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歴
史
は
時
間
的
現
象
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
過
去
か
ら
未
來
へ
流
れ
去
る
自
然
的
時
間
に
於
て
は
、
未
だ
歴
史
は
成
立
し
な
い
。
そ

れ
は
哲
學
上
の
常
識
で
あ
る
。
勘
く
と
も
ヴ
ィ
ン
デ
ル
〒
ハ
ン
ド
が
自
然
科
學
と
の
對
立
に
於
て
歴
史
學
を
樹
立
し
て
よ
り
以
來
、
歴
史
は

常
に
自
然
と
對
蹄
的
に
考
へ
ら
れ
た
。
垂
向
凌
は
か
か
る
立
場
の
も
つ
深
き
眞
理
性
を
疑
ふ
略
の
で
は
な
い
が
、
自
然
よ
り
峻
別
さ
れ
た
る

歴
史
は
、
却
て
そ
の
存
在
根
擦
を
失
ふ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
同
時
に
、
自
然
は
歴
史
よ
り
砿
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
當
に
抽
象

化
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
近
世
自
然
科
學
の
激
へ
る
自
然
の
概
念
が
、
素
よ
り
自
然
の
全
面
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味

に
於
て
、
私
は
右
に
述
べ
た
哲
學
上
の
常
識
に
對
し
て
敢
て
疑
問
を
提
出
し
よ
う
。
自
然
的
時
間
は
果
し
て
歴
史
と
相
容
れ
な
い
も
の
で

あ
る
か
。
も
し
相
容
れ
な
い
と
し
て
も
、
全
面
的
に
然
る
の
で
あ
る
か
、
部
面
的
に
然
る
の
で
あ
る
か
。
か
か
る
問
題
を
考
へ
る
た
め
に

は
先
つ
歴
史
の
原
型
を
描
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
腺
型
こ
そ
は
事
象
の
本
質
を
露
呈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ぅ
し
て
既
に
原
型

を
見
よ
う
と
す
る
以
上
、
吾
灸
は
學
説
の
假
樵
を
脱
し
，
事
象
そ
の
も
の
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
は
最
も
素
朴
な
態
度
が

要
求
さ
れ
る
。
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史
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己
の
生
命
を
保
識
す
る
目
的
に
基
い
て
ゐ
て
も
、
そ
の
事
實
は
お
の
づ
か
ら
環
境
に
随
順
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
・
蟻
薮
蜂
に
至
っ
て
は
、

一
一
八

歴
史
は
同
然
的
時
間
に
於
て
は
成
立
し
な
い
。
た
と
へ
ぱ
一
個
の
石
塊
は
、
縦
ん
ぱ
蚊
千
年
を
閲
し
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
そ
の
催
で
は

未
だ
雁
史
的
存
在
で
は
な
い
・
そ
れ
は
自
然
史
的
意
義
を
有
つ
か
も
知
れ
な
い
が
、
自
然
史
は
未
だ
勝
義
の
歴
史
で
は
な
い
・
勝
義
の
歴

史
は
人
間
の
生
活
と
共
に
飴
ま
る
の
で
あ
る
。
故
に
一
個
の
石
塊
も
、
そ
れ
が
若
し
原
始
民
族
の
遺
物
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
貴
重
な

る
史
料
の
意
義
を
す
ら
有
す
る
で
あ
ら
う
。
自
然
物
も
人
間
と
の
交
渉
を
俟
っ
て
南
め
て
歴
史
的
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
詮
し
て
自
然

物
が
人
間
と
の
交
渉
を
有
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
既
に
単
な
る
自
然
的
時
間
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い
・
自
然
的
時
間
が
過
去
よ
り

未
來
へ
流
れ
去
る
時
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
生
活
は
か
か
る
推
移
に
於
て
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
人
間
は
目

的
を
意
識
し
て
行
動
す
る
。
し
か
も
目
的
は
未
來
に
あ
る
が
故
に
、
目
的
堂
行
爲
に
於
て
は
、
自
然
の
推
移
の
如
く
に
未
來
が
過
去
に
規

定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
過
去
が
未
來
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
因
果
關
係
と
目
的
交
關
係
と
は
逆
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
歴
史
が

人
間
生
活
を
俟
っ
て
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
的
時
間
は
目
的
論
的
樺
造
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

然
ら
ば
目
的
論
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
吾
凌
は
こ
こ
に
目
的
論
の
構
造
に
關
す
る
從
來
の
所
説
を
反
復
す
る
意
思
を
有
し

な
い
・
目
的
論
は
樺
成
原
理
で
あ
る
か
規
制
原
理
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
も
、
今
の
場
合
さ
し
て
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
素
朴
な

る
事
責
よ
り
出
發
し
て
考
へ
よ
う
。
槻
の
種
子
が
成
長
し
て
棚
の
木
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
。
今
日
の
状
態

が
明
日
の
状
態
を
目
ざ
し
て
ゐ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
目
的
灸
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
か
か
る
合
目
的
性
に
於
て
は
、
明
日
の
状
態
は
逆
に
今

日
の
状
態
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
進
ん
で
動
物
の
本
能
は
自
己
保
存
乃
至
種
族
保
存
を
目
的
と
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
が

本
能
で
あ
る
か
ぎ
り
、
お
の
づ
か
ら
環
境
に
よ
っ
て
生
じ
た
生
態
に
過
ぎ
な
い
・
た
と
へ
ぱ
そ
れ
は
保
護
色
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
自
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巧
妙
な
典
を
造
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
ま
た
長
期
に
亙
っ
て
食
物
を
貯
蔵
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
づ
か
ら
環
境
を
構
成
し
て
ゐ
る
。
そ
れ

は
人
間
に
近
い
目
的
食
行
爲
を
誉
ん
で
ゐ
る
の
で
は
あ
る
が
、
な
ほ
依
然
と
し
て
本
能
的
で
あ
る
・
環
境
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
る
生
態

で
あ
る
。
目
的
街
行
爲
に
於
て
は
目
的
に
よ
る
環
境
の
愛
改
が
企
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
植
物
は
も
と
よ
り
動
物
に
於
て
も
、

こ
の
愛
改
は
積
極
的
に
は
行
は
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
こ
に
於
て
は
環
境
の
愛
改
そ
の
こ
と
が
、
そ
の
責
は
環
境
的
に
鋭
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
主

催
の
磯
境
に
對
す
る
方
向
そ
の
も
の
が
、
既
に
環
境
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
総
じ
て
生
命
現
象
の
合
目
的
性
に
於
て
は
、
目
的
論

的
發
展
の
裏
面
に
は
因
果
的
決
定
が
あ
り
、
未
來
か
ら
來
る
目
的
論
的
時
間
と
過
去
か
ら
流
れ
る
自
然
的
時
間
と
は
、
同
一
事
態
の
表
裏

に
過
ぎ
な
い
。
も
と
よ
り
，
そ
れ
は
表
裏
の
關
係
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
勘
く
と
も
同
一
事
態
が
表
裏
の
關
係
を
有
す
る
以
上
、
生
命

現
象
は
こ
の
南
面
の
統
一
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
目
的
的
と
自
然
的
圭
の
相
反
せ
る
雨
面
の
統
一
で
あ
る
以
上
、
生
命
現
象

は
癖
證
法
的
構
造
を
有
す
る
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
を
論
ず
る
に
は
，
吾
凌
は
寧
ろ
一
層
高
次
の
目
的
論
的
朧
造
を
有
す

る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
行
爲
を
見
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
・
撤
し
勝
義
の
歴
史
は
人
間
生
活
と
共
に
始
ま
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
自
然

的
時
間
に
代
る
に
目
的
論
的
時
間
の
構
造
を
見
る
の
が
當
面
の
問
題
な
る
が
故
で
あ
る
．

人
間
の
Ⅲ
的
左
行
爲
は
い
か
な
る
構
造
を
有
す
る
で
あ
ら
う
か
。
人
間
が
Ⅱ
的
を
意
識
す
る
場
合
の
目
的
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ら

う
か
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
テ
減
ス
（
弓
⑦
］
２
）
が
ｂ
同
的
と
共
に
完
結
を
意
味
し
て
ゐ
る
や
う
に
．
．
目
的
は
完
結
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
・
目
的
糞
行
爲
に
於
て
は
未
來
が
現
在
を
決
定
す
る
と
老
へ
ら
れ
る
の
も
、
完
結
せ
る
も
の
が
完
結
せ
ざ
る
も
の
を
決
定
す
る
こ
と

で
あ
る
。
目
的
灸
行
爲
が
単
に
外
的
事
情
に
左
右
さ
れ
る
行
動
と
異
な
る
の
は
、
後
者
が
行
方
定
め
ぬ
非
完
結
的
行
爲
た
る
に
對
し
，
前

考
が
目
的
と
い
ふ
完
結
せ
る
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
目
的
を
行
爲
は
目
的
の
完
結
性
の
故
に
爾
餘
の
行
爲
か
ら

歴
史
の
原
型
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そ

れ

は

未

來

に

あ

る

べ

き

目

的

を

意

識

し

た

現

在

で

あ

る

か

ら

、

二
一
○
・

厩
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
，
更
に
正
確
に
云
へ
ば
、
・
お
よ
そ
行
爲
と
名
つ
け
ら
れ
る
も
の
は
，
目
的
の
完
結
性
の
故
に
、
草
な
る
運
動
と
異

な
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
他
面
よ
り
見
れ
ば
、
目
的
は
目
的
な
る
が
故
に
未
だ
完
結
し
て
ゐ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
目
的

が
完
結
し
た
な
ら
ば
既
に
目
的
で
は
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。
か
く
て
目
的
は
、
目
的
の
故
に
完
結
し
て
ゐ
る
が
、
ま
た
目
的
の
故
に
完
結

し
て
ゐ
な
い
と
す
れ
ば
、
吾
交
は
こ
こ
に
目
的
の
概
念
が
含
む
プ
ポ
リ
ア
に
當
面
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
◎
・

目
的
が
完
結
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
で
あ
ら
う
が
。
容
易
に
老
へ
ら
れ
る
や
う
に
、
人
が
目
的
を
意
識
す
る
場

合
、
そ
の
意
識
に
於
て
目
的
は
完
結
し
て
ゐ
る
。
完
結
せ
る
も
の
を
意
識
し
た
の
で
な
く
て
は
、
目
的
を
意
識
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
大
エ
が
家
を
建
て
る
場
合
、
家
の
形
相
は
大
工
の
念
頭
に
あ
る
と
云
は
れ
る
が
、
形
相
は
形
相
の
故
に
完
結
し
て
を
り
、

そ
の
形
相
は
大
エ
を
し
て
家
を
建
て
し
め
る
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
目
的
は
大
工
の
念
頭
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
が
完
結
性

を
も
つ
の
は
、
こ
れ
を
意
識
す
る
も
の
の
意
識
に
於
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
餘
り
に
も
自
明
の
「
」
と
に
厩
す
る
け
れ
ど
も
、
目
的
盆
行

爲
に
於
け
る
目
的
は
，
筍
も
そ
れ
が
意
識
さ
れ
て
ゐ
る
か
ぎ
り
に
於
て
既
に
完
結
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
こ
に
留
意
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
・
後
に
述
べ
る
や
う
に
、
ノ
ェ
マ
的
目
的
論
を
ノ
エ
シ
ス
的
目
的
論
に
深
化
す
る
契
機
、
随
て
ま
た
所
謂
目
的
論
的
立
場
を

も
超
越
す
る
契
機
が
こ
こ
に
潜
ん
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
目
的
は
行
爲
者
の
意
識
に
於
て
既
に
完
結
し
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
目
的
食
行
爲
は
一
髄
何
鹿
か
ら
起
こ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
目
的

堂
行
爲
は
未
來
か
ら
起
こ
る
と
云
は
れ
る
け
れ
ど
も
，
未
來
に
あ
る
と
老
へ
ら
れ
て
ゐ
る
目
的
は
、
責
は
行
爲
者
の
意
識
に
於
て
は
現
在

す
で
に
完
結
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
識
に
規
定
さ
れ
て
目
的
全
行
爲
が
起
こ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
責
に
現
在
か
ら
起
こ
る
の
で

Fl



●

未
來
に
行
き
つ
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
未
來
を
消
し
た
現
在
で
あ
る
。
目
的
を
意
識
す
る
こ
と
が
未
來
へ
行
く
こ
と
で
あ
る
が
、
目
的
が
意

識
に
於
て
完
結
す
る
以
上
、
目
的
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
未
來
へ
行
き
つ
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
超
え
行
く
べ
き
未
來
を
消
去
す
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
完
結
し
た
も
の
を
意
識
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
さ
う
し
て
未
來
に
行
き
つ
く
し
て
未
來
を
楠

し
た
所
は
現
在
で
あ
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
目
的
論
的
行
爲
は
か
か
る
現
在
よ
り
起
こ
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
り
に
人
間
が
十
年
後
の

目
的
を
た
て
る
こ
と
は
、
意
識
に
於
て
、
十
年
後
に
飛
び
超
え
る
こ
と
で
あ
る
、
そ
こ
に
十
年
の
日
月
を
消
去
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、

目
的
廷
行
爲
は
過
去
か
ら
未
來
へ
流
れ
る
時
間
を
消
し
た
現
在
か
ら
起
こ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
現
在
は
、
「
過
未
ｌ
↓
現
在
１
１
↓
未

來
」
の
經
過
に
於
け
る
現
在
で
は
な
く
、
そ
の
次
元
を
超
え
た
現
在
で
あ
る
。

五
山
友
は
過
去
か
ら
流
れ
る
時
を
超
え
て
未
來
か
ら
來
る
時
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
未
來
か
ら
味
る
時
は
そ
の
究
寛
に
於
て
、
未
來
へ

行
き
つ
く
し
た
る
現
在
よ
り
來
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
人
は
こ
こ
に
於
て
イ
デ
ア
を
見
る
。
イ
ー
プ
ァ
が
超
時
間
的
で
あ
る
の
は
か
か
る
現
在

に
於
て
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
現
在
は
、
未
來
へ
行
き
つ
く
し
て
未
來
を
淌
し
た
現
在
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
於
て
は
總

、
へ
て
は
過
去
的
に
同
想
さ
れ
る
。
人
は
自
己
の
求
め
る
イ
デ
ア
を
見
出
し
た
瞬
間
に
，
自
己
の
求
め
る
も
の
が
「
こ
れ
で
あ
っ
た
」
こ
と

を
意
識
す
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
イ
デ
ア
を
慕
ふ
（
エ
ロ
ー
ス
）
目
的
変
行
爲
が
過
去
の
世
に
見
た
イ
デ
ア
の
回
想
（
ア
ナ
ム
ネ
ー

シ
ス
）
で
あ
る
と
云
ふ
が
，
こ
の
回
想
説
の
含
む
ミ
ト
ス
的
意
義
は
姑
ら
く
別
と
す
る
も
‐
彼
が
目
的
を
行
爲
を
凹
想
と
し
た
↑
」
と
は
、

い
か
に
も
含
蓄
が
深
い
。
吾
盈
は
過
去
の
世
に
於
て
イ
デ
ア
を
見
た
と
考
へ
な
く
て
も
、
こ
の
現
在
に
於
て
イ
デ
ア
を
見
る
瞬
間
が
既
に

回
想
的
な
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
ト
テ
ィ
ェ
ー
ン
ェ
イ
ナ
ィ
」
と
謂
ひ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
説
い
た
。
『
⑦
、
⑦
ロ
と
隼
の
君
①
ｍ
の
ロ

と
の
關
係
等
も
、
種
友
に
解
輝
さ
る
べ
き
で
は
あ
ら
う
が
、
私
は
、
イ
デ
ア
を
見
る
瞬
間
が
未
來
に
行
き
つ
く
し
て
未
來
を
消
し
た
現
在

歴
史
の
‐
原
型
一
二
一

I
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一
一
一
一
一

な
る
が
故
に
伽
そ
と
に
典
へ
ら
れ
る
も
の
が
回
想
的
に
捉
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
上
述
の
立
場
か
ら
解
稗
し
た
い
と
考
へ
・
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ

ル
タ
イ
に
至
っ
て
は
目
的
と
岡
想
と
の
關
係
を
直
接
の
問
題
と
し
て
ゐ
る
。
彼
は
彼
の
訓
ふ
「
生
の
範
嶢
」
と
し
て
の
意
味
・
慨
値
・
目

的
の
三
蒜
を
時
間
の
過
去
．
、
現
在
・
未
來
に
配
し
、
就
中
、
意
味
の
範
鴫
を
最
も
包
括
的
と
考
へ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
特

色
は
、
西
南
學
派
と
の
對
比
に
於
て
察
知
さ
れ
る
や
う
に
，
意
味
・
価
値
．
Ｈ
的
等
を
生
に
對
す
る
超
越
的
當
爲
と
し
て
で
は
な
く
、
「
生

の
範
鴫
」
と
し
て
生
に
内
在
的
な
ら
し
め
た
所
に
あ
る
。
目
的
を
超
越
的
と
す
る
こ
と
は
，
そ
れ
に
よ
っ
て
生
を
遠
心
的
に
統
一
す
る
こ

と
で
あ
る
が
、
目
的
を
内
在
的
と
す
る
こ
と
は
，
そ
れ
に
よ
っ
て
生
を
求
心
的
に
統
一
す
る
こ
と
で
あ
る
。
目
的
を
内
在
的
と
見
る
こ
と

は
、
目
的
を
意
識
す
る
生
の
態
度
を
捉
へ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
態
度
に
於
て
は
目
的
は
最
も
現
賀
的
で
あ
る
。
超
越
的
目
的
論
は
ノ

ェ
マ
的
目
的
論
で
あ
る
が
、
内
在
的
目
的
論
は
ノ
エ
ン
ス
的
目
的
論
で
あ
る
と
い
、
萱
」
と
も
で
き
よ
う
。
前
者
に
於
て
は
目
的
は
規
範
と

し
て
未
來
よ
り
現
在
を
規
定
す
る
が
筋
後
者
に
於
て
は
目
的
は
目
的
を
意
識
す
る
現
在
に
於
て
現
前
す
る
。
そ
れ
は
未
來
へ
行
き
つ
く
し

た
現
在
な
る
が
故
に
、
生
は
声
」
の
現
在
よ
り
同
想
さ
れ
る
。
そ
の
同
想
の
形
式
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
謂
ふ
時
間
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
於
て
生

の
意
味
が
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
考
へ
る
生
の
意
味
は
目
的
を
超
え
て
目
的
を
包
む
現
在
の
同
想
に
於
て
把
握
さ
れ
る
。

彼
が
意
味
の
範
暁
を
最
も
根
源
的
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鮎
に
就
て
は
猫
ほ
述
べ
る
べ
き
所
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
諸
多
の
學
‐

説
を
紹
介
す
る
の
が
今
の
目
的
で
は
な
い
。
た
だ
垂
見
は
上
述
の
所
に
よ
っ
て
も
、
目
的
論
的
時
間
の
究
寛
に
あ
る
現
在
に
至
っ
て
‘
そ

こ
に
イ
デ
ア
的
な
る
も
の
の
成
立
す
る
場
所
を
明
か
に
し
た
の
で
あ
る
・
歴
史
が
人
間
の
生
活
を
媒
介
す
る
以
上
、
か
か
る
イ
デ
ア
的
な

る
も
の
が
重
要
な
る
一
側
面
を
な
す
こ
と
を
認
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

け
れ
ど
も
イ
デ
ア
を
見
る
立
場
が
直
ち
に
歴
史
的
な
の
で
は
な
い
。
否
、
そ
れ
は
寧
ろ
非
歴
史
的
で
あ
り
超
歴
史
的
で
あ
ら
う
。
そ
れ

’

』

、
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と
共
に
、
目
的
は
完
結
的
で
あ
る
と
い
ふ
理
由
は
右
に
よ
っ
て
語
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
が
，
目
的
は
ま
た
非
完
結
的
で
も
あ
っ
た
。
し

Ｐ

か
も
目
的
が
非
完
結
的
な
る
側
面
に
於
て
ゞ
却
て
眞
に
歴
史
的
な
る
も
の
に
遡
遇
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

目
的
が
完
結
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
は
、
前
述
の
如
く
、
目
的
が
意
識
に
於
て
完
結
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
，
か
か
る
目
的
は

意
識
さ
れ
た
の
み
で
は
猶
ほ
黄
現
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
戸
」
の
意
味
に
於
て
目
的
は
依
然
と
し
て
非
完
結
的
で
あ
る
。
故
に
次
の
問
題
は
目
的

寅
現
の
過
程
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
プ
｜
フ
ト
ン
に
於
て
も
、
人
ば
既
に
過
去
の
世
に
於
て
イ
デ
ア
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
再
び
こ
の
イ

デ
ア
を
蕊
ふ
エ
減
－
ス
と
し
て
、
人
間
の
目
的
灸
行
爲
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
は
、
そ
の
エ
ロ
ー
ス
は
イ
デ
ア
實

現
の
過
程
で
は
な
く
、
た
■
再
び
イ
デ
ア
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
貧
の
世
界
よ
り
超
脱
し
て
専
ら
過
去
の
世
界
の
回
想
に
向

ふ
こ
と
が
、
そ
の
エ
ロ
・
Ｉ
ス
の
内
責
で
あ
っ
た
。
眞
に
イ
デ
ア
の
蛮
現
を
問
題
と
し
た
の
は
，
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ポ
イ
ェ
ー
シ
ス
（
行

爲
）
で
あ
る
。
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
は
、
質
料
を
超
脱
し
て
形
相
を
見
る
の
で
は
な
く
、
質
料
へ
の
形
相
附
與
と
し
て
登
場
し
た
概
念
で
あ
る
。

し
か
も
ボ
イ
エ
ー
シ
ス
は
、
そ
れ
が
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
で
あ
る
か
ぎ
り
は
，
質
料
へ
の
形
相
附
與
と
い
ふ
人
間
的
行
爲
で
あ
る
が
、
そ
の
裏

面
に
於
て
、
質
料
よ
り
形
相
へ
の
發
展
と
い
ふ
ゲ
ネ
シ
ス
（
生
成
、
生
産
）
を
含
む
所
に
、
特
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
特
徴
を
も
つ
概
念

で
あ
る
。
尤
も
、
ア
リ
子
ｒ
テ
レ
ス
の
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
は
ゲ
ネ
シ
ス
と
表
裏
す
る
故
に
こ
そ
、
却
て
人
間
的
行
爲
の
眞
相
を
閲
明
し
得
ず
、

そ
の
「
形
相
Ｉ
質
料
」
關
係
も
矛
盾
の
統
一
と
い
ふ
癖
證
法
的
契
機
を
含
ま
な
い
と
い
ふ
の
は
、
近
來
瀞
證
法
の
主
碓
が
盛
ん
に
な
る
と

共
に
、
常
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
向
け
ら
れ
る
批
評
で
あ
る
．
こ
の
問
題
に
就
て
は
後
に
言
及
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
，
近
來
の
瀞
證
法

歴
史
の
原
型
一
二
三

二
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一
二
四

の
主
張
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
常
套
語
た
る
「
矛
履
の
統
こ
の
妓
後
の
根
擦
を
與
へ
る
も
の
は
、
却
て
ア
リ
ス
ト
ー
プ
レ
ス
的
ゲ
ネ

シ
ス
の
概
念
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
と
よ
り
吾
衣
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ゲ
ネ
シ
ス
を
そ
の
ま
ま
に
固
執
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
が
、

紗
く
と
も
そ
こ
よ
り
重
大
な
示
唆
を
與
へ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も
か
く
も
垂
易
は
學
説
の
假
構
に
凧
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
最

も
素
朴
に
事
賞
の
構
造
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
人
が
青
銅
の
質
料
へ
人
像
の
形
相
を
附
與
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
。
青
銅
と
人
像
と
は
相
異
な
る
も
の

で
あ
る
。
叩
と
乙
と
が
相
異
な
る
か
ぎ
り
、
い
か
に
人
間
の
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
雌
も
，
甲
か
ら
乙
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
水
か
ら
は

人
像
は
で
き
な
い
が
、
青
銅
か
ら
人
像
が
で
き
る
以
上
、
両
者
は
何
等
か
の
聯
關
を
有
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
に
云
へ
ぱ
、

質
料
叩
が
形
相
乙
の
可
能
態
で
あ
り
、
形
相
乙
が
質
料
叩
の
現
賞
態
で
あ
る
と
き
に
の
み
、
甲
よ
り
乙
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
う

し
て
青
銅
が
人
像
の
可
能
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
青
銅
は
ま
さ
に
人
像
に
な
る
べ
く
し
て
未
だ
人
像
の
形
相
を
有
た
な
い
鉄
如
状
態
員

テ
レ
ー
シ
ス
）
で
あ
ら
う
。
青
銅
は
質
料
、
人
像
は
形
相
と
い
ふ
の
み
で
は
、
雨
者
は
未
だ
聯
關
の
契
機
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
青

銅
は
人
像
の
峡
如
状
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
既
に
形
相
と
の
聯
關
を
も
つ
質
料
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
峡
如
は
訣
如

で
あ
る
か
ぎ
り
、
未
だ
形
相
を
有
た
な
い
も
の
と
し
て
形
相
と
對
立
し
て
ゐ
る
か
ら
，
鉄
如
そ
の
も
の
か
ら
人
像
の
生
ず
る
こ
と
は
あ
り

得
な
い
。
進
ん
で
考
へ
る
に
，
人
像
と
雌
も
単
な
る
形
相
の
み
で
は
な
く
青
銅
の
質
料
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
質
料
は
鉄
如
に
も

人
像
に
も
共
通
し
て
、
そ
の
根
抵
に
存
す
る
基
礎
（
一
こ
．
冒
言
目
の
口
◎
巳
）
で
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
随
て
基
儒
は
既
に
第
三
者

の
資
格
を
帯
び
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
基
繼
に
於
て
，
人
像
の
形
な
き
峡
如
状
態
よ
り
人
像
の
形
へ
の
生
成
が
可
能
と
な
る
の
で
あ

る
。
（
そ
の
詳
細
は
、
文
學
研
究
第
二
十
五
靴
、
拙
稿
「
生
成
の
根
擴
と
し
て
の
自
然
」
参
照
）
。
か
く
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
質
料
は
生

Ｆ
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ノ

、
、
、
℃

成
の
問
題
に
關
す
る
限
り
に
於
て
も
二
様
の
意
義
を
帯
び
て
ゐ
る
。
即
ち
一
方
で
は
、
そ
こ
よ
り
生
成
の
起
る
と
こ
ろ
（
胃
冒
己
と
し

、
、
、
、
、

て
の
峡
如
で
あ
り
‐
他
方
で
は
、
そ
こ
に
於
て
生
成
の
起
る
と
こ
ろ
（
寓
言
）
と
し
て
の
基
礎
で
あ
る
。
こ
の
關
係
を
簡
単
に
岡
示
す

れ
ば
次
の
や
う
に
な
る
。

さ
て
上
述
の
考
察
は
、
質
料
へ
形
相
を
附
與
す
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
で
あ
る
よ
り
も
、
、
寧
ろ
質
料
が
形
相

人
，

摘
や
狸
１
１
１

を
椿
び
る
と
い
ふ
ゲ
ネ
シ
ス
で
あ
っ
た
。
い
ま
右
の
質
料
因
と
形
相
因
（
目
的
因
）
と
の
ほ
か
に
，
人
像

佛
く
峡
．、叩Ｈ

》
０
△
、
。
ｊ
Ⅱ
Ｊ

典
三
一

を
つ
く
る
人
の
働
き
と
し
て
の
動
力
因
を
加
へ
る
な
ら
ば
、
ゲ
ネ
シ
ス
は
直
ち
に
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
考
へ

生
、
、
、
、
、

恥
罐
”
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
行
爲
も
ま
た
技
術
的
生
成
な
の
で
あ

成

る
。
然
ら
ば
行
爲
を
爾
か
く
生
成
と
し
て
見
る
こ
と
は
、
垂
易
の
問
題
に
何
を
寄
與
す
る
で
あ
ら
う
か
。

一
一
青
一

人
鈎
銅
一
．
行
爲
に
於
て
は
、
形
相
を
作
る
主
髄
の
自
由
と
、
そ
の
對
象
た
る
客
艘
（
質
料
）
の
必
然
と
が
相
對
立

像
輔
ｌ
吟
一

相
「
‐
１
‐

す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
學
は
存
在
論
的
傾
向
を
帯
び
る
か
ら
「
形
相
ｌ
質
料
」
は
同
一
事
態
の
雨
側

面
と
老
へ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
プ
ラ
ト
ン
哲
學
は
資
践
的
色
彩
が
扱
い
が
故
に
、
イ
デ
ア
と
事
物
と
は
峻
別
さ
れ
た
。
行
爲
の
世
界
に
は

主
惟
と
客
催
、
自
由
と
必
然
の
鋭
き
對
立
が
前
提
さ
れ
、
こ
の
對
立
の
打
開
と
し
て
行
爲
が
あ
る
こ
と
、
云
ふ
ま
で
も
な
い
所
で
あ
る
。

さ
う
し
て
行
爲
が
「
作
る
」
こ
と
で
あ
る
以
上
、
あ
く
ま
で
主
僻
の
自
由
の
直
誰
に
立
脚
し
て
、
自
己
の
對
立
春
た
る
客
僻
の
必
然
に
随

順
し
、
ど
の
随
順
に
よ
っ
て
却
て
客
髄
の
樵
造
を
鍵
改
す
る
こ
と
、
即
ち
否
定
的
媒
介
の
癖
論
法
で
あ
る
こ
と
も
異
論
の
な
い
所
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
場
合
，
あ
く
ま
で
主
慨
の
自
由
が
優
先
し
て
ゐ
る
。
否
、
行
爲
に
於
け
る
否
定
的
媒
介
の
過
程
に
於
て
主
僻
の
自
由
が
直
證

、
、

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
吾
凌
も
ァ
」
の
直
読
を
疑
ふ
も
の
で
は
な
い
が
、
た
だ
こ
の
直
誰
に
止
っ
て
ゐ
て
は
、
行
爲
的
事
態
が
何
虎
か
ら
起
こ

歴
史
の
原
型
二
一
五

I
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一
一
一
一
〈

、
、

る
か
は
説
明
し
得
て
も
何
虚
に
於
て
起
こ
る
か
は
不
明
で
あ
ら
う
。
主
慨
の
自
由
を
妓
後
の
根
礁
と
す
る
行
爲
の
立
場
に
於
て
は
、
か
か

る
場
所
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
或
は
主
催
的
超
越
の
極
所
に
至
っ
て
は
か
か
る
場
所
を
示
し
得
る
と
も
老
へ
ら
れ
る
で
あ

ら
う
。
官
尺
竿
頭
一
歩
を
進
む
れ
ば
十
方
世
界
是
全
身
と
謂
は
れ
る
如
く
、
自
我
は
直
ち
に
宇
宙
を
呑
吐
す
る
に
至
れ
ば
、
諸
左
の
行
爲

的
事
態
が
共
産
に
於
て
あ
る
自
晃
の
場
所
に
到
達
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
こ
に
は
絶
對
の
槻
脈
が
あ
る
。
か
か
る
主
礎
的
超
越
の
極
所
を
説

く
の
が
古
來
東
洋
哲
學
の
精
随
で
あ
っ
て
、
こ
の
極
所
に
到
る
べ
き
岬
條
た
る
難
行
道
に
無
比
の
業
賊
を
残
し
た
る
も
の
、
た
と
へ
ぱ
岬

の
如
く
に
貴
重
な
る
成
果
が
あ
る
。
吾
生
来
洋
人
に
し
て
布
も
自
兇
的
世
界
の
淌
息
を
探
求
せ
む
と
す
る
以
上
、
深
く
思
を
こ
こ
に
致
さ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
こ
の
深
所
に
就
て
毫
末
も
云
爲
す
べ
↓
言
養
桁
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
徒
ら
な
る
付
度
に
誤
謬
あ
り
と
す
る

な
つ
ば
、
潔
く
識
者
の
叱
正
に
俟
つ
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
側
下
の
未
熟
な
る
私
見
を
以
て
す
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
党
ひ
に
絶

對
の
観
照
と
し
て
止
む
の
で
あ
２
Ｌ
、
眞
に
行
爲
の
必
然
性
を
指
示
す
る
祇
極
性
を
鉄
く
か
に
考
へ
る
。
由
來
、
佛
敦
的
立
場
が
典
へ
ら

れ
た
る
運
命
に
随
順
す
べ
き
諦
念
を
説
く
に
急
に
し
て
、
祗
含
改
革
の
寅
践
性
に
乏
し
い
の
も
此
虚
に
胚
胎
す
る
の
で
ば
あ
る
ま
い
か
。

観
照
は
未
だ
直
ち
に
行
爲
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
行
爲
は
、
こ
の
手
、
こ
の
足
の
鍔
を
以
て
す
る
制
作
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ポ
ィ
ェ

ー
シ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
故
に
ホ
モ
・
フ
ア
ー
ベ
ル
を
説
く
溌
近
の
哲
學
に
於
て
、
行
爲
的
事
態
の
中
心
に
身
柵
を
世
く
の

は
動
か
し
難
き
眞
理
を
把
握
し
た
ち
の
で
あ
る
。
否
定
的
媒
介
の
枢
軸
が
単
に
精
祁
で
は
な
く
し
て
身
髄
的
で
あ
る
と
き
、
行
爲
は
黄
に

制
作
の
行
爲
と
し
て
、
物
を
つ
く
る
と
い
ふ
内
賀
を
兵
へ
て
く
る
の
で
あ
頁
身
鶴
を
椛
軸
と
す
る
否
定
的
媒
介
に
於
て
は
、
し
か
し
な

が
ら
、
手
が
鑿
を
持
っ
た
瞬
間
は
、
手
が
鑿
と
な
る
瞬
間
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
・
身
髄
が
道
具
を
使
用
す
る
こ
と
は
身

慨
が
道
具
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
身
艘
は
主
髄
の
側
に
、
‐
道
具
は
客
慨
の
側
に
あ
っ
て
、
「
身
罷
Ｉ
道
具
」
を
枢
軸
と
す
る
媒
介
が
成
立

一
一
一
一
〈

、
、

る
か
は
説
明
し
得
て
も
何
虚
に
於
て
起
こ
る
か
は
不
明
で
あ
ら
う
。
主
慨
の
自
由
を
妓
後
の
根
礁
と
す
る
行
爲
の
立
場
に
於
て
は
、
か
か

る
場
所
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
或
は
主
催
的
超
越
の
極
所
に
至
っ
て
は
か
か
る
場
所
を
示
し
得
る
と
も
老
へ
ら
れ
る
で
あ

ら
う
。
筒
尺
準
項
一
歩
を
進
む
札
蛍
十
方
世
界
是
全
身
と
謂
は
れ
る
如
く
、
自
我
は
直
ち
に
宇
宙
を
呑
吐
す
る
に
至
れ
ば
、
諸
左
の
行
爲
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1

一
二
八

は
客
髄
の
世
界
に
於
て
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
く
、
容
惟
は
過
去
の
時
柑
に
於
て
主
髄
に
辿
る
か
ら
で
あ
る
。
客
僻
の
世
界
と
い
ふ
の
は
具

髄
的
に
は
環
境
で
あ
る
海
主
髄
の
イ
デ
ア
黄
現
が
蝋
境
に
於
て
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
い
か
な
る
イ
デ
ア
を
見
る
か
は
既
に
環

境
に
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
否
、
環
境
は
時
と
し
て
主
鶴
が
イ
デ
ア
を
見
る
こ
と
そ
の
こ
と
を
否
定
し
さ
へ
も
す
る
で
あ
ら
う
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
謂
ふ
頽
落
（
ご
昌
昌
①
〕
Ｐ
）
の
現
象
も
か
か
る
も
の
と
解
し
得
る
で
あ
ら
う
。

イ
デ
ア
を
見
る
主
艘
的
現
在
が
庭
に
自
己
と
の
對
決
を
辿
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
か
か
る
環
境
的
過
去
で
あ
る
。
否
、
現
在
は
か
か
る
過

去
と
對
決
し
て
眞
に
現
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
現
在
に
於
て
見
ら
れ
る
イ
デ
ア
は
、
か
か
る
環
境
的
過
去
の
上
に
黄
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
行
爲
的
事
態
は
元
來
ァ
」
こ
に
生
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
の
構
造
が
辮
誰
法
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
継
述
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。

け
れ
ど
も
吾
盈
が
，
行
爲
の
裏
面
を
生
成
と
し
て
把
握
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
立
場
を
敢
て
固
持
し
て
來
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行

爲
的
事
態
の
可
能
根
擴
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
述
べ
た
や
う
に
、
青
銅
よ
り
人
像
へ
の
技
術
的
生
成
に
於
て
は
、
質
料
は
二
つ

の
意
義
を
有
っ
て
ゐ
た
。
そ
の
一
は
形
相
に
對
立
せ
る
鉄
如
と
し
て
で
あ
り
、
そ
の
二
は
「
質
料
‐
ｌ
形
相
」
に
通
ず
る
基
髄
と
し
て
で
あ

り
、
し
か
も
生
成
の
可
能
根
擦
と
た
っ
た
も
の
は
後
者
で
あ
る
。
（
そ
の
詳
細
な
る
理
由
は
前
述
の
如
く
，
文
學
研
究
第
二
十
五
戦
拙
稿

「
生
成
の
根
擦
と
し
て
の
自
然
」
に
於
て
述
べ
た
が
故
に
、
本
稿
に
は
重
複
を
避
け
た
。
）
い
ま
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
與
へ
ら
れ
た

こ
の
示
唆
に
随
っ
て
老
へ
る
と
き
、
主
慨
が
對
決
を
辿
ら
れ
て
ゐ
る
環
境
は
右
の
質
料
の
如
く
に
二
重
の
意
義
を
有
し
て
ゐ
る
。
そ
の
一

は
、
主
確
と
對
等
に
對
立
す
る
意
味
の
環
境
で
あ
り
，
そ
の
二
は
、
「
主
繼
ｌ
客
礎
」
の
關
係
が
共
虎
に
於
て
あ
る
意
味
に
て
の
環
境
で

あ
る
。
こ
の
第
一
の
意
義
の
環
境
は
、
行
爲
主
義
の
立
場
に
於
て
も
、
そ
れ
が
從
來
の
倫
理
的
乃
至
理
想
主
義
的
抽
象
を
脱
す
る
た
め
に
、

最
も
弧
調
重
税
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
我
國
の
哲
學
界
に
於
て
も
、
「
我
と
汝
」
の
朧
型
に
於
て
こ
れ
を
捉
へ
、
三
極
癖
諦
法
は
二
極

､

Ｉ
凡
■
Ｅ
礼
１



ノ

辮
誰
法
と
な
っ
て
尖
鋭
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ズ
的
に
云
へ
ば
，
人
像
の
鉄
如
と
人
像
の
形
相
と
は
反
極
と
し
て

對
立
し
て
ゐ
る
が
、
こ
の
對
立
が
打
開
さ
れ
て
前
者
よ
り
後
者
へ
の
生
成
が
可
能
と
な
る
の
は
、
雨
者
に
通
ず
る
基
鴨
的
質
料
に
於
て
で

あ
る
如
く
、
「
主
侭
ｌ
客
繼
」
の
行
爲
的
事
態
は
、
第
二
の
意
味
の
環
境
に
於
て
可
能
で
あ
る
。
吾
交
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
示
唆
に
随

っ
て
来
た
の
は
、
責
に
こ
の
意
味
の
環
境
に
到
達
せ
む
が
た
め
で
あ
っ
た
。

、
、
、
、
、

し
か
し
な
が
ら
、
／
か
か
る
環
境
は
何
故
に
行
爲
的
事
態
を
其
虎
に
於
て
あ
ら
し
め
る
場
所
の
資
格
を
据
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。
さ
き
に
述

べ
た
主
笹
的
超
越
の
極
所
に
あ
る
絶
對
の
観
照
は
、
。
そ
れ
が
主
慨
的
超
越
の
極
所
に
あ
る
の
故
に
、
却
て
身
髄
を
枢
軸
と
す
る
制
作
的
行

爲
の
可
能
根
擴
た
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
‘
い
ま
云
ふ
環
境
な
る
も
の
は
基
慨
的
質
料
の
概
念
と
通
じ
て
却
て
客
僻
の

底
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
客
確
の
底
に
あ
る
の
故
に
、
主
催
的
自
由
の
直
證
に
立
脚
す
る
行
爲
を
説
明
し
得
な
い
の
で
は

な
い
か
。
何
庭
ま
で
も
主
催
と
客
艘
と
の
對
等
性
を
保
持
し
な
が
ら
、
雨
者
の
矛
盾
的
統
一
と
し
て
現
成
す
る
行
爲
の
可
能
根
蝶
た
る
た

め
に
は
、
か
か
る
環
境
は
い
か
な
る
構
造
の
も
の
で
あ
ら
う
か
。

』

技
術
的
生
成
は
、
た
と
へ
ぱ
青
銅
よ
り
人
像
を
作
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
質
料
因
と
形
相
因
と
の
他
に
、
こ
れ
を
作
る
主
催
の

作
用
即
ち
動
力
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
随
て
技
術
的
生
成
は
云
ひ
換
へ
れ
ば
行
爲
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
行
爲
が
そ
－
１
）
に
於
て

あ
る
可
能
場
所
は
、
行
爲
を
敢
て
技
術
的
生
成
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
す
る
基
僻
的
質
料
で
あ
り
、
具
慨
的
に
は
蝋
坑
と
云
ふ
く

き
も
の
で
あ
っ
た
。
制
作
の
行
爲
に
於
て
主
催
の
主
髄
性
が
如
黄
に
融
現
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
，
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
ベ
ル
を
重
ん
ず
る
近
來

歴
史
の
原
型
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の
哲
畢
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
ペ
ル
は
猫
ほ
制
作
す
る
に
過
ぎ
な
い
、
制
作
は
い
か
に
主
慨
的
で
ぁ
つ
て

も
質
料
に
形
州
を
附
與
す
る
に
過
ぎ
な
い
、
そ
れ
故
に
制
作
の
行
爲
は
容
易
に
技
術
的
生
成
に
統
稗
さ
れ
、
随
て
こ
の
生
成
の
地
撚
と
し

て
の
基
機
的
質
料
に
ま
で
到
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
然
ら
ば
人
間
の
行
爲
と
し
て
制
作
の
行
爲
を
も
超
ゆ
る
主
磯
的
行
煽
は
な
い
の
で
あ

ら
う
か
。
吾
左
の
云
ふ
基
髄
的
質
料
の
識
想
が
動
か
す
べ
か
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
瞼
論
す
る
た
め
に
は
、
人
間
の
主
柵
性
を
眞
に

極
大
と
し
た
行
爲
に
直
面
し
て
、
そ
こ
に
於
て
も
猫
ほ
且
つ
右
の
如
き
根
推
が
前
提
さ
れ
る
か
否
か
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
ぅ

〃

し
て
主
僻
性
を
極
大
に
し
た
行
爲
と
し
て
、
葬
具
は
ま
さ
に
生
む
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
「
作
る
」
は
質
料
に
形
扣
を
附
與

す
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
「
生
む
」
は
そ
の
質
料
を
も
生
産
す
る
か
ら
で
あ
る
。
人
は
物
を
作
る
と
き
創
造
主
の
眞
似
を
し
て
ゐ
る

に
過
ぎ
な
い
が
‘
人
は
子
を
生
む
と
き
創
造
主
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
生
む
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
。

生
む
と
は
、
た
と
へ
ぱ
「
人
が
人
を
生
む
」
如
く
、
生
ま
れ
る
も
の
を
全
面
的
に
存
在
せ
し
め
る
が
故
に
、
青
銅
を
前
提
と
し
て
人
像

を
作
る
の
と
は
異
な
っ
て
、
主
繼
の
主
禮
性
は
極
大
と
な
っ
て
ゐ
る
。
故
に
近
來
の
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
ベ
ル
の
主
張
が
正
し
い
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
作
る
行
爲
よ
り
も
寧
ろ
生
む
行
爲
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
生
む
‘
こ
と
は
、
先
づ
性
を
前
提
す
る
。

作
る
は
、
と
も
か
く
も
主
催
の
自
由
意
志
に
よ
る
と
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
生
む
は
、
そ
の
出
發
鮎
に
於
て
性
の
豫
想
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
鮎
の
み
か
ら
考
へ
て
も
，
生
む
は
既
に
自
由
意
志
の
み
に
よ
っ
て
可
能
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
男
女
雨
性

弘
一
」
み
ひ
る
ご

の
前
提
だ
に
あ
ら
ぱ
、
生
む
は
成
就
す
る
で
あ
ら
う
か
。
古
事
記
の
「
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
」
の
段
に
、
子
水
姪
子
を
生
み
給
ふ
こ
と
の
あ

あ
ま
っ
か
み
み
｝
｜
と

る
如
く
、
た
だ
夫
婦
の
契
り
に
よ
っ
て
の
み
生
む
は
成
就
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
於
て
古
事
記
に
は
、
天
祁
の
命
を
請
ひ
た
ま
ふ

こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
即
ち
夫
婦
の
契
り
が
更
に
そ
の
根
抵
を
な
す
根
源
的
生
産
力
に
基
く
べ
き
こ
と
の
要
請
で
あ
る
。
生

と

I
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1

、
、
、
、

む
は
，
第
一
に
性
を
前
提
す
る
が
、
こ
の
前
提
が
充
足
さ
れ
て
も
、
第
二
に
、
夫
婦
州
契
れ
ば
依
て
以
て
生
み
得
る
と
こ
ろ
の
根
源
的
生

産
力
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
生
む
は
こ
こ
に
至
っ
て
一
應
完
全
に
自
由
意
志
の
圏
外
に
出
る
の
で
あ
る
。
吾
交
は
「
作
る
」
と
異

な
る
「
生
む
」
に
於
て
極
大
の
主
繼
性
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
慌
性
が
そ
の
極
所
に
至
っ
て
そ
の
限
界
に
掩
藩
し
た
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
撞
着
し
た
る
根
源
的
生
産
力
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

こ
の
根
源
的
生
産
力
が
、
さ
き
に
技
術
的
生
成
に
於
て
述
べ
た
基
悩
的
質
料
に
當
る
こ
と
は
，
云
ふ
ま
で
も
な
く
明
か
な
と
こ
ろ
で
あ

ら
う
。
随
て
行
爲
の
裏
面
の
生
成
を
把
握
し
た
こ
と
の
意
義
は
こ
こ
に
も
猫
ぼ
保
持
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
も
そ
の
意
義
ほ
こ
れ
の
み
に
止

ま
ら
な
い
・
技
術
的
生
成
た
る
行
爲
に
於
て
は
、
質
料
に
形
湘
を
附
與
し
て
青
銅
よ
り
人
像
を
作
る
．
即
ち
主
髄
が
客
髄
を
作
る
の
で
あ

、

る
が
、
「
生
む
」
に
於
て
は
‘
人
が
人
を
生
む
如
く
，
形
相
よ
り
形
相
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
「
質
料
Ｉ
↓
形
相
」
の
關
係
に
あ
る
行
爲
が

豫
想
す
る
基
盤
的
質
料
と
、
「
形
相
Ｉ
も
形
相
」
の
關
係
に
あ
る
生
産
が
豫
想
す
る
根
源
生
産
力
と
は
、
そ
の
意
義
を
異
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
し
か
も
，
そ
れ
は
從
來
の
行
爲
主
義
哲
學
に
於
て
猫
ほ
反
省
さ
れ
て
ゐ
な
い
重
要
な
黙
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
ー
プ

レ
ス
は
自
然
學
第
三
巻
第
三
章
に
於
て
、
「
動
か
す
も
の
は
動
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
反
復
力
説
し
て
ゐ
る
。
も
と
よ
り
、
動

か
す
も
の
と
動
か
さ
れ
る
も
の
と
は
、
概
念
的
に
は
同
一
で
は
な
い
、
そ
れ
は
价
も
上
り
坂
と
下
り
坂
と
が
同
一
の
概
念
で
な
い
の
と
一

般
で
あ
る
。
し
か
も
上
り
坂
と
下
り
坂
と
が
同
一
傾
斜
で
あ
る
意
味
に
於
て
、
動
か
す
も
の
と
動
か
さ
れ
る
も
の
と
は
同
一
で
あ
る
。
い

ま
プ
リ
ス
ト
ー
プ
レ
ス
に
随
て
、
動
か
す
運
動
の
例
を
「
教
授
」
と
し
、
動
か
さ
れ
る
運
動
の
例
を
「
習
學
」
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
如
く

云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
．
般
的
に
云
へ
ぱ
教
授
と
習
學
と
も
、
能
動
と
所
動
と
も
，
決
定
的
意
味
に
於
て
同
一
な
の
で
は
な
い
，
け
れ

、
、
、

ど
も
其
等
が
そ
れ
に
所
脇
す
る
も
の
に
於
て
同
一
な
の
で
あ
る
Ｉ
帥
ち
蓮
動
が
同
蒄
の
で
あ
る
．
」
（
国
曽
冒
，
日
出
》
豐
夢
）
私

歴
史
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I

に
根
源
的
生
産
力
そ
の
も
の
に
當
る
が
、
そ
れ
が
如
何
な
る
方
向
に
求
め
ら
れ
る
か
が
重
要
で
あ
る
。

さ
て
「
生
む
ｌ
生
ま
れ
る
」
に
於
て
、
生
む
も
の
を
主
髄
と
す
れ
ば
生
ま
れ
る
も
の
は
客
艦
で
あ
る
。
こ
の
限
り
に
於
て
は
、
生
産
は

制
作
と
等
し
く
「
主
ｌ
客
」
の
關
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
が
机
を
作
る
の
で
は
な
く
し
て
、
人
が
人
を
生
む
の
で
あ
る
以
上
、
生
む
沓

の
と
生
ま
れ
る
も
の
は
同
種
（
ホ
モ
エ
イ
デ
ー
ス
）
で
あ
る
。
故
に
生
む
も
の
が
主
僻
で
あ
れ
ば
生
ま
れ
る
も
の
も
主
僻
で
な
け
れ
ば
な

一
一
一
一
一
一

は
い
ま
と
の
論
理
を
中
心
と
し
て
制
作
と
生
産
と
の
相
異
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
老
へ
る
。
制
作
の
行
爲
に
於
て
は
、
人
は
物
を

℃
、
、
、
、
、

作
り
、
物
は
人
に
作
ら
れ
る
が
、
こ
の
相
反
す
る
こ
と
は
等
し
く
制
作
の
行
爲
そ
の
も
の
に
脇
し
て
ゐ
る
。
故
に
「
作
る
こ
と
」
と
「
作

ら
れ
る
こ
と
」
と
は
、
行
爲
そ
の
も
の
に
於
て
同
一
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
か
か
る
行
爲
そ
の
も
の
は
何
庭
に
於
て

成
立
す
る
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
が
私
の
上
來
提
出
し
て
ゐ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
垂
見
は
行
爲
の
裏
面
の
生
成
を
辿
っ
て
、
基
僻
的
質
料
に

そ
の
場
面
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
随
て
吾
夫
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
制
作
の
行
爲
の
可
能
根
蝶
が
行
爲
モ
の
も
の
と
は
逆
方
向
に
見
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
即
ち
主
慌
の
側
に
で
は
な
く
却
て
客
髄
の
側
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
矛
府
で
は
な
い
か
。
垂
見
は
行
爲
の
可
能

根
擦
を
求
め
て
來
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
毒
見
の
論
理
は
行
爲
の
論
理
と
し
て
堪
へ
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
、
若
く
は
行

爲
的
事
態
と
は
異
な
る
論
理
で
あ
る
か
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
が
、
顧
み
て
声
」
の
運
命
は
寧
ろ
必
然
的
で
あ
っ
た
、
そ
れ
は
行
爲

を
生
成
と
見
た
と
こ
ろ
に
既
に
胚
胎
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
抑
…
生
成
の
過
程
を
い
か
に
分
析
し
た
れ
ぱ
と
て
、
そ
の
何
庭
に
行
爲
的
事

態
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
、
私
は
上
來
の
論
理
を
以
て
決
し
て
無
意
義
と
考
へ
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
所
謂

「
動
か
す
も
の
は
動
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
を
中
心
と
し
て
、
垂
見
は
一
方
に
制
作
を
見
た
が
、
他
方
に
生
産
を
老
へ
る
必
要
が
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
教
授
ｌ
習
學
」
の
關
係
に
於
け
る
運
動
に
相
當
す
る
も
の
は
、
「
生
む
Ｉ
生
ま
れ
る
」
の
關
係
に
於
て
は
、
ま
さ

『

＝
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ら
な
い
。
か
く
て
、
生
ま
れ
る
も
の
は
生
む
も
の
と
異
な
っ
て
客
確
で
あ
い
な
が
ら
、
し
か
も
生
む
も
の
と
等
し
く
主
確
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
生
産
の
事
態
に
は
矛
厩
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
進
ん
で
老
ふ
る
に
、
人
が
人
・
を
生
む
と
き
、
生
ま
れ
た
人
は
雛
て
ま
た
生
む
人
で

あ
る
。
生
ま
れ
た
も
の
は
生
ま
れ
た
養
格
に
於
て
は
客
繼
で
あ
一
る
が
、
を
れ
は
雛
て
生
む
も
の
で
あ
る
賓
格
に
於
て
主
繼
で
あ
る
。
そ
れ

と
共
に
、
生
む
も
の
は
生
む
賓
格
に
於
て
主
僻
で
あ
る
が
，
そ
れ
も
ま
た
嘗
て
は
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
賓
絡
に
於
て
客
僻
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
生
む
も
の
も
嘗
て
は
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
生
ま
れ
た
も
の
も
躯
て
は
生
む
も
の
と
な
る
。
か
く
て
厳
密
に
は
、
「
生
む
も

、
、
、
、

、
、
、
、

の
」
は
「
生
ま
れ
て
生
む
も
の
」
で
あ
り
、
「
生
ま
れ
る
も
の
」
は
「
生
ま
れ
て
生
む
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
生
成
の
系
列
の
一
剛
に
於

て
、
「
生
む
ｌ
生
ま
れ
る
」
關
係
が
成
立
し
、
そ
の
か
ぎ
り
に
於
て
「
主
ｌ
客
」
關
係
の
槻
を
ロ
壬
す
る
が
、
そ
の
賀
は
右
の
如
く
，
「
生
む

も
の
」
も
「
生
ま
れ
る
も
の
」
も
、
そ
れ
自
身
に
於
て
主
憾
的
側
面
と
客
確
的
側
面
と
を
併
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
人
が
人
を
生
む
と

き
、
生
む
も
の
と
生
ま
れ
る
も
の
と
が
ホ
モ
・
エ
イ
デ
ー
ス
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く

て
人
は
「
生
ま
れ
て
生
む
も
の
」
で
あ
る
と
き
、
そ
の
「
生
ま
れ
る
」
側
面
に
於
て
、
依
て
以
て
生
る
べ
き
根
源
の
存
す
る
と
い
ふ
こ
と

が
、
さ
き
に
述
べ
た
如
く
、
人
は
生
産
に
於
て
自
由
意
志
の
圏
外
に
擁
藩
す
る
と
云
っ
た
所
以
で
あ
る
。
即
ち
生
む
も
の
は
先
づ
生
ま
れ

、
、
、

た
も
の
と
し
て
、
か
か
る
根
源
に
依
擁
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
人
が
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
そ
こ
に
依
擁
す
る
地
盤
は
、
雛

，
、
、
、
、

て
そ
こ
よ
り
生
み
得
る
地
盤
で
あ
る
が
故
に
，
こ
の
地
然
は
ま
さ
に
根
源
的
生
産
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
さ
き
に
述
今
へ
た

基
繼
的
質
料
は
、
「
主
ｌ
客
」
の
行
爲
的
事
態
を
客
僻
の
背
後
に
抜
け
て
得
ら
れ
た
の
に
對
し
、
こ
こ
に
云
ふ
根
源
的
生
産
力
健
「
客
・
主

ｌ
客
・
主
」
の
生
成
の
系
列
を
客
磯
的
側
面
（
生
ま
れ
た
側
面
）
に
遡
及
し
て
求
め
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
直
ち
に
主
慨
的
側
面
（
生
む
側

面
）
の
根
源
を
な
す
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
基
僻
的
質
料
は
行
爲
す
る
主
総
が
、
己
と
對
立
す
る
客
磯
の
前
方
に
見
る
も
の
で
あ
る
に

歴
史
‐
の
原
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三
四

對
し
、
根
源
的
生
産
力
は
生
産
す
る
自
己
が
自
己
の
存
在
根
擴
を
顧
み
て
自
己
の
背
後
に
求
む
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
と
後
老
と
は
、
そ
の

求
め
ら
れ
た
る
方
向
が
相
異
な
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・
随
て
前
蒋
に
於
て
は
，
基
髄
的
質
料
の
弧
訓
は
行
爲
を
技
術
的
生

成
に
搬
韓
せ
し
め
ｒ
そ
れ
は
雛
て
行
爲
の
没
却
を
來
た
す
の
で
あ
る
が
、
後
者
に
あ
っ
て
は
、
根
源
的
生
産
力
は
、
己
の
生
ま
れ
た
根
源

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
生
む
根
源
で
あ
る
・
根
源
的
生
産
力
が
明
確
に
な
れ
ば
な
る
だ
け
、
吾
交
は
愈
…
生
産
的
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
右
の
如
く
根
源
的
生
産
力
に
基
く
と
こ
ろ
の
「
生
ま
れ
て
（
客
）
生
む
も
の
（
主
）
１
１
↓
生
ま
れ
て
（
客
）
生
む
も
の
（
主
）
」
の
系
列
に

於
て
、
そ
の
生
む
側
面
の
み
を
見
る
と
き
「
主
ｌ
主
」
の
人
格
的
關
係
の
地
撚
が
あ
り
、
そ
の
生
ま
れ
る
側
面
の
み
を
兇
る
と
き
「
客
ｌ

客
」
の
肉
慨
的
關
係
の
地
然
が
あ
り
，
さ
う
し
て
生
む
も
の
と
生
ま
れ
る
も
の
と
の
關
係
の
一
帥
に
「
主
ｌ
客
」
の
行
爲
的
事
態
の
地
盤

が
求
め
ら
れ
る
。
故
に
根
源
的
生
産
力
は
埜
慨
的
質
料
と
蝋
に
對
雌
的
な
の
で
は
な
・
く
て
，
却
て
こ
れ
を
自
己
の
一
面
に
含
む
の
で
あ
る
。

い
ま
こ
れ
ら
の
關
係
を
掘
単
に
岡
示
す
れ
ば
次
の
や
う
に
な
る
。

説
明
従
来
の
苛
學
特
に
倫
理
學
に
溌
て
老
へ
ら
れ
た
人
格
的
開
係
は
絶
對
獅
立
な
る
主
髄
と
主
髄
と
の
開
係
で
あ
り
、

随
て
そ
れ
は
「
我
と
汝
」
の
岡
式
に
示
さ
れ
る
如
く
平
等
關
係
で
あ
る
。
人
格
主
義
の
原
理
が
此
鹿
に
あ
る
。
し
か
し

人
絡
の
主
髄
性
な
る
も
の
は
、
根
源
的
に
は
「
生
む
も
２
と
し
て
の
主
磁
性
に
川
來
す
る
の
で
あ
っ
て
、
生
む
も
の

は
當
然
生
ま
れ
る
も
の
と
の
聯
開
に
立
つ
が
故
に
、
「
我
と
汝
」
の
平
竿
關
係
は
「
生
む
も
の
と
生
ま
れ
る
も
の
」
の

階
序
關
係
に
ま
で
典
磁
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
同
様
に
從
來
老
へ
ら
れ
た
単
な
る
肉
髄
な
る
も
の
は
元
来
は
「
生
ま
れ

た
も
２
と
し
て
の
容
髄
の
側
に
抽
象
的
に
老
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
２
Ｌ
、
一
て
れ
が
根
源
に
蹄
２
Ｌ
「
生
ま
れ
た
も
２

と
し
て
の
斐
格
を
も
っ
た
と
き
営
然
生
む
も
の
と
の
聯
開
を
回
復
す
る
。
こ
こ
に
肉
髄
は
人
格
化
さ
れ
で
呼
髄
と
な
り
、

人
格
も
井
髄
を
右
す
る
其
髄
的
人
格
と
な
る
。
か
か
る
人
椛
と
人
格
と
の
開
係
は
「
我
と
汝
」
で
は
な
く
、
父
子
で
あ

Ｉ

、

〃
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垂
具
は
行
爲
の
裏
面
の
生
成
を
見
る
こ
と
か
ら
進
ん
で
党
ひ
に
能
産
的
自
然
に
ま
で
到
逹
し
た
。
こ
の
思
想
が
往
た
に
し
て
自
然
主
義

的
と
し
て
誤
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
私
の
豫
知
し
な
い
所
で
は
な
い
・
け
れ
ど
も
こ
の
誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
多
く
の
議
論
を
我
す

の
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
た
だ
吾
左
は
能
産
的
自
然
に
ま
で
到
逵
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寧
ろ
人
絡
的
事
態
、
行
爲
的
事
態
の
可
能

根
擴
を
示
さ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
を
一
言
す
る
に
止
め
よ
う
。
（
生
む
と
生
ま
れ
る
關
係
が
人
格
の
格
相
と
し
て
い
か
に
展
開
さ
れ
る
か

に
就
て
は
、
「
文
學
研
究
」
に
連
載
さ
れ
つ
つ
あ
る
佐
藤
逓
次
先
生
の
『
「
生
む
」
の
論
理
的
樺
造
』
に
現
れ
た
る
精
繊
な
る
論
理
を
参

照
・
）さ

て
私
は
．
」
に
於
て
，
目
的
食
行
爲
の
究
尭
は
未
來
へ
行
き
つ
く
し
て
未
來
を
満
し
た
イ
デ
ア
槻
照
の
現
在
で
あ
る
と
し
、
「
二
」

に
於
て
、
か
か
る
イ
デ
ア
の
賞
現
に
當
つ
て
は
右
の
如
き
現
在
が
更
に
過
去
の
時
相
を
帯
び
る
環
境
と
對
決
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
し
か

し
て
「
三
」
に
於
て
は
、
か
か
る
環
境
は
能
産
的
自
然
と
し
て
の
根
源
的
生
産
力
で
あ
る
と
老
へ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

於
て
環
境
は
主
悩
と
對
立
的
に
存
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
主
礁
が
自
己
の
背
後
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
随
て
主
髄
の
行
爾
乃
至
生
産

一
二
一
一
ハ

さ
て
上
來
の
論
理
は
複
雑
な
る
事
象
を
伽
潔
に
素
描
し
た
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
，
玉
見
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
一
Ｅ
に
於
て
述
べ
た

環
境
な
る
も
の
が
根
源
的
生
産
力
と
し
て
共
髄
化
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
根
源
的
生
産
力
は
ま
た
能
産
的
自
然
と
も

呼
び
得
る
で
あ
ら
う
。

⑨
内
然
の
概
念
に
就
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
内
然
學
第
一
巻
、
第
二
巻
。
形
而
上
學
錐
四
巻
、
一
○
一
五
Ａ
参
照
。

四

、
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ふ

己

ゴ

は
主
僻
の
稚
後
に
あ
る
能
産
的
自
然
の
表
現
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
垂
肌
交
ば
か
く
し
て
人
間
的
主
繼
を
最
後
の
も
の
と
す
る
人
間

主
義
の
立
場
を
脈
理
的
に
乗
り
超
え
た
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。
し
か
し
能
産
的
自
然
が
主
艘
の
背
後
に
あ
る
と
零
歩
の
は
、
決
し
て
主
繼

の
作
用
と
別
に
物
自
侭
的
に
存
す
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
、
ま
た
超
越
的
肺
と
し
て
存
す
る
と
云
ふ
の
で
も
な
い
・
人
は
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
自
己
を
生
み
た
る
根
源
と
し
て
の
能
産
的
自
然
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
人
が
生
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
，
こ

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

れ
を
生
み
た
る
根
源
は
未
だ
必
ず
し
も
能
産
的
た
り
得
な
い
。
人
が
そ
こ
よ
り
生
れ
な
が
ら
、
更
に
そ
れ
に
よ
っ
て
生
む
も
の
と
な
る
と

き
、
能
産
的
自
然
も
ま
た
眞
に
能
産
的
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
吾
凌
ば
人
間
の
立
場
を
最
後
の
も
の
と
老
へ
る
の
で

は
な
い
が
、
能
産
的
自
然
も
人
間
を
俟
っ
て
眞
に
能
産
的
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
一
個
の
石
塊
に
も
、
一
菫
の
章
に
も
，

一
匹
の
錨
に
も
、
能
産
的
自
然
の
働
き
は
現
は
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
自
然
よ
り
生
ま
れ
て
ゐ
る
、
そ
れ
ら
は
生
む

も
の
で
あ
る
と
き
に
も
、
資
は
自
然
に
よ
っ
て
生
ま
せ
ら
れ
て
ぬ
る
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
生
む
の
は
本
能
に
よ
る
の
で
あ
る
。
犬
が
犬
を

生
む
と
き
、
生
む
犬
は
生
ま
れ
た
犬
を
自
己
の
外
に
見
る
と
い
ふ
こ
と
が
な
い
、
生
ま
れ
た
も
の
を
自
己
と
對
等
に
見
る
と
い
、
ご
）
と
が

な
い
・
そ
の
意
味
で
生
む
も
の
も
ま
た
未
だ
眞
に
生
む
も
の
で
は
な
い
・
眞
に
生
む
も
の
は
自
己
と
對
等
の
も
の
を
生
む
の
で
あ
る
。
人

が
人
を
生
む
と
き
に
も
，
そ
れ
が
肉
総
の
面
に
映
さ
れ
た
と
き
は
動
物
と
異
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
人
が
人
を
生
む
と
き

に
至
っ
て
、
甫
め
て
「
生
む
人
」
は
ま
た
「
生
む
人
」
を
生
む
の
で
あ
る
。
自
己
は
自
己
と
對
等
の
も
の
を
生
む
の
で
あ
る
。
こ
の
原
型

か
ら
出
發
し
て
人
絡
的
關
係
が
成
立
し
、
進
ん
で
こ
の
地
雛
に
於
て
文
化
が
形
成
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
（
同
時
に
人
枯
と
か
文
化
と
か
云

は
れ
る
も
の
が
、
こ
の
地
盤
を
忘
失
す
る
と
き
抽
象
態
に
戯
す
る
こ
と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
）
か
く
て
人
格
や
文
化
は
本
來
の
意
味

に
於
て
自
然
的
な
の
で
あ
る
ｐ
さ
う
し
て
か
か
る
も
の
を
生
む
自
然
が
眞
に
能
産
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
能
産
的
自
然
な
る

歴
史
の
原
型
二
二
七

I
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里

、

一
三
八

も
の
は
人
間
に
於
て
そ
の
最
高
の
表
現
を
形
成
す
る
。
そ
の
敢
高
の
表
現
を
通
し
て
根
祇
に
仰
が
れ
る
も
の
が
，
人
道
の
擦
る
べ
き
天
命

で
あ
る
。
天
命
は
人
道
の
根
擴
で
あ
る
と
共
に
、
人
道
を
經
ず
し
て
天
命
は
仰
が
れ
な
い
。
こ
こ
に
於
て
、
吾
凌
の
い
ふ
能
産
的
自
然
を

単
に
自
然
主
義
的
に
解
す
る
こ
と
の
誤
謬
が
明
白
に
な
る
と
共
に
、
そ
れ
が
祁
學
上
の
榊
と
異
な
る
所
以
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

さ
て
能
産
的
自
然
の
表
現
と
し
て
人
間
は
口
己
を
形
成
す
る
。
こ
の
形
成
は
諸
凌
の
相
に
於
て
な
さ
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
夫
盈
凋
立
的

で
あ
る
。
そ
の
悉
く
が
生
ま
れ
て
生
む
生
成
の
一
場
面
を
形
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
能
産
的
自
然
は
形
な
く
し
て
至
る
所
に
そ
の
形
を
現

は
す
と
も
云
へ
よ
う
。
か
く
て
自
由
な
る
人
間
の
企
荊
が
能
産
的
自
然
の
表
現
と
し
て
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
所
に
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
現
在

と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
ｌ
↓
現
在
‐
ｌ
↓
未
來
と
流
れ
る
自
然
的
時
間
の
現
在
で
は
な
い
、
捉
ふ
く
か
ら
ざ
る
瞬
川
で
は
な
い
・

却
て
そ
の
現
在
に
於
て
、
生
ま
れ
た
も
の
、
の
方
向
に
過
去
が
回
想
さ
れ
、
生
む
も
の
の
方
向
に
未
來
が
豫
感
さ
れ
る
。
こ
こ
に
現
在
の
猫

立
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
は
か
か
る
現
在
よ
り
始
ま
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
現
在
が
猫
立
的
で
あ
る
以
上
、
ま
た
他

の
猫
立
的
な
現
在
を
豫
想
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
現
在
と
現
在
と
の
間
に
は
程
度
的
推
移
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
い
ま
こ
の
現
在
を
歴
史

上
の
時
代
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
た
と
へ
ぱ
江
戸
時
代
が
一
つ
の
個
性
を
擁
ふ
も
の
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
は
凋
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
治
時
代
も
同
様
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
推
移
が
直
ち
に
明
治
時
代
で
あ
る
な
ら
ば
、
明
治
時

代
の
猫
立
性
は
な
い
で
あ
ら
う
。
か
く
て
江
戸
時
代
と
明
治
時
代
と
が
史
上
に
併
存
す
る
以
上
，
雨
者
は
飛
腿
的
に
結
合
す
る
よ
り
ほ
か

極
な
い
。
こ
の
飛
躍
的
結
合
の
棒
造
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
に
就
て
は
い
ま
は
立
ち
入
ら
な
い
・
そ
れ
は
我
國
最
近
の
哲
學
界
に
於
て
も

特
に
中
心
的
に
検
討
さ
れ
て
ゐ
る
問
題
で
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
こ
に
は
慥
か
に
豊
饒
な
る
收
稚
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
成
果
を

疑
ふ
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
か
か
る
見
方
に
依
て
猫
ほ
解
決
し
難
き
一
つ
の
疑
問
を
抱
く
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
と
明
治
時
代
と

I
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は
慥
か
に
互
ひ
に
猫
立
的
な
る
時
代
で
あ
ら
う
。
し
か
し
江
戸
時
代
は
明
治
時
代
に
先
行
し
、
明
治
時
代
は
江
戸
時
代
に
後
行
す
る
。
雨

者
の
間
に
前
後
の
關
係
が
な
け
れ
ば
歴
史
は
成
立
し
な
い
。
然
ら
ば
史
上
の
各
時
代
が
猫
立
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
と
、
時
代
と
時
代
と

が
前
後
關
係
を
な
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
雨
立
す
る
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
が
私
の
疑
問
で
あ
る
・
或
は
渦
立
な
る
時
代
と
潤
立

な
る
時
代
と
が
飛
躍
的
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
・
け
れ
ど
も
飛
雌
的
結
合
と
は
、
時
問
的
に
云
へ
ぱ
同
時

存
在
的
と
い
ふ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
同
時
存
在
的
に
見
ら
れ
る
時
代
と
時
代
と
の
關
係
は
意
味
の
聯
關
に
過
ぎ
な
い
・
さ
ぅ
し
て
単

な
る
意
味
の
聯
開
は
歴
史
と
い
矛
ご
」
と
は
で
き
ぬ
・
意
味
は
却
て
非
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
が
時
間
的
で
あ
る
以
上
は
，
飛
暁
の

反
面
に
推
移
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
同
時
的
と
共
に
繼
時
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
時
代
は
猫
立
的
で
あ
る
と
共
に
過
ぎ
行
く
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
の
問
題
が
含
む
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
も
の
は
、
吾
交
の
一
云
ふ
「
生
ま
れ
て
生
む
Ｉ
↓
生
ま
れ
て
生
む
」
の

系
列
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
系
列
に
於
け
る
「
生
む
も
の
」
と
し
て
，
史
上
の
各
時
代
は
夫
凌
猫
立
的
で
あ
る
。
「
生
む
」
と
い
ふ
こ

と
は
前
述
の
如
く
に
能
産
的
自
然
の
表
現
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
然
が
能
産
的
で
あ
る
こ
と
と
、
こ
の
表
現
が
人
爲
を
俟
つ
こ
と
と
は
、

ま
さ
に
相
殺
ふ
の
で
あ
る
・
自
然
の
表
現
と
人
間
の
形
成
と
が
一
致
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
吾
友
の
所
論
隙
竿
な
る
自
然
主
義
に
蹄
十
る

と
共
に
、
自
然
も
ま
嗜
以
に
能
産
的
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
人
川
の
形
成
が
直
ち
に
自
然
の
表
現
で
あ
る
と
き
に
、
そ
の
人
間
の
形
成

が
「
作
る
」
で
現
は
さ
れ
ぬ
「
生
む
」
で
あ
っ
て
、
か
か
る
形
成
の
尖
端
に
知
識
が
あ
り
、
か
か
る
形
成
の
推
祇
と
し
て
文
化
が
あ
る
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
人
間
の
形
成
が
何
等
か
の
角
度
に
於
て
能
産
的
自
然
の
表
現
と
し
て
の
意
義
を
有
つ
と
き
、
そ
の
形
成
が
個
性
的
と

老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
史
上
の
時
代
が
か
か
る
佃
性
を
帯
び
る
と
き
、
そ
れ
は
狐
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
形
成
は
自
然

ｑ
表
現
で
あ
り
な
が
ら
，
そ
の
形
成
が
自
然
の
能
産
性
を
形
成
す
る
意
味
に
於
て
，
人
間
の
形
成
が
直
ち
に
「
生
む
」
の
仙
稲
を
皿
〈
へ
る

歴
史
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型
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の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
生
む
も
の
」
と
「
生
む
も
の
」
と
の
關
係
が
互
ひ
に
猫
立
的
な
る
時
代
と
時
代
と
の
關
係
で
あ
る
、
そ
の
限
り

に
於
て
は
‘
「
生
ま
れ
る
」
と
い
ふ
中
間
の
推
移
を
飛
雌
し
て
結
合
し
て
ゐ
る
、
恰
も
親
と
子
が
人
絡
者
と
し
て
は
互
ひ
に
狐
立
的
に
結

び
つ
く
に
等
し
い
。
し
か
も
、
こ
の
人
間
の
形
成
が
黄
に
能
産
的
口
然
の
表
現
で
あ
っ
た
意
味
に
於
て
，
「
生
む
」
は
我
は
「
生
ま
れ
る
」

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
既
に
生
ま
れ
る
と
い
ふ
以
上
、
直
接
に
は
、
子
が
親
か
ら
生
ま
れ
る
や
う
に
、
乙
の
時
代
は
甲
の
時
代

よ
り
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
（
か
か
る
直
接
的
生
成
を
可
能
に
す
る
根
擴
が
能
産
的
自
然
で
あ
る
こ
と
は
既
述
の
所
で
あ
る
）
。
も
と
よ
り
、

そ
の
場
合
の
雨
時
代
の
關
係
は
、
或
は
前
代
の
逝
業
を
繼
受
す
る
こ
と
も
あ
ら
う
し
、
或
は
前
代
の
暫
弊
を
打
破
す
る
こ
と
も
あ
ら
う
。

嚴
密
に
は
、
歴
史
上
の
時
代
と
謂
は
れ
る
も
の
は
，
常
に
新
し
き
角
度
よ
り
の
能
産
的
自
然
の
形
成
で
あ
り
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

故
に
甲
時
代
と
乙
時
代
と
の
間
に
は
単
な
る
繼
綾
は
な
く
て
、
却
て
革
新
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
．
。
け
れ
ど
も
雨
時
代
の
間
に
繼
紬
が
・
な
け

れ
ば
な
い
ほ
ど
、
雨
者
の
間
に
は
前
後
の
關
係
が
明
瞭
に
な
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
乙
時
代
は
甲
時
代
と
全
く
異
な
っ
た
角
度
よ
り

の
能
産
的
自
然
の
形
成
で
あ
っ
て
も
、
乙
時
代
は
甲
時
代
の
後
に
位
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
前
後
關
係
は
、
甲
も
乙
も
供
に
異
な
れ

る
角
度
よ
り
の
能
産
的
自
然
の
形
成
と
し
て
飛
蹄
的
に
結
合
す
る
と
云
ふ
の
み
で
は
、
到
底
説
明
さ
れ
得
な
い
。
か
か
る
説
明
は
、
却
て

歴
史
の
外
に
自
然
を
豫
定
す
る
に
過
ぎ
ず
、
所
謂
飛
躍
的
結
合
な
る
も
の
は
歴
史
を
以
て
同
時
存
在
的
と
す
る
に
外
な
ら
な
い
こ
と
、
前

述
の
と
ほ
り
で
あ
る
。
甲
と
乙
と
が
前
後
關
係
を
形
成
す
る
以
上
、
叩
は
「
生
む
も
の
」
で
あ
り
，
乙
は
「
生
ま
れ
た
も
の
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
’
時
代
が
能
産
的
自
然
の
表
現
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
直
接
に
は
、
時
代
が
前
時
代
よ
り
生
ま
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
時
代
と
時
代
と
の
間
に
推
移
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
垂
見
が
忠
蛮
に
歴
史
を
見
る
か
ぎ
り
、
こ
の
推
移
を
逸
し
て
は
な
ら
な

い
。
時
代
は
。
「
生
む
も
の
」
と
し
て
潤
立
的
で
あ
り
な
が
ら
「
生
ま
れ
た
も
の
」
と
し
て
推
移
的
で
あ
る
。
時
代
は
猫
立
的
な
れ
ぱ
と
て

１
１

一
四
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繼
時
的
な
る
を
妨
げ
な
い
し
、
ま
た
繼
時
的
な
れ
ぱ
と
て
そ
の
猫
立
性
を
損
ふ
の
で
は
な
い
・
こ
の
両
立
が
可
能
と
な
っ
て
、
互
ひ
に
猫

立
的
な
る
時
代
と
時
代
と
が
、
し
か
も
前
後
の
關
係
に
相
推
移
す
る
。
そ
れ
こ
そ
は
ま
さ
に
歴
史
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
く
て
歴
史
の
原

型
は
「
生
ま
れ
て
生
む
」
生
成
の
系
列
に
於
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
現
在
は
過
去
の
娘
で
あ
り
未
來
の
母
で
あ
る
と
い
ふ
言
葉

も
、
垂
見
は
こ
こ
に
至
っ
て
、
単
に
比
嚥
的
に
で
は
な
く
黄
に
脈
理
的
に
解
樺
し
得
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
こ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
、

が
能
産
的
自
然
で
あ
る
が
故
に
、
歴
史
は
自
然
の
具
侭
相
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
、
雁
史
は
自
然
の
形
相
な
の
で
あ
る
。
そ
の
形
相
の
尖

端
に
猫
立
的
な
る
人
爲
が
あ
り
、
そ
の
自
然
の
基
底
に
自
然
的
時
間
の
推
移
が
あ
る
。
歴
史
は
人
間
生
活
を
俟
っ
て
成
立
す
る
と
共
に
、

そ
れ
が
決
し
て
自
然
的
時
間
を
排
除
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
喬
登
は
こ
こ
に
知
り
得
る
で
あ
ら
う
。

卉
凌
は
か
か
る
原
理
に
立
脚
し
て
、
歴
史
の
發
端
を
語
る
祁
話
の
解
鐸
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
は
そ
の
問
題
に
立
ち
入
る
意

思
は
な
い
が
、
肇
國
の
大
業
を
「
生
む
」
と
し
て
説
い
た
我
が
古
事
記
の
卓
越
性
に
は
深
く
翻
意
す
る
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
昭
和
十
四
年
八
月
十
二
Ｈ
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