
ぅ
 関
係
に
あ
り
、
 



日
常
性
」
、
「
超
越
性
」
、
「
神
秘
性
」
を
表
象
す
る
も
の
 

で
あ
る
。
 

グ
ィ
 シ
ュ
ヌ
（
 せ
 あ
つ
こ
が
二
歩
を
歩
ん
だ
と
い
う
の
 は
 「
ヴ
ェ
ー
ダ
」
の
み
な
ら
ず
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
 重
 要
 な
神
話
上
の
 
モ
 

テ
ィ
ー
 フ
 で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
二
歩
は
知
ら
れ
 得
 る
が
、
第
三
歩
は
不
可
視
で
あ
る
と
さ
れ
た
り
、
第
三
泰
 
を
 ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
自
身
が
知
 

る
と
い
う
記
述
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
 

@
4
@
 
ヴ
 ィ
 シ
ュ
ヌ
の
三
泰
に
言
う
 3
 が
実
は
 2
 十
王
で
あ
る
こ
と
 が
 知
ら
れ
る
。
し
た
が
 

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
例
を
挙
げ
る
な
ら
。
は
 
、
 「
シ
ュ
ナ
 ハ
シ
 

く
さ
れ
た
一
つ
の
車
輪
を
真
実
を
知
る
者
（
も
 宙
 二
 %
 （
 
@
 

れ
 故
に
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
第
二
歩
は
日
 ぜ
の
 
（
 
ざ
田
 な
意
義
 

｜
リ
 ヤ
ー
（
の
 
目
 Ⅰ
 
セ
ゅ
 
・
）
に
対
す
る
マ
ン
ト
ラ
に
お
い
て
 

っ
て
そ
の
第
三
場
 は
 、
相
対
的
関
係
を
表
象
す
る
 2
 に
 加
 

を
 持
つ
と
舌
口
え
よ
う
。
ま
た
同
様
に
 
、
同
 リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
 

、
 「
ス
ー
リ
ヤ
ー
の
一
一
つ
の
車
輪
を
バ
ラ
モ
ン
た
ち
が
 

確
 

エ
 ー
 パ
 （
の
 
廷
コ
か
す
 

ぬ
の
 
罵
，
 
）
説
話
」
に
お
い
て
は
、
貧
困
 

 
 

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
曲
目
 匡
 4
 曲
）
の
 

コ
 （
 な
 内
容
を
持
つ
 1
 ダ

 」
に
含
め
ら
れ
る
 ス
 

か
に
知
り
、
一
方
、
 か
 

お
い
て
理
解
さ
れ
る
で
 

で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
 

の
 バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
 ア
 

ジ
ー
ガ
ル
タ
・
サ
ウ
 ヤ
ヴ
ァ
シ
 （
ま
あ
 簿
ぺ
 
（
 
a
.
-
 

の
い
け
せ
 

燵
づ
 
の
絃
，
 

）
に
三
人
の
息
子
が
あ
っ
て
、
シ
ュ
ナ
ハ
 ブ
 "
 チ
 ヤ
 （
の
 
岸
コ
舵
甘
つ
仁
 

0
 の
 甘
曲
 
，
）
 
、
 

シ
ュ
ナ
 ハ
 シ
ェ
ー
 パ
 、
シ
ュ
ノ
ー
ラ
ー
ン
グ
ー
 ラ
 8
@
 
年
コ
 
0
 瓦
臣
 
項
目
 
団
 ・
）
と
い
う
が
、
こ
の
中
の
息
子
シ
ュ
ナ
 ハ
シ
 エ
 ー
 パ
 の
み
が
王
子
 口
 

｜
ヒ
タ
 （
 
オ
 。
三
絃
・
）
に
よ
っ
て
 
婚
 れ
て
そ
の
身
代
り
と
 し
て
犠
牲
と
な
る
 0
 し
か
し
シ
ュ
ナ
 ハ
 シ
ュ
ー
 パ
 は
 こ
 の
こ
と
を
通
じ
て
「
 ヴ
 

 
 

シ
ェ
ー
 パ
 の
位
置
も
上
述
と
同
じ
意
味
の
 1
 と
し
て
 理
 解
 で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

ま
た
、
 3
 と
い
う
数
の
超
絶
性
を
示
す
概
念
か
ら
言
 う
 な
ら
ば
、
世
俗
論
と
真
義
 諦
 と
の
対
立
関
係
に
さ
ら
に
 加
 わ
る
中
道
も
そ
の
同
一
 

@
7
-
 

線
上
に
理
解
で
ぎ
な
く
も
な
い
。
 

実
の
と
こ
ろ
、
筆
者
の
見
る
限
り
で
は
、
非
日
常
性
、
超
 現
実
性
、
神
秘
性
に
か
か
わ
る
直
前
に
述
べ
た
よ
う
な
 3
 の
意
味
を
顕
著
に
 

表
 わ
し
て
い
る
例
は
必
ら
ず
し
も
多
い
と
は
言
え
な
い
。
 し
か
し
、
 3
 を
 2
 と
ェ
 と
の
 和
 と
し
て
考
え
る
例
は
か
 な
り
多
く
「
ヴ
ェ
ー
 

ダ
 」
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
シ
ャ
 タ
パ
タ
 ・
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
 ロ
 は
チ
ャ
ー
ト
 ウ
 ル
マ
ー
ス
 
ヤ
 （
ハ
し
ゆ
田
 

珪
 （
 
日
 ゆ
 め
せ
 
p
 。
）
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  今回は 代 直接 し - から 3 
ひ @ し に た 
つ 苛 斤 

  
て 

  
さ   
ら 

Y@ ヒ こ れ にと 触し 
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題
ぅ
 。
そ
れ
は
あ
た
か
も
単
一
・
均
一
な
内
容
を
持
 

つ
 数
量
的
な
 1
 の
傍
に
存
在
す
る
、
 
p
 日
至
 つ
い
 
）
の
 
コ
 （
 な
 1
 の
よ
う
に
、
無
気
味
な
不
 

%
 
 安
定
さ
を
内
面
に
秘
め
な
が
ら
、
非
日
常
性
・
 

超
 現
実
性
・
神
秘
性
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
 

3
 で
あ
る
  
 

轍
 

以
上
に
検
討
し
て
来
た
こ
と
は
、
古
代
イ
ン
ド
 

に
お
け
る
数
、
特
に
 
1
 に
始
ま
り
 3 に
終
る
数
の
間
 
題
で
 あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
特
に
 

祭
を
構
成
す
る
 一
 祭
祀
ヴ
ァ
イ
シ
ュ
 
ヴ
ァ
 デ
ー
ヴ
ァ
（
 せ
 住
め
 づ
り
年
の
 

づ
 a 。
）
祭
を
説
明
す
る
中
で
、
バ
ル
ヒ
ス
（
 
ヴ
曲
 
（
 日
申
 ）
を
三
 つ
に
 束
ね
・
 

そ
れ
全
体
を
再
び
一
束
に
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
 一
 
二
束
の
 バ
 ル
ヒ
ス
の
う
ち
の
二
束
は
父
と
母
と
し
て
説
明
 さ
れ
、
そ
れ
か
ら
生
ず
 

-
0
0
 

し
 

る
も
の
が
第
三
の
 バ
 ル
ヒ
ス
の
束
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
。
 

そ
れ
故
に
三
つ
の
束
が
再
び
一
束
と
さ
れ
る
の
だ
と
 言
 ぅ
 。
こ
れ
も
相
対
的
な
 

2
 に
加
え
ら
れ
る
曲
目
臼
づ
か
）
の
 
コ
 （
 な
 1
 、
そ
し
て
そ
の
 総
和
が
再
び
の
 日
ヴ
 寄
主
の
 コ
 （
 な
 1
 と
 同
一
視
さ
れ
る
こ
 と
を
示
す
の
だ
と
考
え
 

ら
れ
よ
 う
 。
 

ま
た
祭
祀
上
の
行
為
で
、
 

献
 供
な
ど
を
三
度
行
な
 5
 場
 合
に
 、
最
初
の
一
回
は
祭
 討
 と
と
も
に
、
次
の
二
回
の
献
 供
は
無
言
で
行
な
 

@
 
い
こ
 

）
 

 
 

う
 、
と
い
う
よ
う
な
例
は
極
め
て
多
い
。
ま
た
祭
祀
上
 の
 三
回
の
行
為
が
一
回
と
交
替
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
 見
 受
 げ
ら
れ
る
。
こ
 
う
し
 

た
 事
象
の
背
景
も
恐
ら
く
同
じ
意
味
に
お
い
て
考
え
 も
 れ
る
と
思
 う
 。
 

こ
の
 ょ
う
 に
、
非
日
常
性
・
超
現
実
性
・
神
秘
性
の
意
 味
を
背
後
に
持
つ
 3
 は
 、
 実
は
 2
 を
基
礎
と
し
て
成
立
し
 た
も
の
で
あ
っ
て
 、
 

そ
の
意
味
で
は
単
に
数
量
的
な
意
味
の
 3
 や
 、
多
数
・
 
全
 体
 
・
完
全
を
意
味
す
る
 
3
 に
比
し
て
構
造
の
複
雑
さ
を
 示
し
て
い
る
と
 
言
，
て
 
よ
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コ
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～
 
ま
 ～
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も
口
目
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コ
隼
り
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～
 
0
%
 

安
ま
 

ミ
，
 目
の
之
 0
 コ
 ・
の
 

0
 す
ヨ
 コ
カ
岸
の
の
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こ
由
片
コ
 ・
パ
ミ
 
コ
 ・
）
 
0
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0
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 ・
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0
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の
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す
曲
 
田
ょ
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テ
 
Ⅰ
 
e
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Ⅰ
 
毛
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の
 
臣
 
0
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0
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ド
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コ
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Ⅱ
 
い
コ
 
せ
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ぃ
 
0
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宙
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コ
ヱ
り
ぃ
 

-
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 く
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甘
套
 つ
 
Ⅱ
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せ
 
Ⅰ
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口
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オ
せ
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ト
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お
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円
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Ⅰ
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 ゴ
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コ
セ
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0
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い
 
目
 Ⅱ
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コ
の
亡
 い
り
 
0
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の
 
-
0
 
臣
 

ナ
の
 0
 コ
 Ⅰ
㏄
 づ
ふ
 Ⅰ
 田
 
め
ぎ
～
苗
も
 ぺ
 ㌻
 P
 
や
ミ
 

（
 
4
 ）
 捷
抽
 ・
 
セ
 
0
 年
の
）
・
）
い
の
，
Ⅰ
 

一
 
q
.
 
つ
の
，
 

）
・
 
O
h
.
 
捷
 ㎎
・
 
づ
 の
曲
 
い
 ）
 
、
ト
切
 

拝
切
 @
 の
一
 
%
.
 ド
 
0
.
 

コ
ロ
・
 

ナ
が
ロ
 る
 %
-
 、
円
目
⑬
 
ぽ
 二
ロ
の
の
 
o
h
 せ
あ
コ
戸
，
 Ⅰ
お
 
%
 電
お
ぎ
ぬ
 -
 

め
 ～
 
ま
ミ
ぬ
 
め
ぎ
 
由
 き
っ
「
 執
薫
 ・
七
ミ
 ま
ミ
 
㏄
 さ
き
ギ
ワ
 

）
 
お
 
ナ
の
 0
 コ
 
@
 
）
 
u
@
@
 
づ
ふ
さ
 
@
 
こ
ヘ
 @
 Ⅱ
き
心
イ
ト
雨
も
 

@
w
.
 

つ
 ・
㎏
 
い
 

（
 
5
 ）
 再
軸
 ・
 
づ
 
0
 年
 
り
ト
つ
 
・
㏄
 
い
 ・
 ト
の
 
・
 り
 h
.
 
力
岨
 ・
 
づ
 
0
 年
 レ
 ）
 
，
の
 
0
.
 
ひ
 

（
 
6
 ）
 く
イ
ご
ゅ
 

Ⅰ
 
め
 Ⅱ
 曲
 ・
 
ヴ
 Ⅱ
 
リ
 
ゴ
ヨ
 い
 つ
 い
 7
.
 
Ⅰ
の
・
ト
 

@
 Ⅰ
の
、
 

0
.
 の
 り
コ
 
オ
す
 
リ
セ
り
 
コ
り
 
八
田
 珪
 （
 
ド
の
由
下
の
 

）
 
0
.
 
）
㍉
 
｜
 ㏄
 q
.
 
 

こ
の
説
話
の
意
味
に
つ
い
て
 は
 、
拙
稿
「
シ
ュ
ナ
 ハ
シ
 

エ
 ー
 パ
 説
話
の
意
味
」
ミ
大
正
大
学
研
究
紀
要
 卜
 第
六
七
館
。
 
昭
 和
 五
七
年
、
一
 
｜
 一
八
ぺ
 ー
 ジ
）
。
 

（
 
7
 ）
 り
 h
.
 
）
・
の
 
Q
 コ
ロ
 
レ
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 ド
 ド
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心
 も
 め
 ～
 
さ
 ～
か
も
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㏄
㌔
 

b
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づ
 ・
 の
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・
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二
品
・
こ
の
一
連
の
も
の
と
し
て
、
の
 

ロ
 ・
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騰
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）
・
の
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 コ
隼
酉
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も
～
 

い
 お
～
～
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b
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@
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リ
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ぬ
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あ
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さ
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m
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）
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由
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㏄
～
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キ
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 ㏄
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s
 。
 づ
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一
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ヰ
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 ト
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論
ず
る
べ
き
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
 は
 特
定
の
数
に
Ⅰ
を
加
え
る
場
合
の
み
を
見
た
が
、
特
定
 の
 数
か
ら
 ュ
 を
減
じ
る
 

 
  

 

場
 ム
ロ
も
言
及
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
最
も
近
い
他
の
機
会
に
 

ナ
 」
れ
ら
の
問
題
を
委
ね
る
こ
と
と
し
て
、
今
回
は
こ
こ
で
 筆を
止
め
る
。
 

 
 



ハイ ヂッガ 一における虹の 系譜 

略
記
 表
 

旧
 円
目
（
 
そ
 ）
 -
 ミ
捲
 
田
ヰ
目
の
（
曲
 

っ
ゴ
 
下
ヨ
 っ
 の
本
文
す
な
 

わ
ち
「
 

講
 

旧
宮
 （
 さ
 -
 了
 %
 安
 0
 ユ
 %
-
 人
妻
 P
"
 
 

ぃ
 
。
（
目
の
（
の
ロ
 

ブ
 ぜ
 四
 %
 Ⅴ
 

毛
 p
P
A
 

（
Ⅰ
Ⅰ
 

m
 
）
 @
 
 
口
か
コ
ト
 

の
Ⅰ
（
 

由
口
幅
 
@
 
い
 
E
@
 八
 メ
ダ
「
の
の
 

@
 
の
 
（
 ま
の
 
（
が
ロ
ゴ
 

せ
の
 
レ
ガ
～
Ⅴ
 

旧
宅
 -
 八
く
。
 
日
旧
の
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 臼
よ
 「
 韻
告
 。
 
F
 の
 @
 
（
Ⅴ
 

毛
の
 -
 八
づ
 0
 青
毛
 e
s
 
の
 コ
 監
の
の
「
 
E
 目
ら
の
の
Ⅴ
 

二
年
日
・
 
-
 八
ロ
 目
 ㌔
 目
 す
の
Ⅱ
 
汁
コ
 二
年
ヨ
 
簿
ヨ
の
日
拐
 
Ⅴ
 

の
目
 
N
-
 八
ハ
の
の
 

ぎ
ヒ
コ
 Ⅰ
 い
臼
 
（
Ⅴ
 

  

づ
レ
 @
 八
 つ
 0
q
 
巨
ぴ
 
㏄
の
 仁
コ
 
ら
下
ゑ
 の
ぴ
 
に
の
Ⅴ
 

Ⅰ
 
し
 @
 八
 （
卸
の
 

コ
円
ぎ
曲
 

（
 岸
コ
年
し
 
～
申
の
「
の
コ
ぃ
Ⅴ
 

蓑
し
 

「
後
詰
 ヒ
 

「
前
書
 き
 」
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
無
の
系
譜
 

松 

丸 

詩 
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才
 Q
-
 八
の
曲
（
 

N
 
 
づ
 O
 日
の
 

q
E
 

臣
 Ⅴ
 

目
目
 -
 八
 こ
ぎ
 乙
甘
目
月
ぎ
 
臼
の
目
 陣
 き
す
 %
 安
Ⅴ
 

の
の
）
・
 

-
 八
の
の
 

p
p
 

の
の
の
コ
 

%
 由
 （
Ⅴ
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
有
の
神
（
三
目
 お
 ）
」
と
い
う
こ
と
 も
 言
 う
が
 、
同
時
に
「
 八
有
 Ⅴ
そ
れ
は
神
で
は
な
 

（
 
下
 年
日
・
。
の
 

下
 Ⅰ
Ⅹ
 

い
 の
）
）
」
と
も
言
う
。
 
有
ぎ
 ぎ
は
神
と
同
一
視
さ
れ
な
 
い
 。
そ
れ
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
 神
 」
、
 
或
 い
は
「
 神
 的
な
る
も
の
 

隼
 P
 の
の
む
（
（
 

ロ
 の
ぎ
」
は
如
何
に
理
解
す
可
き
で
あ
ろ
う
か
 。
こ
の
理
解
の
た
め
に
は
斯
調
 
頑
 、
転
回
本
の
甘
Ⅱ
の
そ
し
 
て
 性
起
Ⅱ
Ⅱ
の
 
漏
三
 の
と
い
 

ぅ
 事
柄
が
理
解
に
も
た
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
 も
 、
「
有
で
は
な
い
」
と
三
ロ
わ
れ
る
以
上
、
有
の
み
に
、
 

有
 の
露
 現
し
目
汁
 
ヴ
の
 
Ⅱ
㏄
 
目
コ
 
㏄
 

に
の
み
目
を
向
け
て
い
た
の
で
は
十
分
で
は
な
い
。
 そ
ナ
 
」
で
、
小
論
は
「
 無
 」
或
い
は
「
 無
 北
山
ド
 の
 乞
目
 目
宙
コ
 
」
 と
い
う
面
か
ら
、
 
ハ
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
 神
 的
な
る
も
の
」
に
出
会
う
 準
備
と
し
て
「
転
回
」
の
周
辺
を
考
察
し
て
み
た
い
。
 従
 っ
て
、
小
論
は
「
神
 約
 

な
る
も
の
」
を
考
究
す
る
た
め
の
序
論
と
い
う
位
置
付
 げ
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
形
而
上
学
は
何
 で
あ
る
か
口
を
中
心
 

に
 、
思
索
の
歩
み
と
い
う
観
点
か
ら
為
さ
れ
た
。
 

一
 、
「
形
而
上
学
は
何
で
あ
る
か
 ヒ
 

「
講
義
」
 

「
形
而
上
学
は
何
で
あ
る
か
 ヒ
 は
三
部
分
よ
り
成
る
。
 本
 支
 は
一
九
二
九
年
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
お
け
る
 教
 授
 就
任
講
義
で
あ
 

る
 。
そ
の
後
一
九
四
三
年
に
後
詰
が
付
加
さ
れ
、
更
に
 第
五
版
（
一
九
四
九
年
）
で
は
序
文
が
付
け
加
わ
っ
た
。
 こ
の
二
十
年
の
間
に
は
 

思
索
は
変
転
し
て
来
て
い
る
 0
 そ
の
こ
と
に
注
意
し
 乍
 ら
、
 先
ず
「
講
義
」
か
ら
考
察
を
始
め
よ
う
。
 

我
々
の
注
意
は
「
 無
 」
に
 向
 げ
ら
れ
る
。
こ
の
講
義
に
 於
て
無
の
根
本
動
向
が
無
化
す
る
客
の
甘
（
の
 

コ
 と
し
て
 捉
 え
ら
れ
る
。
悪
化
す
 

る
こ
と
は
「
 拒
 示
し
つ
っ
指
示
す
る
こ
と
の
す
 キ
臼
お
コ
宙
 
盤
せ
 9
 毛
色
お
こ
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
何
を
普
 ゅ
抹
 
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
 

  

0
%
 
Ⅰ
 パ
 -
 八
目
ド
 笘
ぎ
 由
の
乙
 隼
抽
 ㏄
の
 q
-
O
 

の
き
 日
寸
目
 の
ぬ
㏄
 
ヴ
   

 
  

 



ぅ
か
 。
（
 
せ
性
 
・
安
目
 
目
 （
 
づ
 ）
。
の
 

下
 Ⅰ
 
パ
ト
 
三
）
 

そ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
無
は
不
安
の
内
 

で
 総
じ
て
有
る
も
の
口
器
の
乱
の
コ
よ
 

い
ヨ
 の
の
 
憲
臼
と
 一
に
な
っ
て
出
合
わ
 

れ
る
。
そ
の
際
、
総
じ
て
有
る
も
の
は
、
我
々
人
間
的
 

現
有
に
と
っ
て
の
意
味
連
関
を
失
っ
て
 

、
 我
々
か
ら
沈
み
 
込
み
、
滑
り
去
っ
て
 

行
 

く
 。
そ
の
 
滑
去
 し
て
行
く
総
じ
て
有
る
も
の
と
共
に
 

、
而
 も
 有
る
も
の
に
於
て
 

、
 無
は
自
ら
を
告
げ
知
ら
せ
て
 

来
 る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

そ
の
告
知
の
仕
方
が
、
指
示
し
つ
つ
指
示
す
る
と
し
て
 

表
現
さ
れ
て
い
る
。
 

さ
て
、
 
拒
示
 と
は
「
無
は
自
ら
に
惹
き
つ
け
ず
、
本
質
 

的
に
拒
 示
 的
で
あ
る
（
妻
ヰ
 

目
 （
 
く
 ）
：
の
 
下
 Ⅰ
Ⅹ
 

P
P
A
 

）
」
と
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

す
な
ね
 ち
、
総
じ
て
 
有
 る
も
の
が
 
滑
去
し
 
去
っ
た
後
に
 
、
 無
が
 独
り
残
存
し
、
そ
の
残
っ
た
無
に
我
々
人
間
的
 

現
 有
の
注
意
が
向
げ
ら
れ
 

る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
 

す
れ
ば
、
無
は
「
残
っ
て
い
る
も
の
」
で
あ
り
、
あ
る
 

種
の
有
る
も
の
に
な
っ
 

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
自
ら
を
有
る
 

も
の
に
於
て
示
す
こ
と
を
拒
み
、
自
ら
の
内
に
退
き
帰
っ
 

て
し
ま
う
と
吉
ロ
わ
れ
て
 

い
る
の
で
あ
る
 
0
 無
の
根
本
動
向
は
、
か
く
し
て
 

拒
 赤
駒
 で
あ
る
。
而
も
、
 

拒
示
 的
で
あ
る
の
は
、
上
記
の
事
だ
 

げ
に
留
ま
ら
な
い
。
 

そ
 

れ
は
 滑
失
 す
る
総
じ
て
有
る
も
の
を
指
示
す
る
こ
と
へ
と
 

、
む
し
ろ
向
か
さ
れ
る
。
無
は
拒
 

示
 的
で
あ
る
が
故
に
 

自
ら
を
退
去
せ
し
め
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ね
 
指
し
向
げ
ら
れ
る
が
故
に
、
む
し
ろ
「
有
る
も
の
し
 

と
 関
り
を
も
ち
、
関
心
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
 

な
る
。
こ
れ
が
 
拒
示
的
 
指
示
 

ぬ
 
と
し
て
の
 
丑
 ℡
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
 

、
 一
種
の
「
反
射
 
繍
器
准
 0
 
己
と
で
も
呼
ん
で
良
い
性
 

格
 が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
 

 
 

う
 壁
に
打
ち
当
っ
て
 

、
 総
じ
て
有
る
も
の
へ
と
再
び
 

溌
ね
 返
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

て
、
 何
が
更
に
出
来
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
 

0
 そ
れ
は
、
 
鏡
の
如
き
単
な
る
反
射
で
は
 

な
い
。
先
に
述
べ
た
如
く
 

、
 無
の
無
化
に
あ
っ
て
、
今
 

ま
で
慣
れ
 
親
 ん
で
来
た
右
る
も
の
ほ
、
人
間
的
現
有
に
 

と
っ
て
の
意
味
連
関
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（
田
の
定
ま
組
ヨ
 
オ
ユ
 （
 

せ
性
 ・
の
 急
め
憶
，
お
 ）
の
網
目
 を
 破
ら
れ
る
。
「
 滑
失
 す
る
」
と
は
そ
の
意
味
で
あ
る
 。
そ
し
て
、
「
今
ま
で
 

覆
蔵
さ
れ
て
い
た
、
全
 き
 疎
遠
に
お
い
て
こ
の
有
る
も
 の
を
開
顕
す
る
（
 毛
ぃ
ヨ
 （
 
く
 ）
・
の
 
下
 ～
 
パ
ご
さ
 。
」
こ
の
 疎
 せ
 
速
い
 0
 片
Ⅰ
の
 

日
隼
ト
は
ゴ
ヰ
 

の
 
ぎ
 

に
 於
て
 、
 有
る
も
の
は
有
る
も
の
そ
れ
自
身
と
し
て
、
与
一
 
ロ
は
ば
 、
意
味
と
か
価
値
と
か
の
後
か
ら
附
着
さ
れ
た
 衣
 を
 脱
ぎ
去
っ
て
 、
 裸
の
 

ま
ま
の
有
る
も
の
と
し
て
出
会
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
無
 化
す
る
無
は
 、
 有
る
も
の
が
有
る
も
の
自
身
と
し
て
出
会
 わ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
 

す
る
開
 け
 
0
 目
目
 あ
ざ
を
開
く
。
こ
の
時
、
人
間
の
本
 質
 が
開
げ
に
出
て
有
る
こ
と
、
つ
ま
り
 現
｜
 有
り
 a
,
 
の
の
 
ぃ
 
コ
は
、
 有
る
も
の
が
、
 

有
る
も
の
そ
れ
自
身
と
し
て
出
会
わ
れ
る
場
に
も
た
ら
 さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
「
純
粋
な
現
 ｜
 有
年
が
の
（
の
ぎ
の
 口
 a
.
 
の
の
 
ゴ
 
（
 
ヨ
ぷ
 プ
 ロ
 （
 
づ
 ）
・
 

Q
 下
 
良
目
 し
 」
と
し
て
現
に
有
る
と
三
口
わ
れ
る
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
純
粋
さ
は
、
有
る
も
の
が
有
る
も
の
そ
れ
 自
 鼻
 と
し
て
出
会
わ
れ
る
 

開
 げ
を
、
無
が
前
駆
的
 せ
 o
r
g
 
び
コ
の
 
裾
に
開
き
、
人
間
 本
質
が
現
 ｜
有
 と
し
て
、
そ
の
 開
 げ
に
有
る
こ
と
を
可
能
 に
す
る
 0
 こ
の
純
粋
な
 

現
｜
 有
に
於
て
初
め
て
、
有
用
性
と
か
、
対
象
性
と
か
、
 月
 立
可
能
性
と
か
言
う
地
平
で
、
有
る
も
の
と
出
会
う
 こ
と
が
可
能
と
な
る
。
 

か
く
し
て
、
「
純
粋
な
現
 ｜
有
 」
は
 、
 右
の
如
 き
 地
平
 を
 開
く
 開
性
 と
し
て
前
駆
的
で
あ
り
、
純
粋
で
あ
り
、
 

ア
 ・
プ
 リ
オ
リ
 で
あ
る
。
 

（
 
づ
性
 ・
の
 づ
 の
 ト
ゅ
 
の
（
 
，
 
）
 

こ
の
様
に
 、
 無
が
無
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
有
る
も
の
が
 、
 有
る
も
の
そ
れ
自
身
と
し
て
出
合
う
こ
と
が
可
能
と
 な
っ
た
。
人
間
的
 現
 

有
 が
こ
の
有
る
も
の
と
出
会
い
得
る
 開
 げ
に
出
て
有
る
 ，
 
」
と
も
、
無
の
無
化
が
可
能
に
す
る
。
現
有
 は
 無
の
開
く
 開
 け
へ
 と
と
り
収
ま
れ
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
 現
｜
 有
は
無
の
内
 へ
 取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
謂
 う
 
（
 
0
 下
 Ⅰ
 
ハ
 
ト
）
の
）
」
 

と
 言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
無
の
無
化
は
拒
 示
的
 指
示
で
あ
っ
た
。
こ
の
性
 格
は
窒
の
 Ⅹ
 ざ
コ
と
 呼
ん
で
お
い
た
。
こ
の
反
射
は
何
 を
 意
味
し
て
い
る
の
 

で
あ
ろ
う
か
。
 

無
は
有
る
も
の
で
は
な
い
。
併
し
無
が
無
化
す
る
の
は
 
「
有
る
も
の
と
一
に
な
っ
て
 

ぎ
 
の
ぎ
の
ま
（
」
と
い
う
 仕
 方
で
あ
っ
た
。
無
は
 

そ
の
自
性
に
適
っ
た
仕
方
で
有
る
も
の
と
共
に
 、
 而
も
 有
る
も
の
に
於
て
自
ら
を
告
げ
知
ら
せ
た
。
そ
の
時
、
指
 示
 性
と
い
 5
 意
味
連
関
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の
内
 に
あ
っ
て
慣
れ
新
し
ん
で
い
た
有
る
も
の
は
、
そ
の
 

連
関
の
破
綻
に
よ
り
「
裸
の
有
る
も
の
」
と
し
て
 

現
わ
 れ
た
。
こ
の
如
 
き
 有
る
 

も
の
を
出
会
わ
し
め
る
 
開
 げ
を
可
能
に
し
て
い
る
無
は
 
、
 だ
か
ら
と
言
っ
て
 
、
 有
る
も
の
の
一
種
で
は
な
い
。
 
有
 る
も
の
で
は
無
い
も
 

@
2
z
 

）
 

の
、
 有
る
も
の
か
ら
自
ら
を
区
別
す
る
八
も
の
Ⅴ
で
あ
る
（
 

l
 ）
 

。
だ
が
、
無
の
本
質
動
向
と
し
て
の
 

拒
 示
す
る
こ
と
は
 
、
 自
ら
を
示
す
仕
方
は
 

当
然
の
事
な
が
ら
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
 

「
自
ら
に
惹
き
つ
け
な
い
」
と
表
現
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
 

「
自
ら
を
匿
し
、
蔵
す
 

る
こ
と
」
が
無
の
本
質
に
属
し
て
い
る
。
或
る
八
も
の
 

Ⅴ
を
思
索
す
る
際
に
、
そ
れ
を
有
る
も
の
と
し
て
思
惟
 

す
 る
 主
体
の
前
に
立
て
 

て
、
 対
象
と
し
て
有
者
的
に
表
象
す
る
こ
と
に
慣
れ
切
（
 

3
-
 

っ
て
し
ま
っ
た
思
惟
に
と
っ
て
は
、
自
ら
を
匿
し
 

蔵
す
仕
 方
で
自
己
生
口
 

如
 し
て
 来
 

 
 

る
 無
は
 、
 背
を
向
け
、
過
ぎ
去
っ
て
行
く
八
も
の
Ⅴ
 

、
従
 っ
て
背
馳
す
る
「
も
の
」
と
な
る
。
こ
れ
を
無
か
ら
 

@
 え
ば
、
無
は
有
る
も
の
 

に
基
く
 有
る
も
の
か
ら
の
思
惟
を
拒
む
、
と
同
時
に
ま
さ
 

に
そ
の
故
に
、
そ
の
思
惟
を
有
る
も
の
へ
と
仮
令
 そ
れ
が
「
有
る
も
の
と
 

し
て
の
有
る
も
の
そ
れ
自
身
」
で
あ
る
と
し
て
も
 指
し
向
け
る
。
こ
の
こ
と
が
「
 
滑
表
 す
る
総
じ
て
有
る
も
 
の
へ
の
指
示
」
と
言
わ
 

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
有
る
も
の
か
ら
、
無
化
 

す
る
無
の
拒
 示
的
壁
 に
打
ち
当
り
、
そ
れ
に
 
発
ね
 返
さ
れ
 て
、
 又
も
や
有
る
も
の
 

へ
と
帰
る
運
動
、
こ
れ
を
我
々
は
反
射
と
呼
ん
だ
の
で
あ
 

っ
た
 0
 こ
の
反
射
に
於
て
は
、
無
の
無
化
す
る
こ
と
、
 

つ
ま
り
指
示
し
つ
つ
 
指
 

譜
 
示
す
る
こ
と
の
内
で
、
仮
令
そ
れ
が
情
夫
す
る
と
 

い
う
相
に
於
て
出
会
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
 

有
 る
も
の
へ
と
指
示
す
る
面
が
 

系
 

ぬ
よ
 り
主
題
的
に
着
て
取
ら
れ
て
い
る
、
と
結
論
さ
 

れ
よ
 う
 。
 

 
 

の
か
ら
そ
の
有
を
問
 
う
 立
場
で
あ
る
こ
と
を
も
同
時
に
示
 

し
て
い
る
。
従
っ
て
、
形
而
 

お
、
、
、
に
 

工
学
的
立
場
に
末
だ
立
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
 

事
実
、
こ
の
講
義
は
所
謂
形
而
上
学
の
根
本
の
間
「
 

何
 故
に
抑
々
 、
 有
る
も
の
が
 
有
 

 
 

 
 

，
縮
版
（
お
き
）
に
附
さ
れ
た
前
書
き
に
、
「
無
は
 

 
 

（
中
略
）
有
る
も
の
か
ら
経
験
さ
れ
た
有
で
あ
る
」
 

ほ
当
 

  

を
 得
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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だ
が
、
同
時
に
注
意
を
払
わ
 ほ
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
 が
あ
る
。
そ
れ
は
 指
 示
に
言
及
し
た
所
で
示
唆
し
て
お
い
 た
 事
だ
が
、
 拒
 永
に
 

於
て
「
自
ら
を
匿
し
、
蔵
す
こ
と
」
が
既
に
視
 圏
 に
入
 れ
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
動
向
は
、
「
 
自
 
ら
を
覆
蔵
す
る
こ
と
 

唆
 の
す
 
つ
 の
（
 
す
 の
お
の
 
旦
 
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、
后
の
ハ
イ
 @
 
ア
ッ
 ガ
 ー
の
思
索
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
意
義
を
担
う
も
 の
と
な
る
。
こ
の
動
向
 

が
 、
先
取
的
に
見
れ
ば
、
指
示
す
る
こ
と
と
し
て
、
 従
 っ
て
 溌
ね
 返
し
と
し
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
覆
蔵
 す
る
と
い
う
根
本
動
向
 

が
 無
化
す
る
こ
と
に
於
て
見
て
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
 積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
 人
間
の
現
 ｜
 有
へ
の
 変
 

転
 （
 
く
 ㏄
）
・
 

ミ
ぃ
目
 （
 
せ
 ）
 、
 0 戸
（
 
ハ
 ト
 
ト
 
の
）
が
言
わ
れ
て
い
 
る
が
、
人
間
的
現
有
が
主
体
的
、
基
体
的
要
素
を
残
し
て
 い
る
限
り
、
そ
れ
は
 単
 

な
る
要
請
に
留
り
「
十
分
展
開
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
は
 何
故
か
と
舌
ロ
え
ば
、
無
が
総
じ
て
有
る
も
の
と
「
一
に
な
 

っ
て
」
自
ら
を
告
知
す
 

る
と
言
わ
れ
た
時
の
「
 一
 と
な
っ
て
」
の
位
置
 附
 げ
に
 問
 題
 が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
 一
 と
な
っ
て
」
は
 、
 総
じ
て
有
る
も
の
と
 

無
 と
の
出
会
い
の
場
で
あ
る
 0
 無
と
有
る
も
の
と
の
 区
 別
 が
生
ず
る
場
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
 一
 と
な
っ
て
し
は
、
 
両
 

者
を
繋
ぐ
統
一
か
ら
見
ら
れ
た
結
合
点
と
し
て
見
ら
れ
 て
い
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
統
一
点
と
は
誰
か
。
そ
れ
は
、
 不
安
に
お
い
て
不
安
に
 

な
っ
て
い
る
現
有
、
つ
ま
り
 滑
去
 す
る
有
る
も
の
と
 共
 に
 自
ら
も
 滑
去
 し
て
い
る
人
間
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 統
 一
点
と
し
て
、
人
間
は
 

総
じ
て
有
る
も
の
が
情
夫
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
 あ
 る
 意
味
で
そ
こ
に
留
ま
り
、
滞
留
し
て
い
る
者
と
な
っ
 
て
い
る
。
統
一
す
る
 中
 

点
 （
臼
の
の
ぎ
俺
の
 
コ
隼
 
e
 ま
 @
 
（
（
の
。
せ
 

%
.
H
 

し
ふ
 ）
と
な
っ
 
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
反
省
か
ら
 

「
講
義
 ヒ
 で
は
、
 人
 

間
の
彼
の
現
 ｜
 有
の
内
へ
の
変
転
と
し
て
要
請
さ
れ
て
 い
 た
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
、
「
後
詰
」
に
て
犠
牲
 O
 口
 h
O
 
Ⅱ
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
 

に
 至
る
の
で
あ
る
。
 

二
 、
日
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
 
ヒ
 

こ
の
本
の
第
一
版
は
一
九
四
三
年
に
世
に
出
さ
れ
て
い
る
 が
 、
一
九
二
一
 0
 年
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
尤
も
 、
第
九
節
の
第
一
文
 

節
 だ
け
は
一
九
四
九
年
に
追
加
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
今
 は
 迫
加
分
を
除
い
た
も
の
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
 

  



   
 

こ
の
揺
ら
ぎ
、
或
い
は
二
義
性
は
次
の
立
場
に
連
関
す
る
 。
す
な
わ
ち
「
総
じ
て
有
る
も
の
は
で
 胡
日
 
の
 @
 す
な
わ
 ち
 入
自
然
Ⅴ
と
し
て
）
 

 
 

 
 

 
 ィ

露
 わ
に
な
る
。
こ
の
自
然
は
（
中
略
）
総
じ
て
 有
 る
も
の
と
し
て
の
有
る
も
の
、
つ
ま
り
 開
 現
す
る
現
前
と
 い
 う
 意
味
で
の
そ
れ
を
意
味
 

 
 

す
る
（
 毛
圭
 -
0
%
 Ⅰ
 
ハ
 ト
㏄
 
ま
 ・
）
。
」
こ
の
引
用
で
は
、
 総
 じ
て
有
る
も
の
と
し
て
の
現
前
、
す
な
わ
ち
 有
 と
同
一
 規
 し
て
い
る
。
そ
の
こ
 

- におけ 

実
際
、
開
 

さ
れ
る
も
 

さ
て
、
こ
の
作
品
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
第
五
 

節
 ま
で
と
第
六
節
以
降
の
二
部
分
で
あ
る
。
前
半
部
は
真
 

理
 ハ
件
）
の
本
質
 

が
、
 開
か
れ
て
有
る
と
い
う
意
味
で
の
自
由
で
あ
る
こ
 

と
と
し
て
究
明
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
後
 

半
は
非
｜
 真
性
の
在
 処
 

ほ
 つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
分
さ
れ
た
構
成
 

は
そ
れ
な
り
に
意
味
を
も
っ
て
い
る
様
に
思
え
る
。
 

前
半
部
を
更
に
詳
し
く
辿
り
つ
つ
検
討
を
加
え
て
み
よ
 

う
 。
真
理
は
通
例
、
「
則
る
 
臼
斗
 「
 
ざ
ゴ
額
コ
鼠
臼
 
」
と
い
 う
 意
味
を
担
い
つ
つ
 

オ
 ざ
ま
 俺
ガ
叶
 
（
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
一
致
 己
 す
の
 
お
ぎ
 ㌔
 巨
日
 目
に
帰
趨
す
る
。
一
致
は
関
わ
り
 づ
 の
き
 
曲
 
）
（
の
 

コ
 を
 前
提
し
て
い
る
 
0
 関
 

わ
り
は
有
る
も
の
に
目
っ
て
 
、
 開
か
れ
て
立
っ
て
有
る
 
ナ
 
」
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
そ
の
有
る
 

も
の
に
関
る
人
間
が
 
、
 

こ
の
 開
 げ
の
内
で
開
か
れ
、
 
顕
 わ
に
な
る
も
の
に
伺
っ
て
 
空
 け
 開
か
れ
て
自
由
で
あ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 。
こ
の
自
由
が
 
、
そ
 

の
 都
度
有
る
も
の
を
そ
れ
自
身
で
有
ら
し
め
る
。
こ
の
 

有
 ら
し
め
る
 ぎ
ぎ
 団
の
の
の
口
が
自
由
で
有
る
こ
と
 

マ
 臼
の
 
の
 
ぎ
に
他
な
ら
な
い
。
 

と
こ
ろ
で
有
ら
し
め
る
と
は
次
の
様
に
も
言
い
換
え
 

も
 れ
る
、
「
 
開
 げ
と
そ
の
閑
住
 へ
 関
り
入
る
こ
と
 囲
臼
 0
 
目
 
コ
 「
 
の
 の
の
の
 

コ
燵
け
 
比
年
 笘
の
 

0
 目
づ
 0
 
 
目
 コ
 山
ロ
の
の
の
の
 

コ
 0
 宙
の
コ
 

%
 由
 こ
と
 0
 
 
有
ら
し
め
る
 の
こ
の
二
様
の
言
い
方
の
中
に
 

、
 我
々
は
或
る
種
の
揺
 
ら
ぎ
を
看
取
す
る
。
 
す
 

は
 ね
ち
、
後
者
の
表
現
に
お
け
る
 
開
 げ
と
は
 現
｜
 有
の
 八
 現
し
 麓
 Ⅴ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
講
義
 
b
 で
要
請
さ
 
れ
た
人
間
の
現
１
 
%
 へ
 

現
鯛
 

稲
の
変
転
と
舌
口
わ
れ
た
時
の
「
 

そ
れ
自
身
は
有
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
 

現
 」
で
あ
る
。
「
 
前
 

け
 宙
が
の
 
0
 申
の
冑
は
「
覆
蔵
さ
れ
て
い
 

 
 

な
い
も
の
 ヰ
 い
の
 
C
 コ
づ
 
の
手
 

o
q
 

的
の
 

ヰ
 ③
」
と
 
見
敬
 さ
れ
、
 む
 し
ろ
 開
 げ
に
お
い
て
「
開
顕
 

 
 

0
 年
 曲
の
 
0
 ぎ
巳
ミ
旦
と
 同
一
視
さ
れ
て
い
る
（
 
づ
牲
 毛
韻
 ，
 Q
p
H
 

ポ
ト
 

舖
 ）
。
 



紺
 ぎ
の
そ
れ
は
后
の
思
索
の
主
題
と
な
る
も
の
で
あ
 

る
 
が
を
 視圏
 に
入
れ
た
処
か
ら
の
言
及
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
 

こ
の
有
を
有
そ
れ
自
身
と
し
て
思
索
す
る
場
に
は
も
た
ら
 さ
れ
て
は
い
な
い
 0
 有
の
真
性
に
到
達
し
得
な
か
っ
た
 0
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
 

 
 

も
 言
 う
 、
「
 非
｜
 真
性
と
し
て
の
真
性
の
元
切
的
 非
｜
 本
質
の
門
井
 ｜
し
は
 
（
有
る
も
の
の
で
は
な
く
）
有
の
真
 
性
 の
ま
だ
経
験
さ
れ
ぬ
 

境
域
の
内
へ
と
指
し
示
す
（
 圭
毛
 ，
の
 ナ
良
 
）
 組
 。
 傍
 点
は
筆
者
）
」
と
。
こ
の
「
 
非
｜
 」
は
、
す
な
わ
ち
無
は
 、
 有
の
真
性
の
本
質
 動
 

向
を
指
し
示
す
だ
げ
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
何
故
か
。
 そ
れ
は
、
有
の
真
性
に
於
て
 、
 有
に
共
属
す
る
も
の
と
 予
感
さ
れ
た
「
 非
｜
 」
 

と
は
、
こ
こ
で
有
と
三
口
わ
れ
て
い
る
も
の
が
有
る
も
の
 

の
 有
を
意
味
し
て
い
る
、
従
っ
て
有
が
有
る
も
の
か
ら
、
 或
い
は
そ
の
根
拠
と
し
 

て
 求
め
ら
れ
る
立
場
を
脱
し
切
っ
て
は
い
な
い
、
こ
の
 ナ
 
」
と
に
連
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
 
又
 、
こ
の
揺
ら
ぎ
は
後
 半
蔀
の
非
真
性
の
議
論
 

に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
。
 

自
由
は
八
総
じ
て
Ⅴ
有
る
も
の
を
そ
れ
自
身
と
し
て
 露
 現
す
る
こ
と
に
関
り
入
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
し
 か
し
、
こ
の
 
人
 総
じ
 

 
 

て
 Ⅴ
は
概
念
的
理
解
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
 そ
れ
は
、
「
理
解
さ
れ
 得
 無
い
も
の
」
と
し
て
、
総
じ
 て
 有
る
も
の
を
覆
蔵
 す
 

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
有
ら
し
め
る
こ
と
 は
 、
そ
れ
自
身
の
内
 に
 同
時
に
蔵
し
匿
す
と
い
う
こ
と
を
 含
ん
で
い
る
三
牲
 

0
%
 

Ⅰ
Ⅹ
 

お
ど
 。
覆
蔵
性
 
ま
手
 0
r
 

の
の
 

コ
は
住
 
（
は
 非
 １
頁
 性
 
C
 コ
 ，
老
生
Ⅰ
甘
の
田
（
 

，
非
 １
本
質
 
C
 口
 。
 毛
 e
s
 
の
 コ
 と
し
て
 、
真
性
す
な
わ
 

輻
 ・ 

ち
 非
覆
蔵
性
、
す
な
わ
ち
 露
 閑
住
に
本
質
的
に
共
属
し
 て
い
る
 0
 こ
の
「
 非
 l
C
 コ
ー
」
と
し
て
同
講
義
し
で
 
@
 わ
れ
て
い
た
指
示
が
こ
 

こ
で
示
さ
れ
て
い
る
。
無
は
こ
こ
で
は
非
真
性
、
非
本
質
 と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
別
の
言
葉
で
は
密
旨
の
の
 才
色
日
日
の
と
も
言
わ
れ
 

る
 。
「
講
義
」
で
十
分
展
開
さ
れ
ず
に
い
た
 指
 示
と
い
う
 
側
面
が
こ
こ
で
は
密
旨
、
つ
ま
り
「
総
じ
て
蔵
さ
れ
る
 も
の
を
 蔵
 す
こ
と
」
と
 

し
て
考
究
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
 0
 而
も
、
 拒
示
は
真
 性
 、
非
覆
蔵
性
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
 

「
 非
 １
本
質
は
（
 中
 

略
 ）
先
立
っ
て
１
本
質
現
成
す
る
本
質
で
あ
る
（
 毛
毛
 
，
 0
%
 

Ⅰ
Ⅹ
Ⅰ
 

緩
 ご
と
言
わ
れ
る
如
く
、
現
前
す
る
こ
と
 
卸
 コ
ミ
の
 
お
コ
 そ
れ
自
身
 

に
 本
質
上
属
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
従
っ
て
 有
 そ
れ
自
身
 の
 根
本
動
向
か
ら
思
索
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
有
の
 
真
性
毛
が
 ゴ
 （
二
色
（
色
の
の
 

(76)  76 



 
 

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
有
ら
し
め
る
こ
と
」
が
 

有
る
も
の
を
有
ら
し
め
る
こ
と
と
し
て
、
有
者
的
境
域
に
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
 

，
 自
身
が
 

ま
だ
身
を
置
い
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
、
 

有
る
も
の
か
ら
有
の
真
性
へ
の
一
種
の
揺
ら
ぎ
で
あ
ろ
 

づ
ノ
 

@
 。
 

そ
れ
で
は
、
こ
の
揺
ら
ぎ
の
意
味
す
る
も
の
は
何
か
。
 

そ
 れ
は
、
 
円
 
講
義
 
三
 に
お
け
る
 
刃
 
。
 
音
准
 
0
 
コ
 か
ら
、
後
述
 

0
 
%
 

後
五
加
 

口
 に
 い
 
4
 
げ
 

る
 0
 
づ
 
（
の
「
犠
牲
の
揺
り
戻
し
の
中
途
に
あ
っ
て
、
形
而
 

工
学
的
軌
道
を
振
れ
上
っ
た
振
れ
と
 

見
徴
 
せ
る
。
こ
の
 

振
れ
は
有
を
中
心
点
と
 

す
る
か
の
様
に
動
い
て
い
る
。
そ
の
中
心
の
軸
た
る
 

有
 に
 伺
っ
て
引
き
つ
げ
ら
れ
な
が
ら
、
形
而
上
学
的
軌
道
か
 

ら
、
右
 
そ
れ
自
身
へ
、
 

有
の
真
性
へ
と
振
れ
上
が
ろ
 

う
 と
し
た
処
に
、
こ
の
 

振
 れ
を
位
置
づ
げ
ら
れ
よ
 

う
 。
ま
た
こ
れ
は
、
 

円
 
講
義
 
ヒ
か
 
ら
 「
後
詰
」
へ
の
過
渡
 

と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
過
渡
的
性
格
は
こ
の
作
品
の
構
 

成
 自
体
、
つ
ま
り
先
に
前
半
と
後
半
 

と
 分
け
た
二
部
に
も
 

示
さ
れ
て
来
て
い
る
。
 

す
な
ね
 
ち
、
前
半
で
は
、
自
由
で
有
る
こ
と
は
、
有
る
 

も
の
を
有
る
も
の
と
し
て
有
ら
し
め
る
こ
と
と
し
て
、
 

有
 音
的
地
平
か
ら
理
解
さ
 

れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
後
半
は
む
し
ろ
有
る
こ
と
そ
れ
 

自
身
か
ら
、
真
性
の
無
化
す
る
性
格
が
本
質
的
に
真
性
、
 

有
の
真
性
に
属
す
る
こ
 

と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
も
は
や
 

右
 音
的
地
平
に
は
留
ま
れ
な
い
有
へ
の
弾
み
が
認
め
ら
れ
る
 

。
こ
れ
も
過
渡
性
格
の
 

綿
表
 わ
れ
の
一
 

つ
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

が
 、
つ
ま
り
「
総
じ
て
蔵
さ
れ
た
も
の
（
す
な
わ
ち
 有
 る
も
の
）
の
覆
蔵
」
と
し
て
の
密
旨
が
 、
 有
る
も
の
に
 於
 て
 有
者
的
に
理
解
さ
れ
 



る
 。
こ
の
引
用
に
よ
っ
て
も
無
の
後
退
は
明
ら
か
で
あ
 る
 。
そ
の
証
拠
を
更
に
掲
げ
れ
ば
、
 旧
 ～
 
目
 
第
四
版
（
 一
 九
四
三
年
）
に
附
さ
れ
 

ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
 右
 だ
け
を
 思
 志
ホ
し
て
い
る
（
 毛
ぃ
ン
ミ
 
（
三
）
 
，
 0
%
 （
 
パ
 ㏄
。
㏄
 

レ
 」
と
 壬
 
日
明
明
 

さ
 れ
る
に
至
る
の
で
あ
 

す
る
」
 

思
索
し
 

に
 強
調
点
が
置
か
れ
、
有
が
現
前
が
日
も
の
の
の
 口
 し
て
 来
 る
こ
と
に
第
一
次
的
関
心
が
向
げ
ら
れ
る
。
「
講
義
は
た
 
だ
 次
の
こ
と
を
 

て
い
る
、
つ
ま
り
西
洋
の
思
索
に
そ
の
 端
初
 以
来
思
索
 さ
れ
る
可
き
こ
と
と
し
て
出
来
し
て
来
て
お
り
、
と
は
 言
 え
 忘
却
さ
れ
た
 

の
時
に
、
「
形
而
上
学
の
根
本
の
間
」
が
発
せ
ら
れ
た
。
 

こ
の
間
の
問
い
出
そ
う
と
す
る
も
の
は
「
も
の
が
も
の
 

と
し
て
出
会
わ
れ
る
こ
 

と
を
可
能
に
し
て
い
る
八
も
の
Ⅴ
」
或
い
は
「
地
平
を
 

地
平
と
し
て
可
能
に
し
て
い
る
制
約
」
で
あ
る
。
こ
の
間
 

は
 、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 

自
 

ら
も
表
明
し
て
い
る
通
り
（
 

毛
 ～
 
目
 （
 
せ
 ）
 
，
 0
 レ
（
Ⅹ
）
 

N
 
）
）
 
形
而
上
学
的
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
る
も
の
に
つ
い
 

て
 、
そ
れ
の
有
を
 
、
有
 

る
も
の
を
可
能
に
す
る
制
約
と
し
て
、
謂
わ
ば
超
越
論
 

的
 地
平
の
制
約
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
は
、
こ
こ
 

で
は
む
し
ろ
 
有
 と
同
じ
 

も
の
口
器
 汐
 き
の
で
あ
っ
た
。
後
年
 

圭
 の
の
前
書
き
 
に
 示
す
 よ
う
 に
「
有
る
も
の
に
基
づ
き
経
験
さ
れ
た
 

有
 」
で
あ
っ
た
。
 

と
こ
ろ
が
、
此
処
「
後
詰
」
に
至
っ
て
事
態
は
一
変
す
 

る
 。
そ
の
徴
表
と
し
て
第
一
に
掲
げ
ら
れ
る
可
き
も
の
は
 

、
 無
の
後
退
と
も
 
@
 

え
る
事
柄
で
あ
る
。
 

円
 
後
詰
」
は
、
「
講
義
し
の
後
詰
 

と
 し
て
書
か
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
主
導
的
主
題
の
無
に
つ
 

い
て
述
べ
 
ぎ
 る
を
得
な
 

い
 。
と
こ
ろ
が
、
無
は
こ
こ
で
は
「
有
る
も
の
の
他
者
 

年
 
P
 
の
 下
コ
 
年
の
 

r
e
 
z
u
 
 

巴
鯨
目
ぎ
げ
 
已
の
 
コ
 で
あ
り
、
「
 

有
 る
も
の
で
は
無
い
も
の
 

&
 
拐
之
 ざ
ま
 鰍
窩
巨
 
き
と
し
て
扱
わ
れ
る
 
0
 即
ち
、
「
 
一
 切
の
有
る
も
の
か
ら
自
ら
を
区
別
す
る
も
の
」
と
い
う
 

仕
方
で
の
、
「
講
義
」
 

に
 於
け
る
如
き
指
示
 

的
 指
示
の
拒
示
す
る
 

働
 ぎ
は
 、
 無
か
 ら
 奪
い
去
ら
れ
て
、
無
は
有
の
影
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
 

な
っ
て
し
ま
う
。
主
題
 

 
 

 
 

 
 

示
す
の
が
「
し
か
し
こ
の
無
は
有
と
し
て
本
質
現
成
す
 

る
 （
 
毛
 レ
ミ
（
 

z
 ）
。
の
 

下
 Ⅰ
Ⅹ
の
む
 

e
 」
と
い
う
文
で
あ
る
 

0
 こ
 こ
で
無
は
む
し
ろ
有
の
 

（
 
ミ
リ
 

）
 

可
能
に
し
て
い
る
も
の
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
へ
 

導
く
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 果
さ
れ
た
か
に
見
え
る
。
つ
ま
り
 

「
 
有
 と
し
て
本
質
現
成
 

(・ 78 



ハイデッガ一に おける無の系譜 

呼
ん
で
良
い
だ
ろ
う
 
ピ
 無
は
今
や
、
人
間
の
本
質
た
る
 

思
索
に
入
り
来
た
り
、
そ
れ
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 
コ
 
後
 
7
9
 

た
 註
に
「
有
る
も
の
一
切
に
と
っ
て
の
端
的
な
他
者
」
 へ
 の
 言
及
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
「
こ
れ
も
又
、
ま
だ
 形
而
上
学
的
に
有
る
も
 

の
か
ら
舌
ロ
 
わ
 と
れ
て
い
る
（
の
レ
目
の
。
 
e
 」
と
 事
自
 
か
れ
て
 お
り
、
更
に
は
、
「
無
は
有
と
し
て
現
成
す
る
」
の
「
 無
 」
に
附
さ
れ
た
註
に
は
 

意
味
に
と
れ
る
。
そ
の
結
果
は
、
こ
こ
に
示
し
た
様
に
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
有
が
有
と
し
て
本
質
現
成
す
る
事
柄
 

は
 有
る
も
の
か
ら
思
索
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
有
る
も
 

｜
ル
 に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
出
会
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
 

の
 他
者
と
し
て
、
有
る
も
の
か
ら
そ
れ
の
有
を
問
 う
と
い
 

い
こ
と
を
十
分
に
証
し
て
い
る
。
無
は
有
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
 

「
有
る
も
の
の
（
 無
 ）
」
と
な
っ
て
い
る
（
の
 下
 Ⅰ
Ⅹ
㏄
。
の
 

し
か
し
、
こ
の
註
は
二
つ
共
に
二
つ
の
意
味
を
担
っ
て
 

無
の
後
退
に
至
る
。
第
二
に
、
こ
の
反
省
が
（
後
述
す
る
 

に
 目
を
遣
る
こ
と
に
急
な
余
り
、
無
を
有
る
も
の
か
ら
 考
 

の
の
 無
 と
し
て
、
無
は
有
の
前
衛
、
先
駆
と
し
て
有
る
も
 

（
）
は
筆
者
補
）
の
は
、
無
は
 、
 有
が
有
る
も
の
に
 向
 

抑
々
 、
 無
は
有
る
も
の
か
ら
出
会
わ
れ
る
可
き
で
は
な
 

ぅ
 、
従
来
の
形
而
上
学
的
立
場
を
脱
し
切
れ
な
か
っ
た
 

過
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 

い
る
。
第
一
に
は
、
こ
の
文
脈
中
で
解
さ
れ
た
様
に
 、
血
 

様
に
）
も
 う
 
一
度
 転
ず
 

察
し
て
し
ま
っ
た
。
 
無
 

く
、
有
 そ
れ
自
身
に
木
 

反
省
が
な
さ
れ
て
い
る
 

の
の
他
者
、
有
の
 
ヴ
ェ
 

げ
た
前
衛
に
過
ぎ
な
 

,
 
は
 一
切
の
有
る
も
の
 

 
 

質
的
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
軽
視
さ
れ
て
 し
ま
っ
た
 、
と
 言
 う
 自
省
の
意
味
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
無
が
 有
 そ
れ
自
身
に
本
質
的
に
所
属
す
る
と
 ぃ
 ぅ
 点
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
無
の
後
退
に
至
っ
た
 事
 は
、
 必
ず
し
も
否
定
 

的
 、
消
極
的
に
解
さ
れ
る
 可
 ぎ
で
は
な
い
。
無
が
有
る
 も
の
一
切
の
他
者
と
し
て
、
従
っ
て
有
の
前
駆
性
と
し
て
 、
 更
に
は
右
の
 
ヴ
ヱ
｜
 

ル
 と
し
て
有
る
も
の
か
ら
捉
え
ら
れ
た
事
は
、
あ
る
意
味
 で
、
無
が
有
る
も
の
と
し
て
の
人
間
的
現
有
の
内
へ
よ
 9
 具
体
的
に
入
り
込
ん
 

で
 来
た
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
犠
牲
 
0
 づ
零
 ㍉
に
於
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
於
て
 、
人
 間
の
本
質
を
成
す
思
索
 

が
 転
回
す
る
こ
と
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
 

「
そ
の
思
索
さ
れ
る
事
柄
が
（
中
略
）
 
、
 有
る
も
の
の
 他
 者
（
即
ち
 無
 Ⅱ
筆
者
補
註
）
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
る
思
索
 は
 本
質
的
思
索
 と
 

  



さ
 。
つ
ま
り
、
 
之
 ざ
す
（
の
・
 

ミ
 0
 ）
 
汀
コ
 で
は
ま
だ
意
志
す
る
 働
き
が
残
っ
て
い
る
が
故
に
 、
之
ざ
甘
 d
 。
 
旧
 0
 ）
 
鰍
コ
 に
よ
り
 、
人
間
的
 昔
 生
心
の
本
質
 

を
 放
下
し
切
っ
た
 処
 
（
 
せ
軋
 ・
乞
ゴ
③
）
、
そ
れ
は
同
時
 
に
 、
形
而
上
学
の
完
了
 
づ
 三
田
口
耳
 
由
 さ
ゆ
た
る
 
ニ
ヒ
り
ズ
 ふ
 か
ら
の
脱
却
で
も
あ
 

る
 0
 こ
の
如
 き
 放
下
（
特
に
の
 田
 ・
㏄
の
）
が
こ
こ
で
は
「
 犠
牲
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
し
て
 、
 無
は
 
Z
 ざ
す
 （
。
 
旧
 0
 二
の
臣
 

 
 

の
之
 ぎ
ま
と
し
て
人
間
の
本
質
た
る
思
索
に
、
「
犠
牲
 」
を
 要
 め
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
専
ら
 有
る
も
の
を
追
い
廻
し
 

つ
つ
、
か
え
っ
て
そ
れ
に
追
 い
 廻
さ
れ
て
い
た
有
り
方
か
 ら
の
訣
別
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
 と
 同
時
に
、
「
無
の
場
 

の
 保
持
者
 コ
が
 （
 
2
%
 
田
富
ペ
 監
の
名
の
下
（
の
」
で
あ
っ
た
 
人
 間
は
、
 有
の
真
性
が
本
質
現
成
し
て
来
る
場
を
提
供
す
 る
も
の
と
し
て
、
有
の
 

見
張
り
臼
の
毛
 w
n
 
ゴ
汀
 （
の
の
 

オ
 p
*
 
（
 &
 の
の
 ぎ
ぎ
 の
を
引
 き
 受
け
る
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
（
く
性
・
 

ミ
ぃ
目
 （
 之
ン
の
 臣
 ～
 
パ
ひ
 ）
む
か
 
び
 ）
）
）
。
「
 

杵
仕
 

起
と
し
て
有
は
有
の
真
性
の
た
め
に
人
間
を
要
め
る
（
の
 F
H
 

Ⅹ
㌍
Ⅰ
）
」
は
こ
の
意
味
に
解
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

確
か
に
、
こ
こ
で
は
人
間
的
智
生
心
に
 
よ
 る
作
用
が
否
定
 さ
れ
る
こ
と
を
繰
返
し
強
調
し
て
い
る
が
、
（
 
づ
住
 

ヨ
 二
言
（
 
之
 ）
 、
 0
 レ
）
Ⅹ
 

ど
 0
 （
・
）
そ
れ
に
も
 杓
 わ
ら
ず
、
自
己
を
無
に
し
、
右
の
 真
性
の
場
に
な
る
と
い
う
犠
牲
は
、
や
は
り
人
間
的
 現
 右
 に
遂
行
さ
れ
る
八
も
 

の
 Ⅴ
と
し
て
、
無
が
出
会
わ
れ
て
い
る
以
上
、
意
志
の
片
 鱗
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
思
 索
が
、
 謂
は
ば
 
，
の
 
（
 
P
 再
 。
 

す
 a
l
 

叶
の
「
ヰ
位
Ⅰ
 

隼
 す
の
 
毛
燵
す
 Ⅰ
 す
 ㏄
 レ
 
（
よ
の
 ぎ
ぎ
 ㌔
 
と
 L
 
レ
 ナ
Ⅰ
 下
色
 富
コ
 
つ
ま
り
維
持
し
つ
づ
け
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
 れ
て
い
る
こ
と
に
も
 見
 

（
 
a
 ）
 

受
 げ
ら
れ
る
（
 せ
性
 ・
 ミ
 ～
 
目
 （
 
之
 ）
・
の
 
レ
 Ⅰ
Ⅹ
㌣
Ⅰ
）
。
 

も
と
も
 

語
 し
の
こ
の
箇
所
で
、
更
に
続
け
て
舌
口
 
ぅ
 0
 「
こ
の
思
索
 は
 有
の
要
に
応
答
す
る
。
そ
の
仕
方
は
、
人
間
が
自
分
 の
 歴
史
的
木
質
を
、
唯
一
 

の
 必
然
性
の
単
純
な
も
の
に
引
き
渡
す
仕
方
で
応
ず
る
 ，
 
」
と
に
 よ
 る
。
そ
し
て
そ
の
必
然
性
と
は
、
強
い
る
こ
と
 に
よ
り
 要
 め
る
の
で
は
 

な
く
、
犠
牲
の
自
由
に
あ
っ
て
満
た
さ
れ
る
必
要
を
な
 Ⅰ
 
よ
 @
 
ヘ
 
Ⅰ
 U
 
の
で
 か
り
 

占
 る
 
（
の
 レ
 Ⅰ
 
パ
の
 0
0
 
）
。
」
 
ト
廿
恭
 

は
か
 く
ヘ
 

{
 し
て
、
 
由
甲
り
 

索
を
犠
牲
へ
と
定
め
 要
 

め
て
来
る
の
で
あ
る
 0
 犠
牲
は
、
意
志
へ
の
音
生
心
（
く
的
 デ
づ
 下
の
～
 曲
 ・
）
の
輪
を
跳
び
出
し
、
人
間
的
現
有
の
直
 

下
 に
努
 聞
 さ
れ
る
無
床
 

 
 

の
 深
淵
 卜
 ぽ
日
 巨
 
の
 内
 へ
と
 躍
 入
す
る
こ
と
で
あ
る
 。
こ
の
意
味
で
犠
牲
は
放
下
の
 e
 ）
が
 
拐
陪
 チ
文
（
に
 は
ば
 等
 し
い
（
ン
ト
 
性
 ・
の
り
 目
 
・
㏄
。
   



ハイデッガ 

と ら は 

いを う 示の 有 
点 す ヴ   
で、 。 ェ 

あ こ l 

レこ る …の 音柄 - ノ Ⅰ「 

そ 味 過 
れ で ぎ 

元カ 、む 、有ま よ 、 
  の っ 

方 南 た 
で、 駆   

も ま て 、 そ 

れは 指示 あっ 

と た 有 
し 。 る 

て 『 も 
元 請 の 

さ 義 の 
れ L 、 他 

とし 無の「後 者 た 詰 
無 口 て 
化 に 無 
で   於 化 

あ り てし " " 

、 共 そ 
有 道 の 
る し こ 

も て と 

の い に 

で る ょ 

は の り Ⅹ @ ノ よ 十ん 

入 無 っ 

も 化 て 
の す   
Ⅴ る 有 
に も る 

於 げ のも がの 
る 無 の 
運 で 内 
動 あ に 
で   る 自 

81@ (81) 

  における 

て、 

  
0  @T 
無 無 
イヒ イヒ 

す す 
る る 

こと 
が 有 
経 と 

歴 し 
す て 

ると 由 （ 由 

（ Q " ヨ 

  
ど の 
」 の 巾 

表 こ 

ムリ こ号 さ リ 

  
先に無 ィ " ヒ 

す 旧 

るの ヰ旨 （ 
はさ 

  
ナー Ⅰ 11 ま Ⅱ 

  
ミ 三王 ロロ る 
， L-,  も 

ほ の 

於 の 

右 て 、 に 
無 於 

無の系譜 

無
は
有
る
も
の
か
ら
思
索
さ
れ
て
「
有
る
も
の
の
他
者
 」
と
な
り
、
無
の
後
退
と
言
う
結
果
を
惹
起
し
て
し
ま
い
 、
 有
の
前
駆
と
し
て
 

の
み
理
解
さ
れ
た
事
情
は
「
有
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
の
ミ
色
 
窯
 &
 の
の
 ぎ
 ぎ
と
な
る
語
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 
こ
こ
で
も
見
逃
し
て
 

は
な
ら
な
い
の
は
、
飛
躍
が
「
犠
牲
」
と
し
て
敢
行
さ
 れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
ょ
り
有
る
も
の
の
 真
性
に
 伐
 っ
て
有
の
真
 

 
 

性
 が
明
る
み
に
取
り
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
 確
 か
に
無
の
後
退
が
生
来
し
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
 、
有
 る
も
の
に
基
づ
き
、
 
有
 

る
も
の
か
ら
、
そ
の
内
か
ら
の
飛
躍
そ
の
飛
躍
が
 敢
行
さ
れ
る
の
は
 無
 底
の
深
淵
の
内
へ
で
あ
る
が
に
 
よ
り
、
捨
身
の
内
で
か
 

え
っ
て
 、
有
 そ
の
も
の
の
開
 け
 へ
の
道
が
開
け
た
の
で
 
あ
る
。
有
る
も
の
の
内
部
か
ら
の
飛
躍
と
は
言
え
、
そ
れ
 は
 有
る
も
の
の
外
部
へ
 

跳
び
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
ほ
な
い
。
そ
れ
は
、
無
が
 犠
牲
に
於
て
働
 き
 続
け
て
い
る
点
か
し
ら
て
も
窺
え
る
。
 

そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
 

く
し
て
、
有
る
も
の
を
有
る
も
の
と
し
て
有
ら
し
め
て
 ぃ
 8
 場
、
そ
れ
は
 開
 げ
と
も
言
わ
れ
た
が
、
そ
こ
か
ら
「
 有
ら
し
め
る
こ
と
」
 
そ
 

@
9
@
 

れ
 自
体
に
思
索
が
呼
応
し
て
、
思
索
が
自
ら
を
有
る
も
 の
か
ら
 有
 そ
れ
自
体
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
 

四
 、
ロ
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
重
日
蘭
 口
 

「
書
簡
 口
は
 
一
九
四
六
年
秋
に
ジ
ャ
ン
・
 
ボ
 フ
レ
宛
に
 書
 か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
間
の
本
質
た
る
 思
索
 と
右
 と
の
 関
わ
 

り
が
、
有
の
真
性
を
通
し
て
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
 そ
 の
 思
索
の
歩
み
の
内
で
、
無
の
復
権
と
も
言
 う
 べ
 き
 現
象
 を
 見
る
こ
と
が
で
 き
 

る
 。
我
々
は
直
に
無
が
如
何
な
る
布
置
を
得
て
い
る
か
 を
 探
っ
て
見
よ
う
。
 



の
の
の
）
」
。
「
無
い
を
具
す
る
も
の
」
、
そ
れ
は
「
無
い
」
と
 

し
て
自
ら
を
指
示
し
て
来
た
も
の
、
有
る
の
で
は
無
い
 八
 も
の
Ⅴ
は
「
 無
 」
と
 

呼
ば
れ
た
。
「
有
が
無
化
す
る
」
と
舌
ロ
わ
れ
る
の
は
、
 
有
 と
 無
の
名
称
が
入
れ
替
っ
た
だ
け
に
す
ぎ
ず
、
事
態
に
 は
 変
化
は
な
い
の
だ
 る
 

ぅ
か
 。
し
か
し
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
処
で
は
、
有
と
 虹
 ハ
を
 
入
れ
替
え
る
，
」
と
を
正
当
化
す
る
如
何
な
る
根
拠
も
 
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
 

指
示
 的
 指
示
と
さ
れ
た
無
の
無
化
は
、
両
性
格
、
す
な
 わ
ち
 拒
示
と
 指
示
の
面
は
 、
 全
く
 昇
 っ
た
方
向
を
も
つ
 動
 向
 で
あ
っ
た
。
そ
れ
 

に
も
 不
拘
 、
指
示
 と
 指
示
は
 、
 有
る
も
の
に
基
づ
く
有
者
 的
 傾
向
の
強
さ
か
ら
、
指
示
の
み
が
強
調
さ
れ
、
相
互
 に
 対
立
、
葛
藤
を
惹
 ぎ
 

起
す
こ
と
も
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
犠
牲
」
に
於
て
 自
 ら
を
有
る
も
の
の
圏
域
で
上
口
 
如
 し
、
具
体
化
し
、
働
き
か
 け
た
無
は
 、
 有
か
ら
 弾
 

ぎ
 出
さ
れ
た
 無
 と
い
う
様
相
面
が
強
く
、
や
は
り
対
立
、
 葛
藤
の
対
手
を
見
い
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
 、
 無
が
有
の
ヴ
ェ
ー
 

先
駆
と
し
て
む
し
ろ
そ
の
本
来
的
活
動
の
場
の
里
の
 巨
日
 よ
り
弾
き
出
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
 る
 。
 

し
か
し
、
「
書
簡
 L
 で
は
、
無
は
無
化
す
る
も
の
で
あ
 り
 乍
ら
 、
 有
に
共
属
す
る
も
の
と
し
て
理
解
に
も
た
ら
さ
 れ
る
。
有
が
そ
れ
 自
 

身
 と
し
て
無
化
す
る
の
は
、
無
化
す
る
こ
と
が
有
の
現
 一
 
即
 化
す
る
 働
 ぎ
の
宮
田
そ
の
も
の
に
、
何
ら
か
の
仕
方
で
 属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
 

る
 、
と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
。
無
は
、
そ
の
 無
 化
の
面
 か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
有
る
も
の
か
ら
経
験
さ
れ
た
八
も
 の
 Ⅴ
で
は
な
い
、
右
目
 

身
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
 君
 自
身
の
働
空
間
に
 属
し
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
 よ
 り
正
確
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
 で
 対
立
、
葛
藤
す
る
も
 

の
と
し
て
「
係
争
的
の
（
 
q
 
ま
田
」
で
あ
る
。
無
は
有
と
 

 
 

よ
う
。
有
も
無
も
同
じ
 

、
 @
3
@
l
 

、
 

八
 も
の
Ⅴ
 年
い
 
の
 ぎ
 Ⅰ
 
ヴ
 の
で
あ
る
。
同
じ
八
も
の
Ⅴ
 で
あ
り
乍
ら
、
同
時
に
互
い
に
向
き
合
い
、
相
互
に
持
 ち
 耐
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
が
こ
こ
で
は
「
係
争
的
な
る
も
の
」
と
し
て
 表
詮
 さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
係
争
的
事
態
が
、
「
有
が
無
化
 す
る
」
と
し
て
、
自
ら
 

 
 

は
 無
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
ョ
書
簡
 口
 で
は
、
 
無
 化
す
る
の
は
有
と
さ
れ
る
。
無
に
対
す
る
思
索
態
度
の
変
 化
は
明
白
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

 
 

の
守
の
之
）
の
 ゴ
 安
眠
 汀
 
と
し
て
開
 き
 照
ら
す
 汗
オ
 （
 の
 
コ
 
（
 出
 年
日
二
の
下
（
 パ
 

（
 

あ
り
、
他
方
で
は
、
有
る
も
の
に
於
て
自
ら
を
敢
行
に
 も
た
ら
す
犠
牲
的
無
化
で
あ
っ
て
、
区
別
相
違
は
あ
る
に
 し
て
も
、
無
化
す
る
の
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発
 力
と
し
て
の
無
が
、
最
早
有
る
も
の
に
お
い
て
で
は
 な
く
、
 

有
 そ
れ
自
身
に
於
て
係
争
的
に
共
属
し
て
い
る
こ
 と
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
 

を
頭
わ
に
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
し
か
し
、
 

有
も
無
も
融
合
的
と
い
う
訳
は
な
い
。
「
 

栢
 
互
に
持
ち
 

堪
え
て
」
、
有
は
有
自
身
 

と
し
て
無
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
右
が
無
化
 

す
る
」
に
続
い
て
「
 

有
 
と
し
て
」
が
付
け
加
わ
ら
ざ
る
を
 

得
な
い
。
こ
の
事
態
を
 

端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
「
…
…
 

有
 
そ
れ
自
身
は
係
 

争
 
的
で
あ
る
（
 

由
 
二
日
。
の
 

レ
 
Ⅰ
Ⅹ
。
の
 

8
 
）
」
と
い
う
言
葉
に
 

他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
 

至
っ
て
 

、
 
無
の
置
 

位
は
 

、
係
争
的
な
る
も
の
と
い
う
 

開
 
げ
に
於
て
 

、
 
右
の
働
 

域
 
に
復
権
し
た
と
三
口
え
る
。
と
は
 

甘
 
口
え
 

、
そ
の
係
争
的
な
る
 

事
態
は
未
だ
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
は
し
な
い
。
そ
れ
 

は
 
后
の
思
索
の
展
開
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

さ
て
、
無
は
係
争
的
と
い
う
場
に
於
て
 

、
有
 

そ
れ
自
身
 

の
働
域
 

に
返
し
戻
さ
れ
た
。
こ
の
事
は
 

、
 
先
に
揺
ら
ぎ
と
 

呼
ん
だ
も
の
と
如
何
 

な
る
連
関
の
内
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

 
 

  



に
 転
回
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
所
謂
後
期
ハ
イ
デ
 ，
ガ
ー
に
独
自
な
想
到
と
さ
れ
る
転
回
 パ
の
 F
q
 
の
で
あ
る
  
 

こ
の
「
転
回
」
よ
り
見
れ
ば
、
先
に
「
犠
牲
」
に
お
い
て
 、
 単
に
有
者
的
圏
域
に
於
て
有
が
自
ら
の
働
き
を
示
し
 た
と
さ
れ
た
揺
ら
ぎ
 

 
 

こ
と
は
、
係
争
的
で
あ
る
 有
 そ
れ
自
身
に
振
れ
を
 惹
ぎ
起
 す
 。
そ
の
振
れ
は
、
「
 有
 そ
れ
自
身
が
係
争
的
で
あ
る
 」
の
命
題
に
つ
い
て
 分
 

析
 し
た
処
に
既
に
現
わ
れ
て
い
る
。
係
争
的
と
ほ
 、
有
 と
無
が
共
属
的
で
あ
り
乍
ら
 、
 而
も
同
時
に
相
互
に
向
き
 合
っ
て
相
互
に
分
た
れ
 

持
ち
堪
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
有
は
有
 と
し
て
、
つ
ま
り
有
で
あ
り
 乍
ぢ
 無
の
働
 き
 、
無
化
す
る
 こ
と
に
よ
り
自
ら
を
 告
 

如
 し
て
来
て
い
る
。
 
右
 そ
れ
自
身
が
 
、
 無
の
無
化
の
内
 へ
と
自
ら
を
蔵
せ
し
め
、
覆
蔵
せ
し
め
つ
つ
、
同
時
に
そ
 ぅ
 し
た
仕
方
で
、
自
ら
 

を
 不
覆
蔵
、
つ
ま
り
 露
現
 へ
と
衝
 き
 出
す
。
 露
 現
さ
れ
 る
こ
と
は
、
「
現
し
主
な
る
開
 
け
 、
 開
 無
目
 き
庄
コ
帳
 0
 円
へ
と
自
を
を
現
前
 

せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
 

開
 照
の
内
で
有
は
、
人
問
 本
 質
 と
し
て
の
思
索
を
必
要
町
 a
u
c
 
オ
 0
 コ
と
し
つ
つ
、
 
有
 る
も
の
と
し
て
の
人
間
 

的
 現
有
に
自
ら
を
委
ね
る
。
人
間
的
現
有
の
方
も
現
 ｜
 有
 と
し
て
 開
 げ
に
投
げ
入
れ
ら
れ
、
有
に
引
き
渡
さ
れ
て
 、
 開
 照
の
内
に
脱
 ｜
存
 

の
森
ヂ
（
 
ざ
 r
e
 
目
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
、
有
る
 も
の
と
し
て
の
人
間
的
現
有
に
と
っ
て
も
、
右
が
自
ら
を
 告
知
し
て
く
る
場
が
 、
 

相
互
に
関
連
を
持
ち
堪
え
る
場
が
、
将
来
す
る
の
で
あ
 る
 。
か
く
し
て
、
有
と
無
の
係
争
的
事
態
は
 、
 有
と
無
の
 
内
部
で
の
揺
ら
ぎ
に
 留
 

ま
ら
ず
、
 開
 げ
そ
の
も
の
を
も
振
れ
の
圏
域
に
捲
 き
込
 む
 。
言
い
換
え
れ
ば
、
今
ま
で
振
れ
の
中
心
と
し
て
、
 人
 間
駒
現
有
に
せ
 よ
、
有
 

る
も
の
総
じ
て
に
せ
 よ
 、
そ
れ
ら
が
そ
こ
へ
と
 惹
き
寄
 せ
ら
れ
、
方
向
 づ
 げ
ら
れ
て
い
た
 有
 そ
の
も
の
、
 
妙
右
 が
 現
 の
 内
 へ
と
転
入
し
て
 

来
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
、
有
と
有
る
も
の
の
間
の
 振
れ
と
言
わ
れ
た
振
れ
自
体
が
、
全
体
と
し
て
振
れ
始
め
 る
 。
振
れ
と
し
て
表
現
 

さ
れ
た
、
有
と
無
と
の
事
 ｜
 態
の
 a
c
 
オ
 ・
セ
 
0
 「
 甘
曲
 
）
（
 
、
 互
い
 に
 向
き
合
い
、
互
い
に
持
ち
堪
え
て
い
る
こ
と
と
し
て
の
 事
 １
銭
、
君
と
思
索
の
 

（
 
肋
 
@
 @
 

事
｜
 態
が
全
体
と
し
て
互
い
の
 内
 へ
立
ち
寄
り
転
入
し
 
て
 来
る
。
「
こ
こ
に
於
て
全
て
が
転
回
す
る
（
立
年
日
・
 
-
 の
 卜
 Ⅰ
 
ポ
 の
め
の
）
」
と
は
 
円
ゆ
 

目
 

上
の
謂
で
あ
る
。
 
事
｜
態
 自
体
が
転
回
す
る
と
言
っ
て
 も
 良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
の
転
回
は
、
ハ
イ
デ
ッ
 ガ
 ー
の
思
索
の
道
に
一
 

度
 、
あ
る
い
は
数
度
生
じ
た
立
場
の
転
向
な
ど
と
い
う
 も
の
で
は
な
い
。
 
妙
 右
が
 開
照
 に
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
れ
 ば
 、
そ
れ
は
立
て
続
け
 

(・ 84 



 
  

 

，
ぎ
ヒ
 
に
も
当
て
嵌
め
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
如
く
に
 

 
 

の
で
あ
っ
て
、
「
前
書
き
 

ヒ
 
に
は
適
さ
な
い
、
と
で
も
 

号
 

見
え
る
。
同
じ
箇
所
で
更
に
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
 

 
 

口
 
う
つ
も
り
か
。
否
、
「
前
書
 

最
早
、
「
講
義
し
に
限
っ
た
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り
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
予
感
 

曲
 
牙
コ
の
コ
 

」
と
言
う
可
ぎ
か
も
 

ぬ
 
@
 知
れ
な
い
。
 

を
別
様
に
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
 ね
 ち
、
犠
牲
 に
 於
て
有
る
も
の
と
し
て
の
人
間
的
現
有
が
、
そ
の
有
若
 的
根
抵
に
 開
か
れ
る
 深
 

淵
に
躍
 入
す
る
 衝
力
 と
な
っ
た
無
の
無
化
す
る
 働
 ぎ
は
 、
 人
間
的
現
有
が
自
身
の
内
に
蓄
え
て
い
る
自
力
を
も
っ
 て
 為
さ
れ
た
の
で
は
な
 

い
 0
 こ
の
 君
 と
思
索
の
事
 ｜
態
 自
体
が
 、
 右
の
無
化
に
よ
 り
 相
互
に
転
入
し
つ
っ
全
体
が
転
回
す
る
。
こ
の
転
回
 に
よ
り
、
無
化
な
る
 働
 

ぎ
の
日
色
 が
、
開
 げ
に
出
て
い
る
人
間
的
現
有
を
も
 転
 目
の
内
に
捲
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
捲
 き
 込
み
の
 衝
 力
 に
よ
り
犠
牲
が
敢
行
 

さ
れ
得
る
 よ
う
 に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
犠
牲
の
 先
の
解
釈
は
、
転
回
を
、
人
間
的
現
有
の
現
 ｜
 有
へ
の
 転
 大
に
於
て
先
取
り
し
た
 

も
の
を
人
間
的
現
有
の
側
か
ら
記
述
し
た
と
言
え
よ
う
  
 

し
か
し
誤
解
を
招
く
恐
れ
も
な
い
と
は
限
ら
ぬ
の
で
、
 付
 け
 加
え
る
な
ら
ば
、
転
回
は
 、
 先
ず
第
一
に
人
間
的
 現
 右
 が
 現
｜
有
 へ
と
 転
 

入
す
る
こ
と
に
 ょ
 り
、
つ
ま
り
深
淵
に
 躍
 入
す
る
こ
と
 に
ょ
 り
、
そ
れ
か
ら
次
に
 、
有
 そ
の
も
の
の
「
転
回
」
が
 惹
ぎ
起
，
 
」
さ
れ
る
の
で
 

は
な
い
。
「
全
て
が
転
回
す
る
」
と
表
現
さ
れ
た
の
は
、
 有
 そ
れ
自
身
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
人
間
的
現
有
の
有
は
 、
人
間
が
現
 ｜
有
 へ
と
 

脱
｜
 存
し
つ
つ
そ
こ
へ
と
転
入
す
る
時
に
、
同
時
に
そ
 @
 
」
 へ
 転
入
し
て
い
る
訳
だ
が
、
更
に
そ
れ
と
同
時
に
 、
有
 そ
の
も
の
の
現
の
内
 へ
 

の
 転
回
が
為
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
原
因
で
は
な
 い
し
、
ど
ち
ら
も
結
果
で
も
な
い
。
転
回
は
人
間
的
意
 士
 心
で
 
如
何
と
も
し
難
い
、
 



発
言
で
は
な
い
、
「
無
を
経
て
有
を
思
索
せ
ん
と
す
る
 試
み
る
省
慮
は
結
局
、
再
び
有
る
も
の
へ
の
間
に
戻
る
 
（
 
Q
 臣
 ～
 
パ
 ㏄
㏄
 
ト
 
）
」
。
無
は
 

右
の
真
性
に
お
け
る
有
を
思
索
す
る
た
め
に
は
通
ら
ぬ
 ば
な
ら
ぬ
、
必
然
の
経
由
点
で
あ
る
。
即
ち
 、
 無
の
無
化
 す
る
こ
と
に
於
て
初
め
 

て
 、
思
索
は
有
る
も
の
に
 基
 つ
い
て
有
る
も
の
か
ら
の
 
表
 豪
的
思
惟
自
身
を
 、
有
 そ
れ
自
身
の
真
性
を
思
索
す
る
 こ
と
へ
と
転
ず
る
こ
と
 

が
 出
来
る
と
い
う
事
ら
し
い
。
換
言
す
れ
ば
、
無
は
 、
有
 そ
の
も
の
へ
の
回
思
ナ
コ
年
の
 コ
オ
 
の
 
コ
 
と
し
て
の
思
索
 だ
 至
る
た
め
の
経
由
と
し
 

て
 位
置
づ
げ
ら
れ
る
。
経
由
と
し
て
の
無
は
、
「
有
る
 も
の
で
は
無
い
も
の
」
と
な
り
、
有
と
の
区
別
が
認
め
ら
 れ
な
く
な
る
。
か
く
し
 

て
 、
共
属
と
し
て
果
し
た
役
割
を
こ
こ
で
は
果
し
切
り
、
 そ
れ
か
ら
解
除
さ
れ
る
に
至
る
様
に
見
え
る
。
 

無
を
、
 有
る
も
の
か
ら
そ
れ
に
基
づ
き
経
験
さ
れ
、
 

思
 索
 さ
れ
た
 有
 、
そ
の
有
の
有
る
も
の
に
向
け
た
側
面
と
し
 て
の
み
捉
え
る
な
ら
 

ば
、
 確
か
に
無
の
役
割
は
こ
こ
で
 果
 た
さ
れ
た
と
し
て
 

有
る
も
の
へ
と
人
間
が
自
ら
を
委
ね
れ
ば
委
ね
る
程
、
 良

い
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
無
の
無
化
が
転
回
の
 

増
々
有
の
人
間
本
質
へ
の
連
関
が
覆
わ
れ
隠
さ
れ
て
し
ま
 働

き
を
支
え
、
そ
れ
を
 

ぅ
 と
す
る
な
ら
ば
、
 
こ
 

衝
き
動
か
す
力
と
も
な
っ
て
い
る
と
解
釈
し
た
我
々
に
 と
っ
て
 、
 単
に
有
者
的
地
平
に
於
て
理
解
さ
れ
る
一
面
を
 も
っ
て
無
の
無
化
す
る
 

働
き
の
全
て
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
無
は
無
化
 す
る
八
も
の
Ⅴ
と
し
て
、
む
し
ろ
有
に
共
属
し
て
い
た
。
 有
の
自
ら
を
覆
蔵
す
る
 

こ
と
と
し
て
、
「
 非
｜
 」
に
自
ら
を
告
知
し
て
来
た
の
は
 無
の
 、
そ
し
て
同
時
に
有
の
、
無
化
す
る
働
き
の
 宮
注
 
で
 七
の
っ
た
。
 旗
辿
 
ヒ
日
で
Ⅰ
も
 

あ
っ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
無
を
、
そ
し
て
 無
 化
を
単
に
経
由
点
と
し
て
、
経
過
し
た
あ
と
に
 置
 去
り
に
 さ
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
て
 

し
ま
う
可
き
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

形
而
上
学
の
根
底
へ
の
退
歩
は
、
そ
し
て
そ
の
根
底
 自
 鼻
 が
脱
去
し
て
い
る
の
は
何
に
依
る
の
か
。
有
の
立
去
り
 に
よ
り
 惹
き
 起
こ
さ
 

れ
る
有
の
忘
却
は
何
に
依
る
の
か
。
 

有
の
忘
却
と
は
「
有
の
人
間
本
質
へ
の
 元
 切
的
な
連
関
 の
 未
着
（
 目
 け
日
 ，
 0
%
 Ⅰ
 
ポ
ミ
串
し
 」
で
あ
り
、
こ
の
 未
 着
さ
え
も
忘
却
し
て
 

い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
而
も
、
こ
の
忘
却
は
人
間
の
 怠
慢
 だ
 げ
に
そ
の
毒
が
帰
せ
ら
れ
る
 可
 ぎ
も
の
で
は
な
 ぃ
 。
そ
し
て
、
更
に
 、
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れ
ら
の
こ
と
は
、
先
に
我
々
が
 

拒
示
 
と
し
て
、
覆
蔵
 

と
 し
て
考
察
し
た
無
の
無
化
す
る
こ
と
に
依
っ
て
い
る
と
 

舌
 
ロ
 
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

ぃ
 。
「
書
簡
 
卜
に
 
於
て
、
こ
の
 

無
 化
す
る
こ
と
は
 

有
 そ
れ
 
自
身
に
覆
蔵
と
し
て
共
属
し
て
い
る
。
こ
の
覆
蔵
と
し
 

て
の
 
無
 化
が
 
、
有
 
そ
の
 

も
の
の
根
本
動
向
 

0
 「
 
仁
コ
鮭
縞
と
 

理
解
さ
れ
た
。
 

こ
 か
根
本
動
向
が
有
の
未
着
に
 

よ
 る
の
で
あ
り
、
而
も
未
着
 

自
体
に
拒
 
示
的
 
性
格
が
 

本
質
的
に
属
し
て
い
る
が
故
に
、
忘
却
は
人
間
に
の
み
 

そ
の
責
が
帰
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 

又
 、
有
の
 
立
ち
去
り
 
ぎ
ぎ
 
の
 
づ
 
e
 
「
・
 

）
が
の
の
の
コ
ア
 

乱
 （
は
未
着
で
も
あ
り
、
 

有
 そ
れ
自
身
の
根
本
 

動
向
で
あ
り
、
有
が
自
ら
を
脱
去
四
 

%
 の
コ
 
（
 
N
w
O
 

す
の
コ
す
 

る
 故
に
 
、
 立
ち
去
り
が
 

忘
却
と
し
て
自
ら
を
告
知
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
（
 

ぺ
 
哩
 ・
 N
.
 

ロ
 ・
 訪
 し
の
・
 

お
 。
の
・
 

黄
 。
Ⅱ
下
の
・
 

葵
曲
 
）
。
 

 
 

，
 
-
 
 
，
 

言
う
右
か
ら
性
起
へ
の
転
回
も
正
鵠
を
得
て
い
る
と
は
言
い
（
 

い
 。
 又
 、
 ミ
 ・
の
の
 

ゴ
仁
 
）
 
い
 の
如
 

（
㏄
 

@
 
き
、
 
無
か
ら
右
へ
の
転
回
も
 

9
-
l
 

と
考
え
る
。
転
回
を
右
の
如
く
解
し
た
時
、
五
一
の
こ
と
に
よ
り
転
回
を
思
想
展
開
の
途
上
で
生
 

一
 な

い
。
 
無
 化
が
脱
去
な
い
し
 

ほ
 覆
蔵
と
し
て
、
 

有
 そ
の
 

い
 0
 無
の
無
化
の
糸
 

譜
は
、
 
脈
々
と
有
の
歴
史
に
続
い
て
 

さ
て
、
無
の
無
化
の
糸
 

譜
 と
い
う
こ
と
で
、
日
形
而
上
 

七
 、
結
語
に
か
え
て
 

こ
の
様
に
無
を
解
す
る
時
、
無
は
有
る
も
の
で
は
無
 

い
八
 

 
 

 
 

も
の
に
共
属
す
る
根
本
動
向
で
あ
る
以
上
は
、
消
滅
し
て
 

学
は
何
で
あ
る
か
口
を
中
心
に
据
え
て
考
察
を
進
め
る
 

途
 

い
る
こ
と
を
確
信
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
 

も
の
Ⅴ
と
し
て
「
有
る
も
の
か
ら
経
験
さ
れ
た
 

有
 」
に
 

 
 

し
て
、
 
授
 ・
の
の
 

ワ
お
ヨ
 

轄
の
 

 
 

し
ま
う
も
の
で
は
な
 

留
ま
る
こ
と
は
で
 

き
 

上
 で
、
転
回
と
い
う
 

転
回
と
ほ
思
索
の
事
柄
た
る
有
と
時
の
互
い
に
向
 

き
合
 
い
、
こ
の
向
き
合
っ
て
い
る
関
わ
り
を
持
ち
堪
え
て
い
る
 

事
｜
態
 
そ
の
も
の
に
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も
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
小
論
で
は
、
転
回
を
無
化
と
い
う
面
か
ら
 理
 解
を
試
み
た
。
こ
の
悪
化
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
こ
こ
で
 扱
っ
た
作
品
以
降
に
 

於
て
も
、
転
回
を
解
す
る
有
力
な
手
掛
り
を
与
え
る
。
 例
 え
ば
性
起
に
対
す
る
脆
性
起
は
無
化
の
系
譜
 よ
 り
解
釈
 す
る
こ
と
が
で
き
る
の
 

で
は
な
い
か
と
考
え
る
 0
 そ
の
時
、
転
回
の
内
で
、
 

聖
 な
る
も
の
 
隼
 り
の
立
臼
）
漏
の
と
い
う
境
域
で
、
神
と
神
々
 
の
 立
ち
去
り
、
そ
し
て
 

最
後
の
神
の
立
ち
寄
り
等
の
事
を
理
解
す
る
こ
と
が
 可
 能
 と
な
る
、
少
く
と
も
手
掛
り
を
与
え
て
呉
れ
る
と
確
信
 し
て
い
る
。
 

註
 併

し
乍
ら
、
こ
の
問
い
を
発
す
る
現
有
、
或
い
は
ハ
イ
デ
 "
 
｜
 自
身
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
が
、
彼
の
立
場
は
か
な
り
 異
 っ
 た
様
相
を
示
す
。
 

（
 
1
 ）
従
っ
て
こ
の
区
別
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
の
 
し
 い
の
 草
 案
に
既
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
 
"
0
 
巨
 0
-
0
 

ぬ
 @
 
の
り
 
ア
 の
り
安
目
 目
 z
 -
 
（
）
）
㏄
口
恥
 

0
 Ⅰ
 
0
 下
の
 -
 
コ
コ
 
0
 

し
 。
 目
 C
 下
田
 
0
 Ⅰ
の
り
 

サ
 
-
0
%
 
㌔
 
0
 ㏄
の
 空
り
コ
 
Ⅰ
 
0
 コ
せ
 0
 コ
 ㏄
の
 
-
 
コ
 
0
 Ⅰ
の
 0
-
0
 

コ
宙
 
下
山
 て
 
に
あ
た
る
と
言
え
よ
う
。
 

せ
仁
 ・
 呂
 銭
目
 せ
 ）
 
ト
の
 
「
 -
 、
、
 

口
生
 の
田
の
 

コ
 い
 
つ
ゴ
目
 
0
 ㏄
 
0
 で
 す
 
@
0
 

ぎ
コ
 の
の
 ざ
 （
 
@
 
挿
 
o
 コ
 Ⅰ
 0
 ヴ
 
0
 コ
年
。
Ⅰ
 Q
0
%
 
。
 コ
 毛
が
Ⅰ
侍
の
・
 

オ
岸
コ
 
・
 ト
 
の
 
の
肚
 の
 ・
 
ミ
 

以
下
Ⅱ
Ⅰ
の
と
略
記
。
 

（
 
2
 ）
「
も
の
」
と
言
 
う
と
 、
ど
う
し
て
も
有
る
も
の
を
思
い
 描
い
て
し
ま
う
が
、
「
 物
 」
、
「
 
者
 」
で
は
尚
更
ま
ず
い
。
そ
こ
 で
仮
 り
に
八
も
の
Ⅴ
 と
書
 

い
て
、
有
る
も
の
で
は
な
い
事
柄
を
示
そ
う
と
し
た
。
 

（
 
3
 ）
 
有
 者
的
Ⅱ
の
の
 @
 
の
コ
 
Ⅰ
 

（
 
4
 ）
 毛
 @
 
旨
 （
 
セ
 ）
で
の
間
の
立
て
方
は
申
ま
に
於
け
る
そ
 
れ
と
酷
似
し
て
い
る
。
根
木
の
間
の
形
は
同
一
で
あ
る
が
、
 こ
 れ
に
先
立
つ
 

せ
 0
 （
・
 

h
 「
の
的
の
 

は
ミ
 @
 
呂
 （
 
く
 ）
で
は
 
韻
 ぽ
の
 巨
日
 の
の
白
日
毎
り
の
 
之
 宮
す
（
の
 

ャ
 で
 あ
る
の
に
対
し
口
目
は
 、
韻
 @
 
の
の
（
の
 

ゴ
 
（
の
の
年
日
 年
 が
の
 ぎ
ぎ
 っ
 に
な
っ
て
い
る
。
 

申
目
 
で
は
「
 有
 と
思
索
の
隼
お
の
の
）
 ヴ
の
 
」
を
究
明
す
る
立
場
 か
ら
「
 有
 そ
れ
自
身
」
に
通
路
づ
げ
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
か
 ら
で
あ
る
。
（
 せ
性
 

巳
 @
 
日
の
・
 ひ
 ㏄
 
申
 0
.
 
の
㏄
 
由
 ）
 

（
 
5
 ）
こ
れ
は
死
へ
の
有
が
 
、
 負
い
目
的
に
有
る
こ
と
の
の
～
 由
 
コ
年
ぁ
の
ぎ
の
ぎ
の
Ⅰ
 
之
 ざ
甲
 あ
オ
臼
 （
を
通
じ
て
、
こ
の
無
い
 
Z
T
 ま
の
内
に
先
 ぎ
 駆
け
す
 

 
 

@
 四
 @
 

 
 

ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
未
刊
の
「
哲
学
へ
の
 寄
与
 ヒ
に
 言
わ
れ
て
い
る
と
の
事
で
あ
る
。
転
回
は
「
 予
 感
田
冒
 0 コ
」
さ
れ
た
 

立
て
続
げ
に
生
ず
る
動
ぎ
の
日
出
そ
の
も
の
で
あ
る
。
 だ

か
ら
と
舌
口
っ
て
こ
の
の
三
色
は
、
今
既
に
生
起
し
て
 

来
て
い
る
と
も
言
え
な
 

 
  

 

い
 
。
将
来
に
お
い
て
、
人
間
が
真
に
現
 ｜
 有
の
内
へ
転
入
 す
る
時
、
同
時
に
転
ず
る
と
言
え
る
。
そ
れ
へ
の
準
備
 が
 思
索
に
於
て
為
さ
れ
）
 

 
 



る
 先
駆
的
覚
悟
性
 

づ
 
0
 
ニ
 
%
 敵
註
 
の
 目
コ
 
（
の
り
 

オ
 
）
 
0
 
お
の
ロ
ア
の
 

@
 
（
 に
 
照
応
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
 

セ
笹
 
・
の
 
仁
い
ゅ
 

の
の
・
 

ゅ
悪
 お
よ
び
 
の
の
 
0
 
「
㏄
の
 

う
ゴ
 

宵
の
ぺ
 

し
り
の
㌧
Ⅱ
 

0
 
ヴ
 
Ⅰ
の
 

@
 
う
 隼
の
の
 

づ
 0
 
年
 
0
 
の
 @
 
コ
年
り
 

Ⅰ
中
す
 

目
 
0
 
㏄
 
0
 
で
 
す
 
ピ
つ
 
（
Ⅱ
の
Ⅱ
の
 

）
の
・
 

ト
の
 

Ⅱ
 

（
 
6
 ）
 キ
 @
 
目
 （
 
せ
 ）
・
の
中
東
 

馬
 0
 に
 、
 無
が
有
に
所
属
す
る
こ
 

と
は
既
に
言
わ
れ
て
い
る
。
無
の
「
復
権
」
に
つ
い
て
は
後
述
 

四
を
参
照
。
 

（
 
7
 ）
こ
の
「
人
間
に
要
め
て
来
て
い
る
」
，
つ
ま
り
、
 

z
 ぢ
ま
 
毛
 。
 
ヰ
の
コ
 

を
 昔
 
生
心
せ
し
め
る
点
で
「
犠
牲
」
は
よ
り
人
間
的
側
 

面
か
ら
の
表
現
で
あ
り
、
 

未
だ
の
の
 

P
p
 

の
 
お
コ
オ
 

の
 
@
 
（
の
境
地
に
至
っ
て
は
い
な
い
と
言
え
る
 

お
に
ノ
つ
ニ
ノ
 

。
 セ
 ㏄
Ⅰ
・
の
の
（
・
㏄
 

け
 

（
 
8
 ）
例
え
ば
マ
イ
ス
タ
ー
・
 

ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
は
 

、
 神
が
人
間
 

0
 円
へ
入
り
 

来
 っ
て
 
作
 ぎ
を
な
す
場
所
を
人
間
が
「
持
つ
」
 

こ
 と
を
打
ち
破
る
。
 

神
 自
身
 

が
 自
分
の
作
き
の
自
身
の
場
に
な
る
、
と
は
人
間
的
 

音
芋
 
め
の
 
作
 用
の
絶
対
否
定
と
と
れ
る
。
こ
こ
ま
で
徹
底
し
た
時
、
意
志
の
 

輪
か
ら
 
跳
 出
で
き
る
 

の
で
あ
ろ
う
。
（
 

せ
幅
 
）
・
 
ヨ
由
笘
の
 

Ⅰ
 己
り
オ
 

の
ぎ
 
笘
 @
 。
 
り
 
e
 
岸
汀
い
き
 

㌧
 
Ⅰ
 
0
 
曲
 
@
 
帆
ド
 

0
 
コ
 且
コ
由
 

コ
つ
Ⅱ
 

ド
オ
仔
り
 

圧
の
Ⅰ
 

コ
 
ペ
㏄
 

匝
 
・
 セ
 
0
 
コ
 Ⅰ
 
0
 
の
 
0
 
片
ハ
 
レ
佳
 

@
 
コ
 
円
の
 
㏄
 
つ
 
Ⅱ
）
 

（
 
9
 ）
 せ
住
 
・
 刃
 ・
の
り
 

プ
リ
 
の
 
ヨ
簗
 
-
 屯
 「
 
ウ
ヨ
 
ヨ
垢
村
ユ
（
年
の
の
り
の
 

コ
オ
 

0
 
口
の
 

，
 （
Ⅰ
の
Ⅱ
㏄
）
の
・
㏄
 

収
由
 

（
 
騰
 ）
 八
 Ⅴ
印
は
筆
者
補
。
 

 
 

ぎ
が
あ
る
。
そ
の
内
、
殊
に
 

ぺ
 0
 
「
 
毛
 。
 
ュ
ポ
 
（
 
ポ
を
 

 
 

参
照
。
 

 
 

 
 

の
フ
す
 

Ⅱ
㏄
 

幅
 
・
 
せ
 
0
 
コ
 ハ
レ
・
㌧
 

0
 
的
の
の
 

-
 
り
 
Ⅱ
 

 
 

こ
こ
で
は
同
じ
ヴ
ェ
ー
ル
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
は
い
て
も
「
 

後
詰
」
に
お
け
る
の
と
は
全
く
意
味
を
異
に
す
る
。
何
故
な
ら
 

、
こ
こ
で
は
共
属
的
 

な
 右
と
 
虹
 と
の
 
働
 域
か
ら
両
者
の
関
係
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
 

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
係
争
的
」
事
態
に
ま
で
は
未
だ
 

到
 っ
て
い
な
い
よ
う
に
 

思
え
る
。
 

 
 

 
 

ア
ッ
 
ガ
｜
 
自
身
の
手
に
よ
・
 

る
 前
書
 

」
 ケ
 見
て
し
る
 
セ
め
 
㌃
の
・
 

出
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



（
）
の
の
の
）
 

沐
 Q
P
 
コ
の
 ・
 
P
 ）
む
ヰ
 

（
 刻
 ）
 
オ
の
い
 す
 き
ヨ
戟
 -
.
 
、
 
q
 「
 
ウ
 ヨ
ヨ
 癩
汀
臣
 Ⅰ
の
の
 
嶽
コ
オ
 
の
 コ
囲
 ・
 
・
（
 
ト
 
9
 Ⅱ
㏄
）
の
・
 

0
 ㍉
 
曲
 

（
 笏
 ）
 0
.
 づ
ウ
 
内
的
 
の
 -
e
 
Ⅰ
 @
"
 ロ
 0
 コ
 オ
ミ
 
0
 ㏄
 目
い
 「
（
 
ぎ
叫
ゑ
 Ⅰ
の
的
的
の
「
 

の
の
・
 
ト
ト
肚
 

  



宗
教
社
会
学
の
研
究
課
題
で
は
な
い
。
一
見
「
世
俗
化
」
と
 矛
 肩
 す
る
か
 

の
よ
う
な
「
市
民
宗
教
」
も
、
ア
メ
リ
カ
社
会
を
越
え
て
論
議
 さ
れ
、
 多
 

（
 
2
@
 

く
の
研
究
者
の
関
心
を
惹
起
し
て
い
る
。
 

「
世
俗
化
」
と
「
市
民
宗
教
」
は
ま
っ
た
く
別
個
の
独
立
し
た
 社
 会
規
 

象
 で
は
な
く
、
宗
教
と
現
代
社
会
と
の
関
係
を
異
な
っ
た
分
析
 視
点
か
ら
 

捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 そ
 れ
ぞ
れ
の
 

現
象
に
対
す
る
解
釈
の
複
雑
さ
も
あ
っ
て
か
、
議
論
は
各
々
の
 領
域
に
と
 

ど
ま
り
、
す
れ
ち
が
い
が
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
 リ
チ
ャ
 一
 

て
き
た
。
ま
た
、
近
年
は
「
世
俗
化
」
の
概
念
や
世
俗
化
説
を
 分
類
整
理
 

@
l
-
 

し
ょ
う
と
す
る
試
み
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
世
俗
化
 」
だ
け
が
 

九 
オ
ざ
オ
銭
 年
木
・
弓
の
 
コ
コ
 

づ
 0
 
ヨ
 
「
 卜
 巧
む
も
 
パ
 下
め
 0
 わ
ぺ
 
0
 ㍉
 

め
 苗
の
自
色
 卜
再
 Ⅰ
い
も
 パ
 Ⅱ
 0
 円
ぺ
 

の
田
 
0
 Ⅰ
Ⅱ
 

m
.
 

の
 0
 コ
コ
 
・
 
@
 の
 0
 り
 -
0
%
 

せ
ヰ
 
0
 Ⅱ
 円
す
 
0
 の
り
 
-
0
 
コ
 ヱ
 め
の
の
㎡
 

仁
巨
ぜ
 

o
h
 
技
匹
何
 @
0
 
且
 Ⅰ
の
 
づ
 
の
・
 お
 Ⅹ
二
十
き
づ
 
や
 
㏄
 丹
り
 
。
 

石
井
研
 土
 

「
世
俗
化
」
の
概
念
が
宗
教
社
会
学
の
中
心
課
題
の
ひ
と
つ
と
 し
て
 
一
 

六
 0
 年
代
に
登
場
し
て
以
来
、
難
し
い
数
の
論
文
、
著
作
が
輩
 出
さ
れ
 

書
評
と
紹
介
 

ド
 ・
フ
ェ
ン
は
、
研
究
テ
ー
マ
を
「
世
俗
化
」
に
据
え
な
が
ら
 、
「
市
民
 

宗
教
」
論
へ
の
批
判
と
論
争
を
通
じ
て
自
己
の
立
場
を
明
ら
か
 に
し
て
き
 

た
 。
本
書
は
 
フ
ヱ
ソ
 の
初
め
て
の
著
作
で
あ
る
。
 

フ
ェ
ン
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
 
円
 O
 毛
 p
q
p
p
 
コ
 
0
 も
く
 

め
 ～
 
ま
巨
セ
っ
 
八
 %
 斗
錨
ぎ
ぉ
 （
Ⅰ
 
め
妬
涛
 Ⅰ
 
ミ
 N
 、
ニ
 
-
 ふ
１
 の
 
が
 ）
 圭
 
如
上
 

の
 
0
 ゑ
 0
-
0
 

幅
せ
 
0
 （
の
の
 

C
U
l
a
r
@
Z
a
t
@
O
 

コ
を
 
Ⅰ
も
 
悪
 「
 
さ
も
 
～
 卜
っ
 
「
～
 オ
 め
 り
 

序
 が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
点
に
ま
で
到
達
し
た
（
Ⅰ
の
「
㏄
 

ト
 

替
他
 が
す
べ
て
の
社
会
に
お
い
て
文
化
統
合
の
た
め
の
基
盤
を
 

て
か
ら
で
あ
る
。
フ
ェ
ン
は
こ
の
論
文
で
、
宗
教
ま
た
は
そ
の
 

べ
て
い
る
。
社
会
体
系
に
お
け
る
文
化
体
系
、
社
会
構
造
体
系
 

の
プ
 p
 セ
ス
 は
 、
 （
宗
教
の
信
仰
や
価
値
を
基
盤
と
す
る
）
規
範
 

い
う
仮
説
を
問
題
と
し
、
「
現
代
社
会
性
お
が
る
分
化
官
民
 

の
 「
の
 
コ
 

に
 発
表
し
 

機
能
的
 代
 

与
え
る
と
 

の
 
）
」
と
 述
 

は
そ
れ
ぞ
 

も
 
～
 
ぬ
ミ
 転
も
 

ユ
が
ヱ
 。
 コ
 ）
 

的
な
 秩
 

れ
に
、
そ
し
て
 面
 体
系
間
で
高
度
の
分
化
状
況
に
あ
り
、
こ
 う
 し
た
状
況
 

下
で
は
社
会
の
道
徳
的
秩
序
に
架
橋
す
る
唯
一
の
宗
教
的
基
盤
 の
か
わ
り
 

に
 、
究
極
的
な
意
味
体
系
の
多
元
性
が
存
在
す
る
と
い
う
の
は
 
フ
ェ
ン
 

の
 一
貫
し
た
主
張
で
あ
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
に
、
社
会
構
造
や
文
化
体
系
の
分
化
過
程
を
認
め
た
 
が
ら
 

も
 、
宗
教
に
基
づ
く
道
徳
的
秩
序
に
 よ
 る
各
体
系
お
よ
び
体
系
 間
 相
互
の
 

調
和
を
主
張
す
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
 や
 、
情
報
の
中
に
拡
散
し
つ
つ
 も
 象
徴
的
 

現
実
と
い
う
形
で
ア
メ
リ
カ
社
会
の
統
合
の
基
礎
と
な
る
「
 市
 氏
宗
教
 ニ
 

の
 存
在
を
主
張
す
る
べ
ラ
ー
と
は
真
向
か
ら
衝
突
す
る
こ
と
に
 な
る
。
 

本
書
は
全
体
が
大
き
く
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
部
は
 、
 第
一
玉
早
田
 

社
会
的
現
実
に
対
す
る
神
話
的
（
 日
 Ⅰ
 田
 n
p
P
 

）
思
考
と
分
散
的
 
（
 
由
 @
 
の
 
。
 岸
 

 
 

 
 

Ⅰ
の
 
@
 
つ
め
 
）
思
考
、
第
二
章
古
典
的
お
よ
び
現
代
の
社
会
理
論
に
み
 ら
れ
る
 



神
話
的
思
考
と
分
散
的
思
考
、
第
三
章
「
世
俗
化
」
の
理
論
に
 か
け
て
、
 

の
 三
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

第
一
章
で
は
、
用
語
の
意
味
、
と
く
に
「
世
俗
化
」
の
概
念
を
 明
確
に
 

し
 、
そ
の
分
析
視
点
を
設
定
し
て
い
る
。
フ
ェ
ン
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
 

｜
 （
Ⅰ
の
Ⅰ
の
）
 

の
 用
い
た
神
話
的
と
分
散
的
と
い
う
分
類
を
用
い
て
、
社
会
学
 に
お
け
る
 

社
会
認
識
の
 一
 ろ
の
パ
タ
ー
ン
を
抽
出
し
て
い
る
。
神
話
的
 
思
 者
 は
、
 

「
物
や
現
実
を
与
え
ら
れ
た
も
の
、
実
体
的
な
も
の
、
永
続
す
る
 も
の
と
 

考
え
る
。
こ
の
見
解
に
立
つ
と
、
社
会
は
個
人
よ
り
も
現
実
的
 な
も
の
と
 

な
り
、
個
人
は
そ
の
権
利
や
能
力
を
社
会
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
 る
こ
と
に
 

な
る
。
ま
た
分
散
的
思
考
は
 、
 個
々
の
行
為
者
を
ま
ず
第
一
と
 し
 、
現
実
 

は
 文
化
的
社
会
的
に
永
続
す
る
も
の
で
は
な
く
、
個
々
の
行
為
 者
の
自
発
 

的
な
産
物
と
み
な
す
（
 パ
ま
 ）
」
。
フ
ェ
ン
は
前
者
を
代
表
す
る
 
も
の
と
し
 

て
 デ
ュ
ル
ケ
ム
 
と
 エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
 
ズ
 を
、
後
者
で
は
 ウ
ヱ
  
 

ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
を
挙
げ
て
い
る
。
フ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
分
散
 

と
 社
会
と
の
関
係
は
分
離
し
相
争
 う
 利
害
に
よ
り
生
じ
る
抗
争
 的

 思
考
の
 

を
 超
越
し
 

方
が
 

2
9
 

世
俗
化
し
た
段
階
の
社
会
学
理
論
で
あ
り
、
現
在
の
 世
俗
社
会
 

の
 説
明
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
。
し
か
し
 プ
ヱ
ソ
 は
ど
ち
ら
の
 
思
考
形
態
 

も
 予
言
的
で
自
滅
的
な
理
論
で
あ
る
と
し
、
相
方
の
理
論
の
統
 ム
ロ
を
試
み
 

て
い
る
。
こ
の
点
は
二
章
に
引
き
つ
が
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

さ
て
「
世
俗
化
」
で
あ
る
が
、
フ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
世
俗
化
は
 
、
  
 

て
い
る
、
と
い
う
確
信
を
揺
が
す
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
（
八
頁
）
」
 

。
つ
ま
り
 

「
世
俗
化
」
は
、
社
会
構
造
の
分
化
に
基
 
く
 価
値
の
多
元
化
を
も
 た
ら
し
、
 

社
会
が
文
化
的
に
統
合
さ
れ
た
全
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
 
許
さ
な
 

い
 。
そ
れ
ゆ
え
に
「
世
俗
化
」
は
「
個
人
の
社
会
と
歴
史
に
お
 け
る
位
置
 

に
つ
い
て
の
不
安
を
高
め
、
そ
の
不
安
を
克
服
し
ょ
う
と
す
る
 象
徴
的
 あ
 

9
2
 

る
い
は
政
治
的
努
力
を
促
す
の
で
あ
る
（
八
頁
）
」
。
 

フ
ェ
ン
自
身
の
「
世
俗
化
」
理
論
が
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
の
 堅
二
 岳
 早
り
 

以
下
で
あ
る
。
ま
ず
一
章
で
定
義
を
試
み
た
「
世
俗
化
」
に
 対
 す
る
 フ
ヱ
 

ソ
の
 取
り
組
み
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
フ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
 世
 俗
化
」
 

理
論
の
困
難
さ
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
暖
 昧
 さ
に
 起
 因
 し
て
い
 

る
 。
つ
ま
り
現
代
社
会
に
お
い
て
は
「
 聖
 」
と
「
 俗
 」
を
区
別
 す
る
こ
と
 

が
 ひ
じ
ょ
う
に
難
か
し
い
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
宗
教
行
為
 や
 信
仰
に
 焦
 

点
を
絞
れ
ば
「
世
俗
化
」
は
宗
教
の
衰
退
を
意
味
す
る
が
、
 一
 般
 的
な
価
 

値
 観
や
世
界
観
と
い
っ
た
文
化
と
し
て
の
宗
教
に
着
目
す
れ
。
 
ば
 宗
教
は
世
 

俗
化
し
た
社
会
の
中
で
も
脈
々
と
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
 
フ
ェ
ン
 

の
 立
場
は
、
こ
う
し
た
矛
盾
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
同
時
に
 考
慮
し
よ
 

ぅ
 と
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
実
の
複
雑
な
様
相
を
、
定
義
の
設
 定
 に
よ
り
 

生
じ
る
偏
向
な
し
に
見
よ
う
と
い
う
の
が
 フ
ヱ
ソ
 の
立
場
で
あ
 る
 。
 

そ
し
て
フ
ェ
ン
は
五
段
階
の
「
世
俗
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
設
定
 し
て
い
 

る
 。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
一
方
向
的
な
も
の
で
は
な
く
、
逆
行
も
 す
れ
ば
 同
 

時
に
も
起
り
う
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
 

第
一
段
階
は
、
社
会
の
他
の
制
度
か
ら
の
宗
教
制
度
の
分
離
。
 笛
力
 
一
一
一
 

n
@
 

一
 

階
は
 、
宗
教
的
問
題
と
世
俗
的
問
題
と
の
境
界
の
明
確
化
の
要
 求
 。
宗
教
 

集
団
の
価
値
観
や
信
仰
は
社
会
の
正
当
性
の
原
理
と
必
ず
し
も
 調
和
す
る
 

わ
 げ
で
は
な
く
、
対
立
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
両
者
の
抗
争
は
 法
律
 と
ゐ
不
 

教
 的
価
値
の
区
別
を
促
す
。
第
三
段
階
は
、
全
体
と
し
て
の
 社
 会
 と
そ
の
 

構
成
要
素
と
の
抗
争
を
越
え
て
存
在
す
る
、
一
般
化
さ
れ
た
 信
   

0
 発
達
。
社
会
が
存
立
す
る
た
め
に
は
、
コ
ソ
セ
ン
サ
ス
の
た
 め
の
地
盤
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リ """   準階ゆわ 在の団れや 

に
 架
橋
す
る
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
を
期
待
す
る
こ
と
は
何
を
意
味
 し
て
い
る
 

の
か
、
フ
ェ
ン
は
こ
う
問
う
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
間
に
対
す
る
フ
ェ
ン
自
身
の
回
答
が
第
五
章
と
六
章
 
で
あ
 

る
 。
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
た
国
家
の
 権
威
は
 、
 

（
 
Ⅰ
）
 

3
 

宗
教
的
権
威
を
背
景
と
す
る
宗
教
集
団
と
の
抗
争
に
 ょ
 り
、
 ま
 す
ま
す
 世
 

俗
 的
な
根
拠
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
市
民
家
 教
 」
に
よ
 

り
 聖
化
さ
れ
た
社
会
は
、
個
人
の
行
為
や
価
値
観
に
正
当
性
を
 与
え
る
 唯
 

一
の
源
で
は
な
く
な
り
、
聖
な
る
も
の
は
社
会
に
分
散
し
て
い
   

こ
う
し
た
申
か
ら
宗
教
の
個
人
化
と
い
う
 現
億
が
 現
わ
れ
る
。
 
一
 
両
度
 に
 

分
化
の
進
ん
だ
世
俗
的
社
会
に
お
い
て
は
、
究
極
的
な
目
的
や
 価
値
が
共
 

有
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
ア
メ
リ
カ
社
会
の
政
治
的
経
済
的
意
 志
 決
定
は
 

共
有
さ
れ
た
「
市
民
宗
教
」
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
 は
な
く
、
 

何
が
実
行
し
う
る
か
、
何
が
有
効
で
あ
る
か
と
い
っ
た
プ
ラ
グ
 マ
テ
ィ
ク
 

な
 関
心
や
功
利
的
な
規
範
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
 あ
る
。
 そ
 

し
て
社
会
全
体
の
制
度
化
さ
れ
た
価
値
か
ら
自
立
し
た
個
人
ほ
 、
 自
ら
の
 

昔
 生
心
に
 よ
 り
聖
な
る
も
の
を
内
包
し
た
価
値
を
選
び
内
面
化
し
 て
い
く
。
 

フ
ェ
ン
は
こ
こ
で
慎
重
に
宗
教
文
化
（
「
 

ニ
俺
 。
佳
の
 
り
仁
 
-
 
（
 
目
 「
の
）
 
を
 四
 つ
 

の
 タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
に
分
け
て
い
る
。
 

1
 の
例
と
し
て
は
主
要
な
 プ
 ロ
テ
ス
 

タ
ン
ト
、
伝
統
的
 ヵ
 ト
リ
ッ
ク
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
 は
 聖
な
る
 

も
の
の
領
域
を
社
会
問
題
や
政
治
問
題
に
ま
で
広
げ
る
と
と
も
 に
、
 数
ム
 ム
 

の
 価
値
体
系
は
そ
の
ま
ま
信
者
の
価
値
体
系
と
な
っ
て
い
る
。
 ま
た
、
 2
 

 
 

と
し
て
は
モ
ル
モ
ン
 や
 ヱ
ホ
 バ
 の
証
人
の
よ
う
な
セ
ク
ト
が
 、
 3
 と
し
て
㎝
 

は
エ
 バ
ン
ジ
 
ヱ
リ
ヵ
か
 な
宗
教
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
 対
し
て
 4
3
 

 
 

の
 呪
術
的
オ
カ
ル
ト
型
の
宗
教
は
 、
 聖
の
範
囲
を
特
定
の
人
、
 

物
 、
時
間
 



意
図
は
、
い
か
に
現
代
の
世
俗
化
し
た
ア
ノ
リ
 ヵ
社
ム
 耳
が
 、
パ
  
 

内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
 フ
ェ
ン
の
 

に
 限
定
す
る
。
そ
の
一
方
で
警
察
官
が
悪
魔
主
義
者
に
な
り
 

ぅ
 る
よ
う
 

に
 、
制
度
の
中
で
個
人
に
割
り
当
て
ら
れ
る
役
割
と
個
人
の
価
 

値
額
 は
 区
 

別
さ
れ
る
。
フ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
分
化
し
世
俗
化
し
た
社
会
に
 

最
も
適
応
 

し
て
い
る
の
が
 
4
 の
宗
教
で
あ
る
。
 

さ
て
、
こ
れ
ま
で
各
章
の
内
容
を
検
討
し
て
 

 
 

あ
る
の
だ
 

ろ
う
か
。
「
世
俗
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
解
明
す
 

㏄
 の
 

 
 

世
俗
化
」
 

を
 通
し
て
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
 
と
 ウ
ェ
ー
バ
ー
に
 
代
 

一
な
 

 
 

ム
ロ
 
の
試
み
 

 
 

な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
フ
ェ
ン
の
目
的
は
現
 

 
 

 
 

分
析
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
て
あ
る
。
と
脚
 

系
糸
 
略
魅
 

価
 %
 
 

の
い
う
の
は
、
フ
ェ
ン
が
設
定
し
た
「
世
俗
化
」
 

代
の
世
俗
社
会
（
と
く
に
ア
メ
リ
カ
社
会
）
の
 

の
 

ィ
ヒ
 

文
 

 
 

教
 

白
下
 

 
 

俗
 社
会
の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
世
俗
化
の
第
一
と
第
二
の
段
階
 

の
 説
明
は
 

わ
ず
か
二
頁
 
余
 ほ
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
 

ま
た
、
社
会
学
理
論
の
統
合
に
関
し
て
も
、
そ
の
試
み
が
必
ず
 

し
も
 成
 

功
 し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
フ
 

エ
ソ
 が
デ
ュ
ル
ケ
ム
 
や
 パ
ー
ソ
 

ソ
ズ
 を
激
し
く
批
判
し
な
が
ら
も
、
い
ぜ
ん
と
し
て
構
造
機
能
 

主
義
の
枠
  

 

 
 

 
 

諾
約
思
考
と
分
散
的
思
考
の
区
別
は
そ
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
 方
法
的
な
 

肘
 

 
 

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
 べ
 ラ
ー
と
フ
ェ
ン
の
見
解
の
相
違
 は
 山
木
 

ゲ
 
土
圭
 

日
の
 

核
心
で
あ
る
。
ゲ
イ
ル
・
ゲ
ー
リ
ッ
ク
は
、
両
者
は
と
も
に
 次
 の
 五
つ
の
 

問
を
発
し
、
そ
し
て
異
な
っ
た
結
論
に
達
し
た
の
だ
と
い
う
。
   

㈲
「
市
民
宗
教
」
は
 二
 0
 世
紀
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
刷
新
 

 
 

氏
宗
教
」
は
現
在
の
生
活
に
お
け
る
社
会
的
事
実
と
し
て
存
在
 

代
 社
会
に
対
し
て
道
徳
的
 統
 ム
ロ
を
提
供
し
う
る
か
、
㈹
ア
メ
リ
 

力
 社
会
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
全
体
と
し
て
存
在
す
る
か
、
㈲
 &
 

り
う
る
か
、
㈲
道
徳
的
に
破
綻
し
た
 社
ム
 下
に
お
い
て
市
民
の
信
 
仰
 の
高
給
 

す
る
か
、
 

 
 力

の
 「
 市
 

0
 基
盤
 た
 

示
教
 は
現
 

も
し
両
者
の
用
い
る
理
論
的
枠
組
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
異
が
 な
い
と
 

す
れ
ば
、
こ
の
結
論
の
違
い
は
何
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
 。
た
ん
に
 

へ
 ラ
ー
の
オ
プ
テ
ィ
，
ス
ム
 と
 フ
ェ
ン
の
 ぺ
シ
、
、
、
 

ズ
ム
の
相
違
 と
し
て
 片
 

付
け
ら
れ
る
の
か
。
あ
る
い
は
「
聖
な
る
も
の
」
の
概
念
規
定
 
に
 際
し
 

て
、
べ
 ラ
ー
が
象
徴
体
系
を
考
え
た
の
に
対
し
て
、
フ
ェ
ン
は
 具
体
的
な
 

宗
教
状
況
を
念
頭
に
置
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
 2
9
 根
深
い
よ
 

う
 に
思
わ
れ
る
。
 

伝
統
宗
教
の
衰
退
は
両
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
研
究
者
 は
 宗
教
 

と
 社
会
と
の
関
係
を
考
察
す
る
際
に
自
ら
宗
教
（
ま
た
は
「
 聖
 な
る
も
 

の
 」
）
の
概
念
規
定
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
研
究
 正
常
に
つ
 

ぎ
ま
 と
 う
 問
題
で
あ
る
が
、
宗
教
が
見
え
な
く
な
り
、
「
 聖
な
 る
も
の
」
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㈹
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え
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ェ
ン
は
例
に
挙
げ
て
い
る
。
 

㈹
の
 目
 ～
の
の
手
品
・
 
ム
き
 め
「
～
ハ
 

%
 沫
 0
 ぎ
 二
力
ミ
 旧
ぎ
 n
@
 卜
さ
も
お
 馬
毎
 
め
ご
 
へ
 
心
さ
 
ヰ
 

（
の
 
0
 住
の
任
ぜ
 
片
 
0
 Ⅰ
（
二
の
の
 り
こ
目
 ヱ
め
 c
 
の
 臣
 
年
年
 
ぺ
 0
 片
刃
の
目
的
 @
o
 
目
 
目
 o
 コ
 Q 

め
 Ⅱ
の
 
せ
ゴ
 の
の
 
ヱ
 の
の
 之 年
日
 ヴ
 ㏄Ⅱ
の
。
）
 つ
 ㏄
 P.
 

）
㌧
 

b
.
P
 

い
 

㈲
 閃
 0
 ヴ
の
 
「
（
Ⅱ
・
の
（
 
ぃ
目
宙
 「
・
 
"
 の
 i
v
 
二
 
%
 江
田
 @
o
 
や
日
の
の
 ゴ
コ
 
o
c
 「
 
り
 い
せ
 
"
 い
目
 
Ⅰ
 

円
 
二
の
㌧
 ト
 p
 
セ
ゥ
 
円
の
の
Ⅰ
 け
の
 
㍉
 
0
@
 刊
け
 ㍉
 田
甘
 
0
 Ⅱ
の
 0
 日
ヨ
り
 コ
ヰ
 
0
 ヰ
 の
 E
 に
主
Ⅰ
 
P
 Ⅰ
Ⅰ
 
コ
併
 
0
 

㎏
Ⅱ
 
り
ヱ
 0
 由
 @
 
コ
レ
年
へ
い
臣
 0
 の
Ⅰ
の
 0
0
@
0
 

ヰ
田
の
・
 

"
 Ⅰ
め
め
キ
ト
の
㍉
の
Ⅰ
 
い
 @
 下
 Ⅰ
 
の
 

巾
 H
 い
 Ⅰ
 w
O
 
の
 オ
 下
り
目
 ぺ
 
（
 
刃
ぢ
 す
り
「
印
可
 の
コ
コ
 
）
 

ト
 の
 の
 の
 ，
円
 す
の
の
の
り
 
臣
 「
曲
目
 
N
p
 （
 
@
O
 
コ
 0
 卜
セ
 注
目
の
の
 @
 ト
コ
 が
 コ
 住せ
ま
 

n
p
 

-
 片
 
下
り
口
Ⅰ
 

0
 

 
 

も
 0
 パ
オ
 Ⅰ
 
0
 Ⅱ
 田
す
 
0
 ㏄
 ヰ
 
年
年
 
せ
 0
 片
の
 0
 ぃ
仁
 
-
 
ゆ
 「
守
り
 
ヱ
 0
 コ
 ・Ⅰ
 め
膝
再
 
㏄
 
 
 

1
 。
 ト
 
ド
ヰ
 

 
 

 
 

Ⅰ
の
Ⅱ
 

つ
 二
ロ
 
つ
す
 
㏄
 づ
 Ⅱ
 
0
 い
 の
の
の
 
c
 Ⅰ
の
の
り
 仁
 目
ド
 
ニ
ぃ
麓
ヱ
 
0
 コ
 @
 く
月
 づ
 0 の
（
。
㌧
 

P
 Ⅱ
㏄
 
0
 コ
 -
 
り
臣
 



づ
 石
毛
・
 "
 Ⅰ
め
 り
 涛
の
 @
1
1
7
 
１
田
の
 

Ⅰ
の
Ⅱ
 

い
 二
ロ
 
ロ
 
0
 何
く
ぃ
へ
年
 

申
さ
 0
 毛
 
㏄
 
0
 ぃ
 
-
0
-
0
 

の
 せ
 0
 片
の
 0
 ぃ
建
 
-
p
 
Ⅰ
 -
 
い
 り
 ヰ
 
-
0
 
臣
 ，
 Ⅰ
㏄
 
め
わ
 

ト
ト
 @
 ト
 
0
 １
㏄
㏄
 

ト
 つ
 つ
 ㏄
 ょ
づ
 が
）
 
オ
 @
 
臣
憶
 ㌧
が
の
Ⅰ
 

0
 コ
の
リ
コ
 0
 ヰ
オ
の
Ⅰ
 

@
 之
 o
 （
 
e
 の
 o
 コ
任
ア
 0
 
年
 の
 す
 の
圧
の
・
Ⅰ
 

Ⅰ
め
 
り
カ
ト
め
 @
 い
 収
の
 
｜
 ㏄
い
の
 

Ⅰ
の
日
ト
 

"
 わ
 0
 目
 石
 0
 コ
が
 コ
ネ
（
 ゴ
 0 ）
 
0
 め
ぎ
 @
 
ヨ
い
 ま
 %
 コ
 0
 （
の
 o
n
@
p
-
 
の
 Ⅱ
 ㏄
任
の
 

ロ
ノ
 
の
・
Ⅰ
 

七
せ
 
・
 ト
ト
 
㏄
１
ト
 の
 Ⅰ
 @
 
局
 下
目
）
 

ハ
 
ロ
内
方
（
の
Ⅰ
（
の
 宙
 ・
）
 
、
 0
 キ
軽
 
Ⅹ
 吋
田
 
Ⅹ
 
吋
 
㌧
㏄
 Ⅰ
 
牡
 

b
-
Q
q
 

～
～
 
せ
も
 
め
ぎ
 
違
 -
Q
,
0
 

一
 
（
 
@
 
～
 
ぬ
さ
 
～
～
Ⅱ
 

め
 
n
,
 い
イ
 
@
 （
も
・
）
 

-
 ミ
 「
民
心
～
 
斗
叱
寸
 

0
 っ
 
@
.
 
之
 0
 名
 

ぺ
 0
 「
 
ガ
 @
 ま
臣
 0
 ぺ
 

ト
の
べ
 

の
 "
 巾
の
コ
ぃ
 
オ
 ル
コ
 
年
 井
下
 
0
 
コ
 0 ミ
 
0
 Ⅱ
（
 
ゴ
 0 ら
 0 Ⅹ
）
・
 

，
め
 o
n
 
～
 
o
 ～
 
お
帝
 軋
ト
ぉ
口
 

屯
 ㏄
Ⅰ
 
め
 ㏄
Ⅱ
 @
 ト
の
つ
 

１
ト
 ひ
 の
 

目
 
0
 Ⅱ
㏄
 パ
 も
さ
 ぬ
 Ⅰ
目
い
円
 さ
 も
も
 
心
 
0
 八
め
心
ぃ
 ま
 Ⅱ
 
蒲
 「
 
守
 a
 ～
～
 

o
n
.
 の
（
 
0
 Ⅱ
ペ
 
タ
 
の
 0
 申
さ
。
 

叶
 
@
 
り
 仁
井
 
@
 の
 o り
 
@
e
 
ヰ
せ
ヰ
 
0
 Ⅱ
 田
す
 
e
 の
 O
 プ
の
コ
田
 

w
 
力
 。の
井
目
色
せ
 0
 片
目
り
の
目
的
 
@
 
O
 コ
 

卍
の
 
㏄
 つ
 "
 由
 e
 目
ぬ
 @
o
 
コ
，
 @
 
ら
 0 コ
 叶お
せ
の
 コ
 4 
曲
由
井
 
プ
 0 「
 
ご
ぜ
 
@
 
コ
田
 ゴ
 e 
の
 
0
 り
仁
 
-
 
が
 Ⅰ
 

の
 0 由
痒
せ
 ・
 
，
つ
つ
目
ト
 0
1
 
。
 ）
ム
ム
 
@
 コ
オ
 0 す
コ
卸
わ
 0
 オ
の
 
「
（
の
 

0
 コ
 
㏄
 コ
隼
 

㏄
 目
 Ⅰ
 オ
の
 
Ⅱ
 斤
由
 0
 ）
 
典
コ
 
0
 ㍉
（
 り
 由
の
・
）
 

，
 Ⅰ
も
 
雨
ぉ
 
（
～
 
ハ
阿
 卜
さ
も
も
 ミ
 ヰ
む
 
ら
ふ
 ～
Ⅰ
 

芭
 Ⅹ
も
～
も
「
い
ま
 

o
n
 め
ぎ
～
 キ
め
づ
キ
め
 0
 ャ
ヒ
っ
 
Ⅰ
め
 ら
 （
 
む
ぢ
 ・
 O
 Ⅹ
 h
o
 
「
Ⅰ
 
@
 いひ
 の
ゴ
 

け
 ）
 
p
n
 
左
 毛
色
 -
 

  
(96  )  96 



    

  

  
東
京
書
籍
昭
和
五
十
七
年
六
月
刊
 

A
5
 判
四
四
五
頁
四
八
 0
0
 
円
 

あ
き
 

島
田
 
膵
子
 

い
 う
 ま
で
も
な
く
わ
が
国
は
明
治
の
開
国
時
に
、
西
欧
思
想
の
 大
 が
か
 

り
な
受
容
と
い
う
思
想
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
経
験
し
た
。
以
来
 
百
年
余
 

り
 、
こ
の
間
の
思
想
史
は
ま
こ
と
に
変
化
に
富
み
、
そ
の
動
向
 は
 複
雑
で
 

あ
っ
た
と
い
え
 よ
う
 。
日
本
の
近
代
化
は
西
欧
化
で
も
あ
り
、
 

開
明
や
進
 

化
の
掛
声
の
下
に
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
 諸
思
 想
 が
あ
 い
 

次
い
で
移
植
さ
れ
た
が
、
「
和
魂
洋
才
」
の
言
葉
が
示
す
 よ
う
 
に
 、
一
方
 

で
は
国
粋
・
伝
統
主
義
の
力
も
強
く
、
両
者
の
葛
藤
、
対
立
、
 宥
和
の
歴
 

史
 で
も
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
明
治
初
期
の
国
粋
・
伝
統
主
義
と
い
う
と
、
幕
末
 か
ら
の
 

傾
向
を
受
け
つ
い
だ
国
学
、
復
古
神
道
の
系
統
と
、
朱
子
学
、
 陽
明
学
 糸
 

の
 儒
学
の
諸
勢
力
を
ま
ず
第
一
に
挙
げ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
 も
う
一
つ
 

が
 仏
教
で
あ
る
。
い
 う
 ま
で
も
な
く
、
仏
教
は
江
戸
三
百
年
の
 間
に
 宗
派
 

別
に
組
織
化
、
民
衆
化
し
、
安
定
し
た
伝
統
勢
力
で
あ
っ
た
が
 、
明
治
維
 

新
の
神
仏
分
離
の
宗
教
政
策
、
排
 仏
製
釈
 、
仏
教
廃
止
運
動
等
 に
よ
り
、
 

一
度
は
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
活
力
を
失
 っ
 た
 ね
げ
 

で
は
な
か
っ
た
。
筆
者
ほ
か
つ
て
、
日
東
洋
の
論
理
 
｜
 西
田
幾
多
 郎
 
の
 世
 

近
代
日
本
の
思
想
と
仏
教
 

蜂
鳥
 旭
 雄
編
 

C96)  96 



書評と紹介 

  
達
 す
る
テ
ー
マ
を
専
攻
す
る
研
究
者
に
も
呼
び
か
け
て
、
研
究
 

「
国
粋
，
伝
統
主
義
と
欧
化
，
開
明
主
義
と
い
う
両
者
の
共
存
 と 

史
の
通
説
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
氏
に
 
ょ
 

点
で
、
近
世
以
降
は
儒
教
や
国
学
に
お
さ
れ
て
堕
落
の
時
代
と
 

仏
教
 ｜
 概
観
と
問
題
」
が
あ
る
。
氏
は
、
日
本
仏
教
は
上
代
 や
 

「
序
説
」
に
総
論
と
も
い
う
べ
き
 

田
 九
徳
義
氏
の
「
近
代
日
本
の
 

げ
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
包
括
的
と
い
っ
て
 過
 

が
 日
本
近
代
史
を
つ
ら
ぬ
く
一
つ
の
中
心
的
テ
ー
マ
を
な
す
」
 

た
の
で
、
ま
さ
に
画
期
的
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

い
 研
究
と
な
っ
て
い
る
の
が
第
二
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
 -
 

マ
 の
下
に
こ
れ
だ
け
の
 綜
 ム
ロ
的
で
包
括
的
な
研
究
書
は
こ
れ
ま
 

次
に
、
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
 領

域
を
広
 

す
る
仏
教
 

中
世
が
 頂
 

言
 で
は
な
 

（
十
三
頁
）
 

で
な
か
っ
 

」
の
 デ
｜
 

対
立
と
 

思
想
と
 

る
と
、
 

ま
ず
、
 

の
で
あ
り
、
近
世
仏
教
お
よ
び
近
代
日
本
の
思
想
史
の
中
の
仏
 数
 も
そ
 う
 

し
た
中
で
と
ら
え
な
お
す
こ
と
を
提
言
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
 キ
リ
ス
ト
 

教
 伝
来
初
期
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
 と
 禅
僧
、
法
華
 僧
 と
の
二
大
宗
 教
の
対
決
 

を
 東
西
思
想
交
渉
史
の
上
で
も
重
視
す
べ
ぎ
で
、
明
治
維
新
 以
 降
の
 イ
ン
 

，
ク
ト
 も
そ
の
継
続
線
上
に
み
る
と
い
う
視
点
の
導
入
を
示
唆
 さ
れ
て
い
 

る
 。
だ
が
、
思
想
は
つ
ね
に
「
担
い
手
」
が
あ
る
わ
け
で
、
 仏
 教
 思
想
の
 

こ
の
担
い
手
を
①
伝
統
的
な
仏
教
教
団
と
密
着
し
た
宗
義
や
宗
 学
、
 ②
 個
 

人
 と
し
て
仏
教
に
関
心
を
寄
せ
た
人
び
と
。
中
に
は
キ
リ
ス
ト
 者
も
 。
③
 

仏
教
思
想
運
動
と
も
い
う
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
家
と
、
分
類
 さ
れ
る
。
 

明
治
以
降
こ
の
三
者
が
多
様
な
展
開
を
み
せ
た
が
、
「
仏
教
へ
の
 
関
心
が
 

鯨
 

 
 

多
く
の
場
合
、
日
本
的
な
も
の
へ
の
探
求
と
切
り
離
し
が
た
く
 結
び
つ
い
 

 
  

 

て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
仏
教
は
日
本
文
化
 の
中
核
を
 



な
す
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
 二 二
頁
）
と
結
論
 さ
れ
る
。
 

し
 、
対
決
を
せ
き
ら
れ
た
先
学
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
自
己
 

こ
れ
を
受
け
て
、
本
書
は
「
仏
教
と
近
代
思
想
」
、
「
仏
教
と
 

キ
 

の
 立
場
か
 

 
 

教
 」
、
「
仏
教
と
西
洋
哲
学
思
想
」
、
「
仏
教
と
倫
理
・
教
育
思
想
 

」
、
「
 
仏
教
 

@
 

と
 社
会
思
想
」
、
「
仏
教
と
文
芸
思
想
」
の
六
分
野
か
ら
構
成
さ
 

れ
る
。
 

第
一
の
「
仏
教
と
近
代
思
想
」
は
、
村
上
専
精
、
清
沢
満
之
、
 爪
崎
弁
 

栄
 、
 椎
尾
弁
匡
 、
毛
利
柴
庵
、
和
田
性
海
、
佐
藤
 賢
順
 を
と
り
 上
げ
て
 
ぃ
 

る
 。
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
中
に
育
ち
、
西
洋
思
想
、
西
洋
哲
学
 
と
 遭
遇
 

ら
 批
判
的
に
摂
取
し
、
活
用
し
た
仏
教
者
た
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
 ケ
ー
ス
は
 

違
 う
 の
で
あ
る
が
、
じ
つ
に
大
胆
、
か
つ
勇
敢
に
そ
れ
を
行
な
 っ
て
 、
仏
 

教
 思
想
の
活
性
化
を
は
か
り
、
近
代
日
本
に
そ
の
生
命
力
を
新
 た
に
し
た
 

先
達
の
行
と
思
想
を
呈
示
し
、
今
日
の
仏
教
界
へ
の
反
省
を
 ぅ
 な
が
す
も
 

の
が
あ
る
か
と
思
う
。
 

第
二
の
分
野
は
キ
リ
ス
卜
者
の
仏
教
回
心
想
と
の
か
か
わ
り
で
あ
 

り
、
植
 

村
正
久
、
内
村
鑑
三
、
北
村
透
谷
、
佐
古
純
一
郎
が
考
察
の
対
 象
 と
な
っ
 

て
い
る
。
な
か
で
も
植
村
と
内
村
は
近
代
日
本
を
代
表
す
る
 キ
 リ
 ス
卜
者
 

で
、
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
。
植
村
に
つ
い
て
 は
 蜂
鳥
 氏
 

が
 、
植
村
の
史
も
（
 
@
N
 
の
年
 
ロ
扁
 田
口
 0
 （
洗
礼
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
 
武
士
道
）
 

あ
る
い
は
「
志
の
宗
教
」
を
と
り
あ
げ
、
「
わ
れ
わ
れ
に
祖
先
仏
 来
 あ
た
 

え
ら
れ
て
き
た
 
志
 、
日
本
精
神
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
 2
 つ
 て
 拒
ま
れ
 

ず
に
、
か
え
っ
て
そ
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
伸
び
育
つ
と
 こ
ろ
の
 地
 

盤
 と
な
り
 ぅ
る
 」
 二
 0
 七
頁
）
と
彼
が
日
本
の
精
神
風
土
を
も
 と
に
 
キ
 

リ
ス
ト
教
を
考
え
、
法
然
な
い
し
親
鸞
を
批
判
を
交
え
な
が
ら
 も
 純
正
な
 

宗
教
者
と
し
て
か
な
り
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
 、
日
本
的
 

キ
リ
ス
卜
者
た
ら
ん
と
し
た
根
底
を
探
ぐ
り
、
興
味
深
い
。
 小
 山
田
丸
 瓦
 

 
 

 
 

の
 
「
内
村
鑑
三
論
」
も
、
内
村
の
「
神
が
わ
れ
 r@
 
日
本
人
に
 
賜
 い
し
特
殊
 

の
宗
教
心
を
も
っ
て
わ
れ
ら
の
 上
イ
ヱ
ス
 
キ
リ
ス
ト
を
崇
め
奉
 
ら
ん
と
 欲
 

㏄
 

す
 」
（
一
二
 0
 頁
 ）
と
い
う
言
及
を
重
視
さ
れ
、
仏
教
、
と
く
に
 浄
土
門
 

へ
の
彼
の
傾
倒
と
敬
愛
を
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
 内
村
は
仏
 

教
と
 キ
リ
ス
ト
教
を
接
合
し
ょ
う
と
し
た
わ
げ
で
は
な
く
、
 

日
 本
人
と
し
 

て
 キ
リ
ス
ト
の
心
を
解
く
こ
と
を
 動
烈
に
 
願
っ
て
い
た
こ
と
を
 論
証
さ
れ
 

て
い
る
。
後
の
二
人
を
省
略
す
る
が
、
い
ず
れ
も
日
本
人
と
し
 て
の
 キ
リ
 

ス
 卜
者
た
ら
ん
と
仏
教
に
関
心
を
寄
せ
た
人
び
と
で
、
日
本
に
 %
 げ
 ろ
キ
 

リ
ス
ト
教
の
展
開
を
再
考
す
る
の
に
有
意
義
な
論
文
と
い
え
よ
 ら
ノ
 
。
 

第
三
の
分
野
は
井
上
哲
次
郎
、
井
上
円
了
、
西
田
幾
多
郎
、
田
 辺
元
 、
 

三
木
清
と
こ
れ
ま
で
も
比
較
的
論
じ
ら
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た
 諸
氏
で
あ
 

る
 。
共
通
な
こ
と
は
西
洋
哲
学
を
専
攻
し
、
西
洋
的
思
惟
 と
日
 木
杓
思
惟
 

0
 対
決
を
せ
ま
ら
れ
た
人
び
と
の
苦
闘
で
あ
る
。
伊
藤
友
債
民
 の
 井
上
の
 

仏
教
理
解
の
過
程
の
検
討
は
新
し
い
井
上
論
で
あ
り
、
佐
藤
真
 理
人
氏
が
 

三
木
清
と
仏
教
を
「
親
鸞
 ヒ
 に
お
け
る
歴
史
と
人
間
を
通
し
て
 探
ら
れ
て
 

い
る
の
も
労
作
で
あ
る
。
 

第
四
の
倫
理
・
教
育
思
想
の
分
野
は
福
沢
諭
吉
、
和
辻
哲
郎
、
 沢
柳
 政
 

太
郎
、
北
条
時
敏
、
谷
本
富
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
言
論
 界
 、
教
育
 

界
 に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
福
沢
は
明
治
初
期
に
は
仏
教
に
 低
い
評
価
 

し
か
与
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
次
第
に
仏
教
に
接
近
し
 、
コ
福
翁
 官
話
し
 

に
お
い
て
は
独
特
の
仏
教
的
 浬
 繋
の
心
境
が
み
ら
れ
る
の
を
 小
 泉
仰
 氏
が
 

論
及
さ
れ
て
い
る
。
功
利
主
義
的
ム
ロ
里
主
義
者
、
脱
ア
ジ
ア
論
 

の
 福
沢
 像
 

を
 再
考
さ
せ
ら
れ
る
研
究
と
 い
 え
 よ
う
 。
 



さ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
関
係
の
思
想
や
論
争
、
運
動
の
影
響
力
 が
 今
日
 

で
は
想
像
も
つ
か
な
い
く
ら
い
大
き
か
っ
た
の
が
近
代
日
本
の
 社
会
で
あ
 

っ
た
 。
堺
利
彦
が
「
ぜ
ん
た
い
日
本
の
社
会
主
義
者
に
は
 ヤ
ソ
 救
出
の
 人
 

が
 多
い
が
、
仏
教
の
人
も
ま
た
決
し
て
少
な
く
な
い
」
（
三
ニ
 

こ
と
も
多
 い
人
 び
と
で
あ
る
が
、
近
代
的
な
自
我
の
自
覚
、
 遍
 歴
と
仏
教
 

八
頁
）
 と
 

い
う
 よ
う
 に
、
じ
つ
は
仏
教
思
想
と
の
関
連
も
深
く
、
木
下
 向
 江
 、
内
山
 

思
量
、
河
上
肇
、
浅
野
 研
 真
の
四
人
に
代
表
さ
せ
た
の
が
第
五
 0
 分
野
で
 

あ
る
。
四
民
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
描
き
分
け
た
力
作
揃
 い
 で
あ
 イ
勺
 
。
 社
ム
広
 

主
義
者
、
無
政
府
主
義
者
と
し
て
の
内
山
鼠
 童
 論
の
芹
川
博
通
 氏
の
論
文
 

な
ど
明
確
で
、
実
証
的
な
研
究
と
い
え
 よ
う
 。
 

最
後
は
高
山
樗
牛
、
宮
沢
賢
治
、
倉
田
百
三
、
亀
井
勝
一
郎
の
 四
人
を
 

取
り
あ
げ
た
「
仏
教
と
文
芸
思
想
」
で
あ
る
。
広
く
読
ま
れ
、
 語
ら
れ
る
 

と
の
 解
 遁
を
追
っ
て
、
従
来
の
作
家
論
を
超
え
た
思
想
論
と
な
 り
 、
興
味
 

深
か
っ
た
。
 

以
上
、
限
ら
れ
た
紙
幅
で
そ
の
全
容
を
再
現
す
る
こ
と
は
不
可
 ム
弓
ヒ
ヒ
 

で
、
 

ほ
ん
の
一
部
の
紹
介
と
な
つ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
書
に
取
り
 あ
げ
ら
れ
 

た
 「
思
想
家
」
は
二
十
七
人
の
多
き
に
の
 ぽ
 っ
て
い
る
。
そ
の
 中
で
佐
藤
 

賢
順
 、
佐
古
純
一
郎
、
沢
柳
政
太
郎
、
北
条
時
敏
、
亀
井
勝
一
 郎
 と
い
っ
 

た
 諸
氏
は
こ
う
し
た
場
で
は
そ
の
思
想
が
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
 る
こ
と
が
 

比
較
的
少
な
か
っ
た
人
び
と
で
、
異
論
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
 。
ま
た
こ
 

介
の
他
に
取
り
あ
げ
る
べ
き
だ
と
い
う
人
物
も
そ
れ
ぞ
れ
に
 

あ
る
に
違
い
な
 

細
 

い
。
私
見
と
し
て
は
、
近
世
、
近
代
仏
教
は
民
衆
の
ニ
ネ
 ル
ギ
ー
を
無
視
 

と
 

 
 

 
 

会
 福
祉
思
想
と
仏
教
の
関
連
な
ど
考
察
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
か
 と
田
畑
 
う
 ツ
 
ハ
 

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
今
後
の
問
題
と
し
て
、
と
も
あ
れ
、
明
治
 百
年
の
近
 

伏
日
本
の
思
想
展
開
が
こ
の
四
五
 0
 頁
 近
い
一
冊
に
盛
ら
れ
て
 、
わ
れ
わ
 

れ
に
豊
か
な
展
望
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
貴
重
な
書
と
い
え
る
 。
な
お
、
 

芹
川
氏
、
渡
辺
 明
照
 氏
、
渡
辺
弓
子
氏
に
よ
る
年
表
も
理
解
の
 助
 げ
と
な
 

る
 貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
敬
意
を
表
し
た
い
。
 

  



    
し 一翻 述 解 り あ で リ 

かつにべ し ン る 著 ッ メ 

しの 、 人さいう 根 てよ ン ト 一なに 。 名 ジラ ネ のめも 本 の コ   カー 埋れ独 る。 問 の学 身の 誌が づ苗ぬ りソ 広 の 
  
き Ⅱ   もも 轟ざ 

      
  



 
 

本
書
の
内
容
は
 、
 次
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

I
 
Ⅰ
 
コ
 Ⅰ
 @
 
セ
 @
 
Ⅰ
 仁
曲
 
-
 
ぎ
セ
 Ⅱ
Ⅹ
 づ
 ～
 
0
 Ⅰ
 
0
 Ⅰ
 

Ⅱ
の
 o
n
 
守
 -
O
h
 
生
の
「
の
が
 

コ
ら
 O
n
n
p
 

四
 o
 コ
の
 

皿
 
Ⅱ
 
コ
 Ⅰ
 @
 
セ
 @
4
%
 

い
 二
 %
 
せ
が
 コ
宙
弔
 0
 毛
の
Ⅱ
 

（
第
一
部
）
ま
ず
、
著
者
の
本
書
に
お
け
る
ね
ら
い
は
、
一
章
 
（
 斤
 
@
 上
草
）
 

か
ら
三
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ね
ら
い
と
 は
 、
道
徳
 

的
 行
為
の
主
体
を
、
自
我
１
社
会
秩
序
の
関
係
に
お
い
て
、
 二
 つ
の
人
間
 

カ
テ
ゴ
リ
ー
 

所
与
の
伝
統
的
社
会
秩
序
を
、
言
語
や
行
為
を
通
し
て
 

正
当
化
し
、
社
会
の
均
衡
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
八
つ
の
「
の
 

0
 コ
 V
 と
、
 既
 

存
の
秩
序
と
道
徳
的
に
対
立
し
、
秩
序
変
革
を
め
ざ
す
 八
ぎ
臼
 ユ
 &
E
 
巳
 V
 

に
 類
型
化
し
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
媒
介
に
し
て
秩
序
の
 道
徳
的
変
 

革
へ
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
木
室
白
で
は
、
こ
の
 

カ
テ
 コ
リ
ー
を
 

か
な
り
個
性
の
強
い
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
洞
察
力
 に
は
鋭
く
 

奥
深
い
も
の
が
あ
る
。
 

本
書
の
内
容
形
式
は
、
は
し
が
 き
 に
も
あ
る
 よ
う
 に
、
著
者
 自
 身
の
曲
 
豆
 

か
な
フ
ィ
ー
ル
ド
体
験
を
直
接
と
り
入
れ
た
経
験
分
析
的
な
 専
 門
 書
で
は
 

な
く
、
む
し
ろ
エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
体
系
的
と
 は
 必
ず
し
 

も
い
え
た
い
が
、
大
胆
に
論
を
進
め
て
い
る
。
従
っ
て
刺
激
的
 啓
発
的
で
 

は
あ
る
が
、
や
や
全
体
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
が
散
漫
な
印
象
を
 ぅ
 げ
 、
概
念
 

構
成
も
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
た
感
が
 あ
る
。
 そ
 

こ
で
、
ま
ず
内
容
の
大
筋
を
ト
レ
ー
ス
し
た
あ
と
で
、
右
の
占
 に
 留
意
し
 

な
が
ら
、
 い
 く
 っ
か
 所
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
 

個
別
的
に
扱
う
こ
と
よ
り
も
，
む
し
ろ
、
同
一
人
物
が
通
常
は
 
つ
り
 
Ⅰ
の
 
0
 ヰ
 

 
 

で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
契
機
に
よ
っ
て
 ぎ
臼
せ
 @
 
年
仁
巴
へ
移
 付
 す
る
 ｜
 

㈹
 

｜
 こ
の
両
者
問
を
 窩
付
 す
る
能
力
を
ぎ
 ら
 @
 
そ
日
 き
 -
@
 
（
 
セ
と
 呼
ぶ
 

場
合
㈹
 

 
 
 
 

が
 主
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
れ
は
、
著
者
が
従
来
提
示
し
て
き
た
八
の
 

0
 ヨ
の
 0
 口
の
 

V
.
.
.
 

一
定
 

の
地
 

位
 と
役
割
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
社
会
に
ア
イ
デ
 ソ
 テ
ィ
テ
 

ィ
を
 有
し
て
い
る
人
間
、
 
ハ
コ
 0
o
 罵
 V
 …
非
構
造
的
で
、
一
定
 の
 地
位
 

や
 役
割
に
固
定
さ
れ
ず
、
社
会
の
諸
 ヵ
 テ
ゴ
リ
ー
問
を
移
動
す
 る
た
め
、
 

特
定
の
ア
イ
デ
 ソ
 テ
ィ
テ
ィ
を
持
ち
え
な
い
人
間
、
 

ハ
の
づ
 
の
Ⅱ
 
せ
 0
 コ
の
 
V
 

社
会
の
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
越
え
て
、
他
者
を
普
遍
的
に
理
 解
し
 ぅ
る
 

人
間
、
と
い
う
類
型
を
次
の
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
 る
と
い
え
 

よ
う
。
す
な
 ね
 ち
、
 づ
窃
 0
 コ
 Ⅱ
の
 旨
の
 
0
 コ
 の
で
あ
る
が
、
 
ぎ
 巨
 @
 
Ⅱ
 @
 
ら
 偉
 い
ト
 

は
、
の
 0
 日
の
 0
 コ
 0
1
 コ
 0
 
0
 
コ
 0
 １
 0
 セ
 の
「
 
ぜ
 。
 コ
 の
と
い
う
自
我
の
移
 行
 過
程
を
 

包
括
的
に
あ
ら
わ
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
新
た
な
類
型
化
の
試
み
に
著
者
は
、
ど
ん
な
 上
目
 
ゅ
丑
秦
弗
を
 

見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
回
答
は
次
の
四
章
 の
 西
欧
文
 

明
へ
の
史
的
考
察
の
中
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 

著
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
西
欧
文
明
に
与
え
た
「
 
愛
 」
と
「
 個
人
主
 

義
 」
と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
が
 、
ぎ
年
 了
三
 E
 注
の
鋳
型
を
西
欧
 社
 会
に
歴
 

史
的
に
形
成
し
て
い
っ
た
と
み
る
。
原
初
的
に
は
、
古
代
ギ
リ
 シ
ャ
 

１
％
時
代
に
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
ア
ガ
ペ
ー
 的
 堂
と
プ
ラ
ト
 二
 Ⅰ
八
ム
 
的
 

道
徳
理
想
主
義
と
が
融
合
さ
れ
て
い
っ
た
 時
｜
 特
に
パ
ウ
ロ
 
や
 ア
ウ
グ
ス
 

チ
ヌ
ス
 ら
に
よ
っ
て
伝
道
者
の
あ
る
べ
き
姿
が
明
ら
か
に
 
さ
れ
た
わ
 

け
だ
が
、
著
者
は
、
ま
さ
に
こ
の
伝
道
者
の
本
来
の
姿
の
中
に
 
@
 
コ
隼
 
@
 
Ⅱ
 @
 



書評と紹介 

市のン でをは会っ る 他日 は 容人 

  
す
る
場
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
 

「
 死
 」
に
つ
い
て
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
（
七
章
）
。
死
は
 
本
来
、
 

生
 に
内
在
す
る
真
実
（
真
理
）
と
の
最
も
意
義
あ
る
対
面
の
場
 で
あ
る
と
 

い
う
 。
わ
れ
わ
れ
は
、
死
者
を
通
し
て
、
生
の
意
味
を
強
烈
に
   

ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
 死
 さ
え
も
、
個
人
の
独
自
性
が
制
度
や
 カ
テ
ゴ
リ
 

１
 の
中
に
埋
没
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
尊
厳
な
る
真
実
認
識
 の
場
か
ら
 

単
な
る
事
件
や
出
来
事
に
な
り
さ
が
っ
て
し
ま
う
、
と
著
者
は
 嘆
く
。
 

エ
 ハ
章
で
か
れ
は
、
非
西
欧
社
会
に
お
い
て
は
、
 
@
 乱
 宇
田
口
 巴
 @
 
（
 ぺ
が
 

八
 規
定
さ
れ
た
地
位
 V
 に
あ
る
人
間
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
 
る
と
し
 

て
 、
シ
ャ
ー
マ
ン
 
や
 ヌ
ア
族
の
豹
皮
の
首
長
、
ヒ
ン
ド
ウ
 ｜
教
 か
 
り
 ヰ
 
Ⅰ
 ン
二
 

サ
 ー
シ
ン
（
托
鉢
 僧
 ）
そ
の
他
に
よ
っ
て
そ
の
例
証
を
試
み
て
 い
る
。
 

（
第
三
部
）
七
章
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
八
一
般
化
さ
れ
た
 

-
 
申
巨
 
-
 
モ
 -
 

ぎ
 p
-
@
 

（
 
せ
 V
 と
い
う
概
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
は
や
隔
離
さ
れ
 た
 位
置
 

に
一
時
的
に
閉
じ
込
め
て
お
く
こ
と
の
で
き
な
い
道
徳
変
革
を
士
 
ぬ
 す
ぎ
 

d
 守
田
 

u
a
-
 

の
超
世
代
的
連
続
的
な
出
現
状
況
で
あ
り
、
安
定
し
 た
 凝
集
 

力
 の
あ
る
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
最
大
の
脅
威
で
あ
る
と
い
う
。
 ，
 
」
 ぅ
し
た
 

ぎ
 山
守
 を
屈
目
 の
あ
り
方
は
、
古
典
的
に
は
旧
約
聖
書
の
カ
リ
ス
 マ
的
預
 

舌
口
者
を
想
起
さ
せ
よ
う
。
 

八
章
は
、
 

J
.
 

フ
ァ
ビ
ア
ン
に
よ
る
コ
ン
ゴ
に
お
け
る
メ
シ
ア
  
 

な
言
 う
き
 
連
動
の
分
析
、
 
ほ
 つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
 "
 甘
ョ
 い
 い
（
「
古
本
 

族
 」
の
 意
 ）
運
動
と
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
会
の
テ
ン
ペ
ル
 ス
神
父
を
 

師
と
 仰
ぐ
カ
リ
ス
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
運
動
の
こ
と
で
あ
る
が
 、
そ
こ
で
 

著
者
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
神
父
が
故
国
（
ベ
ル
ギ
ー
）
 へ
 帰
り
、
 
や
 

が
て
運
動
が
有
力
な
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
た
後
も
   

101 (101) 



一
 

社
会
の
特
質
を
反
映
し
た
キ
ー
パ
 @
-
 

2
 ス
ン
 を
類
型
化
し
、
構
造
 分
析
上
 

の
 説
明
概
念
と
す
る
人
類
学
的
視
点
や
、
周
辺
的
人
間
に
焦
点
 を
あ
て
、
 

そ
れ
を
媒
介
に
し
て
中
心
（
構
造
的
特
質
）
を
相
対
的
に
描
き
 出
す
文
化
 

記
号
学
的
視
点
が
 、
 概
し
て
、
秩
序
均
衡
論
へ
と
向
か
い
や
す
 い
の
に
 対
 

分
析
よ
り
も
運
動
分
析
を
意
図
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
だ
 

を
 提
起
し
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
人
間
類
型
 

し
て
、
バ
リ
ッ
ジ
は
本
書
に
お
い
て
、
秩
序
変
革
の
主
体
を
問
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
均
衡
よ
り
も
む
し
ろ
秩
序
の
変
動
過
程
へ
の
 題

 に
す
る
 

説
明
概
念
 

、
 恐
ら
く
 

は
 、
 構
吐
炬
 

し
て
神
父
は
、
教
義
に
内
在
す
る
真
実
の
最
も
重
要
な
源
泉
 と
 み
な
さ
れ
 

て
い
た
占
で
あ
る
。
こ
の
章
を
通
し
て
、
著
者
の
ぎ
 緩
づ
 @
 
隼
珪
が
 

二
 に
対
す
 

る
 イ
メ
ー
ジ
が
伝
道
者
に
あ
り
、
ま
た
メ
シ
ア
ニ
ッ
ク
な
宗
教
 運
動
に
そ
 

0
 基
本
的
着
想
を
得
て
い
る
こ
と
が
、
よ
り
具
体
的
に
理
解
さ
 れ
よ
 う
 。
 

九
章
で
は
疎
外
と
ア
ノ
ミ
ー
の
問
題
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
 。
著
者
 

に
ょ
 れ
ば
、
所
与
の
道
徳
性
が
社
会
に
適
合
し
て
い
な
い
混
乱
  
 

人
間
が
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
。
 従
 っ
て
 ア
ノ
 

、
｜
 と
は
、
こ
の
疎
外
が
進
み
、
道
徳
的
抑
制
力
が
無
に
な
っ
 た
 状
態
 ｜
 

｜
 抑
制
力
が
い
く
ら
か
で
も
残
っ
て
い
れ
ば
秩
序
は
結
局
 元
の
 均
衡
を
回
 

 
 

復
し
が
ち
で
あ
る
、
と
か
れ
は
い
 う
 

を
さ
す
。
著
者
は
道
 徳
的
 社
会
 

適
合
性
と
い
う
側
面
か
ら
疎
外
 や
 ア
ノ
、
 、
、
｜
を
 
、
定
義
し
て
い
 る
わ
け
だ
 

が
 、
こ
う
し
た
状
況
は
当
然
 ぎ
隼
ぎ
 日
田
 ま
 ）
が
発
現
し
や
す
  
 

い
え
る
。
そ
の
意
味
で
著
者
は
、
道
徳
変
革
に
関
し
て
、
疎
外
 や
 ア
ノ
、
 、
、
 

｜
に
 積
極
的
な
意
義
を
見
出
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

こ
の
類
型
化
の
論
拠
は
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
千
年
王
国
運
動
に
あ
る
 と
 思
わ
れ
 

 
 

る
が
、
本
書
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
 て
い
な
い
Ⅳ
 

点
が
惜
し
ま
れ
る
。
著
者
は
意
図
的
に
専
門
書
 的
 体
裁
を
と
ら
 な
か
っ
た
⑫
 

 
 
 
 

と
し
て
い
る
が
、
読
者
に
と
っ
て
は
や
は
り
、
著
者
の
問
題
土
日
 

ゅ
 識
の
変
遷
 

過
程
で
類
型
概
念
が
い
か
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
っ
た
か
が
 提
 示
さ
れ
て
 

ほ
し
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
 

内
容
的
に
は
人
類
学
を
は
じ
め
と
す
る
多
彩
な
文
献
を
（
必
ず
  
 

示
 的
で
は
な
い
が
）
踏
ま
え
て
お
り
、
著
者
の
該
博
な
知
識
が
  
 

が
 、
か
れ
の
人
間
類
型
が
運
動
分
析
を
め
ざ
し
て
い
る
と
す
れ
 F
 い
、
 エ
 
ハ
王
 
早
 

0
 人
類
学
的
内
容
が
全
体
の
文
脈
に
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
な
気
が
 
す
る
。
 

（
著
者
も
そ
の
占
に
関
し
て
は
、
あ
る
程
度
認
識
し
て
は
い
る
 が
 ）
 た
と
 

え
ば
、
著
者
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
治
療
行
為
に
 @
 及
し
て
、
 
シ
ャ
ー
 
マ
 

ン
は
 患
者
の
自
我
に
入
り
こ
み
、
患
者
の
経
験
し
た
行
為
を
追
 体
験
し
、
 

患
者
に
内
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
（
霊
的
・
精
神
的
）
回
復
へ
の
 可
 能
牲
を
洞
 

察
す
る
資
質
（
の
 づ
 の
Ⅰ
 
せ
 。
お
と
し
て
の
資
質
）
を
備
え
て
い
な
 げ
れ
ば
な
 

ら
な
い
と
説
く
。
し
か
し
、
そ
 う
 す
る
こ
と
に
お
い
て
通
常
、
 

シ
ヤ
 l
 マ
 

ン
に
 期
待
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
所
与
の
道
徳
的
秩
序
を
正
当
 化
し
、
 
安
 

定
性
を
維
持
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
構
造
が
八
規
定
 さ
れ
た
 地
 

位
 V
 
を
準
備
す
る
の
は
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
形
で
変
動
を
忌
避
 し
 構
造
を
 

安
定
さ
せ
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
 ヌ
ァ
 族
の
首
 長
の
例
も
 

明
ら
か
に
秩
序
維
持
的
な
保
守
的
機
能
を
果
し
て
い
る
し
、
 ヒ
 ン
ド
ウ
 ｜
 

教
の
サ
ソ
 
ニ
ャ
ー
シ
ン
に
し
て
も
世
俗
カ
ー
ス
ト
社
会
の
変
革
 へ
の
主
体
 

と
し
て
扱
 う
 に
は
必
ず
し
も
適
例
と
は
い
い
に
く
い
。
 

本
書
の
文
脈
で
、
わ
れ
わ
れ
が
六
章
二
期
待
す
る
の
は
、
著
者
 が
、
キ
 



リ
ス
ト
教
に
着
想
を
得
た
こ
の
類
型
概
念
を
非
キ
リ
ス
ト
教
 社
 会
 に
お
け
 

る
 一
種
の
メ
シ
ア
ニ
ッ
ク
な
宗
教
運
動
に
い
か
に
適
用
す
る
か
 だ
ろ
う
。
 

従
っ
て
、
シ
ャ
ー
マ
ソ
の
問
題
に
関
し
て
も
、
 八
 規
定
さ
れ
た
  
 

あ
る
職
業
シ
ャ
ー
マ
ン
よ
り
も
道
徳
的
秩
序
の
変
革
を
め
ざ
す
 運
動
主
体
 

 
 

と
り
あ
げ
 

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
 

全
体
を
通
し
て
、
内
容
的
に
は
、
著
者
の
か
な
り
強
烈
な
キ
リ
 ス
ト
 教
 

的
 価
値
観
に
も
と
づ
く
認
識
論
的
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
 例
え
 
ば
 、
「
 
宣
 （
 

実
 
（
事
実
）
」
「
真
の
真
実
（
事
実
）
」
「
物
の
本
質
」
と
い
っ
た
 

本
書
の
要
 

と
な
る
キ
ー
タ
ー
ム
が
、
非
常
に
観
念
的
か
つ
価
値
付
与
的
に
 用
い
ら
れ
 

て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
科
学
的
分
析
の
 レ
 ・
ベ
ル
で
は
、
真
実
 
（
事
実
）
 

と
は
経
験
的
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
個
人
が
自
己
の
 信
念
に
も
 

と
づ
い
 て
確
信
し
た
真
実
も
、
そ
れ
が
社
会
的
合
意
を
得
ら
れ
 な
け
れ
ば
 

社
会
的
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
著
者
は
、
ア
プ
リ
オ
 リ
 に
こ
の
 社
 

全
的
相
対
的
真
実
を
除
外
し
て
い
る
。
社
会
関
係
や
秩
序
は
 、
   

を
書
・
 悪
 、
 益
 ・
 不
 ・
 
益
 と
い
っ
た
側
面
か
ら
し
か
見
な
い
た
め
 、
 真
の
真
 

吏
は
 本
来
秩
序
や
構
造
の
中
に
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
。
 

つ
ま
り
、
 

ぎ
臼
せ
日
岸
己
 
と
な
る
た
め
の
チ
ャ
 ソ
ス
 と
し
て
の
真
実
認
識
は
 ポ
 構
造
 

的
 領
域
で
し
か
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
著
者
 
の
 @
 
コ
 4
@
 

ま
 d
u
a
 

）
概
念
の
構
築
は
、
神
学
的
認
識
論
的
な
意
味
で
の
真
実
 

認
識
を
 

前
提
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
従
っ
て
そ
こ
で
は
経
験
科
学
的
な
 文
化
相
対
 

主
義
は
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
 、
構
成
 概
 

念
が
 科
学
的
有
効
性
を
保
ち
 ぅ
 る
た
め
に
ほ
、
文
化
相
対
主
義
 的
 視
点
は
 

不
可
欠
の
は
ず
で
あ
る
。
邑
の
の
 
@
o
 
コ
ド
 
「
 
せ
 ・
 
a
 監
ヲ
 「
 
o
b
 
絃
 。
 性
耳
と
 し
て
五
者
 

者
の
問
題
意
識
の
中
核
に
は
、
こ
う
し
た
神
学
的
と
経
験
科
学
 的
と
の
 相
 

入
れ
が
た
い
二
つ
の
方
向
を
い
か
に
止
揚
し
て
い
く
か
と
い
う
 こ
と
が
あ
 

る
わ
け
だ
が
、
本
書
の
中
に
そ
の
回
答
を
見
出
す
こ
と
は
、
 旺
 
-
n
 
者
の
側
 

に
 、
著
者
の
問
題
意
識
や
信
仰
的
価
値
観
が
か
な
り
の
程
度
 共
 右
 、
認
識
 

さ
れ
て
い
な
い
と
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
 概
 念
 構
築
に
 

が
あ
っ
て
も
、
構
成
さ
れ
た
概
念
そ
れ
自
体
が
価
値
中
立
的
で
 

お
い
て
、
そ
の
動
機
の
レ
ベ
ル
に
は
研
究
者
の
側
の
一
定
の
価
 値
 関
与
性
 

あ
れ
ば
、
 

そ
れ
は
科
学
的
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
 ぎ
 年
 -
 
セ
 -
 
ら
 由
り
 
-
 

概
念
は
、
定
義
そ
の
も
の
か
ら
す
れ
ば
普
遍
的
な
分
析
概
念
と
 し
て
適
用
 

し
ぅ
 る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
根
底
に
は
、
著
者
 独
特
の
強
 

列
な
 価
値
観
や
問
題
意
識
が
根
ざ
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
 し
 か
も
著
者
 

は
 、
こ
の
認
識
論
的
前
提
を
こ
そ
本
書
で
最
も
重
視
し
て
い
る
 わ
 げ
で
あ
 

る
 。
つ
ま
り
著
者
に
と
っ
て
は
、
本
書
の
類
型
概
念
が
「
 仏
作
 っ
て
挽
入
 

れ
ず
」
式
に
単
に
機
械
的
操
作
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
最
も
 不
本
意
で
 

あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
 広
 々
に
し
て
、
概
念
を
、
そ
の
便
利
さ
 や
有
効
性
 

 
 

の
み
を
見
て
、
著
者
流
に
い
え
ば
概
念
の
真
の
真
実
（
意
義
）
 を
 問
 う
こ
 

と
な
く
用
い
が
ち
だ
が
、
本
書
は
そ
う
し
た
傾
向
へ
の
一
つ
の
 警
鐘
と
う
 

け
と
め
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
 

そ
れ
に
し
て
も
本
書
は
、
著
者
の
巨
の
の
ま
 キ
 七
ま
 印
 。
 づ
 。
 
）
 
o
 の
 @
 
の
 
（
 

と
し
て
の
生
き
様
、
信
念
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
 そ
 の
 信
念
と
 

は
、
 少
な
く
と
も
人
間
を
真
性
理
解
す
る
こ
と
に
始
ま
り
そ
れ
 に
 終
わ
る
の
 

と
い
う
姿
勢
に
お
い
て
は
、
伝
道
者
の
仕
事
も
人
類
学
者
の
仕
 事
も
何
ら
は
 

か
わ
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
類
学
に
お
い
て
も
、
 

エ
ヴ
ァ
ン
㏄
 

 
 

ス
 ・
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
以
降
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
重
視
さ
れ
な
か
 っ
た
ヱ
ミ
 



ッ
ク
 的
な
文
化
記
述
が
再
び
問
題
に
さ
れ
て
ぎ
て
い
る
が
、
木
室
 申
の
人
間
 

類
型
論
的
テ
ー
マ
の
中
に
は
、
著
者
一
流
の
人
間
理
解
の
学
が
 秘
め
ら
れ
 

て
い
る
と
い
え
る
。
本
書
は
人
類
学
の
書
と
し
て
み
れ
ば
、
 必
 ず
し
も
 客
 

観
 的
論
理
整
合
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
者
が
そ
の
 秘
め
ら
れ
 

た
 テ
ー
マ
に
共
鳴
し
え
れ
ば
、
刺
激
的
な
啓
発
 書
 と
な
る
に
ち
  
 
@
 
力
Ⅰ
 
、
 2
 
研
ん
 

 
 

 
 （

 1
 ）
 
力
 ・
 
目
 ・
の
 0
 年
 Ⅰ
 田
 （
 
0
 コ
づ
 も
へ
ま
 雨
 ～
さ
さ
 

雨
め
 
Ⅰ
も
お
 

の
 ・
 し
 0
 せ
 0
 Ⅰ
 ㌧
 緯
 サ
ゴ
 

n
p
 
（
 
@
0
 
コ
の
、
 
（
 
コ
 n
.
 あ
蕊
 ・
の
序
文
参
照
。
 

な
お
、
最
近
の
目
の
の
 
@
0
 
コ
の
 
「
）
・
 

a
 コ
 （
 
ゴ
 （
 
0
 づ
 0
-
0
 

雙
 ㌔
の
活
動
 状
 況
 

に
つ
い
て
は
ト
 ン
 ・
 田
 0
 年
ま
 ヱ
 の
コ
ロ
・
 円
 ・
 甘
 億
㎏
 
ゴ
の
ダ
 漆
の
ニ
ペ
  
 

目
ノ
 
曲
 り
 コ
ア
の
 臆
 ・
 コ
き
鎔
紬
 
0
 さ
の
む
ま
さ
 

b
.
a
n
 

汁
め
め
ぃ
 
～
～
 
沫
 O
c
 
ぬ
 貸
さ
～
 
 
 

C
 コ
 i
v
o
h
 
目
ざ
甘
 相
ギ
 づ
 「
の
の
の
，
 

い
 ま
・
参
照
。
 

（
 2
 ）
 
例
，
え
ば
ン
 ・
）
・
の
 
ニ
セ
 が
Ⅰ
 
け
 Ⅱ
 
住
 ・
。
Ⅰ
が
 
巨
 &
,
 ㌧
の
Ⅰ
㏄
 

0
 コ
す
 
0
 亜
 ら
 ・
が
 コ
 Ⅰ
 

の
 0
 Ⅱ
 
り
 0
 Ⅱ
Ⅱ
 -
 
コ
ド
 の
 -
 
由
 す
い
 

-
e
 

㏄
の
 

せ
臣
 （
 
曲
 内
の
 
，
ヒ
 -
 
コ
カ
 も
 よ
 幅
 @
 
令
さ
ぬ
 ま
も
 

切
 o
r
.
l
a
 

～
の
 

っ
 ぶ
ミ
～
 
ハ
 ～
～
 
芯
 め
つ
ま
～
 

キ
 ら
め
～
 
a
 。
の
ら
・
 
す
せ
め
 ・
Ⅰ
・
の
 ヨ
 @
 
任
甘
 

口
 ・
 ナ
 い
田
主
。
Ⅰ
 

0
 ヤ
ヰ
 
の
 コ
 ・
 1
 
の
㍉
の
参
照
。
 

（
 3
 ）
例
え
ば
荒
木
美
智
雄
「
周
縁
と
新
し
い
人
間
」
 
宍
 思
想
 
0
 科
 

学
ヒ
 昭
和
五
十
五
年
、
十
一
月
号
）
参
照
。
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本
書
は
編
者
を
代
表
と
す
る
研
究
チ
ー
ム
が
一
九
七
八
年
か
ら
 一
九
八
 

0
 年
に
か
け
て
行
な
っ
た
共
同
研
究
の
成
果
報
告
書
で
も
あ
る
 。
中
国
と
 

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
近
代
・
現
代
に
お
け
る
宗
教
運
動
な
い
し
 は
 宗
教
的
 

色
彩
を
帯
び
た
民
衆
運
動
を
主
要
な
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
 西
欧
の
 キ
 

リ
ス
ト
救
世
界
で
の
千
年
王
国
運
動
と
比
較
し
つ
つ
そ
の
特
質
 を
 検
討
す
 

る
こ
と
が
研
究
チ
ー
ム
の
課
題
で
あ
っ
た
。
歴
史
学
の
領
域
か
 ら
 中
国
の
 

宗
教
的
民
衆
運
動
あ
る
い
は
宗
教
結
社
に
よ
る
集
合
行
動
が
研
 究
 さ
れ
 始
 

め
て
か
ら
久
し
い
が
、
そ
れ
が
西
欧
中
世
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
 世
界
の
社
 

金
史
的
側
面
を
強
く
特
色
付
け
る
千
年
王
国
主
義
と
比
較
考
察
 さ
れ
る
 研
 

究
は
宗
教
学
お
よ
び
文
化
人
類
学
の
研
究
者
に
よ
っ
て
も
大
い
 に
 期
待
さ
 

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

本
書
の
構
成
は
大
ぎ
く
三
部
に
分
か
れ
、
最
後
に
総
括
の
部
が
 置
か
れ
 

て
い
る
。
第
一
部
は
「
総
論
１
１
千
年
王
国
運
動
の
世
界
史
的
 
展
開
」
 

（
鈴
木
中
正
）
で
あ
り
、
六
節
よ
り
成
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
 は
千
 牛
王
国
 

信
仰
の
起
源
と
そ
の
西
洋
中
世
お
よ
び
イ
ラ
ン
に
お
け
る
展
開
 が
 論
述
さ
 

れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ラ
ン
的
信
仰
と
仏
教
と
の
出
会
い
に
よ
 る
 弥
勒
 下
 

鈴
木
中
正
編
 

千
年
王
国
的
民
衆
運
動
の
研
究
 

中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
 

東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
二
年
二
月
刊
 

A
5
 判
本
文
五
七
三
頁
六
八
 0
0
 円
 

吉
原
 
和 

男 
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圭 。 。 。 " 立刀 ノ Ⅰ 

生
 信
仰
の
形
成
を
論
じ
て
い
る
部
分
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
 さ
ら
に
、
 

中
国
の
千
年
王
国
運
動
の
展
開
を
述
べ
る
部
分
は
編
者
の
こ
の
 分
野
で
の
 

研
究
を
圧
縮
し
て
示
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
 

第
二
部
と
第
三
部
は
各
論
で
あ
る
。
第
二
部
は
中
国
の
事
例
を
 扱
っ
た
 

三
論
文
を
収
め
て
、
以
下
の
通
り
の
 草
 立
て
と
な
っ
て
い
る
。
 

第
一
章
「
 明
末
清
 初
に
お
け
る
千
年
王
国
論
的
宗
教
運
動
」
（
 野
口
 

餓
郎
 ）
 

第
二
章
「
清
朝
中
期
に
お
け
る
民
間
宗
教
結
社
と
そ
の
千
年
 
王
国
 

運
動
へ
の
傾
斜
」
（
鈴
木
中
正
）
 

第
三
章
「
 明
清
 時
代
に
お
け
る
聞
香
敷
と
清
 茶
 円
教
１
１
 礫
 

石
 

仏
日
王
氏
の
系
譜
」
（
浅
井
 
紀
 ）
 

第
三
部
は
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
事
例
を
扱
っ
た
諸
論
文
か
ら
 成
っ
て
 

い
る
。
 

第
一
章
「
上
座
部
仏
教
文
化
圏
に
お
け
る
八
千
年
王
国
運
動
 
V
 研
 

究
 序
説
」
（
石
井
水
 碓
 ）
 

第
二
章
「
サ
ン
Ⅱ
ホ
セ
信
徒
団
の
反
乱
一
九
世
紀
フ
ィ
  
 

ン
 ・
カ
ソ
リ
ッ
ク
社
会
に
お
け
る
コ
ム
 ニ
 タ
ス
運
動
」
 

（
池
端
 書
浦
 ）
 

第
三
章
「
サ
ウ
ィ
ト
事
件
の
文
化
論
的
考
察
」
（
関
本
照
夫
）
 

-
 
ハ
 
0
0
 頁
 近
い
大
冊
で
あ
り
、
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
の
で
本
書
 の
 各
部
 

各
章
を
満
遍
な
く
紹
介
・
批
評
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
 不
可
能
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

を
 予
め
お
断
り
し
、
 寛
 怒
を
乞
い
た
い
。
 

編
者
の
問
題
設
定
は
、
千
年
王
国
信
仰
の
歴
史
的
・
空
間
的
な
 普
遍
性
 

を
 前
提
と
し
て
、
そ
の
発
現
形
態
の
バ
リ
ュ
ー
 シ
 。
 ン
を
 中
国
 と
 東
南
ア
 

ジ
ァ
 の
諸
民
族
の
運
動
の
中
に
見
い
出
し
、
特
徴
を
検
討
し
よ
 ぅ
 と
す
る
 

点
 に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
こ
で
前
提
と
さ
れ
る
千
年
王
国
信
仰
の
普
遍
性
と
は
ど
の
よ
 う
 な
 こ
 

と
か
と
言
え
ば
、
「
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
キ
リ
 ス
ト
 教
 

特
有
な
メ
シ
ア
に
よ
る
新
し
い
文
化
秩
序
の
構
成
と
そ
こ
へ
の
 過
程
を
意
 

抹
 す
る
狭
義
の
千
年
王
国
信
仰
に
限
定
さ
れ
ず
、
こ
れ
に
類
似
 し
た
信
仰
 

は
 古
今
東
西
、
広
く
世
界
各
地
に
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
 で
あ
る
。
 

そ
こ
で
編
者
ら
は
ノ
ー
マ
ン
・
コ
ー
 ソ
 お
よ
び
ブ
ラ
イ
ア
ン
 

 
 

ン
 に
よ
る
千
年
王
国
信
仰
の
概
念
規
定
を
念
頭
に
置
い
て
各
論
 を
 展
開
す
 

る
こ
と
に
な
る
。
 

総
論
の
最
後
の
部
分
で
は
、
編
者
の
前
 著
 
口
中
国
史
に
お
け
る
 
革
命
と
 

宗
教
 ヒ
 に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
中
国
王
朝
革
命
過
程
の
モ
デ
ル
 を
 修
正
し
 

な
が
ら
、
千
年
王
国
信
仰
が
社
会
変
動
の
過
程
の
中
で
ど
の
 ょ
 う
 に
作
用
 

す
る
か
の
社
会
学
的
考
察
を
展
開
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
千
年
正
 
国
的
 信
仰
 

た
る
弥
勒
下
生
信
仰
を
そ
の
一
つ
の
側
面
と
し
て
含
む
中
国
の
 民
衆
宗
教
 

結
社
に
お
け
る
信
仰
に
は
、
信
者
個
人
の
安
心
立
命
・
解
脱
 救
 済
を
追
求
 

す
る
も
の
、
第
二
に
、
現
世
利
益
の
呪
術
信
仰
、
そ
し
て
第
三
 に
 弥
勒
 下
 

生
 信
仰
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
ど
の
側
面
が
民
衆
を
 強
く
引
き
 

つ
け
る
か
は
社
会
状
況
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
 
示
さ
れ
 

 
 

1
0
5
 

 
 

る
 。
 

社
会
変
動
と
宗
教
体
系
の
ダ
イ
ナ
、
 

、
、
ッ
ク
 
な
関
係
を
考
察
す
る
   

宗
教
運
動
論
の
重
要
な
課
題
と
言
え
る
か
ら
、
様
々
な
宗
教
的
 要
素
が
関
 



与
す
る
民
衆
運
動
を
比
較
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
本
書
は
そ
 の
ぷ
思
畦
で
 

比
較
宗
教
運
動
論
の
大
著
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
し
 、
 編
 若
田
 

身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
研
究
の
方
向
が
主
と
し
て
歴
史
的
 発
展
的
な
 

関
連
に
向
げ
ら
れ
て
 い
 て
、
体
系
的
な
比
較
分
析
が
意
図
さ
れ
 て
い
る
わ
 

げ
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
評
者
の
関
心
が
編
者
と
は
異
な
っ
て
 宗
教
運
動
 

0
 発
生
と
展
開
（
存
続
）
に
つ
い
て
の
一
般
化
さ
れ
た
説
明
 理
 班
 
週
の
構
築
 

と
い
 5
 点
に
あ
る
た
め
に
、
体
系
的
比
較
分
析
の
成
果
を
期
待
 す
る
こ
と
 

は
虹
物
 強
請
に
も
等
し
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 本
 書
 が
各
論
 

に
 配
置
さ
れ
た
優
れ
た
個
別
研
究
を
収
録
し
た
比
較
研
究
の
書
 で
あ
る
に
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
「
総
括
」
で
の
諸
点
に
つ
い
て
の
指
摘
が
や
や
 刺
激
に
 

欠
け
る
の
は
、
本
来
展
開
さ
れ
る
べ
き
個
別
論
文
の
よ
り
体
系
 的
な
総
括
 

が
 不
足
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
し
た
ら
残
念
に
思
わ
ざ
る
を
 

で
あ
る
。
千
年
王
国
の
語
に
つ
き
ま
と
う
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
 得

な
い
。
 

教
 的
伝
統
 

仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
運
動
論
と
し
て
重
要
な
 数
々
の
論
 

点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
ら
を
比
較
宗
教
運
動
論
の
発
 展
を
導
く
 

共
有
財
産
と
し
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
 

千
年
王
国
主
義
運
動
の
思
想
的
，
信
仰
的
内
容
が
決
し
て
 ユ
 ダ
 ヤ
 ・
 キ
 

リ
ス
ト
 救
 世
界
だ
け
の
 偶
 有
事
象
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
 各
 地
 に
伝
 

播
 ・
受
容
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
過
程
で
は
受
容
 地
 の
偶
有
文
化
 が
 右
す
る
 

神
 観
念
・
霊
魂
観
念
・
救
済
思
想
な
ど
と
接
合
さ
れ
た
り
、
 あ
 る
い
は
 新
 

要
素
の
追
加
を
受
げ
な
が
ら
取
捨
選
択
さ
れ
て
い
く
と
い
う
 指
 摘
は
大
切
 

の
 含
蓄
を
明
確
に
し
て
お
く
一
方
で
、
こ
れ
に
類
似
す
る
が
 個
 有
の
内
容
 

を
も
つ
現
象
の
意
義
を
過
小
評
価
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
 

千
年
王
国
的
信
仰
に
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
限
界
状
況
あ
る
い
 は
 危
機
 

状
況
が
超
人
間
的
存
在
の
力
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
、
そ
の
後
に
 完
全
な
る
 

 
 

世
界
が
実
現
す
る
と
い
う
全
面
的
転
換
を
内
容
と
す
る
思
想
が
 含
ま
れ
て
 

蛉
 

い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
書
の
石
井
論
文
で
取
り
上
げ
ら
 れ
た
 
ヴ
ィ
⑥
 

 
 
 
 

ル
バ
ー
 ヴ
ヱ
 の
反
乱
が
反
証
事
例
を
提
供
し
て
い
る
。
 

限
界
・
危
機
状
況
を
打
破
す
る
 ヱ
イ
 ジ
ュ
ン
 ト
 と
し
て
信
じ
 ろ
 れ
て
ぃ
 

る
も
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
お
い
て
は
 メ
シ
 ア
 と
し
て
 

把
握
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
型
が
あ
る
。
 す
な
わ
ち
 

超
越
神
と
英
雄
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
対
を
な
し
て
両
者
共
存
す
 
る
 場
合
 

と
 、
単
独
出
現
の
場
ム
ロ
と
に
 
分
 げ
ら
れ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
 は
 西
欧
 中
 

世
に
み
ら
れ
た
終
末
時
の
帝
王
と
再
臨
の
キ
リ
ス
ト
、
お
よ
び
 中
国
の
王
 

朝
 革
命
期
に
み
ら
れ
る
未
来
 王
と
 弥
勒
仏
の
組
み
合
わ
せ
が
 め
 る
 。
 

N
,
 

コ
ー
ン
に
 

ょ
 れ
ば
千
年
王
国
信
仰
の
特
徴
と
し
て
救
済
が
 地
上
的
 

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
中
国
の
一
般
民
衆
の
 間
 に
み
ら
 

れ
た
弥
勒
下
生
信
仰
に
つ
い
て
も
、
 

ザ
ソ
 Ⅱ
ホ
セ
信
徒
 回
 に
つ
 に
い
て
も
 

妥
当
し
な
い
。
 

以
上
の
三
つ
の
点
は
い
わ
ば
宗
教
そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
要
因
 
で
あ
 

り
 、
 N
.
 
コ
ー
ン
に
よ
る
規
定
が
必
ず
し
も
普
遍
妥
当
性
を
有
 し
な
い
こ
 

と
が
確
認
さ
れ
る
。
 

編
者
は
、
千
年
王
国
運
動
の
発
生
を
導
く
も
の
と
し
て
信
徒
た
 ち
の
 生
 

活
の
危
機
と
危
機
意
識
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
危
機
 状
況
の
認
 

知
 に
は
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
の
役
割
が
大
き
い
こ
と
を
強
調
し
 て
い
る
。
 

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
 

ヵ
 リ
マ
ス
的
指
導
者
が
主
張
す
る
 危
 機
 で
あ
 

り
 、
こ
れ
は
多
分
に
主
観
的
あ
る
い
は
作
為
的
な
も
の
で
あ
り
 ぅ
 る
が
、
 

こ
れ
を
信
愛
す
る
側
に
も
そ
れ
に
対
応
す
べ
き
何
ら
か
の
客
観
 的
 根
拠
が
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儀
礼
と
し
て
表
現
さ
れ
た
り
、
移
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
想
 世
界
の
建
 

設
を
試
み
よ
う
と
す
る
行
動
に
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
 

次
に
、
宗
教
運
動
論
の
論
点
の
一
つ
と
し
て
重
要
な
も
の
に
 運
 動
の
方
 

向
の
変
化
お
よ
び
特
性
の
変
質
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
お
そ
ら
 く
 社
会
 統
 

制
の
作
用
と
宗
教
の
世
俗
化
・
合
理
化
と
い
う
問
題
が
関
係
す
 る
 。
 h
 
ホ
サ
 

笘
 

運
動
の
発
生
と
は
区
別
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
 き
 宗
教
運
動
の
展
 開
 ・
存
続
 

0
 間
 題
 で
あ
る
。
危
機
の
診
断
・
認
知
の
後
に
続
く
対
応
の
過
 程
で
権
力
 

別
に
よ
っ
て
 反
 社
会
性
・
反
体
制
性
が
指
摘
さ
れ
る
な
ら
ば
、
 運
動
へ
の
 

様
々
な
統
制
が
加
え
ら
れ
、
両
者
の
力
関
係
に
よ
っ
て
は
破
局
 を
 迎
え
て
 

運
動
が
消
滅
し
た
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
突
発
主
義
か
ら
穏
や
か
 な
 漸
進
主
 

義
へ
 方
針
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
あ
る
い
は
神
の
碇
と
し
て
 の
時
間
的
 

必
然
性
は
人
間
の
歴
史
に
内
在
す
る
法
則
へ
と
換
え
ら
れ
る
の
 で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
宗
教
運
動
の
発
生
お
よ
び
存
続
を
説
明
す
る
こ
と
 は
そ
れ
 

を
 可
能
に
し
た
諸
条
件
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
 0
 条
件
が
 

相
互
に
ど
の
よ
う
に
関
連
し
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
等
し
い
 と
 考
え
 ろ
 

れ
よ
 う
 。
そ
し
て
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
 忙
 、
一
つ
の
宗
教
運
動
 が
 発
生
し
 

た
 事
情
を
解
明
す
る
こ
と
と
、
そ
の
宗
教
運
動
が
そ
の
後
も
存
続
 し
 、
展
開
 

を
 見
せ
た
場
合
の
事
情
を
解
明
す
る
こ
と
は
分
析
的
に
は
区
別
 さ
れ
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
発
生
時
点
で
の
運
動
 の
 起
動
力
 

が
 千
年
王
国
実
現
の
信
仰
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
信
仰
が
 持
続
さ
れ
 

る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
た
千
年
王
国
の
ビ
ジ
ョ
 ソ
 そ
の
も
の
 も
 質
的
に
 

 
 

変
化
す
る
の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
千
年
王
国
主
義
運
動
 
 
 

タ
ー
ト
し
た
も
の
が
時
の
経
過
す
な
わ
ち
状
況
の
変
化
と
共
に
 他

の
運
動
㏄
 

類
型
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
 き
 も
の
へ
変
質
あ
る
い
は
移
行
し
 て
ゆ
く
 可
 



能
 性
を
見
落
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
宗
教
運
動
と
は
 何
 か
 。
と
い
 

う
 問
題
が
こ
こ
で
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
ひ
き
続
き
評
者
の
 考
え
る
と
 

こ
ろ
を
述
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
以
下
の
よ
う
な
こ
と
 で
あ
る
。
 

運
動
の
概
念
に
着
目
す
れ
ば
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
 世
 俗
 的
な
 

様
々
な
運
動
と
は
異
な
り
、
第
一
に
人
間
に
と
っ
て
の
究
極
的
 限
界
あ
る
 

い
は
人
間
の
力
に
よ
っ
て
対
処
不
可
能
な
危
機
状
況
を
克
服
な
 い
し
解
決
 

す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
新
し
い
秩
序
原
理
を
樹
立
す
る
こ
 
と
で
あ
 

る
 。
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
べ
く
聖
な
る
象
徴
体
系
に
関
連
 つ
 げ
ら
れ
 

た
方
法
を
提
示
し
主
張
す
る
人
々
お
よ
び
組
織
が
宗
教
運
動
の
 主
体
を
構
 

成
す
る
。
こ
の
よ
う
な
一
応
の
概
念
規
定
を
し
て
お
け
ば
、
 た
 と
え
ば
 宗
 

教
 結
社
に
 よ
 る
政
治
的
・
革
命
的
・
民
衆
運
動
な
ど
と
い
う
 表
 現
も
必
要
 

な
く
な
る
し
、
ま
た
宗
教
牲
を
帯
び
た
社
会
運
動
・
政
治
運
動
 と
い
う
 表
 

現
も
必
要
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
宗
教
運
動
」
と
い
う
用
語
 は
 単
に
 、
 

宗
教
集
団
が
何
か
特
定
の
目
的
を
掲
げ
て
行
な
 う
 活
動
を
意
味
 し
た
り
 宗
 

数
集
団
に
 よ
 る
集
合
行
動
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
 

以
上
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
な
ら
ば
、
千
年
王
国
信
仰
と
い
う
 の
は
ゐ
不
 

教
 運
動
の
発
生
を
導
く
一
つ
の
要
因
に
す
ぎ
な
い
、
 と
 言
 う
こ
 と
が
で
き
 

 
 

よ
 う
 。
こ
の
信
仰
が
千
年
王
国
主
義
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
 は
、
ィ
デ
 

イ
 オ
ロ
ギ
ー
化
の
過
程
や
卓
越
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
生
成
 が
 必
要
と
 

な
る
 "
 本
書
で
は
千
年
王
国
信
仰
を
中
心
に
す
え
た
り
、
そ
れ
 と
 関
連
す
 

る
 要
素
、
例
え
・
 
ぱ
エ
 イ
ジ
ェ
ン
 ト
 と
し
て
の
メ
シ
ア
・
正
義
 
王
 ・
超
越
 

者
 ・
未
来
 仏
 、
あ
る
い
 は
 完
全
な
る
転
換
の
前
提
と
し
て
の
力
 タ
ス
ト
 ロ
 

フ
ィ
ー
な
ど
が
重
要
な
要
素
と
し
て
登
場
す
る
反
乱
や
事
件
が
 事
例
と
し
 

て
 取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
そ
の
全
て
が
千
年
王
国
主
義
の
宗
教
 運
動
と
し
 

て
 位
置
づ
げ
ら
れ
る
わ
け
で
ほ
な
い
。
例
え
ば
関
本
論
文
（
 第
 一
四
回
波
 

沢
賞
 受
賞
）
が
扱
う
ジ
ャ
ワ
の
 サ
 ウ
ィ
ト
事
件
の
よ
う
に
。
 中
 国
の
弥
勒
 

托
 

下
生
信
仰
に
し
て
も
、
野
口
論
文
・
浅
井
論
文
で
取
り
上
げ
ら
 れ
た
事
件
㈱
 

の
よ
う
に
千
年
王
国
主
義
が
鮮
明
に
現
わ
れ
て
い
る
場
合
は
む
 し
ろ
少
数
（
 

例
 と
言
え
よ
う
。
千
年
王
国
信
仰
・
千
年
王
国
主
義
は
、
関
本
 氏
の
指
摘
 

に
も
あ
る
ご
と
く
問
題
発
見
的
な
概
念
と
し
て
は
十
分
に
有
効
 
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
普
遍
性
を
前
提
と
し
て
比
較
考
察
 を
進
め
た
 

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
自
ら
に
制
約
を
果
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
 な
い
の
で
 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

ハ
 
追
記
し
本
書
の
編
者
鈴
木
中
正
氏
は
一
九
八
三
年
三
月
逝
去
さ
 れ
ま
し
 

た
 。
衷
心
よ
り
御
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。
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ス
 文
書
の
一
冊
子
を
や
や
詳
し
く
研
究
し
、
そ
こ
か
ら
 グ
ノ
｜
 シ
ス
回
心
 
ぬ
じ
 

0
 本
質
は
な
に
か
と
い
う
問
題
と
と
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
   

一
方
、
こ
の
問
題
は
従
来
の
研
究
者
が
議
論
を
か
さ
ね
て
き
た
 と
こ
ろ
で
 

あ
る
か
ら
、
私
と
し
て
は
そ
れ
に
た
い
し
て
批
判
せ
ざ
る
を
え
 な
い
面
も
 

あ
り
、
と
り
わ
け
 H
.
 ヨ
 ナ
 ス
 の
学
説
と
自
説
と
を
 ぎ
 び
し
く
 区
別
し
よ
 

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
大
貫
に
よ
る
と
、
私
の
 ヨ
 ナ
 ス
 批
判
は
 

余
り
に
軽
薄
で
あ
り
、
私
の
グ
ノ
ー
シ
ス
理
解
は
狭
小
な
の
だ
 と
い
う
。
 

こ
の
見
方
の
是
非
は
と
も
か
く
、
こ
こ
に
は
少
く
と
も
、
 

グ
ノ
 ｜
 シ
ス
 研
 

究
の
基
本
問
題
が
出
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
三
点
し
分
け
て
 検
 記
 し
て
み
 

-
@
@
 

十
八
 
@
 
Ⅴ
 。
 

㈲
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
学
に
お
け
る
 
三
 テ
ー
マ
…
…
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
 
文
学
に
 

お
い
て
は
、
 
神
 ・
世
界
・
人
間
の
三
テ
ー
マ
に
分
け
て
自
己
の
立
 

場
を
表
明
 

す
る
構
成
が
常
套
化
し
て
い
た
（
邦
訳
坂
口
ヘ
ル
メ
ス
文
書
ヒ
 一
八
三
頁
 

註
 七
）
。
神
と
は
い
か
な
る
者
で
あ
り
、
世
界
の
本
性
は
何
で
 あ
り
、
 人
 

間
 は
ど
の
よ
う
に
し
て
今
あ
る
者
と
な
っ
た
の
か
、
を
論
じ
る
 こ
と
に
よ
 

っ
て
人
々
は
、
自
己
の
思
想
の
基
本
線
を
言
明
し
え
た
の
で
あ
 る
 。
し
た
 

が
っ
て
こ
の
三
者
、
神
論
・
宇
宙
論
・
人
間
論
は
、
議
論
の
展
 開
 に
お
い
 

て
し
た
が
 
ぅ
 べ
き
枠
組
で
あ
り
、
相
違
す
る
立
場
の
間
に
共
通
 の
 議
題
を
 

あ
た
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
区
分
 は
 必
ず
し
 

も
 議
論
の
本
質
的
な
領
域
分
け
を
意
味
し
て
い
な
か
っ
た
。
 実
 除
 こ
の
時
 

代
の
作
品
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
枠
組
と
し
て
は
こ
の
区
分
を
使
 っ
て
い
て
 

も
 全
体
の
主
眼
は
別
の
と
こ
ろ
で
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
り
、
宇
宙
 仏
 
調
の
段
落
 

に
人
問
 論
の
 モ
チ
ー
フ
が
混
じ
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
は
当
り
一
 

朋
 な
の
で
 

あ
る
。
「
ポ
イ
マ
ン
ド
レ
ー
ス
」
も
そ
の
一
例
で
あ
っ
て
 、
展
 開
 と
し
て
 

は
 、
神
性
の
描
写
Ⅰ
宇
宙
創
成
Ⅰ
人
間
誕
生
上
救
済
と
い
う
 順
 序
で
話
が
 

 
 

進
ん
で
い
る
が
、
人
間
誕
生
の
話
（
人
間
神
話
）
は
宇
宙
構
造
 に
 裏
打
ち
 

さ
れ
て
い
る
し
、
救
済
論
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
「
 ポ
ィ
 
マ
ン
ド
レ
 

｜
ス
 」
の
世
界
で
は
、
個
々
に
切
り
離
さ
れ
た
宇
宙
論
と
か
 人
 間
 論
な
ど
 

と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
七
つ
の
遊
星
 天
 が
人
間
の
運
命
 を
 支
配
し
 

て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
親
和
力
の
世
界
像
が
背
景
を
な
し
て
 い
る
か
ら
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
 、
三
 
テ
ー
マ
を
同
一
視
 す
る
の
も
 

正
し
く
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
は
固
有
の
対
象
に
つ
い
て
、
す
な
わ
 ち
、
 神
に
 

つ
い
て
・
世
界
に
つ
い
て
，
人
間
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
目
標
 と
し
て
い
 

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
星
辰
論
の
な
か
で
人
間
の
運
命
に
ふ
 れ
る
こ
と
 

が
あ
っ
て
も
、
そ
の
言
葉
が
星
辰
を
（
あ
る
い
は
、
天
界
を
）
 対
象
と
し
 

て
い
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
体
裁
に
し
た
が
い
 な
が
ら
、
 

「
ポ
イ
マ
ン
ド
レ
ー
ス
」
は
全
体
と
し
て
、
あ
る
種
の
統
一
あ
る
 像
 を
描
 

こ
う
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
わ
げ
で
、
「
ポ
イ
マ
ン
ド
レ
ー
ス
」
を
読
み
解
こ
 ぅ
と
す
 

る
な
ら
と
り
あ
え
ず
 三
 テ
ー
マ
の
区
分
に
よ
っ
て
分
析
を
ほ
ど
 
こ
す
の
 

が
 、
作
品
に
即
し
た
（
歴
史
に
順
応
し
た
）
や
り
方
で
あ
り
、
 

便
 宜
で
も
あ
 

る
こ
と
に
な
る
。
作
品
全
体
の
焦
点
を
発
見
す
る
こ
と
は
こ
の
 分
析
に
立
 

っ
て
こ
そ
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
の
同
国
家
三
で
も
な
 

ん
で
も
よ
 

ぃ
が
 、
わ
れ
わ
れ
が
著
者
の
思
想
を
つ
か
も
り
と
す
る
時
、
 ま
 ず
 作
品
に
 

即
応
し
た
仕
方
で
分
析
を
く
わ
え
て
み
る
、
そ
れ
か
ら
…
：
 と
 い
う
風
に
 

 
 

手
順
を
お
っ
て
ゆ
く
の
は
少
し
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
 な
 の
に
そ
れ
㎝
 

 
 

が
 
「
宇
宙
論
と
人
間
論
の
区
分
か
ら
出
発
し
て
」
と
な
る
と
、
 

と
た
ん
に
㏄
 

誤
解
が
生
じ
る
の
だ
。
恐
ら
く
そ
の
誤
解
に
は
、
近
世
ム
ロ
珪
土
 

 
 



科
学
的
な
分
析
で
は
全
体
像
を
見
 ぅ
 し
な
 う
 、
と
い
う
危
惧
が
 先
行
し
て
 

い
る
。
し
か
し
小
著
で
「
グ
ノ
ー
シ
ス
思
想
の
本
質
は
宇
宙
論
 に
 求
め
ら
 

れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
人
問
 論
 に
か
」
と
二
者
択
一
的
発
問
を
 し
た
時
 

（
四
六
頁
ほ
か
）
、
そ
の
区
分
は
、
思
想
の
全
体
像
を
追
求
す
る
た
 

め
の
 捨
 

て
 石
で
あ
り
、
作
業
仮
設
に
す
ぎ
な
い
。
大
貫
の
最
大
の
誤
解
 は
こ
こ
に
 

あ
る
。
二
者
択
一
の
発
問
が
私
の
議
論
の
出
発
点
で
あ
っ
て
 目
 標
 で
は
な
 

い
こ
と
に
、
大
貫
は
最
後
ま
で
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
し
か
も
 こ
の
誤
解
 

を
 書
評
全
体
の
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
 ム
文
学
の
 

常
套
手
法
と
し
て
、
上
述
の
三
区
分
が
便
宜
的
に
議
論
の
出
発
 点
と
な
っ
 

証
 法
的
に
一
つ
の
焦
点
に
む
か
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
く
性
質
の
 

て
い
た
事
実
が
考
慮
さ
れ
て
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
 

で
い
た
な
ら
、
そ
れ
が
一
応
は
宇
宙
論
と
人
間
論
の
区
別
か
ち
 

の
 知
識
を
も
つ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
小
著
の
文
脈
を
正
 

と
し
て
、
す
で
に
そ
の
難
渋
な
ド
イ
ッ
語
に
手
を
焼
い
て
い
る
 

よ
 う
 文
体
で
「
 ヨ
 ナ
 ス
 の
思
考
を
先
ず
可
能
な
限
り
正
確
に
理
 

る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
，
大
貫
は
い
さ
さ
か
 ロ
 

い
て
も
、
や
が
て
そ
う
い
う
区
分
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
 

は
 、
著
者
（
柴
田
）
の
 ヨ
 ナ
ス
批
判
は
、
率
直
に
言
っ
て
 
、
 議

論
で
あ
 

出
発
し
て
 

確
に
読
ん
 

解
し
よ
う
 

臭
 の
た
だ
 

か
り
に
こ
 

な
り
、
 弁
 

余
り
に
 

筆
者
に
 

-
 
由
 り
す
 
（
 
零
笘
 俺
だ
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
」
と
言
 
う
が
、
ド
ィ
 ッ
 語
に
対
 

す
る
の
と
同
じ
注
意
を
わ
れ
わ
れ
の
国
語
に
対
し
て
も
払
っ
て
 も
ら
れ
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
貫
は
 、
 私
が
 ヨ
 ナ
 ス
 を
批
判
し
た
と
こ
 ろ
で
も
ま
 

た
 同
類
の
議
論
を
ふ
り
回
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
私
が
 ヨ
 ナ
 ス
 に
つ
い
て
 

何
も
理
解
し
て
い
な
い
も
の
と
勝
手
に
空
想
し
た
上
で
、
書
評
  
 

0
 部
分
を
 ヨ
 ナ
 ス
 の
啓
蒙
的
紹
介
に
浪
費
し
て
し
ま
っ
て
い
る
  
 

㈹
グ
ノ
ー
シ
ス
思
想
の
あ
 質
 規
定
…
…
宇
宙
論
か
人
問
 論
か
 と
間
 ウ
 

 
 

二
者
択
一
は
結
局
作
業
仮
設
に
す
ぎ
ず
、
や
が
て
一
つ
の
焦
点
 に
 向
か
っ
Ⅱ
 

て
 問
い
そ
の
も
の
が
変
容
し
て
い
く
、
と
言
っ
た
。
「
焦
点
」
 と
い
う
言
の
 

 
 

い
 方
を
し
た
が
、
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
言
葉
が
 
（
そ
れ
を
（
 

語
る
）
わ
た
し
・
自
己
に
つ
い
て
何
か
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
 り
 、
そ
の
 

意
味
で
自
己
を
焦
点
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
一
ポ
 イ
マ
ン
ド
 

レ
ー
ス
」
の
場
合
、
作
品
と
し
て
の
中
心
も
こ
こ
に
重
な
っ
て
 い
る
 0
 こ
 

の
よ
う
に
、
グ
ノ
ー
シ
ス
思
想
も
グ
ノ
ー
シ
ス
者
の
自
己
を
焦
 点
と
し
て
 

い
る
。
宇
宙
論
す
ら
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
 コ
 ，
ヘ
ル
ニ
ク
 
ス
 天
文
学
 

を
 例
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
 自
 己
の
投
影
 

 
 

ス
 と
％
 ク
 

p
.
 

コ
ス
モ
ス
の
相
似
的
対
応
を
語
っ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
 

い
 。
自
己
 

と
 自
己
の
発
す
る
言
葉
と
の
間
に
は
、
何
程
か
の
位
相
差
が
と
 も
た
う
こ
 

と
も
 稀
れ
う
 Ⅰ
は
な
Ⅰ
卜
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
と
も
か
く
、
舌
口
七
 

%
 
木
 
は
そ
れ
を
 

語
る
「
わ
た
し
」
に
つ
い
て
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
グ
ノ
ー
シ
ス
思
想
の
本
質
は
そ
の
 @
 
青
葉
、
 

た
と
え
ば
神
話
の
位
相
で
と
ら
え
る
べ
き
か
あ
る
い
は
そ
こ
を
 超
越
し
た
 

「
わ
た
し
」
の
位
相
で
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
私
が
宇
宙
論
 か
 人
間
 

論
 か
と
問
う
の
は
、
前
者
の
位
相
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
 て
い
る
の
 

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
 ヨ
 ナ
 ス
 は
後
者
に
着
目
す
る
。
 グ
ノ
｜
 シ
ス
 9
 本
 

質
 規
定
を
め
ぐ
る
根
本
的
な
問
題
が
こ
こ
に
生
じ
て
く
る
の
で
 あ
る
。
 

こ
の
課
題
を
前
に
し
て
 ヨ
 ナ
 ス
 の
と
る
前
提
を
説
明
す
べ
く
、
 大
貫
は
 

H
.
H
.
 

シ
ェ
ー
ダ
ー
を
引
用
し
て
言
う
。
「
グ
ノ
ー
シ
ス
 

主
 義
の
本
質
 

規
定
 は
 、
神
話
そ
れ
自
体
の
内
側
 に
 留
ま
っ
て
い
て
は
な
ら
ず
 、
本
来
 概
 



書評と紹介 

  
は
圧
倒
的
 力
で
 
「
わ
た
し
」
を
こ
の
関
係
の
中
に
引
き
ず
り
こ
 ん
で
い
 

る
 。
こ
こ
に
「
世
界
不
安
」
と
「
 脱
 世
界
化
」
の
志
向
が
生
ま
 れ
る
。
お
 

お
ょ
 そ
 以
上
の
よ
う
な
 ヨ
 ナ
ス
説
が
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
つ
 い
て
は
ま
 

っ
 た
く
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
の
 描
く
実
存
 

の
姿
勢
は
、
神
話
を
生
ん
だ
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
人
類
典
 に
 普
遍
的
 

な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
で
は
グ
ノ
ー
シ
ス
の
個
性
を
と
 ら
え
る
 ど
 

こ
ろ
の
話
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
わ
た
し
」
が
 、
 グ
ノ
ー
シ
 
ス
 の
場
み
口
 

の
よ
う
に
個
性
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
 

ヨ
 ナ
 ス
 さ
ん
と
か
 
大
 貫
 さ
ん
の
 

よ
う
な
個
別
的
存
在
に
近
づ
い
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
は
偶
然
の
要
 素
 （
偶
有
 

性
 ）
が
多
く
付
着
し
て
お
り
、
必
然
の
展
開
に
し
た
が
っ
て
 自
 己
 開
示
す
 

る
 ロ
ゴ
ス
と
は
直
結
し
な
い
面
が
あ
る
。
道
端
に
こ
ろ
が
っ
て
 い
る
一
個
 

の
 石
を
み
て
、
そ
の
 石
 こ
ろ
が
な
ぜ
こ
の
時
・
こ
こ
に
・
こ
の
 よ
う
に
し
 

て
あ
る
の
か
を
思
弁
的
に
説
明
す
る
の
は
難
し
い
。
 ヨ
 ナ
 ス
 の
 方
法
に
と
 

も
な
う
難
点
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
う
。
 

 
 

そ
こ
で
 
ヨ
 ナ
ス
以
後
の
研
究
者
は
、
こ
の
広
す
ぎ
る
本
質
規
定
 を
 乗
り
 

越
え
よ
う
と
し
て
様
々
な
努
力
を
し
て
き
た
。
そ
の
一
成
果
は
 グ
ノ
ー
シ
 

ス
 主
義
研
究
の
た
め
の
 

メ
ナ
 
提
題
（
一
九
二
八
六
年
）
で
 
あ
る
。
 大
 

貫
も
 、
小
著
に
対
す
る
書
評
の
末
尾
に
き
て
、
 

ヨ
 ナ
 ス
 の
弱
点
 に
 一
言
 ふ
 

れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
打
開
 案
 と
し
て
、
 
メ
 ッ
 シ
ー
ナ
 

提
案
へ
の
原
則
的
同
意
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
 こ
と
に
よ
 

っ
て
大
貫
は
、
そ
れ
ま
で
の
主
張
を
自
分
の
手
で
転
ぶ
く
さ
せ
 る
こ
と
に
 

 
 
 
 

な
る
。
ま
ず
メ
ッ
シ
ー
ナ
提
案
の
問
題
箇
所
は
、
一
応
大
貫
の
 要
約
に
し
㎝
 

た
が
え
ば
「
人
間
の
本
来
的
自
己
と
至
高
の
神
性
と
の
 反
 宇
宙
 的
 本
質
に
Ⅱ
 

 
 

お
け
る
同
一
性
」
、
す
な
わ
ち
神
人
の
木
質
的
同
一
性
と
通
常
 

呼
 ぱ
 れ
る
 モ
 



チ
ー
フ
を
 
、
 グ
ノ
ー
シ
ス
の
特
質
と
し
て
主
張
し
て
い
る
。
 

と
 こ
ろ
が
こ
 

の
 モ
チ
ー
フ
は
、
提
案
の
文
脈
を
読
め
ば
分
る
よ
 う
 に
（
 

B
I
 

 
 

フ
ィ
ア
神
話
な
ど
の
グ
ノ
ー
シ
ス
神
話
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
  
 

シ
ス
思
想
の
本
質
を
、
神
話
を
超
越
し
、
神
話
の
根
底
に
あ
る
 ロ
ゴ
ス
に
 

求
め
る
）
 ヨ
 ナ
 ス
 の
方
法
に
あ
れ
ほ
ど
の
賛
辞
を
献
げ
て
い
た
 人
 が
、
ヨ
 ナ
 

ス
の
 不
備
を
お
 
ぎ
 な
 う
 た
め
に
、
手
の
ひ
ら
を
返
し
て
神
話
 盗
 苑
の
 モ
チ
 

一
フ
を
 持
ち
出
す
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
な
ら
始
め
か
ら
神
話
の
 水
準
に
視
 

点
 な
さ
だ
め
て
、
人
問
 論
か
 宇
宙
論
か
と
発
問
し
て
 よ
 い
こ
と
 

に
な
る
。
 

小
著
に
お
い
て
私
は
こ
こ
か
ら
出
発
し
、
グ
ノ
ー
シ
ス
の
 
星
 辰
 拒
否
 

（
星
辰
神
の
悪
魔
 
視
 ）
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
到
達
し
た
。
こ
れ
は
 一
応
手
 

宙
 論
の
区
分
に
属
す
る
モ
チ
ー
フ
と
言
え
る
が
、
既
に
述
べ
た
 よ
う
に
、
 

「
わ
た
し
」
と
い
う
主
語
に
結
 

ム
ロ
 
し
た
述
語
と
み
る
こ
と
も
で
 き
 る
 。
 す
 

な
わ
ち
こ
れ
が
「
わ
た
し
し
の
も
っ
グ
ノ
ー
シ
ス
固
有
の
偶
有
 性
 と
思
わ
 

れ
る
の
で
あ
る
。
」
こ
の
水
は
冷
 

い
 」
と
い
う
時
の
「
 冷
い
 」
 の
 よ
う
に
。
 

㈹
星
辰
拒
否
の
モ
チ
ー
フ
…
・
・
・
グ
ノ
ー
シ
ス
思
想
の
本
質
を
 

こ
の
よ
 

う
に
と
ら
え
る
立
場
は
「
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
神
話
の
歴
史
的
多
 様
 性
の
 前
 

に
 相
次
い
で
座
礁
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
、
と
大
貫
は
断
言
し
て
い
 

る
 。
し
か
 

し
 大
貫
が
挙
げ
て
い
る
の
は
 て
 二
教
だ
け
で
あ
っ
て
 
、
 他
の
 グ
 ノ
ー
シ
ス
 

諸
派
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
 っ
 二
教
に
つ
 い
て
は
、
 

確
か
に
、
私
の
テ
ー
ゼ
は
そ
の
ま
ま
で
当
て
は
め
に
く
い
と
こ
 
ろ
が
あ
 

る
 。
こ
れ
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
私
は
 て
 二
教
を
 グ
ノ
 ｜
 シ
ス
 主
 

義
 の
一
派
と
見
な
し
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
も
グ
ノ
ー
シ
ス
 主
義
の
本
 

質
 と
言
う
時
、
「
水
の
比
重
は
 1
 で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
 

、
 
永
 遠
不
変
 

0
 本
質
を
私
は
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
グ
ノ
ー
シ
ス
 主
 義
 で
も
 キ
 

お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
私
は
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
本
質
 を
 追
求
 

し
た
。
と
り
わ
け
、
星
辰
拒
否
が
固
有
の
本
質
で
あ
る
こ
と
 竺
 小
 そ
う
と
 

し
て
小
著
の
第
一
章
は
書
か
れ
た
。
そ
こ
で
「
 ポ
ィ
 マ
ン
ド
レ
 ｜
ス
し
 を
 

素
材
と
し
た
理
由
は
、
当
時
の
思
想
界
の
一
般
情
況
の
な
か
か
 ら
ど
の
よ
 

う
に
し
て
固
有
の
も
の
が
突
出
し
え
た
の
か
、
グ
ノ
ー
シ
ス
 主
 義
の
起
源
 

を
 研
究
す
る
の
に
も
っ
と
も
適
切
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
 こ
 の
点
で
も
 

リ
ス
ト
教
で
も
プ
ラ
ト
 ソ
 主
義
で
も
、
そ
れ
を
歴
史
的
事
象
と
 し
て
み
る
 

場
合
に
は
、
 無
 時
間
的
に
一
定
不
変
の
本
質
が
あ
る
と
は
言
え
  

 

想
の
中
心
が
変
質
し
て
い
て
も
、
事
象
間
の
影
響
関
係
か
ら
 考
 え
て
、
 煎
り
 

 
 

後
の
事
象
の
継
起
を
一
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
扱
 う
 べ
き
 例
 は
 多
い
。
 

述
 の
よ
う
に
偶
有
性
で
あ
り
、
グ
ノ
ー
シ
ス
史
の
経
過
の
な
か
 

グ
ノ
ー
シ
ス
本
来
の
宇
宙
論
に
近
い
。
た
だ
太
陽
・
 月
 そ
の
他
 

ね
 、
一
部
の
遊
星
 天
は
 ア
ル
コ
ー
 ソ
 の
 座
 と
さ
れ
て
い
る
。
 と
 

え
な
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
歴
史
 

し
た
が
っ
て
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
固
有
の
木
質
と
言
っ
て
も
、
 

い
る
。
そ
の
際
影
響
範
囲
を
ど
の
程
度
ま
で
認
め
る
か
に
つ
い
 

 
 

0
 本
質
を
示
す
基
本
的
部
分
と
そ
の
影
響
下
に
生
じ
た
部
分
と
 そ

れ
は
 上
 

と
も
そ
の
に
配
置
さ
 

を
 含
ん
で
 

で
 変
質
し
 

は
 、
固
有
 

の
 星
辰
は
 

て
ほ
 議
論
 

い
う
点
で
 

肯
定
的
に
評
価
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
天
界
全
体
は
両
面
の
性
格
を
 も
つ
こ
と
 

に
な
る
。
そ
れ
は
 て
 二
教
が
宇
宙
を
 、
 闇
の
勢
力
（
そ
れ
は
 既
 に
 光
を
の
 

み
 込
ん
で
い
る
）
を
そ
こ
に
拘
束
し
、
そ
こ
で
闇
か
ら
光
を
再
 分
離
す
る
 

仕
掛
け
と
し
て
設
定
し
た
た
め
の
変
質
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
  
 



吾
ぅ
 。
こ
の
ほ
か
に
も
な
お
一
、
二
補
足
し
た
い
こ
と
は
あ
る
 。
し
か
し
 

基
本
的
な
問
題
は
以
上
で
す
べ
て
扱
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
点
 は
 省
略
す
 

る
 。
 

な
お
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
の
う
ち
、
一
部
は
小
書
の
中
で
書
い
 た
こ
と
 

め
 く
り
返
し
だ
が
、
残
り
は
今
回
新
規
に
書
い
た
。
た
と
え
ば
 ヨ
 ナ
 ろ
批
 

判
 の
と
こ
ろ
で
、
小
書
で
は
「
 ヨ
 ナ
 ス
 の
方
法
は
 グ
ノ
一
 シ
ス
 の
 歴
史
的
 

具
体
相
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
原
理
的
難
点
を
も
っ
て
い
る
 」
と
い
う
 

程
度
の
指
摘
し
か
し
て
い
な
い
が
、
今
回
は
も
う
少
し
厳
密
に
 書
い
た
。
 

そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
発
言
す
る
機
会
を
あ
た
え
て
く
れ
た
 と
 Ⅰ
リ
ン
ハ
 

ン
 
五
目
 

心
 

味
 で
、
書
評
の
労
を
と
っ
た
大
貫
と
、
貴
重
な
余
白
を
提
供
し
 て
く
だ
さ
 

っ
た
 本
誌
編
集
部
に
謝
意
を
あ
ら
わ
す
。
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幸
仮
 

報
ム
ヌ
 

ム
ヱ
 0

 常
務
理
事
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
五
月
二
 
0
 日
 （
金
）
午
後
五
時
 

場
所
本
郷
学
士
会
館
八
号
室
 

出
席
者
小
口
 偉
一
 、
後
藤
光
一
郎
、
高
崎
直
道
、
竹
中
信
 常
 、
玉
城
 

康
 四
郎
、
田
九
徳
 善
 、
藤
田
富
雄
、
脇
本
甲
 也
 

議
題
 

一
 、
昭
和
五
八
年
日
本
宗
教
学
会
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
日
程
 

の
 決
定
 

五
月
二
六
日
（
木
）
投
票
資
格
（
会
費
納
入
状
況
）
に
つ
い
て
 

0
 通
知
発
送
 

六
月
二
二
日
（
水
）
有
権
者
資
格
締
切
 

セ
月
 
六
日
（
水
）
投
票
用
紙
発
送
 

セ
月
 二
七
日
（
水
）
投
票
用
紙
発
送
 

八
月
三
一
日
（
水
）
投
票
受
付
締
切
 

九
月
一
 0
 日
 （
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
開
票
）
 

九
月
二
四
日
（
土
）
当
選
者
の
辞
退
中
田
締
切
 

一
 0 月
 
九
日
（
日
）
評
議
員
選
考
委
員
会
 

一
 、
選
挙
管
理
委
員
長
選
出
 

互
選
に
 よ
 り
平
井
直
属
氏
を
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 

一
 、
昭
和
五
八
年
度
予
算
に
つ
い
て
 

本
年
度
予
算
の
事
務
用
品
費
の
費
目
に
約
一
五
 0
 万
円
を
計
上
 

し
 、
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
購
入
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
  
 

 
 

こ
れ
は
印
刷
、
連
絡
事
務
な
ど
の
経
費
の
節
減
と
、
事
務
の
能
 率
 
Ⅱ
 

 
  
 

向
上
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

0
 
理
事
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
五
月
二
 
0
 日
 
（
金
）
午
後
五
時
半
 

場
所
水
郷
学
士
会
館
八
号
室
 

出
席
者
 
井
門
富
 二
夫
、
池
田
昭
、
小
口
俸
 一
 、
後
藤
光
一
郎
 、
小
山
 

雷
丸
、
鎌
田
純
一
、
窪
 徳
忠
 、
佐
 木
 秋
夫
、
桜
井
徳
太
郎
、
 

高
崎
直
道
、
竹
中
信
 常
 、
田
島
信
之
、
玉
城
 康
 四
郎
、
田
丸
 

徳
善
 、
橋
本
芳
契
、
平
井
直
 房
 、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
 

堀
越
知
己
、
 
松
 長
吉
慶
、
松
木
 滋
 、
宮
家
 準
 、
柳
川
啓
一
、
 

脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
第
四
二
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

一
 0
 月
八
 @
 
一
 0 
日
の
間
、
大
正
大
学
に
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
 

が
 、
開
催
 校
 で
あ
る
大
正
大
学
の
竹
中
常
務
理
事
 よ
 
り
報
告
 さ
 

ね
 、
了
承
さ
れ
た
。
 

な
お
、
日
程
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

一
 0
 月
 

八
日
（
土
）
公
開
講
演
会
、
理
事
会
 

一
 0
 月
 

九
日
（
日
）
研
究
発
表
、
評
議
員
会
、
総
会
 

一
 0 月
一
 
0
 日
 
（
月
）
研
究
発
表
 

大
会
の
案
内
は
六
月
中
に
発
送
し
、
発
表
申
込
み
締
切
は
八
月
 一
 

0
 日
 、
発
表
概
要
の
締
切
は
八
月
三
 0
 日
 と
す
る
予
定
。
 

一
 、
昭
和
五
八
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 



今
年
度
の
選
考
委
員
と
し
て
、
田
中
英
三
、
平
井
直
属
、
堀
越
 知
 

已
 の
 三
 氏
が
昨
年
に
ひ
 き
 続
 き
 選
任
さ
れ
、
小
川
圭
 治
 、
小
野
 泰
 

博
 、
雲
井
 昭
善
 、
佐
々
木
表
 幹
 の
 四
 氏
が
新
た
に
選
任
さ
れ
た
  
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
、
三
五
名
が
新
た
に
本
学
会
会
員
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
宗
教
史
 研
連
 委
員
長
ほ
つ
い
て
 

故
 大
畠
 清
 氏
の
後
任
と
し
て
小
口
俸
 一
 氏
が
選
任
さ
れ
た
こ
と
 

が
 報
告
さ
れ
た
。
 

一
 、
編
集
委
 @
 
貝
に
つ
い
て
 

六
月
一
日
よ
り
、
 華
薗
 照
麿
 氏
 に
編
集
委
員
を
季
嘱
す
る
こ
と
 

が
 承
認
さ
れ
た
。
 

0
 編
集
委
貫
合
 

日
時
昭
和
五
八
年
五
月
二
一
日
（
土
）
午
後
六
時
 

場
所
本
郷
学
士
会
館
九
号
室
 

出
席
者
 
洗
建
 、
江
島
忠
致
、
金
井
新
三
、
芹
川
博
通
、
薗
田
 稔
 、
 月
 

本
 昭
男
、
中
村
恭
子
、
保
坂
 幸
博
 

議
題
 

一
 、
第
二
五
八
号
編
集
方
針
 

一
 、
そ
の
他
 

0
 新
入
会
員
紹
介
（
五
月
ニ
 0
 口
承
認
 分
 ）
 

雨
 貝
打
 麿
 
東
北
学
院
大
学
教
授
 

鰍
仙
 ム
ロ
帝
土
樋
 
一
｜
 九
｜
一
 

 
 

池
田
隆
 正
 
静
岡
大
学
教
授
 
緩
 
静
岡
市
大
谷
八
三
 -
 
ハ
 
誇
大
 宿
 

杢
目
一
一
一
 

-
 
八
ロ
 
万
 

一
島
 

正
真
大
正
大
学
講
師
 
柵
 １
 %
 
 干
葉
県
印
旛
郡
 印
 西
町
 和
 

泉
北
 セ
一
 

今
井
昭
彦
成
城
大
学
大
学
院
 

賎
 

調
布
市
若
葉
町
二
 ｜
 一
四
 ｜
 

三
一
 

岩
本
登
美
子
国
学
院
大
学
大
学
院
㍼
 ｜
 Ⅱ
山
口
県
阿
武
 那
珂
 東
 

町
地
 福
中
 市
 

大
迫
 
満
老
 
大
谷
大
学
大
学
院
滞
京
都
市
北
区
紫
竹
下
 芝
本
町
 

四
 

大
村
英
昭
大
阪
大
学
助
教
授
 

冊
 

宝
塚
市
桜
ケ
丘
一
八
 ｜
 一
一
工
、
 

ノ
 

門
脇
 

健
 
京
都
大
学
大
学
院
㎜
京
都
市
左
京
区
北
白
 川
蔦
町
 

二
 0
 
 地
白
川
 荘
 

金
本
沢
 士
 

東
洋
大
学
大
学
院
Ⅲ
練
馬
区
東
大
泉
 四
｜
 一
上
 
，
｜
 

、
 

一
七
末
広
 荘
 六
号
 

金
泥
 
暁
嗣
 
大
阪
市
立
大
学
助
教
授
 
皿
｜
 ㏄
和
泉
市
 青
 葉
 白
エ
 ハ
 

九
｜
三
 

亀
山
純
生
 
橘
 女
子
大
学
非
常
勤
講
師
Ⅷ
金
沢
市
南
新
 保
 町
二
 

｜
一
 

吉
田
ハ
イ
ツ
 二
 0
 
七
 

辛
島
静
思
東
京
大
学
大
学
院
Ⅲ
文
京
区
向
丘
 ニ
 ー
 二
 六
 １
元
 

真
浩
寺
内
 

小
林
組
曲
日
本
大
学
大
学
院
㎝
新
宿
区
高
田
馬
場
四
 
 
 

 
 

 
 

小
松
肇
国
学
院
大
学
大
学
院
㎝
品
川
区
西
大
井
 六
 
 
 

一
五
 

 
 

 
 

 
 

菅
原
文
芳
僧
侶
 
鵜
｜
 師
長
岡
市
深
沢
町
二
 0 
一
二
一
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金
高
山
真
知
子
元
津
田
塾
大
学
助
手
 
別
 

宇
治
市
正
 ケ
 在
京
大
宿
 

舎
 九
四
二
 

谷
川
 
理
宣
 
佐
賀
舘
谷
短
期
大
学
助
教
授
㈱
武
雄
市
朝
 目
打
 川
 

上
 

寺
西
知
行
大
正
大
学
大
学
院
℡
中
野
区
中
野
五
１
羽
 

O
 ｜
一
 

七
益
光
 マ
ン
シ
 ，
ン
二
 0
 
一
号
 

林
 

智
康
佐
賀
能
否
短
期
大
学
講
師
 肌
 

佐
賀
市
大
 ケ
 江
上
 ハ
｜
 

九
｜
 二
八
 

伴
戸
昇
 空
大
谷
大
学
特
別
研
究
員
 
継
 

京
都
市
北
区
紫
竹
 西
南
 

藤
 康
明
信
大
谷
大
学
特
別
研
究
員
㎜
京
都
市
中
京
区
 

町
人
 セ
 

聚
楽
 廻
 

福
留
 
範
昭
 
啓
明
大
学
専
任
講
師
韓
国
大
邱
 市
 寿
成
因
 寿
成
 洞
 

日
三
 （
 旨
 目
色
 0
 コ
 三
棟
瓦
 0
 六
 

東
町
 八
｜
二
 

松
村
方
 

牧
野
自
然
桜
井
女
子
短
期
大
学
図
書
館
長
㎝
奈
良
市
 

神
功
二
 

｜
一
 0
 ｜
一
 

ポ
ー
ル
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
立
教
大
学
助
教
授
㎝
渋
谷
区
 

鷲
谷
町
 

一
五
 ｜
一
 0
 ｜
三
 0
 八
 

源
 

淳
子
 
塾
 講
師
Ⅲ
京
都
市
伏
見
区
桃
山
町
大
島
三
 八
 １
匹
 

二
四
 

三
明
智
膨
大
谷
大
学
特
別
研
修
景
㎜
京
都
市
左
京
区
 

下
鴨
 西
 

林
町
 一
二
 

報 

高
橋
功
元
富
士
大
学
教
授
 
燃
 
水
沢
市
花
園
町
 二
｜
 上
 
/
 
、
一
一
 

｜
 

 
 

本
橋
雅
司
著
述
業
Ⅲ
文
京
区
白
山
西
 ｜
 一
八
 ｜
 一
二
 
 
 

方
 

八
木
祐
子
甲
南
大
学
大
学
院
 

巴
 

神
戸
市
東
灘
区
西
岡
 木
障
 ｜
 

一
二
 ｜
 一
六
毒
荏
一
八
号
 

は
 国
務
大
谷
大
学
聴
講
生
㎜
京
都
市
中
京
区
富
小
 路
 二
条
 

下
る
 

吉
田
 

亮
 
同
志
社
大
学
大
学
院
㎜
京
都
市
南
区
東
光
 桑
中
 札
 

ノ
辻
町
 
一
五
 

山
谷
裕
哉
金
沢
工
業
高
等
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
℡
 

金
沢
市
 

円
光
孝
二
 ｜
一
｜
 錦
二
 

季
末
 洙 
東
洋
大
学
研
究
員
 
儂
 
板
橋
区
向
原
一
 
上
 一
四
 
l
 二
 O
 

渡
辺
 
章
悟
 
東
洋
大
学
大
学
院
 
%
 
 高
崎
市
井
野
町
一
二
 口
 O
 ｜
 

四
 

渡
部
真
弓
国
学
院
大
学
大
学
院
℡
港
区
赤
坂
セ
 
ー
五
 ｜
 四
九
 

0
 補
造
 
昭
和
五
六
年
度
日
本
宗
教
学
会
収
支
決
算
報
告
 

八
 収
入
 V
 

費
 

六
、
七
三
三
、
五
三
二
 

会
 

九
一
 0
 、
 0
0
O
 

賛
助
会
費
 

セ
四
、
セ
六
 0
 

会
話
売
上
金
 

セ
 Ⅰ
 
ハ
 
0
 、
 0
0
O
 

第
四
 0
 回
 大
会
参
加
費
 

一
 、
 0
 上
ハ
 
0
 、
 0
0
O
 

仕
版
 
助
成
金
 

岸
本
・
 諸
 p
.
 

石
津
・
 

堀
 

一
一
一
、
八
七
四
 

基
金
利
子
 

八
四
、
二
八
五
 

預
金
利
子
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八 隅 
舎費金 収和                                                                   一 

    助 年計 度財 
  

計度 
上苑 

繰 

  壱 越情合 行 越   金 

学会 

予 

真実     
- 山   四五     四 ， 四四 、 、 

O 八 八一四二 セ九   
八 O O 
Q@ Q@ Q 八九、 二五八、 七二三、 セ九セ 、ニセ 三 、九六、 五 0 五 、 一六七、 二五一、 四姉八、 二二五、 ニ - ノ ： 八 O 、 OO 、 二 - ノ ： 三四、 四二， 二三、 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 五四七 九九八三八六 一セ 二 七九 セ 六五 O OO 五 一六六 ノノ セ四 O 二四二 四二 % 八 八四姉 OOO OOO 四五六 六二 O OOO 九九八 

  
十国関本 印 事 通会選苧 日第 縮合金文 前頭 基 岩出 第 

本国 モふ ウ 出 
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Stammfolge des Nichts im Denken Martin Heideggers 

Hisao MATSUMARU 

Um den "Gott" oder das "Gijttliche" in den heidggerschen Gedanken 

zu verstehen, ist es unnotig zu sagen, darj man einsehen solle, was 

das "Sein" fur einen Sinn im Denken Heideggers hat. Doch es gilt 

gleichzeitig, die sogenannte "Kehre" zu durchschauen, damit das 

Seyn noch vollstandiger erortert werden kann. Und wenn man sich 
mit dem Problem des Gottes bei Heidegger auseinandersetzen will, 

findet man sich also in eine Notwendigkeit, diese Kehre zunachst 
behandeln zu mussen. 

Heidegger sagt in "Humanismusbrief", "Das 'Sein'-das ist nicht 

Gott". Dies bedeutet, daB das "Sein" mit dem "Gott" nicht identifiziert 

werden darf. Deswegen ist es auch nicht genug, wenn man versucht, 

auf die Kehre einen Schein nur von seitens des Anwesens vom Sein 

allein zu werfen. Also machen wir hier in diesem kleinen Aufsatz 

einen Versuch, den Zugang zur Kehre durch die Auslegung des 
"Nichten" des Nichts zu erhalten, welches Nichten als das "Stritti- 

ge" zwischen dem Sein und Nichts interpretiert werden kann. Das, 

was das Nichten fur eine Rolle in den chronologischen Gedankengan- 

gen Heideggers spielt, kann dabei uns wohl zu einer Charakterisierung 

der Kehre fuhren: 

1. In "Was ist Metaphysik?----VorlesungW wird das Nichten als 

"Abweisendes Verweisen" bestimmt. Worauf verweist das Nichits 

den Menschen? Auf das entgleitende Seiende im Ganzen. Weil diese 
Seite des Nichtens, namlich "Verweisen", besonders betont wird, 

darum tritt das "Abweisen" in den Hintergrund zuriick. Das heirjt, 

darj das Denken als das Wesen des menschlichen Daseins von der 

Wand des absagenden Nichts zuruckprallt und sich hauptsachlich im 

Bezirk des "Seienden" bewegt. Diese Bewegung vom Seienden uber 

das Zuruckprallen von der Wand des Nichtens zum Seienden als 

solchem nennen wir "Reflexion". 

2. "Vom Wesen der Wahrheit": Hierin kann die Reflexion als 



"Schwanken" zwischen Sein und Seiendem angesehen werden. Damit 
meinen wir, daI3 das Nichten deshalb als die volle Bewegung des 

"abweisenden Verweisens" in Schwung, Schwung vom Seienden zum 

Sein, kommen will, weil das Abweisen, das sich in WiM(V) noch 

nicht genug entfaltete, als "Un-" in dern Wort "Un-wahrheit", "Un- 

Verborgenheit" usf. erfassen wird. 

3. "Was ist Metaphysik?-Nachwort" : Das Schwanken, das 

inzwischen schon der Schwung geworden ist, verwirkt sich in einem 
"Opfer". Das Opfer offenbart sich als dasjenige Schwingen innerhalb 

des menschlichen Daseins, das den Menschen bis zu einer "Gelassen- 

heit" fuhren kann. Hier ist aber zu beachten, daB dieses Schwingen 

wieder in den Bezirk des seienden Menschen zuruckgekommen ist. 

Das besagt, daI3 das Nichten sich nicht in dern strittigen Spielraum des 

Seins und Nichts, sondern in dern Bezirk des menschlichen, seienden 

Daseins vollzieht. Der Schwung wird dann als "Zuriickschwung" 

festgestellt. 

4. In "Brief uber den Humanismus" sagt Heidegger, "Das Sein 

nichtet----als das Sein". Die Deutung dieses Satzes weist darauf hin, 
da13 das Seyn, das bisher fur die fixierte Drehachse der Schwingung 

gehalten wurde, selber in die Schwingung gerat. "Hier kehrt sich das 

Ganze um (Hum,)". Dies ist eben die "Kehre" bei Heidegger. Infolge 

dessen, daB das Sein und Nichts zueinander zusammengehort und als 

das "Strittige" zum Vorschein kommt, will das Seyn, nach dern als 

Drehachse sich die Pendelbewegung des denkenden Daseins richtete, 
in das "Da", in dern das Denken als das Wesen des Menschen dern 

Seyn begegnen kann, einkehren. 

5. "Was ist Metaphysik?-Einleitung": In diesem Exkurs zeigt 

sich, daB die obengenannte Kehre sich noch nicht kehrt. In der 

modernen, von der Technik beherrschten Welt, wo man gerade die 
Seinsvergessnheit selbst, in welcher sich das Nichten als der Wesens- 

charakter des Sichentziehen vom Seyn bekundet, vergiBt, steht der 

Mensch bestimmt vor einer Aufgabe, diese Seinsvergessenheit auf 

sich zu nehmen und den ersten Schritt zur " ~ b e r w i n d u n ~  der Meta- 



physik" zu machen, um sich auf die Ankunft der Kehre vorzubereiten. 
Indem wir das Nichten des Nichts und auch des Seins ins Auge 

gefasst haben, haben wir endlich die wahre Bedeutung der "Kehre" 
erreicht. Auf diesem Weg der Erorterung erweist es sich als falsch, 
wenn man die Kehre als ein einmaliges Geschehen auf dem heideg- 
gerschen Denkweg betrachten wiirde. Sie kommt vielmehr von der 
"strittigen" im Sinne des Zusammengehorens Struktur des Seyns her. 
Und erst im Einkehren der Kehre in das 'Da' des Da-seins kann die 
Lichtung, worein sich das Seyn zuschickt, erijffnet werden. 



Symbolical Significance of Numbers in Ancient 
Indian Ritual Texts. 

-Introduction: Symbolism of the Number One, Two and Three- 

Yoshihiro MATSUNAMI 

It  is well-known that there appears a great many kinds of numbers 

in the sacred scriptures in ancient India including not only the Vedic 
texts but also those of Buddhism, Jainism and Hinduism in its broad 

sense. 
Although there existed,in fact, innumerably many numbers, starting 

from one up to the infinite number, in ancient India, it seems 
possible to mention, considering from the infinity of numerals, that 

those texts include only the quite limited numerals. The limited 

numbers of numerals in those texts seem to suggest that they convey 
some other senses than the quantitative :ones they originally have. 

What the present paper wants to address is this special kind of 

significance that those numerals show, especially the symbolical 
senses of the number one, two and three, basing mainly on the 
Upani~adic texts. Our attention is specially called to the ambivalence 

of number one which can turn, either by adding it or by subtracting 

it, the static condition to kinetic one, and the kinetic condition to 
static one. 



Freiheit, Schonheit und Leben 
-Hegels Denkentwicklung in seiner Frankfurter Zeit- 

Masakatsu FUJITA 

Es ist unser Ziel, Hegels Denkentwicklung in seinen Frankfurter 

Jahren (1797-1800) mit Rucksicht auf ihre historischen und systema- 

tischen Hintergrunde zu betrachten. Er verlaBt zu dieser Zeit den 

Bannkreis Kants und geht uber den Rahmen der Konzeption einer 
"subjektiven" Religion hinaus, die e r  in der Tubinger und in der 

Berner Zeit unter dem bestimmenden EinfluB der Kantischen Ethik 

und Moraltheologie entwickelte. Freiheit besagt damit in Frankfurt 

nicht mehr die Selbstbestimmung, die sich der menschlichen Natur 

entgegensetzt, sondern vielmehr die Vereinigung von Autonomie und 

Natur. Wir versuchen zu zeigen, daB diese Entwicklung einen ent- 
scheidenden AnstoB aus der Diskussion mit seinen Frankfurter Freun- 

den, vor allem mit Holderlin, erhalt. 
Hegel versteht nun jene Vereinigung von Freiheit und Natur nicht 

nur im ethischen, sondern auch im asthetischen, ontologischen und 
religiosen Sinne; und e r  konzipiert auf der Grundlage dieser Vereini- 

gung, mit andkren Worten, der "schonen" Beziehung von Unendlichem 
und Endlichem eine "schone" Religion. Fur Hegels Frankfurter 
Ansatz charakteristisch ist die uberzeugung, daB diese Vereinigung 

das Denken iibertreffe und nur im Glanben gegenwartig werde. 

~ b e r  diese Konzeption einer "schonen" Religion hinaus entwickelt 

Hegel auf dem Wege der metaphysischen Auslegung dieser Vereinigung 

den Begriff des Lebens. Die Anregung dazu geht vor allem von dem 

Lebensbegriff Holderlins und Jacobis aus. Unter diesem EinfluB 

versteht Hegel unter dem Leben die in sich differenzierte Einheit 

bzw. das Ganze, das sich durch die Trennung und Entgegensetzung 

"bilde" und auf diese Weise die Fulle seiner Gestalten erlange. 



Symbole et  symbolisation 

Shoichiro TAKEZAWA 

Examiner 11efficacit6 de la notion du symbole en tant qu'instrument 

d'analyse pour la comprChension totale des phenomhes religieux 

constitue le but principal de cet article qui sera le premier chapitre 
de notre travail plus global sur les symboles e t  les rites. 

Cet article se divise en deux parties. 

La premi6re concerne la critique des Ctudes rCcentes des religions 

qui se caractCrisent par leur intbCt des symboles religieux. Si ces 

Ctudes ne rCussissent pas A nous faire savoir clairement la structure 
de I'expCrience religieuse, c'est qu'elles se bornent A un point de vue 

tr6s IimitC. Le symbole n'Ctant envisagC que comme "quelque chose 

qui reprdsente 1' autre", ces travaux se contentent de nommer cet 

"autre". Mais la comparaison que nous effCctuons du symbole et du 

verbe vise It constater que la caractCristique du symbole ne repose 

pas sur sa capacitC representative; celle-ci &ant bien rCalisCe par le 

verbe, le symbole n'a pas It Ctre utilisC dans le mCme but. 

Par contre certains anthropologues comme D. Sperber soulignent 

que la propriCtC du symbole se trouve dans son pouvoir de stimuler 

les cinq sens humains. Si le symbole n'est plus considCrC comme 
vChicule du concept, notre probleme n'est plus de savoir ce que 

signifie le symbole (question du symbole), mais de savoir ce qu'on 

fait du symbole (question de la symbolisation). C'est cet aspect que 
nous voulons soulouver dans la deuxieme partie de cet article en 

citant un exemple du syst6me des rites et des symboles dans le cadre 

des sociCtCs africaines. 




