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観
る
こ
と
は
本
来
眼
に
脇
す
る
。
け
れ
ど
も
我
麦
は
認
識
す
る
た
め
に
他
の
諸
感
発
を
働
か
す
群
に
は
、
こ
れ
ら
の
諸
感
浦
に

生
左
こ

對
し
て
も
ま
た
「
見
る
」
と
い
う
語
を
適
用
す
る
。
…
・
・
・
一
般
に
悠
官
の
經
験
は
「
眼
目
の
欲
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
他
の
諸

感
官
も
亦
認
識
に
關
す
る
場
合
に
は
或
類
似
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
の
能
作
を
も
と
上
す
る
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
こ
の
能
作
に
於

て
は
眼
が
優
位
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ス
ス
「
倣
悔
錐
」

す
べ
て
の
人
間
は
本
性
上
知
る
こ
と
を
欲
す
る
。
こ
の
こ
と
の
一
つ
の
徴
は
我
友
の
感
斑
的
知
斑
に
於
け
る
悦
び
で
あ
る
。
何

と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
賓
益
か
ら
離
れ
て
も
な
お
そ
れ
自
身
の
故
に
愛
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
ｐ
就
中
、
覗
攝
が
そ
う
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
何
事
か
を
爲
さ
ん
と
す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
何
覗
も
爲
そ
う
と
せ
ぬ
時
で
す
ら
も
、
我
友
は
硯
兇
を
好
む
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
識
は
覗
尭
が
凡
ゆ
る
感
墨
の
う
ち
で
鮫
も
多
く
我
糞
を
し
て
知
ら
し
め
、
き
た
事
物
の
間
の
差
異
を
明
か
に
す

吟
○
に
よ
る
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
形
而
上
學
」
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〃

經
験
論
的
立
場
を
と
る
人
が
思
想
的
に
感
琵
の
概
念
を
重
ん
す
る
こ
と
は
可
成
り
古
く
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ク
レ
ィ
ト
ス

（
国
⑦
屠
冨
犀
○
罪
》
等
冒
⑦
①
〕
〕
言
ご
、
国
。
）
は
知
識
は
感
挺
の
門
を
通
っ
て
来
る
と
し
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
亀
罠
○
言
嗜
冒
企
》
９
．
為
平
肯
筒
国
．

。
）
は
す
べ
て
の
精
紳
生
活
は
感
兇
か
ら
成
り
立
つ
と
説
い
た
妓
初
の
ソ
フ
イ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
言
冒
旨
旨
普
の
概
識
を
妓
初
に
掲
げ

た
の
も
ス
ト
ア
學
派
で
あ
っ
た
。
併
し
な
が
ら
經
験
主
義
が
庭
に
そ
の
思
想
髄
系
を
整
え
た
の
は
ホ
ッ
ブ
ス
（
国
。
喜
の
、
》
目
）
以
後
の
こ

と
に
風
す
る
。
彼
は
リ
や
ワ
ィ
ア
サ
ン
（
臼
①
乱
喜
盲
目
）
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
誌
し
て
い
る
。
「
総
て
思
想
の
本
源
は
我
女
が
感
蝿
と
呼
ん

で
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
全
部
に
せ
よ
、
部
分
に
せ
よ
、
ま
づ
感
兇
器
向
の
上
に
形
成
さ
れ
ぬ
概
念
は
人
間
の
心
に
は
存
在

し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
も
の
は
か
上
る
本
便
か
ら
導
出
さ
れ
る
」
と
。
彼
は
古
い
本
右
概
念
の
論
を
稀
て
上
感
錐
を
以
て
あ
ら
ゆ

る
經
駒
の
華
礎
で
あ
る
と
考
え
た
。
、
他
の
す
べ
て
の
經
験
は
峨
尭
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。
想
像
及
び
記
憶
は
崩
れ
た
感
録
に
過
ぎ
な
い
。

彼
に
於
て
は
未
だ
聯
合
（
鼠
ｇ
臼
昌
っ
眉
）
に
關
す
る
艇
の
意
味
の
分
析
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
粘
榊
を
經
馳
的
に
肌
つ
連
合
圭
雑
酌
に
考

耐
縦
桝
迭
の
心
弧
學
的
研
究
三

一
序
論

一
基
本
的
概
念
と
方
法
の
考
察

、

認
識
構
造
の
心
理
學
的
研
究’ 〆

、

秋
重
義

治
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認
惟
樅
迩
の
心
班
學
的
研
究
四（

・
’
）

察
し
よ
う
と
す
る
方
向
が
打
建
て
ら
恥
、
こ
の
線
に
沿
う
て
そ
の
後
聯
合
の
概
念
は
次
第
に
發
於
し
た
の
で
あ
る
。
↑

ロ
ッ
ク
（
圃
○
鼻
の
》
男
）
は
す
べ
て
の
知
識
は
經
馳
に
由
來
す
る
と
な
し
、
經
嶮
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
、
感
兇
と
反
打
と
が
梁
．
げ

ら
れ
た
。
反
打
の
作
用
は
軍
な
る
感
兇
か
ら
商
等
の
經
験
を
導
く
こ
と
の
用
雌
を
た
す
け
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
た
め
に
彼
の
立
つ

立
場
は
必
ず
し
も
経
験
的
と
は
言
い
雌
い
。
何
故
な
ら
反
打
と
い
う
生
得
的
な
能
力
が
本
有
籾
念
の
代
り
の
位
世
を
門
め
た
も
の
と
も
見

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
彼
が
反
禰
の
能
力
に
蹄
し
た
同
時
的
聯
合
は
彼
の
糀
祁
分
析
に
於
て
重
要
な
役
割
を
減
ず
る
も
の
で
あ

（
心
司
）

っ
て
、
高
等
な
經
鹸
を
聯
合
に
よ
っ
て
經
験
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
逝
を
拓
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
か
で
き
る
。

ゞ
ハ
ァ
ク
レ
イ
（
国
①
骨
①
宮
、
ゞ
車
・
）
は
補
祁
内
容
を
感
挺
の
概
念
と
想
像
の
観
念
と
に
二
分
し
た
。
感
墨
の
観
念
は
想
像
の
概
念
に
比
べ

て
よ
く
活
友
と
し
て
判
明
で
あ
る
。
規
則
正
し
い
秩
序
即
ち
系
列
に
於
て
現
わ
れ
出
鱸
目
に
喚
ぴ
起
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
に
反
し

て
想
像
の
観
念
は
勝
手
に
精
紳
の
う
ち
に
喚
ぴ
起
す
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
聯
合
を
示
唆
令
ご
闇
の
蚤
○
目
）
と
名
付
け
た
。
彼
が
示
唆
と

呼
ぶ
と
こ
ろ
の
働
き
の
例
を
難
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
距
離
の
観
念
は
見
る
作
用
に
よ
っ
て
知
墨
さ
れ
た
他
の
概
念
を
媒
介
と
し

て
精
祁
に
示
唆
さ
恥
る
」
（
国
①
笥
弓
冒
○
ご
唖
Ｈ
ｅ
。
「
特
定
の
色
、
味
、
匂
、
形
及
び
堅
さ
が
一
緒
に
観
察
さ
れ
て
そ
奴
が
林
檎
と
呼
ば

れ
る
佃
物
と
解
輝
さ
れ
る
。
他
の
観
念
の
集
合
は
石
、
木
、
本
そ
の
他
同
様
の
可
知
的
邪
物
を
織
成
す
る
の
で
あ
る
」
亀
毘
．
ご
）
と
。
彼
は

示
唆
即
ち
聯
合
の
様
式
と
し
て
、
類
似
、
共
在
或
は
接
近
、
“
因
果
等
の
必
然
的
關
係
の
三
つ
を
あ
げ
た
。

彼
の
「
覗
蝿
新
論
」
（
易
の
葛
邑
ｇ
ｏ
ご
具
割
冨
○
唇
）
に
よ
れ
ば
脱
尭
の
對
象
は
自
然
の
普
遍
的
言
語
（
臣
の
。
貝
剣
⑦
男
己
鄙
己
揖
二
一
侭
①

ａ
ｚ
伊
言
時
①
）
を
な
し
て
い
る
。
硯
斑
が
對
象
を
標
示
含
唱
昼
‐
自
己
］
冒
昌
）
す
る
仕
方
は
、
丁
度
人
間
が
定
め
た
言
語
や
記
號
（
訟
侭
畠
）

の
夫
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
標
示
せ
ら
れ
る
も
の
を
示
唆
す
る
の
は
、
何
等
性
質
上
の
類
似
と
か
同
・
一
性
の
如
き
に
よ
る
も
の
で
は

な
く
て
、
専
ら
経
験
が
我
灸
を
し
て
そ
れ
ら
の
間
に
認
め
し
め
る
、
・
あ
る
脅
悩
的
な
結
合
（
冒
巨
言
己
８
］
旨
の
圏
○
目
）
に
の
み
よ
る
も
の

I
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、

で
あ
る
と
い
う
。
，

彼
の
脱
覺
誰
は
見
か
け
上
凱
一
・
な
經
駄
も
更
に
簡
単
な
經
験
に
分
析
し
得
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
、
と
の
學
読
が
有
力
な
端
緒
と

。
タ

（
咋
汕
）

な
っ
て
更
に
高
等
な
經
雛
に
對
す
る
心
理
學
的
分
析
が
後
の
人
女
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
（
国
ご
目
①
、
ロ
．
）
は
經
聡
を
印
象
と
概
念
と
に
二
分
し
た
。
印
象
は
感
蝿
、
怖
念
及
び
惰
緒
が
ら
成
り
大
き
な
力
を
以
て
意

識
中
に
入
り
こ
ん
で
く
●
ろ
。
概
念
は
こ
れ
ら
の
も
の
上
弱
い
心
像
若
く
は
棋
篤
に
外
な
ら
ぬ
。
彼
は
經
験
の
起
源
を
な
す
も
の
と
考
え
ら

れ
た
ロ
ッ
ク
の
反
省
の
概
念
を
擁
乗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
分
析
を
明
瞭
な
ら
し
め
た
。
彼
の
主
要
關
心
事
は
槻
念
の
継
起
の
説
明
に

あ
っ
て
そ
の
複
合
、
鍵
容
に
な
か
っ
た
が
、
聯
合
に
開
す
る
分
析
は
愈
友
締
綴
と
な
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
初
め
て
見
ら
れ
る
聯
合

（
可
症
）
。
■

様
式
の
組
織
的
な
研
究
と
な
っ
た
。

ホ
ッ
プ
ス
以
来
ヒ
ュ
ー
ム
に
至
る
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
學
派
の
人
だ
の
主
要
關
心
事
は
ど
こ
ま
で
も
認
識
論
に
あ
っ
て
心
理
風
庭
は
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
初
期
聯
合
學
派
に
つ
い
て
我
友
が
簸
も
皿
、
意
す
べ
き
こ
と
は
彼
等
が
決
し
て
浜
の
意
味
に
於
け
る
感
挺
主
義
者
で
は

（
５
）

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
と
し
て
感
挺
主
義
者
た
ら
し
め
得
な
い
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
メ
ス
（
衿
ご
唱
豊
目
一
ｍ
、
シ
＠
ご
妙

の
記
號
（
眉
昌
ｏ
）
の
概
念
の
繼
承
と
も
見
ら
恥
ろ
彼
の
緒
祁
活
動
に
開
す
る
反
省
即
ち
記
號
（
眉
○
昏
巳
）
の
概
念
で
あ
る
。
反
省
は
内
部

感
錨
と
も
考
え
ら
れ
、
締
祁
が
現
在
何
を
し
て
い
る
か
を
反
椅
に
よ
っ
て
自
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
ゆ
え
に
知
識

は
外
罪
か
ら
の
み
雄
ら
虹
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
＊
〈
ア
ク
レ
イ
は
釉
刷
活
動
に
開
す
る
概
念
の
存
在
は
否
定
し
た
の
で
あ
る
が
緒
祁
活

動
に
つ
い
て
の
知
識
を
記
雛
と
名
す
け
、
自
我
に
開
す
る
締
祁
は
内
部
感
怖
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
そ
の
他
の
釉
榊
に
開
す
る
も
の
は
推
理

に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
と
説
き
、
心
像
に
よ
る
以
外
の
認
識
の
様
式
を
許
芥
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
鮎
か
ら
い
っ
て
彼
を
班
な
る
感

兇
主
錐
者
と
い
う
を
得
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
鮎
妓
も
徹
底
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
一
つ
の
佃
別
的
概
念
が
彼
に
於
て
は
一
般
と

認
祇
榊
迩
の
心
迦
學
的
研
究
五

､

与

、
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偲
祇
椛
迭
の
心
叩
學
的
研
究
六

考
え
ら
れ
る
如
き
鮎
は
見
逃
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
庇
に
礁
斑
主
錐
的
な
主
張
は
聯
合
心
理
學
者
ジ
ェ
イ
ム
ス
》
、
、
ル
（
蜀
営
の
醜

旨
屋
）
に
於
て
初
め
て
現
わ
れ
る
と
い
わ
れ
る
Ｐ

今
、
こ
れ
ら
の
聯
合
心
理
學
者
の
考
盗
に
入
る
前
に
、
粋
畢
的
に
は
維
験
論
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
心
理
學
的
に
は
各
種
能
力
の
先
天

性
を
主
張
し
た
メ
コ
ヅ
ト
ラ
ン
ド
學
派
の
・
リ
ー
ド
角
①
芦
》
債
）
、
ブ
ラ
ウ
ン
Ｂ
尾
。
君
］
〕
》
窟
）
に
就
い
て
考
察
し
よ
う
。

先
に
論
及
し
た
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
畢
派
の
人
凌
に
於
て
は
感
尭
の
概
念
の
内
容
が
極
め
て
ひ
ろ
く
、
必
ず
し
も
常
に
知
兇
と
峻
別
せ

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
リ
ー
ド
に
於
て
は
知
兇
は
明
瞭
に
感
兇
か
ら
判
別
せ
ら
れ
る
。
彼
は
榊
か
ら
典
え
ら
れ
た
知
発
能
力

が
感
兇
に
迩
元
せ
ら
れ
る
こ
と
を
防
い
だ
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
知
憂
は
も
と
よ
り
感
覺
に
基
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
感
琵
以
上

の
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
知
覺
は
感
兇
と
異
っ
て
知
蝿
さ
れ
た
對
象
の
概
念
と
共
に
そ
の
對
象
の
籏
在
の
直
接
的
確
偏
が
含
ま
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
通
常
雨
者
が
混
同
さ
れ
る
の
は
日
常
の
用
語
に
於
て
感
斑
も
知
兇
も
同
じ
語
で
言
い
現
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
外
な

ら
砲
。
例
え
ば
祷
微
の
谷
と
い
う
同
一
の
語
で
感
壁
を
も
知
兇
を
も
言
現
わ
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
感
梵
と
し
て
の
蕎
被
の
香
は
心
に
脇

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
知
提
さ
れ
た
蕎
概
の
杏
は
花
に
附
囲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
、
諜
蔽
が
知
受
さ
れ
た
と
す
恥
ぱ
耶
な
る
知
墨
の

他
に
對
象
と
し
て
の
特
徴
の
槻
念
と
對
象
の
演
在
の
碓
信
と
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
多
く
の
聯
物
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
知
斑
を
も
つ

こ
と
が
如
何
に
し
て
可
能
か
と
の
間
に
對
し
て
リ
ー
ド
は
数
多
く
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
結
極
榊
か
ら
典
え
ら
れ
た
能
力

に
よ
っ
て
直
接
に
こ
れ
を
知
り
得
る
も
の
で
あ
り
且
つ
そ
の
知
識
は
特
に
理
性
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ

る
。
こ
の
リ
ー
ド
の
解
樺
は
知
尭
能
力
に
つ
い
て
の
綾
述
で
は
あ
り
え
て
も
そ
の
読
明
で
は
あ
り
え
な
い
。
彼
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
説
の

代
り
に
全
能
の
榊
を
据
え
た
の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
著
跨
旨
冒
冒
菖
乱
具
Ｏ
ｇ
の
国
〔
冒
昌
旨
昌
一
匡
角
（
昌
母
）
は
序
文
と
結
論
を
除
い
た

五
章
の
全
部
が
喚
提
、
味
尭
、
蕊
蝿
、
鯛
蝿
、
硯
墨
の
夫
公
の
能
力
の
記
述
に
我
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
リ
ー
ド
以
後
一
仙
紀
牛
に

l｜
｢
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亙
る
心
理
掌
に
於
け
る
感
挺
虚
脱
の
傾
脚
は
彼
か
ら
始
っ
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
皐
諭
を
繼
承
し
た
も
の
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト

（
望
曾
昌
昇
》
ご
・
）
、
ブ
ラ
ウ
ン
（
罰
〕
．
ｅ
愛
己
》
罠
）
が
あ
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
師
の
畢
説
に
加
う
る
と
こ
ろ
は
少
か
つ
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
は

内
打
派
の
心
理
學
者
で
あ
る
に
拘
ら
ず
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
學
派
と
異
っ
て
各
種
の
精
祁
現
象
を
夫
凌
特
殊
の
能
力
と
考
え
な
い
。
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
學
派
は
一
般
に
異
な
る
精
祁
能
力
を
入
念
に
画
別
せ
ん
と
試
み
た
の
に
對
し
て
、
彼
は
締
祁
現
象
を
精
紳
の
情
態
又
は
感
動
力

●

と
解
し
、
そ
れ
ら
は
聯
合
の
働
き
の
結
果
現
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
た
。
從
っ
て
知
兇
は
リ
ー
ド
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
よ
う
な
特

殊
な
精
祁
能
力
で
は
な
い
。
即
ち
彼
に
よ
れ
ば
對
象
は
延
憂
と
抵
抗
と
を
有
し
、
そ
の
延
長
と
抵
抗
と
は
筋
肉
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
延
疫
及
び
抵
抗
の
感
怖
が
彼
の
所
拙
外
的
状
態
た
る
感
斑
と
特
に
唾
別
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
し
な
け
恥
ぱ
な
ら
な

い
。
感
疑
と
し
て
の
耕
薇
の
香
が
延
曇
と
抵
抗
と
を
有
す
る
對
象
に
向
け
ら
れ
る
と
感
斑
は
延
踵
と
抵
抗
の
感
情
を
示
唆
し
て
こ
入
に
物

の
知
尭
が
成
立
す
る
と
い
う
。
知
受
は
こ
れ
ら
の
聯
合
及
び
推
論
に
對
す
る
別
名
に
過
ぎ
な
い
。
彼
は
聯
合
を
精
祁
的
要
素
が
合
同
才
る

も
の
と
見
な
い
た
め
に
、
聯
合
な
る
概
念
を
楡
て
上
ホ
ッ
プ
ス
の
「
示
唆
」
と
い
う
用
語
を
復
活
し
、
示
唆
の
基
礎
は
凡
て
原
感
情
の
時

間
的
近
接
性
と
い
う
唯
一
の
法
則
に
蹄
藩
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
示
唆
の
基
本
的
原
理
は
第
一
次
的
法
則
と
第
二
次
的
法
則

と
に
分
け
ら
れ
る
。
一
次
的
法
則
は
對
象
若
く
は
感
怖
相
互
間
の
恥
な
る
關
係
に
基
礎
を
世
く
も
の
、
二
次
的
法
則
は
一
次
的
法
則
の
具

總
的
通
用
に
際
し
て
そ
の
場
合
の
邪
附
若
く
は
條
件
が
及
す
形
郷
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
彼
は
生
理
的
過
程
を
想
定
す
る
こ
と
は
心
理
學

の
範
側
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
概
念
の
繼
起
を
純
意
識
的
な
噸
で
紘
述
し
極
端
な
純
心
理
主
義
を
と
っ
た
Ｌ
め
に
、
聯
合

の
概
念
に
特
色
を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、
現
前
的
經
馳
と
代
表
的
經
嶮
と
の
間
に
も
何
等
特
別
の
關
係
を
認
め
な
か
っ
た
。
通
常
、
観
念

は
感
尭
の
仰
生
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
彼
に
於
て
は
示
唆
さ
れ
る
槻
念
は
決
し
て
稗
感
兇
の
再
生
で
は
な
く
て
一
つ
の
新
し

い
經
馳
、
新
し
い
那
資
と
考
え
●
ら
伽
た
の
で
あ
る
。
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認
識
椛
造
の
心
迦
學
的
研
究
八

さ
て
考
察
を
も
と
に
戻
し
て
再
度
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
學
派
に
蹄
ろ
う
。
聯
合
心
理
學
は
ハ
ァ
ト
レ
イ
（
国
軍
屋
署
》
ご
・
）
に
よ
っ
て
初
め

て
明
確
な
姿
を
典
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
彼
は
聯
合
原
理
を
心
理
學
の
基
本
的
原
理
と
し
て
採
用
し
、
こ
れ
を
凡
ゆ
る
經
験
と
活
動
と

に
初
め
て
一
没
し
て
適
用
し
、
聯
合
心
理
學
の
創
始
者
と
Ｈ
さ
れ
る
に
至
っ
た
や
心
理
學
者
で
あ
る
と
同
時
に
鰐
者
で
あ
っ
た
彼
は
心
理

學
を
生
理
學
に
關
係
づ
け
精
祁
現
象
を
妓
も
術
雌
な
少
赦
の
要
素
に
脈
飛
せ
し
め
よ
う
と
努
め
た
。
彼
は
心
身
平
行
論
の
立
場
か
ら
出
發

す
る
。
猜
祁
は
感
尭
、
観
念
、
快
、
苦
、
有
意
的
運
動
を
も
つ
と
こ
ろ
の
或
る
査
鵠
、
行
爲
者
で
あ
る
。
經
駿
は
内
部
感
怖
と
も
い
わ
れ

感
錨
と
概
念
と
に
二
分
さ
れ
る
。
感
畳
は
外
界
の
對
象
が
我
だ
の
身
僻
に
典
え
る
印
象
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
内
部
感
情
で
あ
り
、
そ
の

他
の
内
部
感
悩
は
概
念
と
呼
ば
れ
る
。
感
挺
に
類
似
し
た
概
念
は
感
銘
の
槻
念
、
そ
の
他
は
知
的
槻
念
と
呼
ば
れ
、
感
琵
の
概
念
が
す
べ

て
の
観
念
の
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
併
し
と
入
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
感
蝿
と
観
念
の
外
に
記
憶
、
想
像
、
悟
性
、
怖
動
、
意
志
と

い
う
能
力
が
精
榊
に
典
え
ら
虹
て
い
て
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
要
素
が
鍵
容
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

感
銘
は
脳
髄
中
の
微
少
な
物
愛
が
外
来
印
象
に
よ
っ
て
振
動
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
感
尭
が
艇
：
反
復
さ
れ
ろ
と
名

礎
り
若
く
は
像
を
礎
し
、
且
つ
感
躍
的
振
動
は
史
に
自
ら
に
對
脳
す
る
微
少
振
動
（
創
胃
鼻
言
邑
①
）
を
行
ふ
傾
性
を
脳
賛
中
に
生
ず
る

こ
と
に
よ
っ
て
観
念
が
成
立
す
る
。
名
茂
り
が
刺
戟
さ
れ
て
振
動
が
起
れ
ば
そ
こ
に
槻
念
が
再
生
さ
れ
る
。
感
兇
の
観
念
は
こ
の
よ
う
に

し
て
形
成
さ
れ
る
。
感
蝿
又
は
観
念
と
原
振
動
と
の
關
係
は
言
う
ま
で
も
な
く
對
應
關
係
に
外
な
ら
ぬ
。
多
く
の
感
兇
及
び
観
念
が
同
時

叉
は
繼
時
的
に
反
復
し
て
經
瞼
さ
れ
る
と
き
は
こ
れ
に
對
鯉
す
る
振
動
間
に
聯
合
が
成
立
す
る
。
か
く
し
て
感
墨
の
翼
純
観
念
は
聯
合
に

よ
っ
て
集
塊
を
な
し
、
集
塊
は
更
に
集
っ
て
複
合
観
念
を
形
成
す
る
。

感
覺
や
概
念
が
聯
合
の
法
則
に
從
う
ば
か
り
で
な
く
身
髄
の
運
動
も
亦
そ
の
法
則
に
從
う
。
‘
更
に
進
ん
で
經
聡
と
運
動
と
の
間
に
も
聯

合
が
成
立
す
る
と
考
え
、
か
く
て
意
志
現
象
を
も
知
的
現
象
や
感
州
現
象
と
同
様
に
取
扱
う
可
能
性
を
將
來
し
た
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
し

’ 1
1
.
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）

て
聯
合
法
則
を
す
べ
て
の
經
鱗
及
び
活
動
に
適
用
し
經
験
説
を
聯
合
説
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

一
八
二
九
年
に
初
め
て
批
に
送
ら
れ
た
ジ
エ
イ
ム
ス
ミ
ル
の
《
《
シ
自
己
）
餡
ｍ
ｏ
命
昏
①
噌
苣
①
旨
○
目
の
ｇ
ｏ
俺
酉
ご
旨
昌
旨
旨
旨
包
こ
は
漣
の
意

味
の
感
斑
主
義
心
理
學
の
妓
初
の
主
張
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
ｏ
彼
は
人
間
精
祁
を
、
妓
初
感
鐙
刺
戟
に
よ
っ
て
動
さ
恥
る
と
そ
伽
以
後

（

。

）

は
物
理
的
に
動
い
て
ゆ
く
一
種
の
機
械
と
見
倣
し
た
。
意
識
の
分
析
法
は
内
打
的
で
あ
り
、
こ
の
鮎
ゾ
ラ
ウ
ン
と
全
く
同
じ
傾
向
に
あ
る

が
、
聯
合
の
概
念
に
開
し
て
は
剛
者
は
全
く
相
異
る
。
彼
は
鎚
奔
の
概
念
を
認
め
な
い
。
聯
合
の
唯
一
の
機
能
は
經
験
を
統
合
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
と
し
從
っ
て
複
合
状
態
中
に
は
元
の
元
素
は
そ
の
ま
上
の
形
に
含
主
飢
る
と
考
え
た
。
併
し
乍
ら
延
艮
の
概
念
の
裡
に
は
こ
れ

を
形
成
し
て
ゐ
る
筋
肉
的
な
抵
抗
の
概
念
を
見
出
す
こ
と
は
出
來
な
い
。
又
形
の
概
念
を
形
成
し
て
ゐ
る
感
琵
の
概
念
の
色
友
の
も
の
を
。

（
叩
）
。

形
の
中
に
別
友
に
匡
別
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。

彼
の
概
究
法
に
激
し
い
抗
議
を
行
う
と
共
に
他
方
そ
の
難
黙
を
救
っ
た
も
の
は
子
ジ
ョ
ン
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
ミ
ル
（
旨
筐
）
』
．
準
・
）

に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
に
よ
即
ぱ
聯
合
は
要
素
を
難
に
合
同
せ
し
め
る
の
で
は
な
く
、
嵐
に
統
一
的
・
な
經
験
を
産
出
す
る
こ
と
に
あ
る
と

い
う
。
こ
上
に
統
一
的
と
い
う
の
は
内
打
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
經
雛
が
要
素
に
分
解
せ
ら
妙
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
父
ミ
ル
が

複
合
經
雛
の
樅
成
要
素
と
し
た
と
こ
ろ
を
前
件
と
し
て
取
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
父
の
分
析
の
結
果
を
そ
の
主
上
生
か
し
た
。
即
ち
聯
合
の

〃
・
結
果
は
複
合
の
状
態
で
は
な
く
、
叩
一
の
状
態
で
あ
る
と
言
い
直
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
混
色
器
に
よ
っ
て
多
く
の
色
彩
が
混
合
さ
肌

・
る
時
は
そ
こ
に
は
郎
一
の
白
色
の
感
畳
が
成
立
す
る
。
父
ミ
ル
は
そ
肌
は
唯
見
か
け
上
に
於
て
単
一
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
の
で
あ

る
が
へ
子
ミ
ー
ル
は
こ
処
を
耶
一
の
概
念
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
即
ち
聯
合
は
蝋
な
る
合
同
で
は
な
く
し
て
新
慣
値
の
生
産
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
聯
合
の
概
念
を
縦
大
し
て
父
ミ
ル
に
見
る
な
符
な
か
っ
た
糀
祁
化
學
の
考
恕
を
打
建
て
た
の
で
あ
る
。

子
ミ
ル
の
時
微
と
し
て
今
一
つ
恥
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
彼
が
侭
念
を
縮
し
く
分
析
し
て
、
そ
こ
に
は
感
挺
、
観
念
、
若
く
は
そ
飢
ら

認
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腿
枇
椛
迭
の
心
蠅
畢
的
肝
光
一
○

の
聯
合
に
は
蹄
蒲
せ
し
め
る
こ
と
の
で
き
ぬ
原
本
的
亜
素
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
儒
念
に
開
す
る
學
諭
は
認
識
論
に
對
し
て
も
亦

璽
要
な
役
荊
を
減
じ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
感
蝿
は
消
失
し
て
も
猫
そ
こ
に
可
能
性
だ
け
は
礎
る
。
こ
の
感
銘
の
・
水
絞
可
能
性
に
よ
っ
て

外
界
に
あ
る
も
の
は
そ
れ
が
感
尭
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
す
海
定
し
た
物
た
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
永
綴

可
能
の
思
想
は
後
に
テ
ィ
チ
ナ
ア
（
艮
言
｝
〕
①
旨
国
〉
園
．
国
）
の
知
兇
論
に
碑
度
そ
の
姿
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。
（
皿
）

ベ
ィ
ン
（
蜀
声
目
、
津
・
）
の
心
理
學
は
内
杵
の
厳
棄
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
鮎
に
於
て
先
き
の
ブ
ラ
ウ
ン
や
ミ
ル
父
子
と
著

し
い
對
立
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
そ
の
主
著
「
感
兇
と
知
性
」
（
ご
〕
⑦
唾
①
農
⑦
ェ
己
二
ｇ
の
胃
言
］
］
ｇ
守
）
が
書
き
改
め
ら
れ
る
よ

り
前
に
彼
の
心
理
學
は
或
意
味
に
於
て
歴
史
の
後
に
過
ぎ
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
程
畔
代
の
鐙
遜
は
あ
わ
た
ｒ
し
か
っ
た
。
と
い
う
の

は
彼
は
生
物
學
的
種
が
不
鐙
と
考
え
ら
れ
て
ゐ
た
群
時
代
の
中
に
あ
っ
て
研
究
を
行
い
こ
れ
を
主
著
第
一
巻
と
し
て
慨
に
出
し
た
の
で
あ

る
が
第
二
巻
「
感
備
と
意
志
」
（
目
言
厚
一
ｓ
陣
○
團
冒
二
菩
の
弓
筥
）
を
出
版
し
た
年
に
「
種
の
起
源
」
が
出
版
せ
ら
れ
、
こ
上
に
思
想

界
に
は
根
本
的
鍵
革
が
濁
ら
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
ベ
イ
ン
は
純
聯
合
主
義
心
理
學
者
の
鍛
後
の
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
脳
）

精
祁
的
聯
合
の
原
理
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ド
イ
ツ
に
於
て
も
亦
光
分
に
そ
の
意
義
を
認
め
ら
れ
は
し
た
が
併
し
そ
こ
で
は
桁
導
的
位

世
を
礎
得
す
る
と
と
が
な
か
っ
た
。
然
る
に
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
は
コ
ン
デ
ィ
ャ
ッ
ク
（
○
○
〕
畠
昌
當
》
園
．
］
申
．
）
、
ポ
ネ
（
罰
○
Ｅ
］
⑦
一
〕
○
・
）

等
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
學
派
の
そ
れ
と
類
似
の
髄
系
を
發
展
さ
し
た
幾
人
か
の
人
だ
が
見
出
さ
れ
る
。
彼
等
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
學
派
の
研
究
に

、

幾
分
影
秤
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
併
し
そ
の
髄
系
は
何
れ
も
猫
立
に
樅
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
各
・
．
『
猫
自
の
特
色
を
示
し
て
い
る
の

Ｉ

で
あ
る
。
今
こ
れ
ら
に
立
入
っ
て
論
す
る
こ
と
を
さ
け
、
営
時
の
學
界
の
推
移
の
跡
を
簡
耶
に
望
め
て
問
題
の
所
在
を
追
っ
て
ゆ
き
た
い
。
〈
恥
）

一
方
こ
の
頃
、
生
理
學
の
分
野
に
於
て
も
悠
兇
の
問
題
に
關
心
が
寺
せ
ら
れ
既
に
ハ
ル
レ
ル
（
国
邑
酋
．
》
」
．
式
）
の
生
理
學
綱
要

（
国
の
旨
①
具
夢
弓
度
↓
盟
○
〕
◎
唱
謹
①
８
壱
○
昌
季
国
二
目
己
昌
》
酌
３
』
工
・
》
】
『
副
Ｉ
目
ｇ
）
に
於
て
は
嬢
蝿
の
問
題
は
詳
細
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

I
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|、
K

ノ

た
。
一
八
二
年
・
ヘ
ル
（
］
誉
冒
》
。
．
）
に
よ
っ
て
初
め
て
連
動
紳
經
と
異
な
る
知
畳
艸
經
の
機
能
が
明
か
に
せ
ら
れ
続
い
て
一
八
雪
三
年

マ
ジ
ャ
ン
ベ
プ
イ
ー
（
旨
畠
⑦
旨
（
胃
〕
国
・
）
に
よ
っ
て
知
兇
紳
經
の
機
能
は
、
は
じ
め
て
蛮
嶮
的
に
織
明
せ
ら
れ
た
。
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
ミ
ュ
ル

レ
ル
（
筥
巨
目
ゞ
』
．
）
に
よ
っ
て
祁
經
の
特
殊
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
法
則
が
提
唱
せ
ら
れ
た
の
は
一
八
二
六
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
生
理
、

學
者
の
悠
尭
生
理
と
一
方
禰
學
者
の
感
兇
論
と
は
十
九
仙
紀
の
中
期
に
い
た
っ
て
初
め
て
綜
合
さ
れ
る
機
運
に
い
た
り
、
こ
の
極
の
研
究

を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
ロ
ッ
チ
エ
（
Ｆ
○
首
①
》
国
．
国
・
）
の
「
儲
學
的
心
理
學
」
（
冨
畠
嵐
凰
覗
呂
①
弓
笥
呂
ｃ
胃
《
喝
①
》
品
總
）
が
あ
げ
ら

れ
る
。
前
に
述
べ
た
錘
へ
イ
ン
の
「
感
尭
と
知
性
』
は
こ
れ
に
お
く
れ
る
と
と
二
一
年
で
あ
る
。
ヴ
ン
ト
の
「
感
官
知
兇
論
武
賦
」
（
園
の
詳
塁
蝿
①

試
昌
昌
一
①
Ｃ
毘
貸
①
（
ざ
罠
酸
】
己
の
当
‐
昌
冒
呂
冒
二
］
垣
》
品
没
）
は
く
イ
ン
の
主
著
に
お
く
恥
る
こ
と
三
年
で
あ
る
。
次
い
で
二
年
後
に
プ
ェ
ヒ
ネ

ル
の
（
弓
の
の
旨
胃
》
目
・
）
の
「
精
祁
物
理
學
」
（
国
の
旨
目
冨
今
胃
國
）
‐
呂
○
弓
ご
盟
一
【
》
】
誤
Ｏ
）
が
現
わ
れ
、
そ
の
三
年
後
に
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ッ

（
国
①
］
昌
彦
○
］
言
ゞ
国
．
ご
・
）
の
「
聴
尭
學
説
」
（
旨
①
日
の
胃
の
弓
っ
旨
旦
①
Ｐ
弓
○
冒
曾
息
目
今
目
頭
ｇ
》
Ｈ
設
い
）
が
出
、
更
に
三
年
後
に
彼
の
有

名
な
「
帆
尭
生
理
學
」
（
国
費
昌
一
〕
二
⑦
｝
〕
（
二
自
宅
ご
工
巨
○
ぬ
こ
）
⑦
届
○
弓
三
ハ
》
】
“
ｍ
Ｇ
ｌ
儲
念
）
が
完
結
し
て
ゐ
る
。
一
八
七
四
年
に
初
め
て
出
版

さ
れ
た
ヴ
ン
ト
の
「
生
理
學
的
心
理
學
綱
要
」
（
の
昆
目
胃
荷
①
角
の
尾
胃
）
耳
泌
巨
○
ぬ
一
き
｝
ろ
旨
弔
ェ
）
‐
⑤
言
』
（
頃
の
》
品
遥
）
は
そ
の
岱
峠
迄
の
知
識

を
錐
大
成
し
た
も
の
で
一
九
二
年
迄
に
六
版
を
血
ね
、
心
理
蕊
の
概
唯
教
科
書
と
し
て
亜
き
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

締
紳
生
活
の
韮
礎
と
考
え
ら
れ
た
感
挺
の
蚊
が
い
く
つ
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
昔
か
ら
色
女
と
問
題
と
さ
伽
て
き
た
。
ベ
ル
は
一
八
二

六
年
に
筋
肉
感
斑
を
發
見
し
て
と
伽
を
五
竹
に
加
え
て
第
一
ハ
感
挺
と
し
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ス
ミ
ル
は
八
種
の
感
受
を
数
え
あ
げ
た
。
ウ
ェ

ー
ペ
ル
（
づ
１
①
一
）
①
］
》
園
．
国
・
）
は
脳
悠
を
史
に
雌
錐
、
温
度
悠
蝿
、
位
世
感
挺
に
分
け
た
（
一
八
三
四
）
。
こ
の
問
題
に
對
し
て
ヘ
ル
ム
ホ

（
皿
）

ル
ッ
に
よ
っ
て
提
咄
せ
ら
れ
た
様
相
（
旨
（
）
含
扉
騨
）
の
概
念
の
寺
典
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
。
様
相
の
問
題
に
引
き
つ
賞
い
て
起

っ
た
の
が
同
一
．
様
相
の
内
部
に
於
け
る
部
分
の
数
で
あ
る
。
ヴ
ン
ト
及
び
そ
の
一
派
は
感
斑
の
性
質
（
Ｐ
冒
一
］
詳
詳
）
に
よ
っ
て
こ
れ
を
分
け

認
識
樅
迭
の
心
理
學
的
研
究
一
一
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I

・
認
赦
椛
造
の
心
理
畢
的
研
究
・
三
一

う
ろ
と
考
え
、
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
の
緋
祁
物
理
學
一
派
は
丁
度
可
知
差
異
を
以
て
痩
的
聯
練
を
瞳
分
す
る
手
段
と
し
た
。
キ
ュ
ル
・
へ
（
目
号
の
〉

（
晦
〆
妬
）

ｐ
）
及
び
テ
ィ
チ
ナ
ァ
（
畠
慧
冨
属
目
』
園
国
）
の
初
期
の
仕
邪
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
キ
ュ
ル
ペ
は
明

る
さ
に
つ
い
て
六
九
六
段
階
を
瞳
別
し
、
色
調
に
つ
い
て
一
五
○
種
を
瞳
別
し
た
。
テ
ィ
チ
ナ
ァ
は
三
二
八
二
○
種
の
色
彩
を
数
え
て
い

る
Ｏ

つ
い
で
起
っ
た
問
題
は
感
尭
の
囲
性
の
問
題
で
あ
っ
た
。
．
ヴ
ン
ト
は
感
提
の
屈
性
と
し
て
疵
と
腿
度
と
を
あ
げ
た
が
別
に
其
以
上
の
組

織
的
考
漆
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
感
怖
は
蛾
初
貿
と
砥
度
と
の
凪
性
を
も
っ
た
心
的
要
素
と
考
え
ら
れ
た
が
そ
の
後
感
怖
は
感
挺
の
第
三

の
風
性
と
し
て
考
え
ら
肌
た
。
即
ち
感
傭
は
其
自
身
の
風
性
を
も
ち
な
が
ら
同
時
に
感
斑
の
囲
性
と
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
汲
後
に
三
稗

（
灯
）

し
て
猫
立
の
心
的
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
キ
ュ
ル
・
へ
は
一
八
九
三
年
初
め
て
囲
性
の
問
題
を
組
織
的
に
と
り
あ
げ
て
考
究
し
た
◎
彼

は
愛
と
湿
度
の
囲
性
の
外
に
持
続
と
振
り
の
二
風
性
を
新
に
加
え
た
。
風
性
に
開
す
る
こ
れ
ら
の
問
題
は
今
日
に
至
る
も
猫
結
末
を
得
て

い
な
い
。
感
挺
の
問
題
は
今
日
の
心
理
學
に
於
て
は
凪
性
の
問
題
と
し
て
そ
の
名
茂
り
髭
と
壁
め
て
い
る
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

は
じ
め
祈
學
上
の
經
験
主
義
に
伴
っ
て
於
開
さ
れ
た
聯
合
主
義
心
理
學
に
於
て
は
感
兇
又
は
概
念
と
い
う
簡
漿
な
要
素
が
立
て
ら
れ
、

こ
れ
が
聯
合
の
原
理
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
複
雑
な
粘
榊
現
象
が
椛
成
さ
れ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
に
立
て
ら
れ
る
聯
合
の
法
則
は
夫
友
多
少

の
相
述
を
示
し
、
且
又
そ
の
方
法
も
内
椅
に
専
ら
よ
る
も
の
（
ジ
ェ
イ
ム
ス
ミ
ル
）
と
生
理
學
的
読
明
を
援
用
す
る
も
の
（
ハ
ァ
ト
・
レ
イ
）

等
の
相
逹
は
あ
っ
た
が
、
併
し
何
れ
も
聯
合
の
原
理
を
中
心
と
す
る
一
種
の
機
械
論
的
立
場
に
立
つ
こ
と
に
は
鍵
り
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
機
械
論
的
心
理
學
に
は
二
つ
の
難
鮎
が
見
出
さ
れ
る
。
第
一
は
糀
祁
の
自
發
性
が
理
解
し
難
い
こ
と
、
第
二
は
創
造
的
性
質

が
説
明
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ン
ト
は
こ
の
雌
黙
を
救
う
た
め
に
辿
合
的
結
合
の
外
に
統
尭
的
結
合
を
立
て
上
後
者
を
弧
調
し
た
。
從

っ
て
彼
の
心
理
學
は
聯
合
心
理
學
に
對
立
す
る
も
の
と
し
て
統
兇
心
理
學
と
も
呼
ば
れ
る
。
併
し
午
ら
彼
の
統
提
は
或
る
表
象
内
容
が
特

１
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に
明
か
に
意
識
の
俸
撚
を
占
領
し
て
他
の
内
容
を
禁
止
す
る
過
程
に
外
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
、
班
な
る
意
識
の
堺
資
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ

て
説
明
原
理
で
は
な
か
っ
た
。
つ
蛍
ま
る
と
こ
ろ
彼
の
磯
系
は
聯
合
心
理
學
の
流
れ
の
上
に
立
つ
意
識
心
理
學
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
即
ち
心
的
要
素
と
し
て
の
感
受
が
立
て
ら
れ
、
感
銘
が
結
合
し
て
知
鐙
と
な
り
記
憶
概
念
と
な
り
想
像
観
念
と
な
る
。
換
言
す
れ

ば
表
象
と
な
る
。
こ
肌
ら
の
結
合
乃
至
連
合
は
融
合
、
同
化
、
複
合
、
同
時
的
記
憶
聯
合
、
繼
時
的
記
憶
聯
合
の
五
つ
の
作
用
に
瞳
分
さ

伽
る
。
音
の
融
合
、
空
間
知
尭
に
於
け
る
同
化
の
現
象
、
奥
行
き
知
尭
の
如
き
夫
食
皆
融
合
、
同
化
、
複
合
の
作
用
に
よ
っ
て
論
明
さ
恥

る
。
別
に
立
て
ら
恥
た
統
髭
的
結
合
は
結
極
連
合
に
師
蒲
せ
し
め
ら
肌
る
も
の
で
あ
る
か
ら
凡
ゆ
る
観
念
の
遥
化
は
直
接
感
発
的
刺
戟
に

（
鴫
）

規
定
さ
れ
る
も
の
を
除
い
て
・
は
何
飢
も
連
合
過
程
に
依
存
す
る
も
の
と
考
え
ら
虹
た
。
彼
の
統
尭
が
説
明
原
理
と
考
え
ら
伽
易
い
の
は
そ

の
心
理
學
の
背
後
に
あ
る
彼
の
主
意
説
的
祈
學
に
基
く
も
の
と
い
わ
れ
る
。

機
械
論
的
心
理
學
の
第
二
の
雌
鮎
は
要
素
の
結
合
が
機
械
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
結
合
の
結
果
に
現
わ
恥
る
新
性
質
は
如
何
に
し
て
説
明

せ
ら
れ
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
既
に
ジ
ョ
ン
ミ
ル
等
に
よ
っ
て
糒
祁
化
學
の
論
が
提
唱
せ
ら
れ
た
。
更
に
こ
の

流
れ
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
グ
ラ
ー
ッ
學
派
の
表
象
産
出
論
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
併
し
こ
れ
ら
が
到
底
科
畢
的
な
支
持
に
耐
え

得
な
い
こ
と
は
以
後
の
論
述
が
自
ら
そ
の
解
答
を
典
え
る
で
あ
ろ
う
。
機
械
論
が
裡
に
包
蔵
す
る
雌
鮎
に
よ
り
よ
き
解
決
が
典
え
ら
れ
る

た
め
に
は
心
理
學
の
立
場
そ
の
も
の
に
大
き
な
鍵
改
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

プ
レ
ン
タ
ァ
ノ
Ｂ
Ｈ
ｇ
言
巳
。
ゞ
目
）
の
流
れ
に
つ
な
が
り
、
直
接
に
は
マ
ッ
ハ
（
旨
狸
目
）
目
）
の
影
郷
を
う
け
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

フ
オ
ン
エ
ー
レ
ン
フ
ェ
ル
ス
忌
胃
の
旨
壁
鋺
》
ｐ
剣
・
）
は
一
八
九
○
年
「
形
態
質
に
つ
い
て
」
（
《
《
。
言
罠
の
＄
菖
菖
冒
犀
詳
目
《
《
）
と

い
う
論
文
を
發
表
し
、
・
形
態
質
を
定
義
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
形
態
使
と
は
相
充
に
分
離
し
う
る
璽
素
か
ら
成
り
立
つ
、
意

識
中
の
表
象
複
合
の
現
存
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
な
積
極
的
な
表
象
内
容
を
い
う
」
と
。
そ
し
て
そ
の
特
質
と
し
て
二
つ
が
あ
げ
ら
れ

認
祇
椛
迭
の
心
那
學
的
研
究
三
二

I
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、

、
認
識
椛
迭
の
心
那
學
的
研
究
一
四

、

る
。
第
一
は
要
素
の
総
和
以
上
の
性
焚
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。
第
二
は
移
調
可
能
性
を
右
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
形
態
侭
は
更
に

そ
れ
よ
り
も
高
次
の
形
態
質
に
對
し
て
は
要
素
と
な
り
得
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
第
二
次
要
素
と
考
え
ら
れ
た
。
エ
ー
レ
ン
フ
ェ
ル
ス
と

近
い
關
係
に
あ
っ
た
マ
イ
ノ
ン
グ
（
員
①
冒
○
眉
醇
シ
・
）
並
に
そ
の
門
下
の
グ
ラ
ー
ッ
學
派
の
心
理
學
者
達
に
よ
つ
て
は
か
上
る
性
愛
は
表

象
産
出
と
い
う
二
次
的
な
高
等
知
的
作
用
に
よ
っ
て
産
出
せ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
即
ち
基
礎
と
し
て
典
え
ら
れ
る
も
の
は
要
素

的
感
挺
的
事
変
で
あ
っ
て
こ
れ
が
或
形
態
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
は
高
等
知
的
作
用
が
加
っ
て
こ
れ
を
形
態
化
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
。
表
象
産
出
の
擬
制
に
よ
っ
て
「
感
受
以
外
的
」
表
象
（
）
》
夢
昂
ェ
①
愚
】
旦
菖
〕
⑦
《
・
ぐ
（
）
房
直
言
］
面
）
が
こ
れ
に
添
加
さ
れ
る
と
い
わ

（
卿
）

虹
る
の
で
あ
る
。
所
謂
表
象
産
出
論
が
こ
れ
で
あ
る
。
コ
ル
ネ
リ
ュ
ウ
ス
ａ
ｏ
時
］
〕
命
冒
砿
》
閂
・
）
も
形
態
質
を
い
う
の
で
あ
る
が
こ
上
で

（
帥
）

は
表
象
の
産
出
説
が
反
對
さ
れ
凪
性
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

キ
ュ
ル
ペ
に
率
い
ら
れ
る
ウ
ュ
ル
ッ
ブ
ル
グ
學
派
は
内
楕
的
研
究
法
を
蛾
も
信
頼
す
る
に
足
る
研
究
法
と
し
て
複
雑
な
結
祁
現
象
の
研

究
に
從
邪
し
、
そ
の
結
果
聯
合
心
理
學
に
於
て
立
て
ら
れ
る
要
素
と
し
て
の
心
像
が
必
ず
し
も
亜
要
な
役
荊
を
減
ず
る
も
の
で
な
く
こ
れ

と
性
質
を
異
に
す
る
非
直
観
的
な
心
的
要
素
の
あ
る
こ
と
を
見
出
し
こ
れ
を
意
誠
態
烏
虫
自
認
霊
①
旨
猷
旨
唱
）
或
は
意
識
性
Ｓ
ｃ
三
一
鵲
‐

（
瓢
）

目
⑦
評
）
と
呼
ん
だ
。

嘗
て
キ
ュ
ル
ペ
と
共
に
ヴ
ン
ト
に
師
小
し
た
テ
ィ
チ
ナ
ア
（
良
き
冨
旨
臼
●
』
目
国
）
は
ヴ
ン
ト
の
説
を
繼
承
し
、
キ
ュ
ル
。
へ
と
正
に
そ

の
立
場
を
異
に
し
て
徹
底
的
感
尭
主
義
の
立
場
を
堅
持
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
立
場
か
ら
猫
自
の
文
脈
説
を
提
唱
し
て
非
直
観
的
要

素
の
存
在
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
意
味
は
心
理
學
的
に
い
え
ば
常
に
文
脈
（
８
畠
①
墓
）
で
あ
る
。
と
上
に
文
脈
と
い
う
の
は
有
機
髄
が

そ
れ
に
對
し
て
選
採
的
に
反
應
す
・
る
或
蜻
況
に
於
て
一
つ
の
概
念
に
作
随
す
る
他
の
槻
念
又
は
概
念
群
を
意
味
す
る
。
即
ち
一
つ
の
槻
念

は
そ
れ
が
他
の
概
念
の
文
脈
で
あ
る
限
り
に
於
て
後
者
の
意
味
で
あ
る
。
例
え
ば
今
、
一
つ
の
光
の
感
挺
が
與
え
ら
れ
た
と
し
て
も
そ
れ

●
。
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に
は
意
味
が
な
い
。
然
る
に
そ
こ
に
禁
張
が
伴
え
ば
、
そ
れ
は
何
か
光
っ
た
も
の
ど
い
う
意
味
を
も
っ
た
知
兇
と
な
る
。
そ
の
「
何
か
」

と
い
う
意
味
は
禁
張
と
い
う
運
動
感
尭
的
文
脈
に
外
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
新
し
い
知
斑
は
そ
こ
に
心
像
が
加
わ
っ
て
初
め
て
意
味
を
も

つ
の
で
あ
る
。
‐
こ
の
こ
と
は
榔
認
過
程
を
考
え
る
と
よ
く
解
る
。
こ
の
顔
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
顔
だ
と
談
つ
た
と
す
る
と
営
分
の
間
は
甑

Ｑ

の
脱
姥
が
桟
と
な
っ
て
、
と
恥
に
名
前
の
心
像
が
附
加
さ
れ
る
と
そ
の
顔
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
意
味
を
も
つ
。
又
奥
行
の
知
覺
は
運
動
感

兇
的
文
脈
の
中
に
成
立
す
る
。
知
羅
が
慨
熱
さ
れ
て
智
悩
的
な
も
の
と
な
っ
た
場
合
は
意
識
的
な
文
脈
は
脱
落
し
て
生
理
的
な
項
に
よ
っ

て
荷
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
意
味
は
意
識
さ
れ
な
く
と
も
理
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
妻
君
の
額
が
妻
君
の
顔
と
し
て
解
る
た
め
に
は
何
も
感
蝿

的
核
に
意
識
的
文
脈
が
加
わ
る
を
要
し
な
い
。
外
國
語
の
知
ら
な
い
言
葉
の
意
味
が
解
る
た
め
に
は
母
國
語
の
夫
に
相
常
す
る
言
葉
が
文

脈
と
し
て
一
変
必
要
で
あ
る
が
母
國
語
に
つ
い
て
は
夫
等
を
必
要
と
し
な
い
。
意
味
だ
け
す
ら
す
ら
汲
ん
で
誠
ん
で
ゆ
け
ろ
。
丁
度
バ
ァ

ク
レ
ィ
に
於
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
テ
ィ
チ
ナ
ァ
に
於
て
も
意
味
が
成
立
す
る
た
め
に
は
妓
初
少
く
と
も
二
つ
の
感
挺
又
は
観
念
が
必

要
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
二
元
論
は
新
知
尭
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
が
、
意
味
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
慣
熟

し
た
知
斑
の
場
合
に
は
問
題
と
な
る
。
ジ
ョ
ン
ミ
ル
に
於
て
意
識
の
永
続
可
能
性
が
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
テ
イ
チ
ナ
ア
も
と
上
に
文
脈

の
永
絞
可
能
性
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
併
し
彼
は
直
接
に
可
能
性
に
訴
え
る
よ
り
も
寧
ろ
間
接
の
方
法
に
よ
っ
て
誰
明
し
て
い
る
。
即
ち

知
兇
に
ひ
き
つ
堂
く
行
爲
に
よ
っ
て
誰
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
〉
醐
樂
家
に
と
っ
て
五
線
譜
上
の
記
銃
は
夫
：
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
併
し

裁
奏
の
時
に
は
そ
れ
ら
は
一
た
意
識
せ
ら
れ
な
い
ｏ
し
か
し
彼
が
正
し
く
そ
の
意
味
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
彼
の
行
爲
が
こ
れ

を
何
よ
り
も
よ
く
證
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
。
§

テ
ィ
チ
ナ
ァ
は
椎
成
主
義
心
理
學
の
妓
後
の
人
と
も
い
わ
れ
そ
の
髄
系
は
殆
ん
ど
ヴ
ン
ト
の
夫
と
異
な
ら
な
い
。
文
脈
論
は
彼
の
特
徴

と
も
い
わ
れ
る
が
こ
れ
と
て
も
要
素
が
假
定
せ
ら
れ
こ
れ
が
結
合
の
原
理
に
よ
っ
て
典
柵
的
經
験
が
排
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
原
理
上
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何
等
の
相
異
も
見
ら
虹
な
い
。

近
世
の
一
初
め
心
理
學
は
心
と
い
う
笈
磯
に
開
す
る
學
問
で
は
な
く
、
観
念
の
離
合
集
散
に
關
す
る
法
則
的
關
係
を
求
む
く
き
で
あ
る
と

の
考
え
に
立
っ
て
聯
合
心
理
學
が
始
め
ら
恥
、
以
來
幾
多
の
契
機
を
と
り
い
れ
つ
上
現
代
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
、
主
と
し
て
知

尭
の
問
題
を
中
心
と
し
て
基
本
的
概
念
と
方
法
と
に
つ
い
て
そ
の
展
開
の
跡
を
た
ず
ね
て
き
た
。
そ
の
結
果
知
り
得
た
と
こ
ろ
は
心
理
學

に
於
け
る
知
兇
論
は
絡
始
一
貫
し
て
感
受
又
は
概
念
と
こ
虹
に
働
く
力
と
の
二
元
論
の
上
に
立
て
ら
伽
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一

方
に
要
素
と
し
て
の
感
鎚
又
は
概
念
が
立
て
ら
れ
、
他
方
に
融
合
、
同
化
、
複
合
と
い
う
ご
と
き
聯
合
の
は
た
ら
き
か
乃
至
は
高
等
産
出

作
用
の
如
き
高
次
の
精
赫
作
用
か
何
飢
に
す
る
も
二
次
的
な
作
用
が
加
っ
て
初
め
て
知
斑
は
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
在
來
の
心
理
學

を
批
判
し
て
ヴ
エ
ル
ト
ハ
イ
メ
ル
（
弓
胃
吾
①
冒
胃
》
糧
・
）
に
よ
っ
て
最
も
禰
皿
に
式
述
せ
ら
肌
た
彼
の
モ
ザ
ィ
ク
テ
ー
ゼ
と
聯
合
テ
ー

ゼ
と
は
そ
の
ま
上
移
し
て
在
來
の
知
兇
論
に
そ
の
ま
上
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
切
の
「
複
合
盤
」
に
は
先
づ
妓
初
に
根
底
と
し
て
並
列
的
に
典
え
ら
れ
た
要
素
的
内
容
成
素
の
總
和
が
成
立
す
る
。
こ
れ
は
そ
の

根
本
に
於
て
、
異
種
の
成
素
の
総
和
的
多
様
性
（
ひ
と
た
ぱ
）
を
有
す
る
。
そ
肌
以
上
は
す
べ
て
要
素
の
よ
せ
集
め
（
〕
》
昌
冒
』
‐
、
己
巳
戸
①
《
《
）

の
主
妓
の
上
に
何
と
か
建
設
さ
れ
る
。
モ
ザ
ィ
ク
テ
ー
ゼ
。

一
つ
の
内
容
Ａ
が
他
の
内
容
Ｂ
と
し
ば
し
ば
共
存
す
る
時
（
時
空
的
接
近
に
於
て
）
Ａ
の
發
現
が
Ｂ
の
出
現
を
件
ふ
傾
向
が
成
立
す

（
沙
）

る
。
聯
合
テ
、
‐
ゼ
。

し
か
も
そ
こ
に
要
素
と
し
て
立
て
ら
恥
た
感
畳
概
念
の
構
成
の
過
程
を
見
る
に
軍
な
る
内
椅
的
分
析
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
に
過

ぎ
ず
到
底
科
學
的
客
観
的
批
判
に
耐
え
て
そ
の
存
在
の
椛
利
を
主
張
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
ぃ
ら
が
た
て
ら
伽
た
動
機
は
正
に
ケ
ー

レ
ル
（
園
。
昼
の
曙
）
弓
・
）
が
指
楠
す
る
如
き
信
仰
に
基
く
も
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
「
内
特
説
に
於
け
る
一
つ
の
決
定
的
動
機
は
、
本

1
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徴
の
感
兇
が
主
観
的
態
度
に
左
右
さ
れ
な
い
で
、
純
粋
に
肋
所
的
な
刺
戟
作
用
だ
け
に
依
存
す
る
も
の
だ
と
い
う
偏
仰
に
外
な
ら
な
い
」
。

我
友
が
先
き
に
辿
っ
て
き
た
あ
の
長
い
歴
史
の
問
モ
ザ
イ
ク
、
聯
合
テ
ー
ゼ
・
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
見
地
が
深
い
縦
も
な
く
支
持

さ
れ
て
き
た
こ
と
に
寧
ろ
驚
き
を
す
ら
感
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
こ
の
よ
う
な
信
仰
が
根
深
く
こ
れ
を
支
持
し
て
い
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
一
九
一
三
年
ケ
ー
レ
ル
は
か
火
る
感
兇
概
念
に
初
め
て
雌
正
な
る
科
學
的
検
討
を
加
え
、
蛾
初
定
立
さ
れ
た
刺
戟
と
感
髭
と
の
間

の
照
雄
を
一
般
に
観
察
し
得
な
い
場
合
に
も
、
又
た
ま
た
ま
槻
察
上
の
那
蛮
が
こ
れ
に
反
す
る
場
合
に
も
、
本
來
安
鴬
す
る
は
ず
の
も
の

（
獅
〉

だ
と
想
定
す
る
こ
と
を
「
恒
常
假
定
」
（
員
っ
冒
飢
言
旨
曽
冒
目
曾
冒
５
）
と
名
す
け
こ
れ
が
根
本
的
に
駿
莱
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
明
か
に
し
た
。

恒
常
假
定
の
艤
乘
は
単
に
知
鍵
論
の
み
な
ら
ず
心
理
學
の
全
般
的
立
場
に
根
本
的
鐙
革
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

内
打
法
に
基
く
意
識
心
理
學
が
そ
の
根
底
に
す
え
た
「
感
壁
」
は
こ
上
に
心
的
疫
在
と
し
て
の
意
義
を
先
全
に
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。

意
識
心
理
學
に
於
て
考
え
ら
れ
た
一
定
の
刺
戟
に
常
に
一
對
一
の
對
脳
を
な
す
と
こ
ろ
の
い
わ
ば
純
粋
感
鳧
と
も
名
す
ぐ
べ
き
も
の
は
佃

罷
的
條
件
と
理
境
的
條
件
と
が
夫
‐
一
定
に
保
た
れ
て
い
る
よ
う
な
極
め
て
特
殊
な
條
件
下
に
於
て
一
初
め
て
捕
え
ら
恥
る
極
め
て
局
限
さ

れ
た
感
性
経
験
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
日
常
生
活
中
に
あ
つ
．
て
日
常
に
經
雛
さ
れ
る
如
き
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
特
殊
の
操
作
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
確
定
さ
恥
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
意
識
心
理
學
に
於
て
は
日
常
の
知
尭
的
経
験
が
恒
常
假
定
に
矛
府
す
る
時
は
か
上
る

經
験
を
循
用
に
値
し
な
い
も
の
と
し
、
‐
純
粋
感
蕊
を
本
岱
の
經
験
と
し
て
そ
こ
に
判
断
論
、
記
憶
論
等
の
幾
多
の
補
助
假
読
を
た
て
た
の

で
あ
る
。
併
し
乍
ら
日
常
生
活
的
經
験
と
純
粋
感
髭
的
經
験
と
は
双
方
共
に
伝
用
せ
ら
る
べ
き
經
験
で
あ
る
。
剛
者
の
相
逵
は
夫
の
經

験
を
規
定
す
る
條
件
の
相
逹
を
現
わ
す
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
一
定
の
經
験
が
報
告
せ
ら
れ
た
場
合
ブ
七
の
經
験
が
得
ら
れ
た
操
作
と
無
關
係

に
そ
の
信
用
、
不
備
用
を
問
う
こ
と
は
科
學
的
に
意
味
が
な
い
。
そ
恥
に
も
拘
ら
ず
經
験
の
偏
用
が
問
題
と
せ
ら
れ
た
の
は
意
誠
心
理
學

に
於
て
は
未
だ
經
験
の
科
學
的
意
義
が
確
定
さ
恥
て
い
な
か
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。

認
識
構
造
の
心
理
學
的
研
究
一
七

』

0

〆



Ｌ
■
■
■
Ｕ
■
ｑ
ｑ

ノ

I

認
識
樅
造
の
心
理
學
的
研
究
一
‐
八

人
間
に
典
え
ら
れ
る
原
本
的
所
與
は
決
し
て
意
識
心
理
學
に
い
う
と
こ
ろ
の
感
兇
で
は
な
く
て
典
磯
的
有
意
味
の
知
兇
經
駒
に
外
な
ら

ぬ
。
今
、
か
入
る
經
雛
が
示
す
特
性
を
ヴ
ェ
ル
ト
〈
イ
メ
ル
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
述
べ
よ
う
。

「
所
與
は
本
來
い
ろ
い
ろ
の
程
度
で
さ
ま
づ
く
っ
て
い
る
（
こ
鳴
吾
島
雲
《
《
）
。
大
い
に
或
は
帷
か
に
結
椎
を
共
え
た
、
大
い
に
或
は

伽
か
に
確
立
し
た
全
僻
及
び
全
髄
過
程
が
所
典
と
し
て
提
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
多
く
は
す
こ
ぶ
る
具
磯
的
な
垂
髄
特
性
を
も
ち
、
内
的

法
則
性
を
含
み
、
特
性
的
全
僻
傾
向
を
有
し
、
そ
の
部
分
に
對
し
て
全
総
制
約
を
示
す
。
断
片
（
こ
爵
言
冨
《
《
）
は
其
髄
的
に
は
ほ
と

（
戎
）

ん
ど
悉
く
全
髄
過
程
に
於
け
る
部
分
と
し
て
（
・
〕
己
、
‐
冒
号
《
《
）
解
す
べ
き
も
の
だ
」
。

さ
ま
す
く
ら
恥
た
所
與
か
ら
部
分
を
と
り
出
し
て
確
立
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
高
次
の
下
位
至
髄
で
あ
ろ
う
が
叉
い
わ
ゆ
る
要
素
で
あ
‐

ろ
う
が
、
そ
恥
は
所
與
そ
の
も
の
を
も
鐙
化
す
る
力
動
的
過
程
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
は
出
來
覗
に
對
す
る
内
的
結
樅
原
理
か
ら
の
法
則

的
函
数
的
依
存
關
係
が
成
立
っ
て
い
る
。
形
態
は
エ
ー
レ
ン
フ
ェ
ル
ス
が
説
い
た
よ
う
な
》
》
昏
再
聖
三
旨
冒
①
巨
昌
昏
○
冒
巨
の
己
①
冒
言
写
儘
《

や
、
単
な
る
材
料
に
単
純
に
主
観
的
に
つ
け
加
え
ら
虹
た
形
象
や
性
質
で
は
な
い
。
内
的
法
則
性
を
示
す
全
僻
過
程
に
外
な
ら
ぬ
。
機
械

的
で
な
く
力
學
的
で
あ
り
、
偶
然
で
な
く
内
面
的
法
則
に
規
定
さ
れ
て
動
く
全
船
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
部
分
も
亦
蛮
は
杢
総
の
部
分
と
し

て
、
全
髄
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
派
生
者
と
し
て
措
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ゲ
シ
タ
ル
ト
心
理
學
は
恒
常
假
定
を
根
本
的
に
罐
乗
し
て
力
學
と
場
理
論
と
を
導
入
し
た
。
經
聡
は
そ
れ
を
成
立
せ
し
め
る
力
學
的
場

の
諸
條
件
に
よ
っ
て
そ
の
性
質
が
附
與
せ
ら
伽
る
。
’
三
１
ト
ン
の
風
理
の
海
に
あ
る
よ
う
な
絶
對
性
を
も
っ
た
心
的
低
在
と
し
て
の
感

墨
と
い
う
が
如
き
も
の
は
何
一
つ
そ
の
存
在
を
許
さ
れ
な
い
。
か
上
る
條
件
に
規
定
さ
れ
た
經
聡
は
こ
れ
が
得
ら
れ
る
皿
〈
鴨
的
操
作
が
明

か
に
せ
ら
れ
た
時
に
は
じ
め
て
科
學
的
概
念
と
し
て
の
意
義
が
典
え
ら
れ
る
ｏ

（
”
）
（
淵
）

初
期
の
ゲ
シ
タ
ル
ト
心
理
學
、
ル
ビ
ン
、
カ
ッ
ッ
等
に
ょ
２
」
代
表
さ
れ
る
蜜
馳
現
象
學
に
於
て
は
意
識
心
理
學
に
於
て
見
ら
伽
る
よ

’

I

0

〃



、

凸
“
・
ロ
凸
ひ

う
な
心
的
衝
在
と
し
て
の
感
挺
等
を
何
等
似
定
す
る
こ
と
な
く
、
我
灸
の
狐
《
総
的
經
験
を
如
疫
に
狐
祭
し
、
そ
の
構
造
特
性
を
記
述
土
そ

恥
ら
の
特
性
を
規
定
す
る
條
件
を
蛮
駿
的
に
明
か
に
す
る
努
力
が
桃
わ
虹
、
既
に
「
地
」
と
「
岡
」
の
分
節
性
、
色
の
碓
造
、
形
態
法
則

等
幾
多
の
郷
し
い
業
絞
を
牧
め
得
た
の
で
あ
る
。

ケ
ー
レ
ル
が
恒
常
假
定
の
産
莱
を
と
な
え
た
一
九
一
三
年
ワ
ッ
ト
ソ
ン
（
言
鼻
畝
○
旨
》
自
国
・
）
は
心
理
學
か
ら
意
識
が
追
放
せ
ら
る
べ

（
鋤
）

き
こ
と
を
宜
言
し
た
。
果
し
て
意
識
は
心
理
學
か
ら
追
放
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
假
り
に
科
學
が
客
槻
性
を
推
得
す
る
た
め
に

ノ

ワ
ッ
ト
ソ
ン
が
い
う
如
く
意
識
が
排
除
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
が
客
槻
科
學
と
し
て
容
認
す
る
物
理
學
も
亦
成
立
し
得
な
い
で

あ
ろ
う
こ
と
は
ケ
ー
レ
ル
に
よ
っ
て
指
摘
せ
ら
れ
た
通
り
で
あ
る
。
問
題
は
從
っ
て
こ
れ
を
排
除
す
る
か
否
か
に
は
な
く
そ
れ
を
如
何
に

取
扱
う
か
の
方
法
論
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ね
。
‘

意
識
と
行
動
と
は
こ
れ
ま
で
多
く
二
元
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
が
こ
の
こ
と
は
果
し
て
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
ケ
ー
レ
ル
、
ド
ウ
ン
カ

ア
（
己
屋
目
鼻
①
滝
》
属
・
）
に
よ
虹
ぱ
意
識
は
物
理
現
象
と
別
の
好
に
現
わ
れ
る
も
の
で
な
く
物
理
現
象
と
同
一
の
肝
に
現
わ
れ
る
も
の
と
い

う
。
ケ
ー
レ
ル
に
よ
れ
ば
「
私
の
隣
の
人
の
立
腹
を
私
が
客
観
的
に
經
嶮
す
る
の
は
「
そ
の
人
の
身
髄
の
運
動
」
と
そ
の
人
の
「
内
的
經

駿
」
と
の
間
に
何
の
「
二
元
論
」
も
入
ら
な
い
。
：
．
…
「
た
め
ら
い
」
「
そ
わ
そ
わ
」
「
決
心
」
「
氣
お
ち
」
「
廻
継
」
「
ほ
し
が
り
」
そ

れ
か
ら
又
そ
の
人
た
ち
の
「
群
ぴ
」
「
お
そ
れ
」
「
怒
り
」
「
溌
惑
」
等
を
引
合
に
出
す
時
、
私
の
感
性
經
騒
か
ら
一
つ
の
ま
る
で
別
の
分

野
へ
「
蚊
終
の
一
雌
」
を
試
み
て
そ
の
人
た
ち
の
う
ち
に
「
内
的
經
験
」
を
推
論
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
反
對
で
あ
っ
て
そ
れ
ら
の
語

（
抑
）

何
で
言
い
現
あ
す
も
の
は
ま
っ
た
く
感
性
經
職
の
う
ち
に
冊
っ
て
い
る
」
と
。
ド
ウ
ン
カ
プ
に
於
て
も
身
総
運
動
と
内
的
經
聡
と
の
間
に

絶
對
的
な
差
別
を
認
め
な
い
。
他
人
の
行
動
の
と
こ
ろ
に
行
動
と
同
剛
の
意
誠
が
現
象
し
て
い
る
と
見
る
。
た
と
え
ば
他
人
の
意
氣
釧
沈

や
紮
張
を
知
斑
す
る
時
他
人
の
行
動
の
と
こ
ろ
に
典
薪
と
し
て
現
わ
奴
て
い
る
現
象
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
他
人
の
行
動
を
全

認
識
椎
迭
の
心
那
學
的
研
究
一
九
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一一

・
認
俄
惟
迩
の
心
瑚
畢
的
研
究
二
○

〆
空
ロ
マ

鶴
的
髄
制
と
し
て
観
察
す
る
な
ら
ば
雌
に
物
理
的
な
那
蜜
で
な
く
、
意
味
的
な
關
係
的
な
郡
震
が
行
動
の
全
僻
制
の
と
こ
ろ
に
見
逃
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
恋
）
意
識
的
な
も
の
と
行
動
的
な
も
の
と
の
一
元
的
な
關
係
は
コ
フ
カ
（
〕
８
躍
冒
風
・
）
に
よ
っ
て
も
亦
読
か

恥
て
い
る
・
・
コ
フ
カ
に
よ
れ
ば
意
識
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
蜜
は
わ
れ
わ
伽
の
行
動
全
僻
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
物
理
的
行
動
と
意
識
的
な

（
和
幸
）

も
の
と
は
こ
の
陥
者
を
含
む
更
に
大
き
な
全
髄
的
行
動
の
部
分
に
外
な
ら
ぬ
と
。

我
左
の
知
尭
は
靴
な
る
物
や
出
来
事
の
忠
蛮
な
ろ
代
表
者
に
と
壁
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
物
は
そ
れ
が
現
わ
耽
る
背
餓
と
の
關
係
に
よ

っ
て
初
め
て
意
味
が
附
與
さ
伽
、
出
來
覗
は
そ
の
時
の
幡
況
中
に
定
位
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
を
罐
て
４
る
。
更
に
又
知
受
は

動
作
髄
系
の
地
盤
な
し
に
は
そ
の
本
來
の
意
味
を
見
失
い
、
高
次
の
象
徴
髄
系
に
連
ら
ず
し
て
は
意
義
は
完
結
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
淡

能
は
聯
綾
し
て
一
つ
の
認
識
椎
造
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
認
識
の
樅
逝
は
心
像
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
表
現
的
事
物
表
象
の
み
か
ら
成
立

す
る
も
の
で
は
な
い
。
事
物
表
象
は
そ
れ
自
身
の
意
味
を
有
し
他
の
表
象
に
對
す
る
關
係
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
意
味
や
關
係
も
亦
我
堂

の
意
識
中
に
代
表
さ
れ
て
い
る
。
認
識
の
椎
造
は
一
つ
の
有
機
的
髄
制
で
あ
っ
て
そ
の
惟
成
部
分
で
あ
る
物
、
出
來
邪
、
意
味
、
關
係
が

夫
；
猫
立
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
結
合
さ
れ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
樅
成
部
分
は
い
わ
ば
下
位
全
髄
と
し
て
有

機
的
全
総
の
夫
；
の
異
な
る
方
面
を
現
わ
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
認
繊
樅
造
を
支
配
す
る
法
則
を
た
ず
ね
る
．
こ
と

が
こ
れ
か
ら
の
役
目
で
あ
る
。

知
錨
の
成
立
條
件
と
し
て
二
つ
の
條
件
拝
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
外
界
刺
戟
布
世
條
件
で
外
的
條
件
と
も
い
わ
れ
る
。
第
二
は
生
活

日

二
代
表
的
選
搾
の
法
則



砿
に
開
す
る
條
件
で
あ
っ
て
こ
れ
は
内
的
條
件
若
く
は
髄
系
的
條
件
と
も
呼
ぱ
恥
て
い
る
。
雛
系
的
條
件
は
便
宜
上
こ
奴
を
一
一
ろ
の
群
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
生
活
髄
の
解
剖
學
的
組
織
學
的
條
件
を
代
表
す
る
も
の
で
比
較
的
価
常
な
條
件
群
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

地
勢
幽
味
件
（
Ａ
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
笙
一
は
生
活
磯
の
欲
求
、
態
度
等
を
代
表
す
る
鐙
易
的
な
條
件
群
（
Ｂ
）
で
あ
る
。
第
三
は
生
活

髄
の
經
馳
一
般
を
代
表
す
る
も
の
で
。
Ａ
群
の
如
く
恒
常
的
で
も
な
く
、
乃
群
の
如
く
鐙
易
的
で
も
な
く
、
そ
の
中
間
の
安
定
度
を
も
っ
た

條
件
群
（
Ｃ
）
で
あ
る
。
こ
上
で
制
意
し
な
け
伽
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
は
髄
系
的
條
件
を
こ
の
よ
う
に
分
け
た
と
し
て
も
そ
肌
ら
が
夫
．
§
潤
立

に
孤
立
し
て
働
く
と
い
う
こ
と
を
現
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
鍵
易
的
條
件
は
多
く
の
場
合
外
的
條
件
の
函
数
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
っ
て

そ
れ
自
身
慨
立
的
に
働
く
も
の
で
は
な
い
。
又
、
解
訓
學
的
組
織
學
的
條
件
群
が
正
常
で
あ
る
か
或
は
病
理
的
障
筈
等
の
た
め
に
異
常
で

あ
る
か
に
よ
っ
て
、
愛
易
的
條
件
群
が
顯
著
な
影
郷
凹
を
受
け
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
條
件
群
は
本
來
深
い
機
能
的
遜

關
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
た
蟹
考
察
の
便
立
上
こ
れ
ら
の
分
類
が
な
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
知
兇
成
立
の
第
一
條
件
群
で
あ
る
外
的
條
件
に
つ
い
て
み
る
に
生
活
髄
を
と
り
ま
く
自
然
界
に
は
限
り
な
く
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
す
べ
て
が
知
髭
成
立
に
参
典
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
生
活
慨
の
地
勢
的
條
件
に
よ
っ
て
選
樺
さ
れ
た

極
く
倣
か
の
も
の
が
知
受
の
成
立
に
奉
與
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
地
勢
的
條
件
に
よ
る
選
搾
は
感
常
的
選
樺
と
も
呼
ぱ
虹
ろ
。
感
術
的

選
捧
を
う
け
て
取
り
出
さ
れ
た
刺
戟
布
笹
は
そ
の
す
べ
て
が
知
髭
の
仙
界
に
代
表
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
更
に
生
活
磯
の
笙
一
、
第
三

の
條
件
排
に
よ
っ
て
選
樺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
肥
は
知
蝿
的
選
採
と
も
い
わ
れ
る
。

感
術
的
選
樺
と
い
い
知
尭
的
選
採
と
い
っ
て
も
、
剛
者
は
微
然
と
分
た
れ
る
性
伐
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
制
意
さ
れ
な
け
鯉
ぱ
な
ら

ぬ
。
何
故
な
い
ぱ
こ
伽
ら
の
選
探
が
規
定
さ
妙
て
い
る
各
種
の
條
件
群
は
晩
に
述
べ
た
よ
う
に
深
く
機
能
的
に
瓦
に
連
關
し
て
い
る
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
紘
述
の
便
宜
上
先
づ
感
淌
的
選
樺
の
概
要
を
述
べ
て
次
に
知
兇
的
選
樺
の
考
察
に
進
み
た
い
。

認
倣
柵
迩
の
心
那
學
帖
研
究
一
二
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、

生
活
慨
を
と
り
巻
く
刺
戟
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
先
ず
惣
挺
細
胞
に
よ
っ
て
感
受
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
夫
§
の
感
墨
細
胞
は
特
殊
素
衝
読

（
目
』
⑦
Ｃ
風
①
烏
罠
患
⑦
壗
鄙
詑
呂
自
己
房
冒
鼻
匿
○
罠
）
が
数
え
る
如
く
、
一
定
の
適
池
刺
戟
（
畠
貰
二
鼻
の
曙
堅
目
二
宮
醜
）
の
み
を
感
受
し
て

そ
の
他
の
不
適
鯉
刺
戟
（
ご
旨
〆
農
管
旦
胃
騨
冒
戸
言
醜
）
を
感
受
し
な
い
。

感
斑
細
胞
の
典
恋
は
感
挺
祁
經
に
よ
っ
て
感
挺
中
祇
に
仰
逹
さ
れ
る
。
特
定
の
感
尭
肺
經
は
特
殊
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
法
則
ａ
の
錘
の
曾
号
再

選
①
園
芦
詩
呂
①
昌
酸
冒
冒
⑦
鞭
呂
胃
唱
①
）
が
示
す
如
く
一
定
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
み
を
仰
達
す
る
。
從
っ
て
自
然
の
情
況
下
に
あ
っ
て
は
二
法
則
に

從
っ
て
感
尭
中
椛
例
え
ば
硯
挺
中
椛
は
幌
細
胞
が
そ
の
邇
唯
刺
戟
を
感
受
し
た
場
合
の
み
帆
挺
を
生
じ
、
鱸
斑
中
椛
は
聡
細
胞
が
そ
の
迩

應
刺
戟
を
感
受
し
た
時
に
の
み
轆
兇
を
生
す
る
。

各
生
活
鵬
は
夫
§
の
程
度
に
分
化
し
た
感
蝿
細
胞
を
持
っ
て
い
る
。
從
っ
て
分
化
度
の
鯉
い
生
物
の
受
容
す
る
刺
戟
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
極

め
て
貧
弱
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
人
間
に
於
て
は
明
瞭
な
感
尭
と
し
て
蕊
・
げ
ら
れ
得
る
も
の
は
十
一
種
に
達
す
る
。
少
く
と
も

そ
こ
に
は
十
一
種
以
上
の
感
尭
細
胞
の
分
化
が
考
え
ら
れ
る
。
生
活
船
に
加
わ
る
外
界
刺
戟
は
先
づ
感
琵
細
胞
に
よ
っ
て
幾
つ
か
の
種
類

に
限
定
せ
ら
れ
る
。
更
に
同
一
感
兇
細
胞
の
感
受
す
る
刺
戟
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
範
圃
に
つ
い
て
み
る
に
夫
；
極
め
て
制
限
せ
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
人
間
の
硯
細
胞
を
例
に
あ
げ
る
な
ら
ば
硯
細
胞
の
適
碓
刺
戟
は
塞
間
の
あ
ら
ゆ
る
デ
ィ
メ
ン
ジ
ョ
ン
に
湿
滿
し
て
い
る
砿
磁
波
で

あ
る
が
、
硯
細
胞
が
感
受
し
う
る
の
は
そ
の
う
ち
の
約
三
九
○
日
堂
か
ら
七
六
○
〕
眉
へ
の
間
の
一
オ
ク
タ
ー
ブ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
上

位
の
一
六
オ
ク
タ
ー
ブ
の
範
剛
に
あ
る
紫
外
線
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
線
、
γ
線
更
に
そ
の
下
位
三
一
一
オ
ク
タ
ー
グ
の
範
咽
に
あ
る
赤
外
線
、
超

迩
波
、
短
波
、
長
波
等
は
氷
久
に
人
間
の
直
接
知
蝿
の
外
に
剛
め
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
生
活
髄
を
と
り

惚
戒
柵
迭
の
心
恥
學
的
研
究

一
感
官
的
選
樺
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ま
く
外
界
刺
戟
の
う
ち
生
活
慨
が
選
搾
し
感
愛
し
う
る
も
の
は
極
め
て
倣
か
の
範
州
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

感
兇
細
胞
と
感
髭
祁
經
と
感
挺
中
枢
と
を
綜
括
し
て
感
尭
系
と
も
呼
ぶ
。
感
錨
細
胞
は
多
く
の
場
合
集
っ
て
一
つ
の
受
容
器
官
を
椛
成

す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ
の
器
官
の
瀧
迩
は
各
動
物
に
よ
っ
て
夫
友
異
な
っ
て
お
り
、
從
っ
て
又
刺
戟
選
捧
も
と
肌
に
伴
っ
て
鐙
化

す
る
。
中
柵
に
開
し
て
も
全
く
こ
処
と
同
様
の
こ
と
を
言
い
得
る
。
こ
上
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
受
容
器
の
發
逵
と
祁
經
系
の
發
逹
と
が

必
ず
し
も
相
伴
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
多
様
の
關
係
が
存
在
す
る
。
即
ち
側
妥
容
器
も
中
祇
も
共
に
未
分
化
の
場

合
、
⑧
受
容
器
は
極
め
て
優
秀
な
椛
造
を
示
す
に
拘
ら
ず
中
脳
が
未
分
化
の
場
合
、
⑥
、
⑧
の
場
合
と
反
對
に
中
枢
が
分
化
し
て
受
容
器

が
未
分
化
の
場
合
、
剛
剛
者
共
に
分
化
し
て
い
る
場
合
等
が
考
え
ら
拠
る
。
こ
恥
ら
夫
走
の
場
合
と
の
關
聯
に
於
て
感
官
的
選
禅
の
過
程

／

を
考
察
し
よ
う
。

生
活
磯
の
分
化
度
が
進
む
と
、
散
在
し
て
存
在
し
て
い
た
感
壁
細
胞
は
多
く
集
っ
て
一
つ
の
受
容
器
官
を
構
成
す
る
に
至
る
。
受
容
器

官
は
と
肌
に
連
な
る
感
尭
祁
經
、
感
尭
中
概
と
共
に
一
つ
の
感
髭
系
を
樅
成
し
、
感
挺
系
は
更
に
他
の
多
く
の
感
琵
系
と
共
に
一
つ
の
機

能
的
慨
統
を
構
成
し
て
知
墨
成
立
の
根
擁
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
自
然
の
備
況
下
に
あ
っ
て
は
耶
一
の
感
攝
系
が
耶
猫
に
猫
立
し
て
働
く

こ
と
は
先
づ
な
い
が
特
殊
の
條
件
下
に
と
恥
に
近
い
條
件
が
充
さ
帥
た
と
假
定
し
て
そ
の
場
合
の
意
識
内
容
を
感
礎
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ

（
郷
）

る
。
各
感
墨
系
の
う
ち
幌
尭
系
は
雄
も
分
化
度
が
高
い
ｏ
以
下
主
と
し
て
硯
鉦
系
を
中
心
と
し
て
考
察
し
よ
う
。

脱
尭
系
の
受
容
器
官
は
い
う
ま
で
も
な
く
眼
で
あ
る
が
、
眼
の
器
官
の
雌
も
簡
耶
な
も
の
は
硯
細
胞
が
皮
膚
の
陥
凹
部
即
ち
眼
盃

（
園
山
旨
①
昌
一
）
の
呂
胃
）
の
底
部
に
集
合
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
雛
造
に
あ
っ
て
は
感
尭
細
胞
は
皮
府
中
に
散
在
す
る
場
合

よ
り
は
逝
に
よ
く
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
陥
凹
部
の
皮
膚
は
柵
表
を
雌
い
こ
れ
を
保
識
す
る
仕
邪
か
ら
解
放
さ
虹
る
た
め
に
感
兇

細
胞
を
辮
に
收
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
感
兇
細
胞
が
一
所
に
帝
架
し
て
存
在
す
る
時
は
総
表
に
散
在
す
る
場
合
よ
り
も
光

認
賊
椛
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狐
學
的
研
究
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線
は
生
活
慨
に
對
し
て
遥
に
弧
い
影
紳
を
典
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
受
容
器
の
第
一
の
機
能
は
宛
も
ラ
ジ
オ
の
蛾
幅
器
の
よ
う
に
刺
戟
の

効
果
の
弧
度
を
砿
め
る
と
と
に
あ
る
。
受
容
器
が
史
に
分
化
す
る
時
は
刺
戟
の
繊
細
な
差
異
を
受
容
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
が

第
一
石
機
能
で
あ
る
。
今
、
感
斑
細
胞
が
皮
府
面
に
並
列
し
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
に
青
、
黄
、
赤
の
光
線
が
投
射
さ
れ
た
と
考
え
よ

う
。
こ
れ
ら
の
細
胞
は
韮
円
、
黄
、
赤
の
光
線
を
同
時
的
に
感
受
し
從
っ
て
そ
こ
に
は
混
合
光
線
に
つ
い
て
の
印
象
が
典
え
ら
恥
ろ
の
み

で
、
青
、
黄
、
赤
の
光
線
を
別
友
に
受
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

今
若
し
、
。
受
容
器
が
浦
眼
（
の
旨
ど
の
眉
菖
ぬ
①
）
を
雛
成
し
感
錨
細
胞
が
商
眼
内
部
の
網
膜
上
に
位
澄
す
る
時
は
青
、
黄
、
赤
の
三
光
線

は
網
膜
の
夫
灸
異
な
る
部
分
に
投
影
さ
れ
、
或
位
歴
の
細
胞
は
青
光
認
を
、
他
の
位
澄
の
細
胞
は
黄
光
線
を
、
更
に
今
一
つ
の
細
胞
は
赤

光
線
を
感
受
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
か
く
し
て
刺
戟
の
繊
細
な
差
異
は
初
め
て
う
け
と
ら
れ
る
。
涌
眼
に
於
て
明
瞭
な
蝶
が
結
ば
れ

る
た
め
に
は
鮒
口
部
が
極
め
て
小
さ
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
開
川
部
が
小
さ
い
結
果
は
少
豚
一
姫
の
光
線
の
み
が
孔
内
に
入
り
、
映
像

は
弱
い
も
の
と
な
る
。
受
容
器
の
分
化
が
史
に
進
み
レ
ン
ズ
を
几
く
え
る
よ
う
に
な
る
と
開
口
部
は
小
さ
い
必
要
は
な
く
な
り
、
明
る
い
映

像
を
一
側
め
て
結
ぶ
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
受
容
器
の
分
化
度
が
進
む
に
つ
伽
て
、
外
界
の
状
況
は
よ
り
精
細
に
、
よ
り
明
瞭

に
知
斑
界
に
組
み
こ
ま
れ
て
ゆ
く
。
．

と
Ｌ
で
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
知
斑
界
の
分
化
度
が
受
容
器
の
分
化
度
と
平
行
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
受
容
器
に
よ

っ
て
選
捧
受
容
せ
ら
れ
た
も
の
は
史
に
感
銘
中
概
に
よ
っ
て
第
二
次
の
選
搾
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
容
器
の
分
化
度
と
感
挺
中

根
の
分
化
度
と
が
交
錯
し
た
關
係
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
先
き
に
も
鯛
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
第
二
次
の
感
鐙
中
椛
に
よ
る
選
樺
に

つ
い
て
述
べ
よ
う
○

曲
・
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
タ
へ
旨
一
目
員
ｅ
に
於
て
は
感
錨
細
胞
は
柵
内
に
散
在
し
、
紳
經
は
中
椛
を
柵
成
せ
ず
帷
か
に
祁
經
網
が
あ
る

や
１
．
由|
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の
み
で
あ
る
。
受
容
器
の
興
悲
は
中
枢
を
經
ず
直
ち
に
変
行
器
９
号
写
。
】
）
に
仰
逹
さ
恥
る
た
め
に
そ
の
反
唯
は
全
髄
に
よ
っ
て
統
制

さ
れ
た
灰
鵬
と
い
う
よ
り
も
局
所
的
反
唯
の
性
伐
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
綱
手
を
母
磯
か
ら
切
り
は
な
し
て
こ
れ
に
緋
を
接
鯛
さ

Ｇ

せ
る
と
熾
艘
に
あ
る
時
に
一
示
す
瀞
曲
反
應
と
同
様
に
刺
戟
が
典
え
ら
れ
た
側
え
の
瀞
曲
反
應
遷
不
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
正

常
時
の
反
雌
が
所
謂
知
尭
的
灰
腱
で
は
な
く
し
て
反
射
的
反
鵬
に
脇
す
る
も
の
で
・
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑧
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
と
同
じ
く
腔
腸
動
物
Ｓ
ｃ
巴
⑦
具
①
旨
言
）
に
脇
す
る
立
方
ク
ラ
ゲ
６
雪
官
営
昌
二
雷
の
）
の
祁
經
系
統
は
イ
ソ
ギ

ン
チ
ャ
ク
と
同
様
未
だ
中
祇
を
共
え
す
祁
經
網
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
が
そ
の
受
容
器
は
驚
く
程
の
分
化
を
示
し
て
い
る
。
銃
状
畿
の
縁

に
位
世
す
る
眼
は
背
椎
動
物
の
眼
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
丸
い
レ
ン
ズ
、
砧
子
髄
、
分
化
し
た
網
腱
等
を
其
え
て
い
る
。
こ
の
優
秀
な
眼

の
僻
造
の
み
を
と
っ
て
み
る
と
如
何
に
も
立
方
ク
ラ
ゲ
は
背
椎
動
物
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
岡
悶
の
枇
界
を
見
て
い
る
よ
う
に
恩
は
れ
る
が

覗
蜜
は
全
く
そ
の
反
對
で
あ
る
。
ク
ラ
ゲ
の
眼
と
人
間
の
眼
と
は
そ
の
物
理
學
的
推
進
の
上
か
ら
は
極
め
て
よ
く
似
て
い
ろ
。
併
し
乍
ら

剛
者
の
知
挺
界
の
間
に
は
天
と
地
と
程
の
相
逹
が
あ
る
。
そ
の
相
迷
は
受
容
器
が
感
受
し
た
“
秀
を
更
に
虎
理
す
る
感
挺
中
概
の
相
迷
に

華
く
も
の
で
あ
る
。
立
方
ク
ラ
ゲ
の
瑛
界
は
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
の
理
界
と
略
相
等
し
い
も
の
と
い
わ
虹
ろ
。
到
底
人
間
の
夫
に
比
す
べ
く

も
な
い
批
界
で
あ
る
。
我
友
は
受
容
器
と
し
て
の
「
眼
」
に
よ
っ
て
見
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

０
ミ
ミ
ズ
亀
員
⑦
旨
①
言
）
は
感
挺
中
概
を
払
え
て
い
る
が
、
反
對
に
受
容
器
は
一
佃
の
細
胞
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
表
皮
細
胞

の
間
に
は
さ
ま
れ
て
存
在
し
、
特
定
の
器
官
を
樅
成
し
な
い
。
一
環
節
に
一
州
の
耐
細
胞
を
典
え
、
頭
部
と
尼
部
に
特
に
祷
度
が
高
い
。

光
刺
戟
に
對
す
る
ミ
ミ
ズ
の
反
唯
を
見
る
た
め
に
今
、
藤
を
髄
の
前
半
に
典
え
る
と
後
方
え
の
收
縮
を
一
不
す
。
後
牛
に
典
え
る
と
前
方
え

の
收
縮
を
示
す
。
若
し
も
陸
が
大
猿
く
て
ミ
、
ズ
の
慨
の
全
部
を
蔽
う
も
の
で
あ
る
時
は
ミ
、
ズ
は
何
等
の
反
唯
を
も
示
さ
な
い
。
こ
の

よ
う
に
Ⅸ
脳
は
既
に
或
程
度
の
分
化
を
示
し
て
ゐ
る
ｏ
蛾
後
の
怖
況
に
於
け
る
Ⅸ
脳
の
如
き
反
脳
の
保
留
状
態
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
ょ

認
祇
構
造
の
心
測
學
的
研
究
二
五
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棚
レ
ン
ズ
眼
と
系
統
を
異
に
す
る
複
眼
に
つ
い
て
も
躯
は
全
く
同
一
で
あ
る
。
ホ
タ
ル
ら
盲
目
言
拶
昌
号
①
）
の
複
眼
の
網
脱
上
に
投

影
す
る
縦
の
瓢
微
鏡
堀
興
を
と
る
と
、
そ
こ
に
は
正
隙
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
正
縦
は
可
成
り
正
確
に
對
象
界
を
う
つ
し
と
っ
て
い
る
。
窓

ガ
ラ
ス
上
に
響
か
れ
た
Ｈ
の
文
字
も
亦
窓
か
ら
一
三
五
歩
の
距
離
に
あ
る
教
愈
の
琳
も
見
那
に
映
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
受
容
器
に
は

外
界
刺
戟
が
う
け
と
ら
れ
て
い
る
に
拘
ら
ず
ホ
タ
ル
に
は
文
字
も
教
會
の
蝶
も
見
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ホ
タ
ル
の
複
眼
よ

り
は
更
に
精
巧
な
複
眼
を
も
っ
て
ゐ
る
特
雌
（
砦
。
壁
①
静
）
に
就
い
て
の
海
馳
の
結
果
は
彼
等
が
地
に
開
い
た
花
と
器
ん
だ
花
と
を
辨
別

す
る
の
み
で
途
に
肌
と
三
角
形
の
辨
別
す
ら
で
き
な
い
こ
と
が
明
か
に
せ
ら
伽
た
。

密
峰
の
如
き
腔
腸
動
物
よ
り
は
遥
か
に
發
逵
し
た
悠
覺
中
概
を
共
え
た
昆
虫
類
に
於
て
も
猫
形
態
脱
（
星
目
白
①
】
易
堅
］
の
〕
一
）
は
極
め
て
未

分
化
で
あ
る
。
雌
を
求
め
て
飛
び
ま
わ
る
蝶
の
前
に
ガ
ラ
ス
の
箱
に
入
れ
ら
れ
た
雌
を
お
い
て
も
遂
に
眼
も
呉
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
動
物

は
そ
の
形
態
を
そ
れ
自
礎
の
み
に
よ
っ
て
は
認
撤
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

⑭
猫
立
し
た
形
態
硯
が
可
能
と
な
り
外
部
琿
境
か
ら
一
つ
一
つ
の
對
象
を
瞳
別
し
て
認
撤
し
う
る
た
め
に
は
高
度
に
分
化
し
た
中
枢

を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
背
椎
動
物
に
至
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
背
椎
動
物
中
妓
下
位
に
あ
る
魚
類
に
就
い
て
み
る
に
、
タ
ラ

（
の
昌
畠
）
の
眼
の
内
部
椛
造
は
高
度
の
分
化
を
示
し
人
間
の
眼
と
比
肩
し
う
る
程
で
あ
る
。
鯉
の
眼
の
網
膜
中
心
部
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
五
○
○
、
○
○
○
の
脱
細
胞
を
有
し
て
お
り
、
人
間
の
池
の
そ
れ
は
一
五
○
、
○
○
○
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
高
度
に
分
化
し

た
惟
造
の
受
容
器
を
有
し
な
が
ら
彼
等
の
形
態
硯
は
幼
稚
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
と
上
で
も
相
逮
の
根
擴
は
中
娠
の
側
に
あ
る
。
タ
ラ
の

●

鵬
と
叩
乳
動
物
中
の
稲
の
脳
と
を
比
較
し
て
み
る
と
一
○
○
○
ポ
ン
ド
か
ら
の
総
軍
を
も
つ
タ
ラ
の
脳
髄
は
倣
か
に
数
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
容
妓
を
示
し
猫
の
夫
に
比
し
て
著
し
く
小
さ
い
。

、

イ

L

tq

牛凸
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比
較
的
恒
常
な
地
勢
的
條
件
（
入
）
に
よ
っ
て
選
搾
せ
ら
恥
た
外
界
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
史
に
迩
易
的
條
件
（
Ｂ
）
、
經
験
條
件
（
Ｃ
）
に

規
定
さ
れ
て
、
本
質
的
な
も
の
Ｌ
抽
出
と
然
ら
ざ
る
も
の
上
抑
雌
と
を
う
け
る
。
お
、
Ｃ
妹
作
に
よ
る
選
捧
を
感
官
的
選
樺
に
對
し
て
知

尭
的
選
捧
と
名
す
ぐ
る
。
既
に
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
條
件
群
が
機
能
的
に
相
關
聯
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
感
宵
的
選
捧
と
知
官
的
選
捧
と
は
互
に

無
關
係
に
猫
立
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

素
朴
な
立
場
で
は
知
憂
は
外
界
の
模
潟
と
考
え
ら
れ
易
い
。
併
し
知
蝿
の
構
造
を
ほ
ん
の
雌
か
ば
か
り
で
も
立
入
っ
て
望
め
る
な
ら
ば

か
上
る
棋
堀
説
が
到
底
支
持
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

心
理
學
に
於
て
は
長
い
間
、
自
足
的
な
悠
尭
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
、
こ
帥
に
何
も
の
か
塗
附
加
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
斑
が
成

立
す
る
と
い
う
二
元
的
な
考
え
方
が
支
配
し
て
き
た
。
そ
の
自
足
的
感
兇
は
外
部
刺
戟
と
の
間
に
一
對
一
の
關
係
を
有
す
る
も
の
と
長
い

間
信
仰
せ
ら
れ
て
き
た
。
然
し
て
共
髄
的
經
聡
が
こ
の
信
仰
即
ち
恢
常
假
定
に
反
す
る
時
は
、
科
畢
的
蛮
誇
性
を
鋏
い
だ
生
理
學
的
假
定

や
心
理
學
的
似
定
、
例
え
ば
判
断
説
、
記
憶
説
等
の
袖
助
似
読
が
採
用
せ
ら
れ
た
。
今
、
こ
の
種
の
袖
助
假
論
の
一
つ
で
あ
る
同
化
論
を

あ
げ
て
検
討
し
よ
う
。

通
例
知
蝿
は
感
兇
の
み
な
ら
ず
そ
れ
と
抑
生
的
要
素
と
か
ら
成
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
椰
生
的
要
素
は
記
憶
か
ら
呼
び
起
さ
れ
た
も

認
搬
榊
迭
の
心
班
學
的
研
究
二
七

受
容
恭
が
嬢
受
し
た
刺
戟
興
蒋
は
以
上
の
例
に
よ
っ
て
知
ら
伽
る
如
く
、
そ
の
こ
と
ご
と
く
が
知
兇
世
界
に
代
表
を
有
す
る
も
の
で
は

な
く
て
獅
度
中
枢
の
雄
造
に
よ
っ
て
或
は
受
理
せ
ら
れ
或
は
拒
香
せ
ら
れ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
中
梛
の
未
發
逵
な
生
活
髄

に
於
て
は
受
容
器
官
は
多
く
の
可
能
性
を
も
っ
た
ま
上
十
分
に
利
用
せ
ら
れ
な
い
ま
人
に
礎
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〆 二
知
髭
的
選
捧

⑧

、
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認
織
椛
迭
の
心
理
學
的
研
究
二
》
へ

の
で
あ
り
、
感
兇
と
結
合
し
て
一
僻
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
。
而
し
て
こ
の
感
挺
的
要
素
は
自
己
に
結
合
し
て
ゐ
る
表
象
か
ら
分
つ
と
と

が
で
き
る
と
せ
ら
れ
る
。
こ
の
考
え
方
を
代
表
す
る
も
の
が
ヴ
ン
ト
の
Ｗ
生
的
同
化
の
原
理
弓
届
冒
ｃ
巷
烏
罠
周
①
胃
○
号
犀
牙
目
庸
啓
〕
筐
‐

昌
○
旨
）
に
外
な
ら
ぬ
。
同
化
の
原
理
は
刺
戟
と
感
髭
と
の
間
の
価
常
似
定
と
刺
戟
と
知
兇
と
の
間
の
多
義
的
關
係
と
を
訓
和
統
一
す
る

袖
助
假
誰
の
役
胤
を
果
す
の
で
あ
る
。
同
化
説
の
例
と
し
て
よ
く
引
用
せ
ら
肌
ろ
イ
リ
ュ
ウ
ジ
ョ
ン
に
就
い
て
考
え
よ
う
。

夕
悲
に
一
人
の
見
か
け
な
い
老
人
が
野
原
に
砿
ん
で
ゐ
る
の
を
見
た
。
近
寄
っ
て
見
た
ら
そ
れ
は
老
人
で
は
な
く
て
木
の
切
株
だ
っ
た

と
。
同
化
説
に
よ
る
と
老
人
と
見
た
の
は
木
の
切
株
か
ら
う
け
る
感
提
と
そ
の
感
挺
に
基
い
て
以
前
の
經
醗
中
か
ら
再
生
さ
れ
た
表
象
の

二
つ
の
も
の
が
合
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
併
し
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
老
人
の
イ
リ
ュ
ウ
ジ
ョ
ン
が
み
え
て
ゐ
ろ
間
は
蛮
際
に
老
人

の
姿
が
見
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
切
株
か
ち
の
感
挺
は
見
え
て
い
な
い
。
又
近
寄
っ
て
切
株
だ
と
分
れ
ば
以
前
の
老
人
の
表
象
を
も
ち
つ

づ
け
よ
う
と
し
て
も
到
底
出
來
な
い
。
〃
今
、
恒
常
仮
定
を
棄
て
補
助
假
読
で
曲
飾
す
る
こ
と
を
止
め
る
な
ら
ば
事
柄
は
極
め
て
簡
班
で
あ

る
。
イ
リ
ュ
ウ
ジ
ョ
ン
は
現
存
す
る
内
外
の
條
件
の
下
に
於
て
切
株
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
鵜
系
の
反
陛
に
外
な
ら
ぬ
と
。
こ
の
場
合
の
外

的
條
件
は
夕
葬
時
で
あ
る
こ
と
、
淋
し
い
野
原
で
あ
る
こ
と
、
内
部
條
件
は
經
験
條
件
と
鎚
易
條
件
に
外
な
ら
ぬ
。
こ
の
内
外
の
條
件
に

規
定
さ
れ
て
上
記
の
知
挺
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
老
人
は
前
に
雌
經
職
し
た
特
定
の
人
に
似
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理

由
は
少
し
も
な
い
。
そ
こ
に
は
一
つ
の
新
し
喉
ゲ
シ
タ
ル
ト
（
車
の
巽
己
ｓ
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ゲ
シ
ク
ル
ト
は
切
株
か
ら
の

刺
戟
即
ち
外
部
條
件
と
総
系
の
怖
態
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
僻
系
の
怖
態
は
そ
の
時
の
那
態
、
或
は
過
去
の
經
嶮
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
前
の
經
鯰
と
異
っ
た
も
の
が
現
わ
れ
た
と
し
て
も
少
し
も
雑
く
に
徴
ら
な
い
。
何
故
な
れ
ば
條
件
は
刻
灸

新
し
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
新
し
い
以
雄
が
起
る
の
ば
寧
ろ
営
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

ヘ
ー
リ
ン
グ
（
閏
胃
冒
醇
邑
・
）
は
繁
っ
た
森
の
中
の
小
迩
を
歩
い
て
ゐ
る
時
或
場
所
に
き
た
時
そ
こ
に
は
て
っ
き
り
石
次
が
撒
い
て

、

I |

ﾉ
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あ
る
も
の
と
思
っ
た
。
と
こ
ヲ
っ
が
よ
く
見
る
と
そ
れ
は
石
次
で
な
く
唯
日
光
に
直
射
さ
れ
た
地
面
の
色
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
經
瞼
を

（
測
）

報
告
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
經
験
に
對
し
て
そ
こ
に
は
感
性
經
験
と
し
て
は
同
一
の
も
の
が
起
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
異
る
野
生

補
充
を
う
け
た
、
若
し
く
は
異
な
る
解
樺
を
う
け
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
先
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
場
合
同
一

感
性
經
験
と
い
う
が
如
き
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
の
經
験
は
そ
の
根
源
に
於
て
椛
成
の
依
蝦
鮎
が
鍵
化
す
る
た
め
で
あ

（
猫
）

る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヴ
ェ
ル
ト
ハ
イ
メ
ル
は
か
Ｌ
る
依
懸
鮎
の
鎚
化
を
中
心
郷
換
（
目
員
①
巨
富
①
目
冒
も
と
名
す
け
た
。
中
心

紳
換
は
通
例
經
験
者
の
意
志
と
は
征
關
係
に
突
如
と
し
て
現
わ
恥
る
。
ぞ
れ
は
堺
象
必
然
的
陽
嘔
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
脾
換
が
起
る

と
、
今
迄
經
験
椎
成
の
主
要
契
機
と
し
て
働
い
て
い
た
志
向
方
向
が
後
退
し
て
他
の
志
向
方
向
が
優
越
的
地
歩
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。

ノ

こ
Ｌ
に
現
象
的
に
は
地
（
の
尾
己
昌
）
と
岡
（
国
唱
毘
）
と
の
反
純
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

感
琵
主
義
心
理
學
は
意
識
の
要
素
を
あ
ら
ゆ
る
意
義
聯
關
か
ら
引
雛
し
て
こ
れ
を
そ
れ
自
身
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
彼
等
に
よ

れ
ば
色
は
多
く
の
想
尭
か
ら
な
る
と
い
わ
れ
る
。
併
し
現
蜜
に
經
験
せ
ら
れ
る
現
象
に
即
し
て
こ
れ
を
見
れ
ぱ
か
上
る
見
方
は
成
り
立
た

な
い
。
ヘ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
色
は
自
我
の
状
態
た
る
感
壁
と
し
て
賞
も
な
く
、
又
光
の
性
衝
を
直
接
に
一
不
す
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
蛍

も
な
く
、
む
し
ろ
物
の
風
性
と
し
て
我
友
に
典
え
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
色
彩
恒
常
現
象
が
示
す
如
く
我
友
に
典
え
ら
れ
る
色
は
光
の
性

質
に
も
叉
そ
の
弧
度
に
も
一
義
的
に
規
定
さ
れ
な
い
。

カ
ッ
ッ
に
よ
れ
ば
色
の
現
わ
肌
方
は
平
面
色
、
空
間
色
、
表
面
色
の
三
唾
に
大
き
く
腫
別
さ
れ
る
。
平
面
色
は
青
案
の
色
の
如
く
殆
ん

ど
對
象
性
を
有
た
な
い
。
案
間
色
は
砧
子
器
に
入
恥
ら
肌
た
有
色
の
液
艘
の
如
く
案
間
を
満
す
だ
け
で
未
だ
對
象
性
は
稀
沌
で
あ
る
。
表

面
色
は
別
箔
を
對
象
色
と
も
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
對
象
が
有
す
る
色
で
あ
っ
て
こ
れ
は
そ
の
對
象
の
風
性
と
見
ら
れ
る
。
表
面

色
は
迷
元
衝
立
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
對
象
と
の
關
係
を
遮
断
す
れ
ば
平
面
色
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
面
色
の
仙
界
、
純
色

．
認
祇
榊
迭
の
心
班
學
的
研
究
二
九

●

、
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認
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椛
迭
の
心
迦
學
的
研
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彩
の
世
界
に
あ
っ
て
も
そ
こ
に
は
既
に
相
岱
程
度
に
明
瞭
な
分
節
が
あ
っ
て
、
下
等
感
尭
傾
城
の
鯛
琵
や
喚
兇
等
と
は
そ
の
趣
き
を
異
に

し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
或
る
特
定
の
主
要
鮎
を
中
心
と
し
た
色
訓
の
僻
系
が
成
立
し
、
名
色
調
は
こ
れ
を
代
表
す
る
一
般
的
な
猪
の
下
に

包
織
せ
ら
れ
て
い
る
。
上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
表
面
色
は
平
面
色
に
比
べ
る
と
對
象
と
の
關
係
が
著
し
く
辮
接
で
あ
る
。
こ
の
關
係
は
い

う
ま
で
も
な
く
代
表
關
係
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
代
表
機
能
に
よ
っ
て
對
象
は
設
立
せ
ら
れ
、
色
は
そ
の
脇
性
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ッ
は
雨
者
の
關
係
を
「
無
意
誠
的
推
理
」
に
蹄
し
て
判
断
説
を
唱
え
た
。
ヘ
ー
リ
ン
グ
は
こ
れ
に
灰
對
し
、
對
象
は
過

去
の
経
験
に
よ
っ
て
自
然
に
そ
れ
に
特
有
の
色
を
有
す
る
に
至
る
も
の
で
、
そ
こ
に
別
段
判
断
作
用
を
要
し
な
い
と
し
て
こ
れ
を
記
憶
色

と
な
づ
け
た
。
ヘ
ー
リ
ン
グ
の
記
憶
色
説
も
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ッ
の
判
断
説
も
共
に
覗
蛮
に
通
わ
な
い
こ
と
は
カ
ッ
ッ
に
よ
っ
て
明
か
に
せ
ら

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
色
が
對
象
に
對
し
て
不
鐙
的
關
係
に
お
か
恥
る
の
も
、
磯
系
中
の
一
定
の
位
世
に
定
位
せ
ら
れ
る
も
の
も
判
断
に

よ
る
も
の
で
も
な
く
、
經
雛
に
依
存
す
る
も
の
で
も
な
い
。

筌
間
知
鳧
の
問
題
に
開
し
て
は
零
ハ
ァ
ク
レ
イ
以
来
多
く
の
室
間
説
が
咽
え
ら
れ
た
が
、
生
得
識
も
經
駄
説
も
、
經
雛
主
錠
も
合
理
主
錐

も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
自
足
的
な
感
兇
を
立
て
こ
伽
に
何
物
か
野
附
加
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
筌
間
の
知
兇
が
成
立
す
る
と
説
い
た
。

生
得
説
は
感
挺
そ
れ
自
身
に
空
間
性
を
附
與
す
る
が
そ
れ
が
空
間
的
秩
序
を
樅
成
す
る
た
め
に
は
更
に
別
種
の
緒
赫
作
用
を
必
要
と
す
る

Ｏ

と
考
え
た
。
か
上
る
作
用
と
し
て
は
凡
ゆ
る
學
読
が
反
打
か
聯
合
か
の
こ
者
樺
一
の
埒
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
自
疋
的
感
尭
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
既
に
と
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

物
と
そ
の
風
性
が
成
立
す
る
た
め
に
は
案
間
の
媒
介
を
必
要
と
す
る
。
物
も
室
間
も
不
断
の
流
動
中
に
特
定
の
契
機
を
柿
え
、
と
恥
を

他
と
庭
別
し
て
不
鍵
者
の
代
表
と
見
倣
す
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
全
慨
的
印
象
の
中
か
ら
或
物
を
一
時
的
と
認
め
、
典
咽
的
な
も
の
を
以

‐
、
て
全
髄
的
印
象
の
負
荷
者
で
あ
る
と
考
え
る
。
か
ょ
る
機
能
を
ジ
ェ
イ
ム
ス
（
冒
冒
①
醜
）
弓
・
）
は
選
採
の
作
用
（
亟
堅
①
昌
目
）
と
呼
び
、

I

LP

日

、
！
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（
繩
〕
、
、

意
識
の
四
大
機
能
の
’
一
つ
に
数
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
言
語
の
機
能
に
な
ぞ
ら
え
て
、
無
数
の
表
象
を
名
が
代
表
す
る
如
く
、
我

堂
は
「
物
」
を
以
て
無
数
の
現
象
様
式
を
代
表
せ
し
め
る
の
で
あ
る
と
論
い
た
◎
空
間
に
つ
聖
」
も
同
様
で
あ
る
。
案
間
は
そ
の
無
数
の

現
象
様
式
に
も
拘
ら
ず
そ
こ
に
一
定
の
方
向
の
み
が
選
撫
せ
ら
れ
て
物
の
形
を
定
め
、
又
統
一
的
な
筌
問
全
髄
の
椎
造
が
決
定
さ
れ
る
。

四
角
な
も
の
は
常
に
必
ず
し
も
四
角
な
網
脱
像
を
結
ば
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
の
本
賀
的
な
性
質
と
し
て
常
に
四
角
が
選
捧
さ
れ
保

持
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
筌
間
の
全
髄
的
文
脈
の
中
に
空
間
的
椎
遥
の
腫
焚
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。

知
鎚
筌
間
の
樵
造
を
抽
象
的
な
筌
間
の
樅
遥
と
比
較
す
る
と
そ
の
椛
成
契
機
が
明
瞭
と
な
る
。
両
者
は
素
よ
り
同
一
で
は
な
い
。
幾
何

室
間
の
微
表
た
る
等
質
性
、
無
限
性
の
如
き
こ
れ
を
知
受
拳
間
に
適
用
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
併
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
差
異
に
も
拘
ら

ず
砺
者
の
間
に
は
共
通
的
契
機
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
共
に
悔
常
的
な
も
の
上
設
定
を
そ
の
特
徴
と
す
る
鮎
に
あ
る
。
ク
ラ
イ
ン

（
目
の
旨
ゞ
園
）
に
よ
れ
ば
幾
何
學
の
形
式
は
そ
れ
が
如
何
な
る
案
間
的
關
係
を
選
捧
し
、
こ
れ
を
不
鐙
な
も
の
と
し
て
定
立
す
る
か
に
依

存
す
る
と
い
わ
れ
る
。
知
受
筌
間
も
亦
多
く
の
現
象
中
か
ら
特
定
の
群
を
選
出
し
、
か
入
る
群
を
以
て
同
一
對
象
の
表
現
と
認
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
爾
餘
の
現
象
は
州
邊
的
意
義
を
有
す
る
に
過
ぎ
ず
、
唯
選
出
せ
ら
れ
た
微
表
の
み
が
中
心
的
意
義
を
雄
得
す
る
。

從
っ
て
何
が
選
出
せ
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
と
上
に
も
亦
か
の
中
心
榔
換
が
鶴
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
瓢
著
な
例
が
覗
兇
的
反
郷
現
象
に

於
て
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
態
度
の
卿
換
に
よ
っ
て
そ
こ
に
各
衣
別
の
知
挺
畿
駒
が
榊
成
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
何
等
か
の

（
海
）

態
度
な
し
に
は
知
墨
は
初
め
か
ら
成
立
し
な
い
。
態
度
は
知
蝿
榊
成
の
根
本
的
規
定
を
な
す
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と

を
妓
も
明
瞭
に
示
す
も
の
は
ゴ
ー
ル
ド
堂
ク
ィ
ン
ａ
ｃ
冨
或
菖
冒
〕
因
・
）
等
の
榊
經
病
理
學
的
知
見
で
あ
る
。
脳
障
害
に
よ
っ
て
中
枢

障
害
を
う
け
、
一
定
の
態
度
、
一
つ
の
見
方
を
自
由
選
搾
す
る
こ
と
、
そ
の
態
度
又
は
見
方
を
一
撤
し
て
、
統
一
的
脱
鮎
の
保
持
が
不
可

能
と
な
っ
た
患
者
は
、
感
性
能
力
は
健
在
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
所
洲
詔
撤
不
能
症
、
行
動
不
能
症
、
言
語
不
能
症
と
い
わ
れ
る
も
の
を
惹

認
織
椛
造
の
心
魏
學
的
研
究
三
二
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縮
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き
起
す
の
で
あ
る
。

以
上
知
鉛
的
選
捧
に
關
し
て
述
べ
て
き
た
が
、
肌
（
髄
的
に
は
知
尭
は
内
外
條
件
か
ら
な
る
知
髭
の
場
に
於
て
生
起
す
る
。
こ
の
場
合
、

０

外
的
刺
戟
布
世
條
件
も
亦
知
尭
的
選
捧
を
有
力
に
規
定
す
る
條
件
た
る
こ
と
は
論
す
る
ま
で
も
な
い
。
今
若
し
刺
戟
布
世
が
完
全
に
等
質

で
あ
る
な
ら
ば
知
兇
は
成
立
し
な
い
。
例
え
ば
我
友
の
身
髄
に
は
絶
え
ず
一
平
方
郷
あ
た
り
一
六
キ
ロ
の
氣
嘩
が
加
っ
て
い
る
が
我
為
は

と
肌
を
知
ら
な
い
。
刺
戟
の
絶
對
的
弧
度
は
必
ず
し
も
選
樺
と
關
係
が
な
い
。
生
活
髄
に
よ
っ
て
と
り
上
げ
ら
拠
る
刺
戟
は
一
般
に
そ
の

鍵
化
で
あ
り
差
異
で
あ
る
。
今
、
硯
野
に
何
等
か
の
嬉
化
が
起
る
と
脱
線
は
そ
の
方
向
に
向
け
ら
れ
て
、
受
容
器
宙
の
中
心
部
に
於
て
そ

の
刺
戟
を
と
ら
え
る
。
中
心
部
は
雄
も
明
瞭
な
映
像
を
形
成
し
う
る
場
所
で
あ
る
。
ケ
ー
レ
ル
に
よ
る
と
か
入
る
行
動
は
良
形
態
樅
成
の

原
理
に
從
っ
て
邪
象
必
然
的
に
反
射
的
に
擬
ま
れ
る
と
と
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
械
討
さ
恥
た
鐙
化
に
對
し
て
生
活
縦
が
何
等
か
の

行
動
に
出
る
こ
と
を
要
す
る
場
合
は
遂
行
活
動
が
と
肌
に
從
う
で
あ
ろ
う
。
若
し
そ
の
鍵
化
が
行
動
を
解
發
す
る
に
値
し
な
い
場
合
は
、

そ
こ
に
保
留
活
動
た
る
知
尭
が
生
じ
た
に
冊
ま
る
ｏ
こ
の
場
合
遂
行
活
動
を
要
し
な
い
知
兇
が
長
く
我
友
の
意
識
を
占
擴
す
る
こ
と
は
無

意
味
で
あ
る
か
ら
、
器
官
の
順
鵬
作
用
に
よ
っ
て
形
態
的
プ
レ
グ
ナ
ン
シ
ー
を
失
い
、
押
度
元
の
平
板
的
水
準
に
復
肺
す
る
。
生
活
髄
の

行
動
は
す
べ
て
皆
平
術
維
持
の
原
則
に
從
う
も
の
で
あ
る
が
知
畳
も
亦
こ
の
例
に
も
れ
な
い
。
生
活
磯
の
世
か
れ
て
い
る
状
況
に
何
等
か

の
鍵
化
が
起
っ
て
そ
の
平
衡
が
失
わ
れ
る
と
そ
の
鐙
化
は
直
ち
に
知
挺
せ
ら
れ
、
そ
の
遥
化
に
對
虚
し
て
何
等
か
の
調
整
が
擬
ま
れ
、
生

活
髄
は
押
ぴ
平
衡
状
態
を
恢
復
す
る
。
生
活
慨
に
よ
っ
て
如
何
な
る
鍵
化
刺
戟
が
選
搾
せ
ら
れ
る
か
は
そ
の
時
友
の
生
活
鴨
の
欲
求
、
態

度
に
よ
る
で
あ
ろ
う
が
選
捧
せ
ら
肌
た
刺
戟
は
常
に
生
活
磯
を
新
な
る
平
衡
状
態
え
と
導
く
も
の
で
あ
る
。

三
行
動
の
記
號
的
代
表
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灰
色
の
紙
を
手
に
と
り
窓
に
背
を
向
け
て
、
紙
片
に
陽
を
う
け
る
よ
う
に
し
て
立
ち
、
宅
の
奥
の
白
い
壁
に
Ｈ
を
向
け
る
。
今
、
眼
の

位
置
に
カ
メ
ラ
を
極
い
て
こ
れ
を
フ
イ
ル
ム
に
と
る
な
ら
ば
灰
色
の
紙
は
向
く
壁
の
色
は
厭
く
映
る
。
一
枚
の
厚
紙
を
と
り
、
こ
れ
に
小

孔
を
あ
け
て
こ
の
孔
か
ら
交
互
に
紙
片
と
壁
と
を
見
る
な
ら
ば
カ
メ
ラ
と
全
く
同
様
に
雌
の
方
が
晤
く
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
物
理
的
に町

み
れ
ば
一
時
く
見
え
る
筈
な
の
に
我
女
に
と
っ
て
は
向
い
催
は
や
は
り
向
く
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
明
る
さ
の
値
術
、
一
般
に
色
の

、

恒
常
現
象
と
呼
ぶ
。
次
に
鉛
兼
を
と
り
上
げ
て
通
方
に
見
え
る
樹
木
に
誼
ね
合
せ
、
樹
木
が
鉛
莊
の
隆
に
雁
れ
ろ
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
眼

に
映
じ
て
ゐ
る
樹
木
の
網
膜
像
は
鉛
筆
の
夫
よ
り
小
さ
い
課
で
あ
る
。
網
映
像
は
小
さ
い
に
拘
ら
ず
、
速
方
の
樹
木
は
手
に
し
た
鉛
筆
よ

り
は
何
倍
も
大
き
く
見
え
て
い
る
。
こ
の
様
な
現
象
は
大
い
さ
の
価
常
現
象
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
机
の
片
隅
の
コ
ッ
プ
は
網
膜
上

に
は
楕
凹
の
映
像
を
投
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
我
女
に
は
丸
く
見
え
る
。
こ
れ
は
形
の
価
常
現
象
と
い
細
れ
る
。
眼
の
前
を
飛
ん
で
い
一
る

蝿
に
比
べ
て
一
米
前
方
を
飛
ん
で
い
る
蝿
は
極
く
ゆ
っ
く
り
と
飛
ぶ
よ
う
に
見
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
だ
が
、
見
た
と
こ
ろ
は
、
少
し
も

鐘
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
運
動
の
見
え
の
速
さ
の
価
常
現
象
と
い
わ
れ
る
。
我
灸
が
何
か
の
用
那
で
側
に
眼
を
そ
ら
し
た
時
机
の

上
の
本
や
ノ
ー
ト
は
網
膜
上
で
は
そ
の
位
世
が
ず
れ
る
の
で
あ
る
が
、
元
の
位
近
の
ま
上
鐙
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
位
世
の
恒
常

現
象
と
い
う
。
今
若
し
我
灸
の
知
畳
が
こ
の
よ
う
な
恒
常
性
を
示
さ
な
い
と
し
た
ら
、
我
女
の
眼
の
前
に
は
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

程
混
乱
し
た
枇
界
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
値
常
現
象
に
共
通
の
こ
と
は
、
我
友
の
知
挺
が
感
壁
器
官
の
要

素
的
刺
戟
布
世
に
一
義
的
に
對
唯
し
な
い
で
、
寧
ろ
行
動
案
間
の
堺
物
に
一
旗
的
に
對
雌
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

從
來
他
常
現
象
の
成
立
に
就
い
て
様
女
の
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
。
大
い
さ
に
就
い
て
は
多
く
の
場
合
述
近
を
Ⅶ
旗
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
恒
常
現
象
が
起
る
と
考
え
ら
虹
た
。
速
近
を
知
ら
せ
る
閃
子
と
し
て
は
經
験
的
閃
子
の
外
に
生
理
的
因
子
と
し
て
剛
眼
覗
差
、
剛
眼
幅

撰
、
レ
ン
・
ズ
の
調
節
作
用
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
二
十
年
前
街
時
九
妬
大
學
心
理
學
教
室
に
在
職
中
の
矢
田
部
敦
授
の
御
桁
導
の
下

認
識
樅
迭
の
心
理
學
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研
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三
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抑
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に
先
天
性
片
眼
患
者
が
極
め
て
高
い
恒
常
度
を
示
す
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
叉
無
水
昌
髄
患
者
が
大
い
さ
の
恒
常
に
何
等
の
支
障
を
有
し

（
叩
）

な
い
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
然
ら
ば
大
い
さ
の
価
常
現
象
は
専
ら
佃
躰
の
雄
得
し
た
經
雛
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ン
學
派

は
大
い
さ
の
恒
常
、
形
の
恒
常
、
色
の
恒
常
が
同
一
の
發
逵
曲
線
を
示
す
こ
と
を
明
か
に
し
、
恒
常
現
象
は
年
齢
の
輔
大
と
共
に
増
大
す

る
と
説
い
た
。
こ
れ
に
對
し
て
ベ
ル
リ
ン
學
派
、
ロ
．
ス
ト
ッ
ク
畢
派
は
か
上
る
發
逹
の
辨
賓
を
否
定
し
た
。
著
者
は
雨
畢
派
の
主
張
の
相

違
が
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
賓
験
條
件
に
依
存
す
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
、
良
好
な
る
課
題
怖
況
の
下
に
於
て
は
兒
童
も
亦
成
人
と
同
様
の

（
細
）

恒
常
現
象
を
示
す
こ
と
を
明
か
に
し
、
か
入
る
意
味
に
於
け
る
恒
常
性
の
發
逵
を
問
う
こ
と
の
無
意
義
な
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
著
者

の
指
導
の
下
に
三
隅
は
幼
兒
に
邇
岱
な
資
験
條
件
が
樅
成
さ
れ
る
時
は
既
に
六
ヶ
月
兒
が
成
人
と
同
様
の
高
い
恒
常
度
を
示
す
こ
と
を
明

（
娼
）

か
に
し
た
。
何
よ
り
も
明
瞭
に
經
験
説
の
誤
濯
を
敷
え
る
も
の
は
先
天
性
両
人
の
開
眼
後
の
虚
女
經
験
で
あ
ろ
う
Ｑ
有
名
な
ロ
ッ
ク
の
報

告
以
來
こ
の
種
の
知
見
は
必
ず
し
も
惟
少
で
は
な
い
。
併
し
価
常
性
の
問
題
に
つ
い
て
十
分
に
我
凌
を
滿
足
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
著
者
は
先
天
性
百
人
特
に
眼
底
の
批
傷
の
少
い
忠
者
に
散
脈
樂
を
施
し
、
脈
孔
を
搬
大
せ
し
め
一
時
硯
力
を
准
得
せ
し
め
て
、
そ
の

間
に
於
け
る
彼
等
の
外
界
知
兇
に
つ
い
て
他
常
性
を
調
べ
た
。
そ
の
結
果
そ
れ
ら
の
賓
験
郡
態
が
生
後
初
め
て
遡
遇
す
る
と
こ
ろ
の
庭
女

經
雛
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
明
る
さ
の
恒
常
性
は
正
常
人
の
夫
と
異
る
と
こ
ろ
な
く
、
形
の
恒
常
性
は
正
常
人
の
七
六
％
を
示
し
、
大
い
さ

の
恒
常
性
は
正
常
人
の
二
五
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
耐
も
疑
な
く
存
在
す
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
こ
の
事
責
は
知
墨
の
恒
常
性
の
經
瞼

読
陶
理
解
に
経
止
符
を
打
つ
も
の
で
あ
る
。

更
に
我
交
は
進
ん
で
こ
の
無
か
ら
次
の
亜
要
な
邪
奮
を
教
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
彼
等
の
示
す
室
間
知
受
が
資
は
彼
等
の
行
動
空
間
に
於

け
る
行
動
慣
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
患
者
の
覗
野
は
正
常
人
の
夫
と
異
っ
て
著
し
く
「
建
築
的
幟
造
」
魯
昆
‐
″

⑦
巨
ざ
ぽ
Ｃ
員
鋲
呂
Ｃ
喋
旨
匡
員
）
を
縦
ぎ
、
從
っ
て
外
部
刺
戟
は
専
ら
感
批
運
動
総
系
中
に
撫
取
せ
ら
伽
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た

､
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一

恥

め
に
身
髄
運
動
を
伴
う
時
は
恒
常
度
は
高
く
、
伴
わ
ぬ
時
は
低
下
し
、
更
に
距
離
を
異
に
し
た
條
件
下
の
大
い
さ
の
価
常
度
が
最
低
を
肺

（
僻
）

示
し
た
の
で
あ
る
。

受
容
器
官
に
於
け
る
興
審
は
皮
愛
下
中
概
に
達
し
史
に
皮
磁
的
中
帳
に
運
ば
れ
、
そ
こ
に
興
茜
の
場
が
形
成
さ
れ
る
。
興
奮
の
場
に
於

て
は
脱
兇
は
柵
覺
と
も
、
平
衡
感
銘
と
も
、
運
動
感
兇
と
も
密
接
に
つ
な
が
る
。
先
き
の
忠
者
が
覗
野
の
建
築
的
碓
造
を
妖
如
す
る
に
拘

ら
重
尚
い
形
の
恒
常
性
を
示
す
の
は
末
柑
受
容
器
官
の
興
奮
が
述
動
系
を
初
め
多
く
の
機
能
聯
關
の
規
定
を
う
け
る
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。

妓
近
我
友
の
研
究
室
に
於
て
三
隅
は
正
常
人
に
つ
い
て
脱
野
慨
制
が
比
較
的
等
質
な
啼
室
惟
件
に
於
て
運
動
総
制
の
蓼
與
に
よ
っ
て
大
い

（
伽
）

さ
の
悔
常
度
が
上
昇
す
る
こ
と
を
奮
験
的
に
明
か
に
し
た
。

感
覺
系
と
運
動
系
と
は
通
例
猫
立
し
た
二
つ
の
領
域
と
考
え
ら
虹
ろ
が
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
或
一
定
の
條
件
下
に
於
て
運
動
過
程
が

同
時
に
知
攝
過
程
を
成
立
せ
し
め
る
黙
に
生
活
磯
の
相
同
的
総
制
化
の
事
賓
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
既
に
運
動
過
程
、
知
蝿
過
程
に
對

鯉
す
る
祁
經
系
内
の
事
象
が
本
質
的
契
機
に
於
て
は
相
同
的
な
過
程
で
あ
る
こ
と
は
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
タ
イ
ン
等
の
研
究
に
よ
っ
て
明
か
に

せ
ら
伽
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
寧
ろ
我
凌
は
生
活
髄
の
搬
制
化
の
一
方
の
表
現
が
知
兇
的
過
程
で
あ
り
他
の
表
現
が
運
動
的
過
程
で
あ
る
と
、

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

我
友
の
手
は
肩
の
關
節
を
中
心
と
し
て
廻
脾
す
る
。
爪
の
關
節
を
中
心
と
し
て
指
先
き
の
位
笹
の
軌
跡
を
求
め
る
。
次
に
眼
の
位
置
か

ら
そ
の
軌
跡
迄
の
距
離
を
求
め
る
と
眼
は
胴
よ
り
も
上
位
に
あ
る
た
め
に
上
方
に
於
て
短
く
下
方
に
至
る
に
從
っ
て
長
く
な
る
。
次
に
眼

か
ら
約
七
○
繩
の
長
さ
（
腕
の
長
さ
に
相
鱗
す
る
も
の
）
に
見
え
る
位
澄
の
軌
跡
を
求
め
る
と
、
、
先
き
に
求
め
ら
れ
た
指
先
の
位
澄
の
軌

（
幅
）

跡
と
略
一
致
す
る
こ
と
が
我
た
め
教
室
の
大
野
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
。
即
ち
こ
の
場
合
硯
空
間
の
筌
間
便
は
行
動
空
間
の
行
動
価
を
表

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

拙
縦
椛
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の
心
理
學
的
研
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我
衣
の
知
尭
室
間
は
身
畿
を
中
心
と
し
た
坐
概
系
に
基
い
て
樅
成
さ
れ
て
い
る
。
幾
何
學
の
三
次
元
潅
問
は
運
動
し
な
い
剛
髄
の
案
間

を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
て
三
つ
の
坐
裸
系
は
何
れ
も
皆
等
価
航
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
生
活
難
の
腿
筌
間
は
上
下
の
み
な
ら
ず
、
前

後
、
左
右
が
夫
友
は
っ
き
り
と
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
つ
と
の
よ
う
な
知
尭
空
間
の
特
性
は
異
方
性
（
自
厨
（
）
宵
（
）
舅
）
と
呼
ば
れ
る
。

筌
間
の
主
要
方
向
の
定
位
に
於
て
も
夫
糞
相
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
。
試
み
に
一
啼
室
に
於
て
眞
上
の
方
向
を
求
め
る
と
一
見
極
め
て
容
易

に
思
わ
れ
る
と
の
仕
辨
が
壷
は
極
め
て
困
雌
な
仕
小
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
て
驚
く
で
あ
ろ
う
。
‐
反
正
面
も
誤
り
な
く
決
定
出
來
そ
う
に

見
え
て
そ
の
衝
客
観
的
な
位
世
か
ら
左
右
に
可
成
り
ず
れ
る
。
比
較
的
渓
り
な
い
方
向
付
け
が
出
来
る
の
は
慨
下
の
場
合
の
み
で
あ
る
。

（
価
）

こ
の
場
合
は
身
髄
が
有
力
な
軸
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
・
更
に
鉛
直
方
向
の
内
部
を
と
っ
て
み
て
も
上
半
と
下

半
の
セ
ク
ト
ル
・
と
は
そ
の
椛
造
を
異
に
し
て
い
る
。
頭
上
一
米
の
と
こ
ろ
に
あ
る
小
さ
な
側
板
は
眼
下
一
米
の
と
こ
ろ
に
あ
る
同
大
の
凹

板
よ
り
も
速
く
見
え
且
つ
小
さ
く
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
異
方
性
は
硯
空
間
の
み
な
ら
ず
蕊
案
間
に
於
て
も
同
様
に
存
在
す
る
。
防
響
室

に
於
て
被
雛
者
を
椅
子
に
か
け
さ
せ
、
頭
の
頂
上
と
矢
状
軸
方
向
即
ち
反
正
面
と
に
夫
左
懐
中
時
計
を
世
き
雨
者
を
半
繩
と
す
る
凹
孤
上

を
第
三
の
發
晋
慨
を
移
動
さ
せ
て
側
抵
の
中
央
の
位
世
を
眼
を
剛
じ
て
求
め
さ
せ
る
と
矢
状
軸
方
向
か
ら
約
二
四
度
上
の
位
世
を
中
央
と

判
定
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
下
半
の
セ
ク
ト
ル
に
於
て
は
賂
正
し
く
客
槻
的
な
中
央
が
求
め
ら
れ
る
。
下
半
の
セ
ク
ト
ル
は
土
半
に
比
し

て
分
節
度
が
大
き
い
。
上
牛
セ
ク
ト
ル
に
於
て
は
矢
状
軸
よ
り
二
町
度
の
範
剛
と
そ
の
上
方
七
六
度
の
範
附
が
相
等
し
い
価
を
称
し
て
い

（
打
）

ろ
の
で
あ
る
。

乘
直
線
分
を
二
等
分
さ
せ
る
と
一
定
の
硯
角
を
境
と
し
て
或
場
合
は
上
半
を
或
場
合
は
下
半
を
過
大
硯
す
る
。
水
平
線
分
を
二
等
分

さ
せ
る
と
多
く
右
半
の
過
大
硯
が
現
わ
れ
る
。
前
者
は
デ
ル
ヴ
ェ
ー
ブ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
氏
錨
硯
現
象
（
ご
の
ぎ
Ｏ
の
忌
園
訟
昌
胃
工
目
罷

国
冒
冒
っ
目
の
旨
）
後
者
は
ク
ン
ト
氏
錨
脱
現
象
（
屍
二
目
含
邑
昂
息
男
呂
宮
屋
巴
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
￥
こ
れ
ら
の
現
象
は
何
れ
も
知
兇

マ
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筌
問
の
異
方
性
を
現
わ
す
も
の
と
い
わ
れ
る
。
併
し
こ
入
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
對
象
室
間
が
我
凌
の
行
動
と
猫
立
し
て
夫

．
等
の
特
使
を
所
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
正
し
く
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
コ
フ
カ
に
よ
れ
ば
ア
ウ
ベ
ル
ト
・
フ
ェ
ル
ス

（
媚
）

タ
ー
現
象
（
告
『
ず
⑦
黒
‐
国
○
２
“
ず
胃
固
巨
旨
旨
⑦
匡
）
は
第
三
丞
沁
に
於
け
る
察
間
の
異
方
性
に
外
な
ら
ぬ
と
謂
わ
触
る
。
即
ち
槻
察
者
か
ら

ノ

異
な
る
距
離
に
於
て
現
わ
れ
る
覗
野
縮
少
の
現
象
で
あ
る
。
こ
の
場
合
脱
野
縮
少
は
岱
該
察
間
に
於
て
終
ま
れ
る
行
動
の
性
便
如
何
に
よ

（
鋤
）

っ
て
著
し
く
趣
を
異
に
し
て
現
わ
れ
る
。
更
に
同
一
性
質
の
行
動
で
あ
っ
て
も
課
題
水
準
の
高
下
に
よ
っ
て
縮
少
度
を
異
に
す
る
。
ア
ゥ

（
叩
）

ベ
ル
ト
・
フ
エ
ル
ス
タ
ー
現
象
と
類
似
の
現
象
に
ヤ
コ
・
ブ
ス
（
旨
８
弓
二
醜
、
旨
．
閏
・
）
の
現
象
が
あ
る
。
二
對
象
の
明
る
さ
に
つ
い
て
の
辨

・
別
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
二
對
象
間
の
間
隔
が
哨
大
す
る
に
伴
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
観
察
者
か
ら
の
距
離
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
速

力
の
對
象
程
辨
別
度
が
低
下
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
今
、
筌
問
的
蛮
駒
條
件
は
全
く
同
一
に
保
っ
て
、
課
題
の
性
便
を
換
え
、
二
對
象

の
大
い
さ
に
つ
い
て
辨
別
さ
せ
る
と
鯰
く
こ
と
に
結
果
は
全
く
ヤ
コ
プ
ス
の
場
合
と
反
對
鳴
淫
方
の
位
澄
程
閾
値
は
小
さ
く
な
る
ｄ
靜
止

（
別
）

對
象
で
な
く
運
動
す
る
一
蚕
象
の
運
動
一
梨
に
つ
い
・
て
観
察
し
た
結
果
も
亦
同
様
の
現
象
を
一
本
し
た
。
こ
れ
ら
の
堺
演
が
示
す
如
く
知
受
筌

間
が
示
す
異
方
性
は
常
該
室
間
に
於
て
稗
ま
れ
る
行
動
と
の
關
係
を
離
飢
て
は
意
味
が
な
い
。
一
定
の
案
間
は
一
定
の
課
題
を
も
つ
行
動

↑
僻
系
中
に
と
り
い
れ
ら
れ
當
該
礎
系
に
規
定
さ
帥
て
機
能
的
佃
仙
、
行
動
価
仙
を
附
典
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
現
象
の
考
察
か
ら
我
之
は
次
の
よ
う
な
結
論
に
到
逹
す
る
。

．
知
兇
は
史
に
典
鶴
的
な
行
動
価
界
の
記
號
的
代
表
の
役
制
を
果
す
こ
と
を
一
つ
の
機
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
色
」
は
刺
戟
光
線
の

便
と
並
に
一
義
的
に
規
定
せ
ら
れ
る
恥
な
る
感
蝿
と
し
て
蛍
な
く
「
物
」
の
囲
性
と
し
て
典
え
ら
虹
ろ
。
「
物
」
は
そ
の
投
ず
ろ
網
膜
像

Ｏ

の
大
小
に
よ
っ
て
貨
な
く
「
物
」
が
行
動
雲
間
に
於
て
占
む
る
機
能
的
価
航
に
よ
っ
て
或
は
大
き
く
或
は
小
さ
く
見
ら
れ
る
。
「
形
」
や

距
離
等
の
案
間
的
な
諸
性
磁
は
行
動
と
の
聯
關
に
於
て
そ
の
意
焚
が
典
え
ら
れ
る
。
帆
塞
間
は
耶
一
の
脱
墨
系
の
み
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

認
識
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ろ
も
の
で
は
な
く
、
他
の
す
べ
て
の
感
蝿
系
が
悉
く
こ
れ
に
参
典
す
る
。
叩
に
こ
れ
ら
の
感
受
中
概
の
み
で
な
く
運
動
中
柄
、
言
語
中

枢
、
思
考
中
枢
、
そ
の
他
過
去
經
雛
の
浪
跡
等
、
生
活
僻
の
全
機
能
が
参
典
す
る
と
こ
ろ
の
知
尭
磯
制
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
。
こ
の

●

よ
う
な
知
髭
髄
制
は
生
活
髄
の
理
境
え
の
適
脳
が
正
し
く
笹
ま
れ
る
方
向
に
沿
っ
て
鶴
制
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
礎
礎

制
の
上
に
立
っ
て
初
め
て
我
交
は
意
義
に
充
ち
瀧
ち
た
我
友
の
知
斑
經
験
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
出
來
ろ
で
あ
ろ
う
。
（
未
完
）
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