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1

本
論
は
︑
一
九
二
一
年
一
月
二
十
一
日
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
行
わ
れ
た
講

演
か
ら
成
立
し
た
︒
そ
れ
故
に
︑
呼
び
か
け
調
に
な
っ
て
い
る
︒

第
一
版
﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄
一
九
二
二
年

第
二
版
﹃ 

事
物
の
印し
る
しに
つ
い
て
﹄ （
１
）
一
九
五
一
年
（
こ
こ
で
の
底
本
は

同
版
）

一
人
間
を
相
手
に
新
た
に
行
わ
れ
続
け
る
経
験
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
︒
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
︑
天
気
に
つ
い
て
何
が
し
か
を
理
解
し
︑
雲
︑

雲
の
質
感
︑
雲
の
塊
を
︑
ま
る
で
私
た
ち
が
触
れ
て
手
で
探
れ
る
も
の
の

よ
う
に
感
じ
取
る
者
は
ご
く
僅
か
し
か
お
ら
ず
︑
風
の
（
こ
う
言
っ
て
よ

け
れ
ば
）
身
体
を
感
じ
捉
え
︑
空
の
色
合
い
や
光
具
合
や
空
気
や
す
べ
て

を
全
体
的
な
も
の
の
表
ア
オ
ス
ド
ル
ッ
ク
出
と
し
て
感
じ
る
こ
と
を
自
分
自
身
の
繊
細
な

感
覚
に
よ
っ
て
行
え
る
者
は
ご
く
僅
か
し
か
い
な
い
の
で
す
︒
そ
う
な
り

ま
す
と
︑
感
じ
取
り
の
で
き
な
い
貧
相
な
者
た
ち
は
何
が
あ
る
か
を
知
ろ

う
と
し
て
一
日
に
何
度
も
晴
雨
計
に
注
意
を
向
け
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
︒
彼

ら
は
自
然
に
通
じ
て
お
り
ま
せ
ん
が
︑
そ
れ
は
自
分
の
身
体
に
通
じ
て
い

な
い
の
と
何
ら
変
わ
り
が
な
い
の
で
す
︒

同
じ
人
た
ち
が
︑
も
し
も
植
物
学
に
関
心
を
抱
く
こ
と
が
あ
る
と
し
ま

し
た
ら
︑
数
多
く
の
植
物
名
を
︑
そ
れ
も
ラ
テ
ン
語
名
を
覚
え
︑
リ
ン
ネ

︹
一
七
〇
七－

一
七
七
八
年
︒
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
博
物
学
者
︺
の
か
な
り
不
自
然

な
植
物
分
類
法
を
大
い
に
努
力
し
て
身
に
つ
け
ま
す
が
︑
し
か
し
植
物
︑

花
︑
木
を
見
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
︑
部
分
の
内
的
連
関
を
︑
あ
る
も
の
の

中
に
あ
る
別
の
も
の
︑
葉
に
あ
る
茎
も
し
く
は
皮
︑
花
に
対
し
て
種
と
し

て
関
係
の
あ
る
葉
︑
こ
れ
ら
を
見
る
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
︒
同
じ
人
た

ち
は
植
物
を
︑
植
物
の
存
在
条
件
を
感
じ
な
い
で
し
ょ
う
し
︑
な
ぜ
広
葉

樹
林
の
鬱
蒼
と
し
た
日
陰
に
し
か
生
え
な
い
植
物
も
あ
れ
ば
︑
風
が
吹
き

す
さ
び
霧
の
立
ち
こ
め
る
高
地
に
し
か
生
え
な
い
植
物
も
あ
り
︑
な
ぜ
砂

地
に
生
い
茂
る
も
の
も
あ
れ
ば
︑
湿
地
に
生
い
茂
る
も
の
も
あ
る
の
か

を
︑（
自
分
自
身
の
身
体
で
）
感
じ
な
い
で
し
ょ
う
︒
皆
さ
ん
は
反
論
と
し

て
︑
私
た
ち
は
何
も
か
も
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
前
に
︑
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︑
つ
ま
り
︑
認
識
し
て
︑
学
ん
で
し
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

観
相
学
の
基
礎
　
事
物
の
印し
る
しに
つ
い
て
（
一
九
二
二
年
）ル

ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
　
著
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ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
そ
れ
に
対
し

て
私
は
容
易
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
何
も
か
も
が
事
柄
に
通
じ
よ

う
と
す
る
人
間
的
感
覚
を
も
つ
前
に
︑
私
た
ち
は
確
か
に
最
初
に
感
じ
︑

感
じ
な
が
ら
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
︒
動
物
に
気
づ
く
と
︑

あ
た
か
も
動
物
に
な
り
き
っ
て
し
ま
い
︑
そ
れ
で
自
分
の
身
体
が
動
物
の

身
体
で
あ
る
か
の
よ
う
な
感
じ
を
︑
誰
が
覚
え
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
あ
る

動
物
の
姿
と
魂
を
一
緒
に
感
じ
︑
そ
れ
ら
が
惹
か
れ
敵
対
す
る
こ
と
を
︑

そ
う
し
た
中
に
見
慣
れ
た
も
の
と
い
つ
ま
で
も
見
慣
れ
ぬ
も
の
を
︑
誰
が

感
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
地
面
︑
空
気
︑
一
日
の
様
々
な
時
間
に
対
す
る

動
物
の
関
わ
り
を
感
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
ハ
ム
ス
タ
ー
︑
ミ
ズ
ハ
タ
ネ

ズ
ミ
︑
地
リ
ス
︑
モ
グ
ラ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
畑
に
い
る
小
さ
な
哺
乳
類

の
営
み
や
姿
に
あ
る
土
壌
の
（
ど
う
言
っ
て
よ
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん

が
）
活
気
で
あ
り
構
造
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
︒
フ
ク
ロ
ウ
の
羽
や
飛
行
に

夜
を
感
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
カ
モ
メ
の
鳴
き
声
や
重
さ
を
欠
く
︑
ま
る

で
く
り
抜
か
れ
た
よ
う
な
身
体
に
海
の
時
化
や
波
を
感
じ
る
の
で
し
ょ
う

か
︒
猛
禽
の
鳴
き
声
に
孤
独
や
空
の
大
い
な
る
空
間
を
感
じ
る
の
で
し
ょ

う
か
︒
ま
る
で
木
か
ら
彫
り
出
さ
れ
た
よ
う
な
ミ
ソ
サ
ザ
イ
や
︑
ノ
ド
ジ

ロ
ム
シ
ク
イ
や
︑
滅
多
に
︑
そ
れ
も
逃
げ
る
よ
う
に
し
か
茂
み
を
離
れ
な

い
庭
の
ご
く
小
さ
な
鳥
す
べ
て
の
飛
び
跳
ね
に
︑
薮
の
よ
く
生
い
茂
っ
た

枝
を
感
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
薮
に
あ
る
こ
う
し
た
枝
の
生
い
茂
り
と
ご

く
小
さ
な
動
物
の
適
度
な
短
さ
の
︑
ま
る
で
切
れ
切
れ
に
な
っ
て
い
る
か

の
よ
う
な
動
き
︑
こ
う
し
た
も
の
は
観
相
学
か
ら
す
る
と
同
一
の
も
の
の

表ア
オ
ス
ド
ル
ッ
ク
出
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
私
た
ち
が
適
応
と
呼
ぶ
も
の
は
︑
諸
現

象
同
士
が
持
ち
合
う
一
段
と
深
い
リ
ズ
ム
の
あ
る
結
び
つ
き
か
ら
し
か
常

に
引
き
出
さ
れ
な
い
の
で
す
︒
皆
さ
ん
は
知
っ
て
い
る
か
︑
お
読
み
に

な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
︑
自
分
自
身
の
内
に
包
ま
れ
る
か
の
よ
う

に
ま
と
め
ら
れ
て
丸
め
ら
れ
た
ア
ザ
ラ
シ
の
身
体
は
︑
北
氷
洋
に
お
け
る

こ
う
し
た
動
物
た
ち
の
営
み
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は

こ
の
よ
う
に
体
全
体
が
ま
と
め
ら
れ
る
と
︑
放
熱
が
少
な
く
て
済
む
か
ら

だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
︑
し
か
し
逆
に
キ
リ
ン
の
広
が
り
伸
び
た
身
体
は

最
大
の
放
熱
と
︑
そ
れ
と
関
連
す
る
熱
帯
地
方
の
生
を
前
提
に
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
以
上
に
つ
い
て
も
︑
皆
さ
ん
が
何
も
感
じ
な

い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
︑
知
る
必
要
も
あ

り
ま
せ
ん
︒
従
っ
て
︑
動
物
や
そ
の
種
類
を
感
じ
取
る
こ
と
が
な
い
人
た

ち
は
︑
そ
う
な
る
と
︑
動
物
を
良
い
か
悪
い
か
︑
賢
い
か
愚
か
か
︑
臆
病

か
勇
猛
か
︑
役
に
立
つ
か
害
に
な
る
か
で
と
か
く
分
け
て
し
ま
う
の
で

す
︒

二
顔
を
見
る
者
︑
顔
を
感
じ
取
る
者
は
も
は
や
い
な
い
よ
う
で
す
︒
部
分

の
寸
法
︑
輪
郭
︑
肉
づ
き
︑
さ
ま
ざ
ま
な
始
ま
り
や
推
移
を
見
る
者
︑
感

じ
取
る
者
は
︒
従
っ
て
︑
顔
や
そ
の
特
徴
の
た
め
に
晴
雨
計
も
な
け
れ
ば
︑

体
系
的
方
法
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
そ
の
代
わ
り
に
あ
る
の
は
︑
顔

の
背
後
に
あ
る
も
の
に
関
心
を
も
つ
者
の
注
意
を
引
き
つ
け
る
著
作
と
人

間
で
す
︒
私
た
ち
が
観
相
学
的
な
判
断
や
解
釈
の
ま
ず
ま
ず
の
例
を
手
元

に
い
く
つ
か
用
意
す
る
と
︑
そ
う
し
た
著
作
と
人
間
は
関
心
を
も
つ
者
た

ち
に
一
体
何
を
言
う
の
で
し
ょ
う
か
︒
例
え
ば
︑
突
き
出
た
長
い
耳
は
小
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心
を
意
味
し
︑
あ
る
い
は
男
性
の
場
合
︑
い
く
ら
か
後
退
し
て
い
る
小
さ

く
弱
々
し
い
あ
ご
は
不
実
を
意
味
し
ま
す
し
︑
実
際
に
そ
の
と
お
り
な
の

で
す
︒
あ
る
鼻
が
あ
り
ま
す
︒
私
は
そ
れ
を
こ
こ
で
皆
さ
ん
に
お
見
せ
で

き
な
い
の
で
︑
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
私
は
自
分
の
心
中
を
厳
密
に
言
い

表
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
︒つ
ま
り
︑い
く
ら
か
引
き
上
げ
ら
れ
て
︑

し
わ
が
寄
っ
た
小
鼻
を
も
つ
鼻
は
高
慢
が
読
み
取
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
︒
あ
る
い
は
︑
最
後
の
例
に
な
り
ま
す
が
︑
例
は
今
日
の
私
た
ち
に
満

足
の
い
く
も
の
で
も
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
私
は
今
日
で
も
読
む
に
値

す
る
カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
カ
ー
ル
ス
︹
一
七
八
九－

一
八
六
九
年
︒
ド
イ

ツ
の
画
家
︑
医
者
︺
の
﹃
人
間
の
姿
の
象
徴
学
﹄（
一
八
五
三
年
）
か
ら
例

を
取
り
ま
す
が
︑
顔
や
頭
蓋
が
額
か
ら
一
直
線
に
分
け
ら
れ
て
い
る
状
態

は
（
そ
れ
は
鼻
の
先
を
通
っ
て
︑
あ
ご
で
︑
い
わ
ゆ
る
二
重
あ
ご
で
終
る

が
）︑
実
践
的
で
︑
思
慮
深
く
︑
分
析
的
で
︑
分
割
を
行
う
精
神
が
︑
ま
さ

に
そ
う
し
た
あ
ご
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
︑
ど
ち
ら
か
と
言

う
と
粗
野
で
︑
想
像
力
を
欠
く
ほ
ど
感
覚
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
し

示
す
の
で
す
︒
同
じ
著
作
と
人
間
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
他
の
事
例
を

も
っ
と
多
く
皆
さ
ん
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
が
︑
こ
れ
ら
は
ど

れ
も
多
か
れ
少
な
か
れ
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
ら
の
も
の
は

つ
な
が
っ
た
ま
ゆ
毛
の
意
味
︑
鼻
の
付
け
根
を
覆
う
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ

ス
も
し
く
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
な
し
わ
に
つ
い
て
皆
さ
ん
に
述
べ
ま
す
し
︑

額
上
部
の
中
央
に
あ
る
円
形
の
し
わ
に
つ
い
て
も
単
細
胞
を
表
わ
す
︑
ま

ご
う
こ
と
な
き
印
と
し
て
述
べ
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
更
に
は
︑
他
の
事
情

が
同
じ
で
あ
れ
ば
︑
ず
ん
ぐ
り
し
た
筋
肉
質
の
首
を
天
才
の
特
徴
と
し

て
︑
あ
ま
り
に
も
長
い
細
い
首
を
醒
め
き
っ
て
︑
淡
白
で
あ
り
︑
時
と
し

て
ま
っ
た
く
間
の
抜
け
て
い
る
精
神
の
特
徴
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
た

り
︑
あ
る
い
は
骨
相
学
者
ガ
ル
︹
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ガ
ル
︑
一
七
五
八

－

一
八
二
八
年
︒
ド
イ
ツ
の
医
者
で
︑
骨
相
学
の
創
始
者
︺
の
弟
子
と
し
て
皆

さ
ん
の
頭
蓋
や
額
を
触
っ
て
︑
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
奇
妙
な
も
の
︑
数
の
感

覚
︑
音
楽
︑
詩
︑
財
産
︑
大
食
︑
隣
人
愛
︑
殺
人
︑
窃
盗
な
ど
に
対
す
る

感
覚
を
探
し
求
め
よ
う
と
し
た
り
す
る
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
私

た
ち
は
選
び
出
し
て
お
い
た
四
つ
の
例
に
戻
り
︑
そ
れ
ら
が
何
で
あ
る
か

を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
︒

三
突
き
出
た
大
き
な
耳
は
︑
結
局
︑
臆
病
︑
恐
れ
を
意
味
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
︒
さ
し
あ
た
り
他
に
は
何
も
意
味
し
ま
せ
ん
︒
大
き
な
耳
を
持

つ
あ
る
種
の
夜
行
性
動
物
の
こ
と
が
容
易
に
思
い
つ
き
ま
す
︒
つ
ま
り
︑

コ
ウ
モ
リ
︑
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
︑
ア
フ
リ
カ
ト
ビ
ネ
ズ
ミ
︑
フ
ェ
ネ
ッ
ク
が

思
い
つ
く
の
で
す
︒
い
っ
た
い
こ
れ
ら
の
動
物
は
実
際
に
恐
れ
を
︑
あ
る

い
は
私
た
ち
が
恐
れ
な
ど
と
呼
ぶ
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒

例
え
ば
︑
そ
の
著
し
い
他
の
能
力
か
ら
す
る
と
極
め
て
臆
病
か
も
し
れ
な

い
虎
以
上
に
恐
れ
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
虎
の
場
合
︑
こ
う
し

た
臆
病
は
や
は
り
変
化
の
兆
し
に
す
ぎ
ず
︑
兆
し
そ
の
も
の
は
い
ざ
と
な

る
と
必
ず
大
胆
や
絶
対
的
な
勇
気
に
変
わ
る
も
の
な
の
で
す
︒
あ
る
い
は

こ
う
し
た
恐
れ
は
む
し
ろ
夜
の
イ
メ
ー
ジ
︑
夜
の
感
情
︑
砂
漠
や
熱
帯
の

夜
を
め
ぐ
る
感
情
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
こ
う
し
た
夜
を
フ
ェ
ネ
ッ
ク

や
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
が
非
常
に
大
き
な
耳
で
と
ら
え
る
の
で
す
︒
す
べ
て
の
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動
物
に
恐
れ
が
あ
り
ま
す
︒
問
い
は
い
つ
で
あ
れ
次
の
よ
う
な
も
の
で
し

か
あ
り
ま
せ
ん
︒
つ
ま
り
︑
こ
う
し
た
恐
れ
は
ま
だ
し
も
恐
れ
な
の
か
と

い
う
問
い
で
す
︒
内
か
ら
く
る
恐
れ
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
私
た
ち
が
名
前

や
概
念
を
持
つ
こ
と
で
初
め
て
抱
く
際
の
外
か
ら
く
る
恐
れ
に
限
ら
れ
な

い
の
で
し
ょ
う
か
︒
外
は
ど
こ
で
内
と
境
を
接
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
︒
も
し
私
た
ち
が
全
体
を
損
な
う
こ
と
な
く
耳
を
全
体
か
ら
切
り
離
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
し
た
ら
︑
内
に
あ
る
も
の
と
外
に
あ
る
も
の
と
を
︑

恐
れ
で
あ
る
も
の
と
恐
れ
で
は
な
い
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
ま

し
ょ
う
︒

何
ら
か
の
仕
方
で
大
い
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
︑
私
た
ち
は
自
分

た
ち
の
外
に
あ
る
世
界
を
耳
で
受
け
取
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
自
己
の
世

界
︑
自
分
た
ち
の
内
に
あ
る
世
界
を
目
で
語
る
の
で
︑
そ
れ
で
目
は
実
際

ま
た
勇
気
の
あ
り
か
で
あ
る
と
常
に
見
な
さ
れ
て
き
た
の
で
す
︒
つ
ま

り
︑
何
ら
か
の
仕
方
で
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
︑
私
た
ち
は
耳
の
周
り

で
注
意
深
く
︑
更
に
話
を
進
め
ま
す
と
︑
耳
の
背
後
で
ま
っ
た
く
悪
賢
く

な
る
か
悪
意
を
持
つ
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
す
︒
ス
ヴ
ェ
ー
デ
ン
ボ
リ

︹
一
六
八
八－

一
七
七
二
年
︒
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
神
秘
思
想
家
︑
科
学
者
︺
は
耳

を
従
順
の
器
官
と
呼
ん
で
い
ま
す
︒
皆
さ
ん
︑
お
宅
の
犬
や
そ
の
耳
に
よ

る
言
葉
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
︒

絶
対
的
な
肉
体
的
勇
気
を
も
つ
人
間
が
考
え
ら
れ
ま
す
（
私
に
は
そ
の

姿
が
目
に
浮
か
ぶ
の
で
す
︒
耳
は
非
常
に
小
さ
く
︑
す
っ
か
り
寝
た
耳
に

な
っ
て
お
り
︑
頭
蓋
は
細
く
︑
耳
の
回
り
が
い
く
ら
か
く
ぼ
ん
で
い
ま

す
）︒
も
っ
と
も
︑
い
ざ
と
な
る
と
︑
討
論
を
︑
理
念
の
衝
突
を
恐
れ
る
の

で
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
は
隣
人
や
自
分
の
肉
親
と
の
衝
突
で
あ
り
︑
父
と

の
︑
息
子
と
の
衝
突
な
の
で
す
︒
そ
の
と
き
男
は
﹁
臆
病
﹂
に
な
り
ま
す
︒

皆
さ
ん
は
こ
の
恐
れ
が
次
に
男
の
冒
険
家
じ
み
た
な
ま
な
ざ
し
の
中
で
燃

え
上
が
る
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
︒
男
の
﹁
虚
偽
﹂
と
し
て
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
時
︑
実
際
に
突
き
出
た
大
き
な
耳
を
よ
く
も
つ

人
々
が
ニ
ワ
ト
リ
の
よ
う
に
怖
気
づ
く
事
態
に
お
い
て
︑
男
は
い
つ
で
あ

れ
勇
敢
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒
い
や
︑
勇
敢
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
︒
無
謀
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
表
に
出
な

い
臆
病
と
虚
偽
ゆ
え
に
無
謀
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
極

ま
っ
た
無
謀
と
臆
病
の
端
と
端
と
を
い
わ
ば
好
ん
で
結
び
つ
け
る
も
の
と

し
て
︑
精
神
が
あ
る
か
ら
で
す
︒
無
限
が
あ
る
か
ら
︑
運
動
が
あ
る
か
ら

な
の
で
す
︒

こ
の
よ
う
な
疑
い
も
な
く
空
想
力
が
豊
か
で
感
情
が
過
度
に
高
ま
っ
た

者
と
は
大
い
に
異
な
る
人
物
と
し
て
は
︑
空
想
力
を
欠
く
凡
庸
な
者
が
考

え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
︑
こ
の
人
物
に
お
い
て
は
件
の
突
き
出
た
長
い
耳

は
恐
れ
を
表
わ
す
こ
と
な
ど
も
は
や
な
く
︑
む
し
ろ
何
ら
か
の
も
の
を
︑

パ
ス
ポ
ー
ト
中
の
身
元
で
あ
り
︑
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
の
凡
庸
さ
を
︑

（
一
瞬
の
こ
と
で
す
が
）
か
な
り
の
厚
か
ま
し
さ
を
表
わ
す
の
で
す
が
︑

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
し
か
し
厚
か
ま
し
さ
と
は
逆
の
も
の
︑
つ
ま
り
鍛
え
ら

れ
る
こ
と
に
寄
せ
る
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
紛
れ
も
無
い
歓
び
も
表
わ

す
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

そ
し
て
つ
い
に
直
接
出
会
う
こ
と
に
な
る
の
は
︑
ほ
っ
そ
り
し
た
頭
を

も
っ
て
い
て
︑
無
謀
で
あ
り
な
が
ら
︑
た
だ
し
内
心
で
は
い
く
ら
か
臆
病

な
者
と
正
反
対
の
人
物
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
あ
る
時
︑
突
然
︑
私
た

ち
の
目
の
前
に
現
れ
る
の
は
︑
実
に
驚
く
ほ
ど
突
き
出
た
長
い
耳
︑
そ
れ
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に
ど
ん
な
帽
子
も
合
わ
な
い
幅
の
あ
る
頭
蓋
が
あ
り
な
が
ら
︑
確
固
た
る

大
胆
不
敵
か
非
常
に
偉
大
な
品
行
方
正
か
︑
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
正
義
感

の
あ
る
人
物
な
の
で
す
︒
ど
こ
か
ら
か
現
れ
た
男
の
こ
と
で
す
が
︑
ど
こ

か
ら
現
れ
た
の
か
を
知
り
た
い
と
い
う
方
が
お
ら
れ
る
の
で
し
た
ら
︑
カ

オ
ス
か
ら
︑
平
均
か
ら
現
れ
た
男
で
あ
り
︑
個
人
主
義
者
で
あ
り
︑
批
判

的
で
あ
り
︑
学
問
を
信
奉
し
︑
少
な
か
ら
ぬ
才
能
と
溢
れ
ん
ば
か
り
の
憧

れ
が
あ
り
︑
音
楽
の
才
が
あ
り
︑
ま
っ
た
く
も
っ
て
間
違
い
の
無
い
こ
と

は
目
の
人
と
い
う
よ
り
も
耳
の
人
で
あ
り
︑
近
眼
で
も
あ
り
︑
眼
鏡
を
か

け
て
お
り
︑
身
体
を
欠
き
︑
言
っ
て
み
れ
ば
︑
そ
れ
は
す
な
わ
ち
自
ら
の

身
体
を
欠
き
な
が
ら
愛
し
た
り
︑
そ
う
し
た
愛
し
方
に
通
じ
て
い
た
り

し
︑
そ
れ
で
い
て
醜
く
な
く
︑
あ
る
い
は
例
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
醜
か
っ

た
の
と
は
違
い
︑
必
ず
し
も
醜
く
な
い
の
で
す
︒
そ
の
偉
大
な
ギ
リ
シ
ア

人
の
場
合
︑
醜
さ
は
あ
る
理
念
の
表
ア
オ
ス
ド
ル
ッ
ク
出
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
魅
力
が

あ
り
ま
す
︒
醜
さ
と
言
っ
て
も
︑
更
に
言
え
ば
︑
耳
の
人
の
そ
れ
と
は
全

く
種
類
を
違
え
る
目
の
人
の
醜
さ
な
の
で
す
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
耳
の
人

の
場
合
︑
醜
さ
は
い
か
な
る
理
念
の
表
出
に
も
な
っ
て
お
ら
ず
︑
言
い
換

え
る
と
︑
中
心
か
ら
生
じ
て
全
体
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
形
成
す
る
根
源
的
な

理
念
が
無
い
こ
と
を
表
わ
し
て
お
り
ま
す
︒
そ
れ
だ
け
に
長
い
耳
が
あ
る

の
で
す
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
よ
く
よ
く
見
ま
す
と
︑
実
際
の
と
こ
ろ
こ
の
突

き
出
た
長
い
耳
が
あ
り
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
部
分
が
節
度
を
失
い
︑
部
分
が

常
軌
を
逸
し
て
い
る
の
で
す
︒

こ
の
種
の
人
物
の
場
合
︑
鼻
が
そ
う
容
易
く
常
軌
を
逸
し
て
し
ま
う
こ

と
は
な
く
︑
む
し
ろ
萎
縮
し
て
い
る
で
し
ょ
う
︒
だ
が
そ
の
代
わ
り
口
が

常
軌
を
逸
し
て
し
ま
い
︑
し
か
も
醜
い
目
の
人
の
場
合
︑
こ
う
し
た
口
が

も
っ
と
頻
繁
に
あ
る
の
で
す
︒
私
は
別
の
と
こ
ろ
で
（
原
注
　﹃
数
と
顔
﹄

中
の
﹁
一
般
観
相
学
の
概
略
﹂
で （
２
））︑
口
と
目
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ

ま
し
た
︒
私
な
り
に
目
の
人
を
見
て
気
づ
く
こ
と
で
す
が
︑
意
志
︑
性
格

の
ほ
と
ん
ど
目
に
つ
か
な
い
最
終
的
な
弱
さ
が
ど
こ
と
な
く
口
か
ら
読
み

取
れ
る
の
で
す
︒
口
が
と
う
の
昔
に
手
放
し
て
し
ま
っ
た
状
況
を
︑
目
が

い
ま
だ
維
持
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
︒
私
は
こ
の
よ
う
な
弱

さ
︑
不
鮮
明
︑
不
純
を
現
代
ド
イ
ツ
人
の
口
の
周
り
に
か
な
り
頻
繁
に
目

に
す
る
の
で
す
︒
そ
れ
は
弱
気
も
し
く
は
病
苦
で
は
な
く
︑
感
覚
的
な
も

の
か
ら
生
じ
る
単
な
る
弱
さ
に
す
ぎ
ず
︑
不
鮮
明
で
あ
り
︑
間
違
い
な
く

目
測
の
欠
如
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
多
く
の
場
合
︑
究
極

の
こ
と
︑
決
定
的
な
こ
と
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒

四
第
二
の
例
に
移
り
ま
し
ょ
う
︒
後
退
し
て
い
る
弱
々
し
い
あ
ご
は
︑
男

性
の
場
合
︑
不
実
を
表
わ
す
と
の
こ
と
で
す
︒
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
︒

突
き
出
て
い
る
し
っ
か
り
と
し
た
角
張
っ
た
あ
ご
が
粗
野
︑
粗
暴
︑
従
っ

て
あ
る
意
味
で
は
不
実
と
は
逆
を
表
わ
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う

か
︒
何
と
い
う
理
屈
で
し
ょ
う
！ 

や
は
り
︑
不
実
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に

粗
暴
で
あ
る
人
が
お
り
︑
こ
の
こ
と
は
ど
ち
ら
か
の
一
方
で
し
か
な
い
場

合
よ
り
も
頻
繁
に
起
こ
る
こ
と
で
す
が
︑
そ
う
な
る
と
︑
顔
の
ど
こ
に
不

実
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
目
で
し
ょ
う
か
︒

観
相
学
者
は
自
然
の
リ
ズ
ム
を
十
分
に
強
く
感
じ
て
お
ら
ず
︑
中
身
が

緊
張
な
の
か
︑
あ
る
い
は
緊
張
を
欠
く
あ
ま
り
中
身
が
無
い
の
か
を
分
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か
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
ヘ
ビ
は
後
退
し
か
し
ま
せ
ん
が
︑
そ
れ
は
他
の
動
物

が
し
な
い
よ
う
な
前
進
が
で
き
る
か
ら
で
す
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
人
間

に
も
あ
り
ま
す
︒
あ
ご
が
後
退
し
て
い
る
と
目
も
し
く
は
額
が
前
に
出
ま

す
し
︑
あ
ご
が
前
に
出
る
と
目
と
額
が
後
ろ
に
引
っ
込
む
の
で
す
︒

あ
ご
は
人
間
の
顔
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
の
一
つ
で
あ
り
ま

す
︒
あ
ご
の
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
人
間
の
数
も
多
く
な
る
︑
と
ラ
ー

ヴ
ァ
ー
タ
ー
︹
一
七
四
一－

一
八
〇
一
年
︒
ス
イ
ス
の
観
相
学
者
︺
は
書
い
て

い
ま
す
︒
い
か
な
る
動
物
に
も
あ
ご
が
あ
り
ま
せ
ん
（
も
っ
と
も
ひ
げ
の

あ
る
動
物
は
い
る
に
は
い
ま
す
）︒こ
の
こ
と
は
︑い
か
な
る
動
物
も
人
間

の
足
に
似
た
よ
う
な
も
の
を
持
た
な
い
こ
と
と
︑
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
で

す
︒
サ
ル
に
は
四
本
の
手
が
あ
り
ま
す
︒
形
態
学
的
に
も
観
相
学
的
に
も

あ
ご
と
足
と
の
間
に
は
︑
言
葉
で
は
捉
え
が
た
い
全
く
類
の
な
い
深
い
相

関
関
係
が
あ
る
の
で
す
︒
あ
ご
は
人
間
の
顔
の
足
で
あ
り
ま
す
︒
人
間
の

顔
に
と
っ
て
台
座
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒
か
な
り
一
般
的
に
重
要
で
あ

り
︑
そ
も
そ
も
一
概
念
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
あ
る
人
間
に
関

す
る
究
極
の
事
柄
︑
最
も
密
か
な
事
柄
を
︑
目
も
し
く
は
口
は
必
ず
し
も

皆
さ
ん
に
語
ら
な
い
の
で
す
が
︑
そ
れ
と
言
い
ま
す
の
も
︑
両
者
と
も
に

意
志
の
影
響
下
に
あ
り
︑
そ
れ
だ
け
に
容
易
に
う
わ
べ
を
装
う
こ
と
が
あ

る
か
ら
で
す
︒
あ
ご
は
意
志
に
屈
せ
ず
︑
ま
さ
に
意
志
で
あ
り

4

4

4

4

4

︑
意
志
そ

の
も
の
と
し
て
現
れ
ま
す
︒
従
っ
て
あ
る
あ
ご
の
卑
し
さ
は
そ
の
種
の
卑

し
さ
に
な
る
の
で
あ
り
︑
た
と
え
人
間
の
足
︑
足
取
り
や
闊
歩
の
卑
し
さ

が
そ
の
人
物
を
越
え
た
と
こ
ろ
を
指
し
示
し
︑
そ
の
た
め
に
個
々
の
人
柄

そ
の
も
の
が
そ
の
歩
調
ほ
ど
卑
俗
に
な
る
こ
と
が
決
し
て
な
い
に
し
て
も

で
す
︒
従
い
ま
し
て
︑
種
で
は
な
く
人
物
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
裁
判
官
は
︑
歩
調
よ
り
も
筆
跡
で
人
の
判
断
が
で
き
ま
す
︒

口
に
対
す
る
あ
ご
の
関
係
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒
不
格
好
な
あ
ご
は

何
を
表
す
の
で
し
ょ
う
か
︒
何
は
と
も
あ
れ
ま
ず
は
不
格
好
で
︑
整
っ
て

お
ら
ず
︑
裂
け
目
の
よ
う
な
口
に
他
な
り
ま
せ
ん
︒
額
に
対
す
る
あ
ご
の

関
係
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
！ 

冴
え
な
い
︑
は
っ
き
り
と
し
な
い
額
は
︑
大

抵
の
場
合
︑
形
の
ひ
ど
い
あ
ご
と
と
も
に
お
目
に
か
か
れ
ま
す
︒

あ
ご
は
ど
こ
で
始
ま
り
︑
ど
こ
で
終
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
よ
く
発
達

し
た
あ
ご
は
強
情
を
伺
わ
せ
ま
す
︒
そ
う
な
の
で
す
︒
し
か
し
︑
こ
の
強

情
が
あ
る
種
の
弱
さ
︑
甘
え
︑
感
覚
と
見
事
に
結
び
つ
く
こ
と
な
ど
あ
り

得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
強
情
が
こ
う
し
た
弱
々
し
さ
の
口
実

で
あ
り
︑
擁
護
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
あ
ま
り
多
く
な
い
の
で
し
ょ
う
か
︒

自
分
自
身
に
対
す
る
︑
理
念
に
対
す
る
不
信
で
し
ょ
う
か
︒
も
う
十
分
だ

と
言
う
印
象
を
与
え
る
た
め
に
は
︑
あ
ご
の
強
情
さ
が
口
の
下
部
に
移
り

さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
︒
皆
さ
ん
な
ら
こ
う
し
た
表
出
を
ド
イ
ツ
系

オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
︑
ウ
ィ
ー
ン
の
人
た
ち
に
多
く
見
出
し
ま
す
︒
こ
の
よ

う
な
顔
に
気
づ
く
際
︑
人
に
よ
っ
て
は
あ
る
感
情
を
抱
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
︒
そ
れ
は
︑
疑
念
や
不
信
に
対
し
て
か
よ
う
に
生
じ
た
傾
向
が
偉
大
な

も
の
へ
の
献
身
や
崇
拝
や
承
認
に
対
す
る
人
の
憤
懣
と
必
ず
結
び
つ
く
と

い
う
感
情
で
す
︒
崇
拝
︑
崇
拝
の
念
は
顔
の
上
部
に
あ
り
ま
す
︒
顔
を
ミ

ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
し
て
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
︑
心
理
学
を
行
わ
な
け
れ
ば
行

わ
な
い
ほ
ど
︑
皆
さ
ん
は
顔
の
中
で
上
部
と
下
部
に
注
意
を
払
い
︑
そ
こ

に
あ
る
上
部
と
下
部
の
戦
い
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
ま
す
ま
す
な
り
ま

し
ょ
う
︒
古
い
神
話
学
や
宇
宙
開
闢
説
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
で
す
︒
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五
私
に
と
っ
て
鼻
に
関
す
る
例
は
も
っ
と
単
純
だ
と
思
い
ま
す
︒
い
く
ら

か
し
わ
が
寄
っ
て
︑
つ
り
上
が
っ
た
こ
の
小
鼻
は
高
慢
な
人
を
表
わ
す
と

の
こ
と
で
す
︒
そ
の
よ
う
な
人
を
見
か
け
ま
す
か
︒
私
の
場
合
︑
割
と
多

く
見
か
け
ま
す
︒
し
か
も
︑
私
に
は
そ
の
よ
う
な
人
が
し
つ
こ
く
迫
り
は

し
な
い
も
の
の
︑
そ
れ
だ
け
に
よ
く
偽
善
に
陥
っ
て
い
る
人
と
思
え
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
し
︑
あ
る
い
は
何
は
さ
て
お
き
そ
う
思
え
て
し
ま
う
の
で

す
（
今
の
と
こ
ろ
私
な
り
に
偽
善
者
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
す
が
︑
偽

善
者
は
し
つ
こ
く
迫
り
は
し
な
い
︑
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
決
し
て
そ
う

は
し
な
い
︑
あ
る
い
は
︑
し
つ
こ
く
迫
ろ
う
と
思
う
と
︑
他
人
を
か
ぎ
回

る
よ
う
な
者
に
た
ち
ま
ち
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
）︒
私
は
更
に
そ
の
よ

う
な
人
を
非
感
覚
的
な
人
︑
い
や
そ
れ
以
上
に
あ
る
ゆ
る
意
味
に
お
い
て

不
毛
で
あ
り
︑
生
み
出
す
意
欲
が
な
く
︑
開
か
れ
て
お
ら
ず
︑
没
理
念
の

人
だ
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
し
わ
が
寄
っ
た
高
慢
な
鼻
は
い
わ
ゆ
る

感
覚
的
な
鼻
︑ト
ル
ス
ト
イ
の
鼻 （
３
） 

と
は
逆
の
も
の
な
の
で
す
︒
こ
の
鼻

が
ロ
シ
ア
人
の
顔
に
あ
る
こ
と
は
極
め
て
珍
し
く
︑
そ
の
代
わ
り
に
イ
ギ

リ
ス
人
の
顔
に
よ
く
あ
り
ま
す
︒
た
と
え
私
た
ち
が
イ
ギ
リ
ス
的
偽
善
と

名
づ
け
る
も
の
︑
つ
ま
り
偽ケ

ン

ト

善
的
言
葉
が
完
全
に
社
会
的
な
も
の
か
ら
生

じ
︑
社
会
の
避
妊
具
と
し
て
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
れ
に
対
し
て

ロ
シ
ア
的
偽
善
が
決
し
て
ス
ノ
ッ
ブ
で
は
な
く
︑
常
に
反
乱
者
の
裏
返
し

で
あ
り
︑
ヘ
ビ
で
あ
る
に
し
て
も
︑
そ
う
な
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
高

慢
な
鼻
と
は
︑
牧
羊
神
の
鼻
︑
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
鼻
︑
動
物
の
鼻
と
は
逆
の

も
の
で
あ
り
ま
す
︒
事
柄
の
本
質
を
抽
象
的
概
念
や
ド
グ
マ
に
求
め
な
い

者
︑
い
く
ば
く
か
の
獣
魂
を
も
つ
者
︑
魂
を
も
つ
者
︑
そ
う
し
た
人
た
ち

の
鼻
と
は
逆
の
も
の
な
の
で
す
︒
誇
り
は
あ
り
ま
す
が
︑
魂
の
高
慢
が
あ

り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
そ
の
代
わ
り
︑
精
神
の
高
慢
︑
分
裂
し
た
者
︑
半

ば
反
乱
者
で
あ
り
半
ば
偽
善
者
で
あ
る
者
の
高
慢
が
あ
る
の
で
す
︒

時
と
し
て
︑
高
慢
で
︑
度
を
超
し
た
鼻
を
持
ち
な
が
ら
︑
そ
の
人
自
身

ち
っ
と
も
高
慢
で
な
い
人
も
い
ま
す
︒
そ
う
な
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
人
は

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
滑
稽
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
︑
あ
る
い
は
少
な

く
て
も
滑
稽
な
鼻
を
持
っ
て
お
り
︑
更
に
は
そ
れ
が
血
筋
を
引
く
鼻
だ
と

い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
す
︒
そ
う
で
す
と
も
︑
高
慢
あ
る
い
は
こ
の

鼻
の
示
す
も
の
が
共
同
相
続
さ
れ
て
い
な
い
の
か
︑
と
尋
ね
ら
れ
る
方
が

い
ま
し
ょ
う
︒
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
う
答
え
ら
れ
ま
す
︒
共
同
相
続
と
い

う
意
味
で
受
け
継
が
れ
な
い
特
性
は
私
た
ち
の
内
に
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か

し
︑
父
親
の
内
に
前
々
か
ら
な
か
っ
た
も
の
が
私
た
ち
の
内
に
は
何
も
な

い
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
し
ま
し
て
も
︑
自
由
に
つ
い
て
語

る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
り
︑
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
が
自
由
で
あ
り
ま
す

と
︒
こ
の
よ
う
な
自
由
が
無
け
れ
ば
滑
稽
も
無
い
で
し
ょ
う
し
︑
高
慢
な

鼻
を
も
つ
件
の
者
は
︑
自
ら
の
高
慢
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
ほ
ど
ひ
ど
く
高

慢
に
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
︒
観
相
学
の
原
理
︑そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
︑

特
性
と
目
印
の
間
に
は
い
か
な
る
平
行
関
係
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
た
ち
が

自
由
と
名
づ
け
る
も
の
︑
そ
れ
は
︑
世
界
が
幾
何
学
に
基
づ
い
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
か
︑
あ
る
い
は
幾
何
学
に
還
元
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
を

表
わ
し
て
い
る
の
で
す
︒
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六
結
局
の
と
こ
ろ
私
た
ち
が
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
頭
蓋
か
ら
多
か

れ
少
な
か
れ
は
っ
き
り
と
あ
ご
へ
と
続
く
線
に
よ
っ
て
額
か
ら
垂
直
に
分

け
ら
れ
て
い
る
顔
は
︑
総
合
的
で
空
想
力
豊
か
な
精
神
の
持
ち
主
と
い
う

よ
り
も
︑
実
践
的
で
分
析
的
精
神
の
持
ち
主
な
の
で
す
︒
皆
さ
ん
は
そ
の

頭
蓋
や
顔
を
目
に
し
ま
す
が
︑
そ
こ
か
ら
何
か
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
つ
ま
り
︑
か
な
り
広
い
額
︑
少
な
く
と
も

は
げ
上
が
っ
た
と
い
う
よ
り
は
横
幅
の
広
い
額
が
︑
頭
蓋
や
顔
が
は
っ
き

り
と
現
れ
分
け
ら
れ
た
右
脳
と
左
脳
の
刻
印
と
し
て
︑
対
象
を
よ
く
吟
味

し
て
分
け
る
論
証
的
精
神
の
鏡
で
あ
る
こ
と
︑
更
に
知
的
分
析
の
こ
う
し

た
才
︑
理
解
の
才
が
顔
の
下
部
に
お
い
て
分
類
行
為
の
傾
向
と
し
て
進

み
︑
と
も
す
れ
ば
情
熱
よ
り
も
感
性
と
の
結
び
つ
き
を
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
は
見
る
顔
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ

礼
拝
堂
に
あ
る
預
言
者
の
顔
と
は
ま
っ
た
く
か
け
離
れ
て
い
ま
す
︒ （４
）
英

雄
的
な
頭
で
は
な
い
の
で
す
︒
神
々
や
英
雄
を
め
ぐ
る
想
像
か
ら
引
き
出

さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
人
の
理
想
美
に
反
し
ま
す
︒
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
の

頭
で
は
︑
呼
吸
に
せ
よ
︑
歓
喜
に
せ
よ
︑
攻
撃
に
せ
よ
︑
焦
燥
に
せ
よ
︑

何
も
か
も
が
な
ん
と
前
へ
と
突
き
進
ん
で
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
！ 

皆
さ
ん
は
横
幅
の
広
い
顔
か
頭
蓋
を
も
つ
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
と
横
幅
の
狭

い
顔
か
頭
蓋
を
も
つ
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
を
想
像
で
き
ま
す
か
︒
グ
レ
コ

︹
一
五
四
一
頃－

一
六
一
四
年
︒
ス
ペ
イ
ン
の
画
家
︺
に
よ
る
横
幅
の
狭
い
頭

に
あ
る
燃
え
立
つ
炎
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
︒

広
い
狭
い
︑
長
い
短
い
︑
こ
れ
ら
は
そ
も
そ
も
特
性
で
し
ょ
う
か
︒
む

し
ろ
何
れ
の
特
性
も
そ
れ
自
体
︑
広
さ
と
狭
さ
の
間
の
戦
い
に
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
リ
ズ
ム
に
お
い
て
の
み
長
い
も
の
は
長
く
︑
短
い

も
の
は
短
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
以
外
の
他
の
ど

こ
か
で
広
さ
は
狭
さ
と
分
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
仮
面
に
お
い
て
で

し
ょ
う
か
︒
四
次
元
（
原
注
　﹃
数
と
顔
﹄
参
照 （
５
））
に
お
い
て
で
し
ょ

う
か
︒
別
の
言
い
方
を
し
ま
す
と
︑
長
い
も
の
は
そ
れ
自
体
常
に
あ
ま
り

に
も
長
く
︑
短
い
も
の
は
あ
ま
り
に
も
短
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
そ

れ
ゆ
え
︑
広
い
顔
が
こ
れ
︑
狭
い
顔
が
あ
れ
を
表
わ
す
と
言
う
こ
と
は
︑

実
に
難
し
い
の
で
す
︒
問
題
は
リ
ズ
ム
で
あ
り
︑
振
動
で
あ
り
ま
す
︒
あ

る
顔
が
こ
う
し
た
振
動
を
多
く
持
て
ば
持
つ
ほ
ど
︑
そ
の
顔
の
カ
リ
カ

チ
ュ
ア
か
ら
ま
す
ま
す
か
け
離
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
︒

私
た
ち
が
魂
と
名
づ
け
る
も
の
は
︑
こ
う
し
た
意
味
で
振
動
で
あ
り
ま

す
︒
従
い
ま
し
て
皆
さ
ん
は
振
動
を
唇
︑
あ
ご
︑
鼻
梁
の
曲
が
り
具
合
に

時
と
し
て
再
び
見
つ
け
出
し
ま
す
し
︑
耳
介
や
小
鼻
の
切
れ
具
合
に
見
つ

け
出
す
こ
と
も
多
い
の
で
す
︒
こ
う
し
た
魂
が
こ
れ
や
あ
れ
や
の
徳
や
特

性
を
精
確
に
表
わ
す
こ
と
な
ど
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
う
で
は
な
く
︑

本
能
の
種
類
や
鮮
明
さ
や
純
粋
さ
を
︑
尺
度
や
完
全
を
︑
更
に
は
純
潔
や

高
揚
や
高
貴
さ
を
表
わ
す
の
で
す
︒
私
は
こ
れ
ら
の
も
の
を
最
も
良
き
時

代
の
ア
テ
ネ
の
墓
標
に
あ
る
顔
の
線
や
パ
ル
テ
ノ
ン
フ
リ
ー
ズ
の
若
者
の

頭
や
姿
に
見
出
し
ま
す
︒
こ
う
し
た
魂
は
私
た
ち
の
言
う
意
味
で
個
人
の

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん（
こ
の
こ
と
が
問
題
な
の
で
す
）︒か
く
も
高
揚
し

た
世
界
に
個
性
が
あ
る
と
し
ま
し
た
ら
︑
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
で
支
配
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
古
代
人
に
は
私
た
ち
が
個
性
と
解
す
る
も

の
に
あ
た
る
概
念
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
し
か
し
そ
の
代
わ
り
に
支
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配
︑
秩
序
に
関
す
る
最
高
の
概
念
が
あ
っ
た
の
で
す
︒
コ
ス
モ
ス
︑
国
家
︑

都
市
︑
人
間
の
身
体
に
あ
り
ま
し
た
︒
魂
の
及
ぶ
範
囲
は
宇
宙
の
そ
れ
と

同
じ
く
広
い
の
で
す
︒
魂
の
喜
び
と
苦
し
み
は
す
べ
て
魂
に
相
応
な
世
界

を
越
え
出
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
精
神
世
界
に
お
き
ま
し
て
は
︑
同
じ

瞬
間
に
逆
の
も
の
を
一
緒
に
定
め
な
い
な
ら
ば
︑
皆
さ
ん
は
︑
善
︑
美
︑

あ
る
い
は
他
の
何
ら
か
の
特
性
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
こ
う
考

え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
︑
皆
さ
ん
は
善
と
か
美
と
か
の
理
念
を
︑

あ
る
い
は
理
念
が
表
す
も
の
を
︑
理
解
す
る
に
至
り
ま
せ
ん
︒
魂
の
世
界
︑

コ
ス
モ
ス
に
お
い
て
は
︑
悪
と
い
う
対
極
が
な
く
て
も
︑
善
で
あ
る
か
善

の
類
い
の
人
が
お
り
ま
す
︒
こ
の
こ
と
が
精
神
世
界
と
魂
の
世
界
の
大
き

な
違
い
な
の
で
す
︒
魂
は
類
で
あ
り
ま
す
︒
魂
と
精
神
の
関
係
は
︑
類
と

個
性
も
し
く
は
個
の
関
係
な
の
で
す
︒

そ
の
よ
う
に
古
代
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
︑
ギ
リ
シ
ア
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
に

も
︑
魂
と
の
関
わ
り
が
︑
皆
さ
ん
の
お
望
み
と
あ
ら
ば
︑
身
体
の
と
の
関

わ
り
が
割
と
多
く
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
フ
ァ
ル
ス
に
由
来
す
る
も
の
で

す
︒
古
代
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
が
身
体
秩
序
に
由
来
す

る
世
界
を
︑
そ
れ
自
体
尺
度
を
欠
く
身
体
が
尺
度
を
も
た
ら
す
世
界
を
表

し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
︒
従
い
ま
し
て
︑
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
で
風
刺

さ
れ
た
顔
は
か
な
り
厳
密
な
語
の
意
味
で
退
化
し
た
顔
な
の
で
す
︒
現
代

の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
は
精
神
的
で
︑
個
性
的
な
も
の
︑
独
自
性
に
由
来
し
ま

す
︒
対
立
は
こ
の
場
合
︑
身
体
と
魂
︑
露
出
と
覆
い
︑
外
と
内
の
そ
れ
で

は
な
く
︑
量
と
質
︑
測
定
可
能
と
測
定
不
可
能
の
対
立
な
の
で
す
︒

カ
リ
カ
チ
ュ
ア
と
な
り
ま
す
と
（
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
こ
こ
で
更
に
述

べ
ま
す
が
）︑
対
立
の
無
い
世
界
︑
つ
ま
り
︑
魔
術
的
な
世
界
に
は
︑
全
く

存
在
し
ま
せ
ん
︒
も
し
私
た
ち
が
身
体
そ
の
も
の
の
よ
う
な
も
の
（
魂
も

無
く
︑
精
神
も
無
い
が
︑
生
の
営
み
に
満
ち
て
い
る
よ
う
な
も
の
）
を
思

い
浮
か
べ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
ま
し
た
ら
︑
そ
の
よ
う
に
自
発
的

に
動
く
身
体
は
魔
術
的
な
身
体
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
ヘ
ビ
の
体
は
そ
う
し

た
絶
対
的
身
体
︑
身
体
そ
れ
自
体
の
よ
う
な
も
の
で
す
︒
皆
さ
ん
は
ヘ
ビ

を
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の

よ
う
に
大
地
は
︑
星
辰
は
︑
あ
る
見
方
を
し
ま
す
と
魔
術
的
身
体
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
︒
こ
の
よ
う
に
空
間
そ
れ
自
体
︑
絶
対
的
な
空
間
は
︑
結

局
︑
魔
術
的
な
実
体
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
の
で
す
︒
原
始
民
族
の
文
化

に
は
魔
術
と
フ
ァ
ル
ス
と
の
間
に
極
め
て
深
遠
な
関
係
が
あ
り
ま
す
︒
私

に
は
こ
こ
で
こ
の
関
連
を
暴
く
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
言
う
こ
と
が

で
き
る
の
は
︑（
黒
人
部
族
や
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
）こ
う
し
た
魔
術
的
な
文

化
に
関
し
て
フ
ァ
ル
ス
は
︑
た
と
え
ど
ん
な
に
そ
う
見
え
る
に
し
て
も
︑

い
ま
だ
に
グ
ロ
テ
ス
ク
も
し
く
は
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
で
は
な
く
︑
個
性
と
単

一
性
の
唯
一
可
能
な
表
ア
オ
ス
ド
ル
ッ
ク
出
で
あ
り
ま
す
︒
こ
う
し
た
民
族
は
魔
術
か
ら

出
発
し
︑
私
た
ち
は
精
神
か
ら
出
発
す
る
の
で
す
︒

七
私
た
ち
は
こ
こ
で
二
つ
の
見
方
と
か
か
わ
り
合
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
︒
一
つ
は
︑
今
し
が
た
検
討
し
た
や
り
方
で
私
た
ち
に
人
間
の
顔
を
見

さ
せ
︑
こ
の
顔
を
通
じ
て
世
界
を
見
さ
せ
る
見
方
で
あ
り
︑
耳
︑
鼻
︑
口
︑

目
と
言
う
見
方
な
の
で
す
︒
こ
の
見
解
は
外
か
ら
内
へ
と
向
か
い
︑
類
型

に
達
し
ま
す
︒
そ
れ
は
概
念
か
ら
出
発
し
て
︑
深
く
入
り
込
め
ば
入
り
込
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む
ほ
ど
︑（
恐
れ
︑
高
慢
な
ど
の
）
概
念
を
言
葉
に
変
え
る
だ
け
に
一
層
︑

生
き
て
い
る
者
に
思
想
を
適
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
︒

私
た
ち
が
今
行
き
つ
く
も
う
一
つ
の
見
方
は
︑
形
式
で
は
な
く
︑

表ア
オ
ス
ド
ル
ッ
ク
出
か
ら
︑
特
殊
な
も
の
か
ら
出
発
し
ま
す
︒
厳
密
に
は
︑
耳
︑
目
︑

口
で
は
な
く
︑
顔
し
か
無
い
と
い
う
主
張
か
ら
出
発
す
る
の
で
す
︒
ト
ル

ス
ト
イ
の
鼻
は
非
常
に
多
く
の
人
々
に
あ
り
ま
す
が
︑
ト
ル
ス
ト
イ
の
顔

は
ト
ル
ス
ト
イ
自
身
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
あ
る
い
は
ト
ル
ス
ト

イ
の
鼻
も
ま
た
︑
鼻
に
顔
全
体
が
は
ま
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
︑
ト
ル

ス
ト
イ
自
身
に
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
︒

八
こ
う
し
た
（
第
一
の
構
成
的
方
法
と
は
違
う
）
第
二
の
微
分
法
的
方
法

で
︑
つ
ま
り
表
ア
オ
ス
ド
ル
ッ
ク
情
を
主
眼
に
顔
を
観
察
す
る
者
は
︑
流
れ
︑
動
き
を
目

に
す
る
の
で
あ
り
︑
移
行
︑
橋
︑
存
在
の
縫
い
目
と
折
り
目
を
求
め
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
︒
な
ぜ
な
ら
ば
（
も
う
一
度
言
い
ま
す
と
）
そ
の
人
に
と
っ

て
鼻
︑
目
︑
耳
な
ど
が
あ
る
の
で
は
な
く
︑
す
べ
て
が
中
間
状
態
に
あ
る

か
ら
で
す
︒
た
だ
人
形
︑
道
化
師
︑
物
神
︑
偶
像
に
限
っ
て
は
︑
す
べ
て

が
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
の
で
あ
り
︑
中
間
状
態
に
あ
る
も
の
は
決
し
て
な

く
︑
そ
れ
ら
は
動
き
の
な
い
︑
あ
る
意
味
で
は
有
限
な
世
界
に
生
き
て
い

ま
す
︒
私
は
皆
さ
ん
に
最
も
重
要
な
移
行
の
一
つ
を
す
ぐ
に
挙
げ
て
お
き

ま
し
ょ
う
︒
つ
ま
り
︑
頭
蓋
か
ら
本
来
の
顔
へ
︑
知
性
の
中
枢
か
ら
感
覚

の
中
枢
へ
と
移
り
な
が
ら
︑
二
つ
の
額
の
隆
起
を
結
び
つ
け
る
線
に
よ
っ

て
目
の
上
で
際
立
つ
移
行
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
︒
皆
さ
ん
は
こ
う
し
た
線

を
子
供
に
見
出
せ
ま
せ
ん
し
︑
女
性
に
は
同
じ
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
見
出
せ

な
い
か
︑
仄
め
か
し
し
か
見
出
せ
ま
せ
ん
︒
両
者
の
場
合
︑
精
神
的
な
も

の
と
感
覚
的
な
も
の
と
は
合
流
し
ま
す
が
︑
せ
き
止
め
や
障
害
や
浅
瀬
が

形
成
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
子
ど
も
の
場
合
︑
そ
こ
で
下

降
が
そ
れ
と
な
く
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
︑
次
い
で
そ
こ
か
ら

額
が
髪
の
生
え
際
や
頭
蓋
に
対
し
て
あ
ま
り
に
反
り
返
っ
て
い
る
の
で

す
）︒こ
う
し
た
移
行
も
し
く
は
膨
ら
み
は
男
の
顔
に
固
有
で
あ
り
︑
何
よ

り
も
目
の
人
で
あ
る
未
開
人
の
顔
に
特
に
あ
り
ま
す
︒
メ
ー
レ
ン
︹
チ
ェ

コ
の
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
︺
に
あ
る
プ
レ
ド
モ
ス
ト
遺
跡
︹
一
八
九
四
年
に
新
人
類
の

骨
が
発
見
さ
れ
た
後
期
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
︺
の
洞
窟
居
住
者
に
は
両
目
の

膨
ら
み
の
間
に
切
れ
目
が
な
く
︑
そ
の
代
わ
り
鼻
の
付
け
根
の
根
の
谷
に

向
か
っ
て
山
脈
の
よ
う
な
︑
堤
防
の
よ
う
な
湾
曲
状
の
も
の
が
横
た
わ
る

の
で
す
︒
こ
の
頭
蓋
︑
こ
の
顔
に
あ
る
も
の
は
何
も
か
も
が
対
象
の
把
握

で
あ
り
︑
敵
か
ら
の
防
御
で
あ
り
︑
敵
に
対
す
る
武
器
で
あ
り
ま
す
︒
何

一
つ
と
し
て
︑
概
念
︑
尺
度
︑
判
断
︑
統
合
︑
分
離
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

こ
の
よ
う
に
ひ
ど
く
引
き
さ
が
っ
て
い
る
額
と
私
た
ち
が
男
の
手
中
に
あ

る
と
思
っ
て
い
る
弓
の
曲
が
り
具
合
︑
そ
れ
に
後
ろ
に
飛
ん
で
行
く
矢
も

し
く
は
投
げ
飛
ば
さ
れ
た
石
と
は
︑
な
ん
と
同
一
の
も
の
の
表
出
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
︒
こ
う
し
た
も
の
は
何
も
か
も
︑
な
ん
と
石
の
唯
一
の
身
ぶ

り
︑
唯
一
の
動
き
︑
同
一
の
リ
ズ
ム
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
︒
皆
さ
ん
は
そ
こ
に
こ
の
新
た
な
観
相
学
の
見
事
な
事
例
を
得
て

お
り
ま
す
が
︑
私
は
そ
こ
か
ら
皆
さ
ん
に
一
つ
の
概
念
を
授
け
よ
う
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
は
リ
ズ
ム
の
あ
る
象
徴
的
な
観
相

学
で
あ
っ
て
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
始
ま
り
︑
十
八
世
紀
ま
で
持
ち
こ
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た
え
る
こ
と
が
で
き
た
古
の
人
々
の
機
械
的
で
合
理
的
な
観
相
学
と
は
異

な
る
の
で
す
︒
弓
術
の
身
ぶ
り
︑
あ
る
い
は
何
か
他
の
武
器
や
道
具
（
そ

れ
は
何
で
あ
れ
短
刀
も
し
く
は
仕
立
屋
の
針
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
ま

す
）
の
操
作
が
後
ろ
に
さ
が
っ
て
い
る
非
精
神
的
な
額
の
原
因
︑
も
し
く

は
人
間
の
顔
か
姿
に
あ
る
一
特
徴
の
原
因
だ
と
私
が
言
お
う
も
の
な
ら
︑

そ
れ
は
形
態
学
で
あ
り
ま
し
て
︑
私
が
こ
こ
で
言
う
観
相
学
で
は
あ
り
ま

せ
ん
︒
こ
こ
で
言
う
リ
ズ
ム
の
あ
る
観
相
学
は
常
に
新
し
い
種
類
を
意
図

し
て
お
り
︑
新
し
い
類
型
を
探
し
求
め
て
い
ま
す
︒
こ
の
観
相
学
は
多
く

を
見
出
せ
ば
見
出
す
ほ
ど
︑
ま
す
ま
す
良
い
の
で
す
︒
機
械
的
で
合
理
的

な
観
相
学
は
最
大
多
数
の
個
別
事
例
を
探
し
求
め
て
い
ま
で
す
︒（
そ
れ

に
よ
れ
ば
︑
弓
は
放
っ
た
り
︑
投
て
き
し
た
り
︑
野
獣
と
格
闘
す
る
人
間

に
は
後
ろ
に
さ
が
っ
て
い
る
額
と
鼻
の
上
に
湾
曲
が
あ
る
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
︒
も
っ
と
も
セ
イ
ロ
ン
の
ベ
ッ
ダ
族
に
は
︑
原
始
林
か
ら
離
れ
る
こ

と
が
な
い
の
で
︑
旅
行
者
の
目
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ

ん
が
︑
か
な
り
危
険
な
射
手
と
し
て
︑
急
勾
配
の
広
い
額
が
あ
り
︑
そ
れ

に
加
え
て
小
さ
く
︑
悲
し
げ
な
お
ず
お
ず
と
し
た
目
が
あ
る
の
で
す
︒）

合
理
的
な
観
相
学
の
基
礎
理
念
を
成
す
の
が
精
神
と
身
体
の
平
行
関
係

で
す
︒
リ
ズ
ム
の
あ
る
観
相
学
は
い
ず
れ
の
平
行
関
係
も
寄
せ
つ
け
ま
せ

ん
︒
こ
の
観
相
学
に
と
っ
て
︑
類
型
︑
類
型
的
な
も
の
は
︑
平
行
に
対
し

て
自
然
が
い
だ
く
嫌
悪
の
ま
さ
に
現
れ
な
の
で
す
︒シ
ラ
カ
バ
と
︑
北
方
︑

厳
冬
︑
突
如
と
し
て
始
ま
る
春
︑
こ
う
し
た
も
の
と
関
わ
る
大
い
な
る
森

に
す
む
ロ
シ
ア
人
と
の
間
に
︑
シ
ラ
カ
バ
の
魂
と
こ
う
し
た
ロ
シ
ア
人
の

魂
と
の
間
に
︑
皆
さ
ん
は
︑
た
と
え
一
風
変
わ
っ
て
い
る
に
し
て
も
︑
類

似
の
観
相
学
的
一
致
を
見
出
し
ま
す
︒
両
方
の
内
で
過
酷
な
も
の
が
穏
や

か
な
も
の
︑
柔
和
な
も
の
と
手
を
組
む
さ
ま
に
ご
留
意
く
だ
さ
い
︒
シ
ラ

カ
バ
で
す
と
︑
他
の
広
葉
樹
な
ら
抗
い
難
い
寒
さ
を
も
た
ら
す
冬
が
過
ぎ

て
わ
ず
か
数
日
の
内
に
︑
針
状
で
淡
緑
色
の
柔
ら
か
な
葉
を
身
に
ま
と
い

ま
す
が
︑
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
ロ
シ
ア
の
魂
は
す
ぐ
さ
ま
芽
生
え
︑
早
め

に
育
ち
︑
ラ
テ
ン
人
の
論
理
や
ド
イ
ツ
人
の
発
展
可
能
性
を
持
た
ず
︑
性

急
で
あ
り
︑
根
源
的
な
力
を
持
ち
な
が
ら
同
時
に
無
力
で
も
あ
る
の
で

す
︒
こ
う
し
た
魂
は
ロ
シ
ア
人
の
顔
に
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
シ

ラ
カ
バ
の
魂
が
樹
皮
や
枝
や
葉
か
ら
読
み
取
れ
る
の
と
何
ら
変
わ
り
が
あ

り
ま
せ
ん
︒
北
方
に
い
る
少
な
か
ら
ぬ
ロ
シ
ア
人
の
顔
に
は
︑
見
る
目
の

あ
る
者
に
す
れ
ば
︑
ま
ゆ
毛
や
髪
の
生
え
際
や
口
の
周
り
に
シ
ラ
カ
バ
の

何
が
し
か
が
あ
る
の
で
す
︒
こ
の
際
︑
言
っ
て
お
き
ま
す
が
︑
私
が
シ
ラ

カ
バ
の
魂
に
つ
い
て
話
す
と
き
︑
比
喩
を
用
い
た
と
皆
さ
ん
に
決
し
て
思

わ
れ
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
人
間
や
動
物
や
惑
星
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う

に
︑
シ
ラ
カ
バ
に
魂
が
あ
る
こ
と
は
︑
間
違
い
な
い
の
で
す
︒

太
陽
の
娘
た
ち
で
あ
り
︑
フ
ァ
エ
ト
ン
の
姉
妹
で
あ
る
ヘ
リ
ア
デ
ス
た

ち
は
︑
ポ
プ
ラ
の
木
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
そ
の
時
か
ら
フ
ァ
エ

ト
ン
の
死
を
嘆
い
て
大
き
な
琥
珀
の
涙
を
永
久
に
流
し
て
い
ま
す
が
︑
そ

れ
は
フ
ァ
エ
ト
ン
が
太
陽
神
の
馬
車
を
御
し
損
な
っ
て
海
に
転
落
し
た
か

ら
で
︑
フ
ァ
エ
ト
ン
が
命
を
落
と
し
た
現
場
で
泣
い
て
い
る
︑
と
伝
説
で

言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
が
神
話
で
あ
り
︑
私
た
ち
に
同
一
性
世
界
を
示

す
の
で
す
︒
私
た
ち
が
話
題
に
し
て
い
る
観
相
学
は
︑
個
別
︑
精
神
︑
愛
︑

空
想
︑
こ
れ
ら
の
世
界
に
お
け
る
神
話
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
同
一
性

の
世
界
で
は
︑
ヘ
リ
ア
デ
ス
た
ち
が
ポ
プ
ラ
に
な
っ
た
よ
う
に
︑
選
ば
れ

た
人
間
た
ち
が
別
の
体
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
時
と
し
て
起
こ
り
ま
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す
し
︑
精
神
の
無
限
な
世
界
︑
動
的
な
世
界
で
は
︑
私
た
ち
が
私
た
ち
自

身
に
変
身
を
遂
げ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
︒

九
目
の
上
に
あ
る
額
の
膨
ら
み
に
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
︒
そ
れ
は
︑
既
に

述
べ
ま
し
た
よ
う
に
︑
未
開
人
︑
そ
れ
か
ら
精
神
的
な
人
間
に
︑
偉
大
な

る
精
神
的
直
観
（
カ
ン
ト
）
あ
る
い
は
精
神
的
激
情
（
ニ
ー
チ
ェ
）
の
持

ち
主
に
か
な
り
頻
繁
に
見
ら
れ
る
の
で
す
︒
こ
の
膨
ら
み
に
お
い
て
︑
精

神
と
激
情
が
出
会
い
︑
ぶ
つ
か
り
合
い
ま
す
︒
こ
の
場
所
で
知
性
と
感
覚

と
の
戦
い
が
行
わ
れ
る
の
で
す
︒
こ
こ
に
は
︑
中
心
が
あ
り
︑
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
︹
一
二
六
〇
頃－

一
三
二
七
年
︒
ド
イ
ツ
の
神
秘
主
義
者
︺
が
言
う
魂
の

抗
い
が
︑
魂
の
不
安
が
︑
嫉
妬
が
あ
り
ま
す
︒
我
ア
イ
ゲ
ン
ヴ
ィ
㆑
執
が
我
ア
イ
ゲ
ン
ズ
ィ
ン
意
よ
り
も

も
っ
と
多
い
の
で
す
︒
我
ア
イ
ゲ
ン
ズ
ィ
ン
意
は
虚
栄
心
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
顔
全
体

に
分
布
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
現
れ
方
は
人
種
や
国
民
性
に
よ
っ
て
様
々
で

す
︒
ド
イ
ツ
人
の
場
合
︑
我
ア
イ
ゲ
ン
ズ
ィ
ン
意
は
う
な
じ
に
や
ど
り
ま
す
が
︑
そ
の
た

め
ま
さ
に
ド
イ
ツ
人
に
お
い
て
は
思テ
ィ
ー
フ
ズ
ィ
ン

慮
深
さ
︑
そ
れ
に
ユ
ー
モ
ア
と
一
緒

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
我
意
と
は
︑
よ
り
一
層
密
か
な
狡
猾
が
︑
自

ら
の
虚
栄
心
に
あ
る
不
明
瞭
な
暗
さ
が
結
び
付
く
こ
と
も
確
か
で
す
︒
イ

ギ
リ
ス
人
で
す
と
︑
我
意
は
前
方
の
あ
ご
に
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
に
応
じ
て

イ
ギ
リ
ス
人
の
虚
栄
心
は
ス
ノ
ビ
ズ
ム
で
あ
り
︑
立
身
出
世
主
義
で
あ

り
︑
浅
薄
な
の
で
す
︒フ
ラ
ン
ス
人
の
虚
栄
心
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
︑

他
国
民
に
比
べ
て
容
易
に
天
才
的
な
も
の
と
結
び
付
く
こ
と
で
あ
り
ま
す

（
バ
ル
ザ
ッ
ク
）︒
フ
ラ
ン
ス
人
の
虚
栄
心
は
そ
う
な
り
ま
す
と
︑
別
の
顔

で
あ
り
︑
我
ア
イ
ゲ
ン
ズ
ィ
ン
意
の
女
性
的
な
部
分
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す（
両

者
が
合
わ
さ
っ
て
は
時
と
し
て
猿
め
い
た
も
の
を
フ
ラ
ン
ス
人
に
作
り
上

げ
ま
す
）︒
ユ
ダ
ヤ
人
で
す
と
︑
我
ア
イ
ゲ
ン
ズ
ィ
ン
意
は
よ
り
一
層
均
等
に
顔
と
頭
蓋
に

分
布
し
て
い
ま
す
︒
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
の
顔
と
も
な
れ
ば
︑
我
ア
イ
ゲ
ン
ズ
ィ
ン
意
が
同
時

に
か
な
り
全
体
の
表
出
︑
自
己
の
意ズ
ィ
ン味
に
な
り
う
る
な
ど
︑
そ
う
そ
う
に

な
い
︒
フ
ラ
ン
ス
人
に
お
け
る
天
才
性
と
虚
栄
心
と
同
じ
よ
う
に
︑
ユ
ダ

ヤ
人
に
お
い
て
は
理
性
と
我
ア
イ
ゲ
ン
ズ
ィ
ン
意
と
が
他
の
人
種
よ
り
も
容
易
に
合
流
す

る
の
で
す（
ス
ピ
ノ
ザ
）︒
そ
れ
故
ま
た
虚
栄
心
は
︑ユ
ダ
ヤ
人
に
持
た
れ

る
と
な
る
と
︑
ユ
ダ
ヤ
人
を
完
全
に
包
み
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
︒
脂
肪
が

身
体
を
包
み
込
む
よ
う
に
︒

我ア
イ
ゲ
ン
ズ
ィ
ン
意
は
本
質
の
緊
張
で
は
な
く
︑
濃
縮
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
そ
う

と
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
︹
一
四
七
六
頃－

一
五
七
六
年
︒
イ
タ
リ
ア
の
画
家
︺︑

ベ
ラ
ス
ケ
ス
︹
一
五
九
九－

一
六
六
〇
年
︒
ス
ペ
イ
ン
の
画
家
︺
に
よ
る
ハ
プ

ス
ブ
ル
ク
家
の
肖
像
画
︑
そ
れ
に
後
世
の
手
に
よ
る
も
の
も
︑
ご
覧
に

な
っ
て
く
だ
さ
い
︒
こ
れ
ら
の
顔
は
み
な
（
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
カ
ー
ル
五

世
︹
一
五
〇
〇－

一
五
五
八
年
︺
が
例
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）︑
本
質
の
濃

密
化
や
硬
化
と
い
う
意
味
で
我ア
イ
ゲ
ン
ズ
ィ
ニ
ヒ

意
が
あ
り
︑
争
い
や
精
神
的
直
観
と
い
う

意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
ま
ゆ
毛
の
周
り
に
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
何
か
子
供

じ
み
た
も
の
︑
少
女
め
い
た
も
の
が
あ
る
の
で
す
︒
額
に
は
物
事
を
把
握

す
る
力
も
︑
理
念
化
す
る
力
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
髪
の
生
え
際
は
単
な
る
高

貴
さ
で
あ
り
︑
上
品
な
振
る
舞
い
に
す
ぎ
ま
せ
ん
︒
加
え
て
こ
の
唇
︑
口
︑

あ
ご
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
︒
そ
こ
に
見
う
け
ら
れ
る
の
は
陰
険
な
ま
で
の

我
意
で
あ
り
︑
行
為
に
し
て
も
︑
個
性
に
し
て
も
︑
固
有
の
も
の
︑
完
全

に
確
定
さ
れ
た
も
の
︑
確
約
さ
れ
た
も
の
へ
の
欲
望
ほ
ど
は
無
い
の
で



13 観相学の基礎

す
︒
こ
う
し
た
我
意
︑
一
族
全
体
の
我
意
か
ら
︑
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
的
な
反

抗
︑
理
念
︑
創
造
的
意
志
へ
と
至
る
も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し

ま
た
︑
ど
ん
な
思
い
上
が
り
や
言
い
訳
や
誇
張
︑
す
べ
て
の
芝
居
が
か
っ

た
振
る
舞
い
か
ら
も
︑
我
意
ほ
ど
何
も
の
も
か
け
離
れ
て
は
い
な
い
の
で

す
︒（
役
者
の
顔
に
は
大
抵
の
場
合
︑
か
な
り
の
大
き
さ
が
あ
り
ま
す
が
︑

そ
こ
に
は
何
も
な
い
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
い
ま

す
︒か
な
り
多
く
の
役
者
に
し
て
も
︑
舞
台
に
上
が
ら
な
い
者
に
し
て
も
︑

顔
の
表
出
は
そ
う
な
っ
て
お
り
︑
虚
栄
心
が
強
く
︑
大
げ
さ
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
）︒
名
だ
た
る
一
族
の
我
意
に
つ
い
て
更
に
お
話
し
し
ま
す
︒そ

れ
は
髪
の
中
に
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
極
め
て
絹
の
よ
う
な
髪
と
一
体

に
な
り
ま
す
︒
そ
こ
に
は
も
は
や
動
物
の
毛
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
何
と

良
い
こ
と
に
︑
ギ
リ
シ
ア
人
は
︑
髪
が
毛
根
か
ら
生
え
出
る
ま
ま
に
︑
密

に
︑
力
強
く
︑
我
意
を
︑
動
物
的
な
も
の
を
︑
髪
の
生
え
際
で
仄
め
か
す

す
べ
を
心
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
！ 
こ
う
し
た
我
意
は
い

ま
だ
一
族
の
傾
向
で
あ
り
︑
生
へ
の
意
志
で
あ
り
︑
ま
っ
た
く
自
然
に
備

わ
っ
て
い
る
の
で
す
︒
ギ
リ
シ
ア
の
フ
ァ
ウ
ヌ
ス
の
頭
を
ご
覧
に
な
っ
て

下
さ
い
！ 

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
我
意
は
対
人
的
な
も
の
で
あ
り
︑
道
徳
に

適
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
単
に
自
然
に
備
わ
っ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
か
ら

か
な
り
隔
た
っ
た
も
の
な
の
で
す
︒

十
額
と
鼻
の
角
度
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！ 

皆
さ
ん
は
人
間
の
顔
全
体
の

中
で
こ
れ
以
上
の
危
険
地
帯
︑
こ
れ
以
上
の
困
難
な
通
路
を
見
出
し
ま
せ

ん
︒
人
間
の
姿
に
つ
い
て
非
常
に
通
じ
て
い
る
ギ
リ
シ
ア
人
が
な
ぜ
こ
の

角
度
を
延
ば
し
︑
こ
の
深
淵
に
橋
を
渡
し
︑
そ
こ
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ

た
の
か
を
理
解
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
⁉ 

い
わ
ゆ
る
ギ
リ
シ
ア
鼻 （
６
） 

は
美

の
目
印
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
危
険
性
︑
い
か
が
わ
し
さ
︑
醜
さ
︑
悪
意
に

通
じ
た
深
い
知
識
︑
純
粋
で
度
を
超
し
た
個
人
的
な
も
の
の
完
全
な
馬
鹿

さ
加
減
に
通
じ
た
知
識
か
ら
生
じ
た
も
の
な
の
で
す
︒
私
は
別
の
と
こ
ろ

（﹃
一
般
観
相
学
の
概
略
﹄） （
７
） 

で
鼻
を
上
と
下
の
︑
精
神
と
感
覚
の
橋
と

名
づ
け
ま
し
た
︒
ギ
リ
シ
ア
鼻
が
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
あ
る
特
別

な
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
︑
そ
れ
は
頭
蓋
世
界
と
顔
世
界
︑
理
念
と
現
象

の
統
一
を
示
し
ま
す
が
︑
し
か
し
ま
た
ど
こ
と
な
く
生
や
息
が
神
聖
に
流

れ
る
水
路
で
あ
り
︑
神
々
が
も
つ
神
聖
な
獣
魂
の
目
印
で
も
あ
り
ま
す
︒

そ
れ
故
に
特
別
な
性
質
が
無
く
︑
何
よ
り
も
ま
ず
高
慢
が
あ
り
ま
せ
ん
︒

そ
れ
は
神
々
と
人
間
と
動
物
と
が
混
ざ
り
合
い
︑
神
々
が
動
物
の
姿
で
現

れ
る
同
一
性
の
世
界
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
キ
ル
ケ
︹
人
間
を

豚
に
変
え
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
魔
女
︺
の
島
に
お
い
て
で
す
︒
ギ
リ
シ
ア
の

彫
刻
家
が
（
プ
ラ
ク
シ
テ
レ
ス
︹
紀
元
前
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
の
彫
刻
家
︺
以

来
）
個
人
的
な
も
の
を
対
象
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
額
と
鼻
の
切
れ
込
み

は
そ
れ
だ
け
は
っ
き
り
と
ま
さ
に
戦
い
の
︑
選
択
の
印
と
な
り
ま
し
た
︒

私
は
鼻
の
こ
う
し
た
角
度
を
危
険
だ
と
言
い
ま
し
た
︒
私
が
こ
こ
で
言

い
た
い
の
は
︑
ま
さ
に
そ
こ
以
上
に
︑
顔
の
い
か
な
る
場
所
も
︑
個
人
的

な
も
の
が
傲
岸
不
遜
︑
活
力
の
な
さ
︑
鈍
感
と
し
て
︑
無
駄
骨
と
徒
労
と

し
て
︑
明
る
み
に
な
り
得
る
と
こ
ろ
は
他
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
︒
無
知
と
し
て
︑
慈
悲
の
欠
如
と
し
て
︑（
月
並
み
の
範
囲
に
お
い
て

も
）
放
縦
と
し
て
も
そ
れ
以
上
の
と
こ
ろ
は
他
に
無
い
の
で
す
︒
ま
る
で
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こ
の
部
分
に
お
い
て
車
の
軸
が
折
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
︒

ま
る
で
こ
の
部
分
に
お
い
て
橋
が
崩
壊
し
︑
道
が
塞
が
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
場
合
の
よ
う
に
︒
ど
こ
の
部
位
に
も
ま
し
て
明
ら
か
に
な
り
得
る
こ
と

は
︑
一
人
の
人
間
が
す
っ
か
り
傲
慢
と
な
り
︑
類
を
欠
き
︑
内
的
秩
序
を

欠
き
︑
段
階
を
欠
き
︑
関
連
を
欠
き
︑
共
鳴
を
欠
き
︑
単
に
骨
折
り
と
永

遠
の
取
り
消
し
し
か
な
い
こ
と
で
あ
り
︑
自
分
自
身
の
内
か
ら
外
に
出
る

の
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒

頭
蓋
と
顔
の
間
に
あ
る
目
の
線
に
見
出
す
ま
さ
に
同
じ
緊
張
に
︑
私
た

ち
は
も
っ
と
下
の
方
で
も
う
一
度
出
く
わ
し
ま
す
し
︑
感
覚
的
な
も
の
︑

情
緒
的
な
も
の
︑
情
熱
的
な
も
の
の
領
域
で
一
層
出
く
わ
し
ま
す
︒
そ
こ

は
口
の
線
︑
口
︑
上
と
下
の
唇
の
間
で
あ
り
︑
閉
じ
ら
れ
た
口
と
開
い
て

い
る
口
と
の
間
で
あ
り
︑
更
に
は
人
間
の
真
剣
と
笑
い
の
間
で
も
あ
り
︑

起
き
て
い
る
人
の
引
き
締
ま
っ
た
顔
立
ち
と
眠
っ
て
い
る
人
の
弛
緩
し
た

寛
い
だ
顔
立
ち
の
間
で
も
あ
る
の
で
す
︒
私
た
ち
は
以
上
の
こ
と
を
︑
も

し
こ
う
し
た
緊
張
が
存
在
し
︑
そ
れ
が
大
き
い
の
で
あ
れ
ば
︑
情
熱
の
印

と
し
て
︑
情
熱
的
に
深
い
人
間
性
の
印
と
し
て
︑
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
︒
そ
の
時
︑
こ
の
よ
う
な
人
は
豊
か
で
あ
り
︑
柔
軟
で
あ
り
︑
満

ち
足
り
て
お
り
︑
本
質
的
な
の
で
す
︒
さ
て
こ
う
し
た
緊
張
は
︑
分
か
る

で
し
ょ
う
か
︑
裂
け
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
先
ほ
ど
ま
で
大
胆
さ
と

豊
か
さ
だ
っ
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
同
じ
と
こ
ろ
に
︑
皆
さ
ん
は
裂
け
目
︑
穴
︑

空
所
︑
深
淵
︑
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
も
の
を
︑
そ
れ

に
き
っ
と
地
獄
も
見
出
し
ま
す
（
私
は
あ
る
人
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
て
お

り
︑
口
は
い
く
ら
か
前
に
突
き
出
て
お
り
︑
唇
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
で

す
︒
か
つ
て
唇
は
開
か
れ
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
︒
見
て
す
ぐ
に
分

か
り
ま
す
︒
若
い
頃
の
こ
と
で
す
︒
だ
が
今
は
閉
じ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
そ

の
人
が
齢
を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
︑
ま
す
ま
す
固
く
閉
じ
ら
れ
て
い
る

の
で
す
︒
そ
の
人
は
滅
多
に
し
か
口
を
開
き
ま
せ
ん
︒
こ
う
な
る
と
し
か

し
︑
そ
れ
は
も
は
や
人
の
口
で
は
な
く
︑
動
物
の
口
で
あ
り
︑
オ
オ
カ
ミ

の
そ
れ
と
比
較
可
能
で
す
︒
こ
う
し
た
人
の
内
に
い
か
な
る
不
安
が
あ
っ

た
は
ず
か
︑
よ
く
お
考
え
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
︒
い
か
な
る
終
わ
り
な
き

不
安
で
し
ょ
う
か
︒
い
か
な
る
地
獄
の
不
安
で
し
ょ
う
か
︒
最
後
の
最
後

ま
で
続
く
の
で
す
︒）

ま
さ
に
以
上
の
こ
と
こ
そ
が
︑
ど
れ
く
ら
い
笑
っ
て
よ
い
の
か
︑
も
し

く
は
ど
こ
ま
で
笑
っ
て
よ
い
の
か
︑
そ
し
て
ど
れ
く
ら
い
真
剣
に
な
っ
て

よ
い
の
か
︑
当
該
の
者
に
は
今
で
は
も
は
や
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
常
に
一
方
が
他
方
に
入
り
込
む
か
あ
る
い
は
混

じ
り
合
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
の
人
は
尺
度
を

失
う
に
つ
れ
︑
そ
れ
だ
け
不
純
に
な
る
の
で
す
︒
無
尺
度
と
不
純
と
は
最

も
深
い
と
こ
ろ
で
同
一
で
あ
り
ま
す
︒
そ
う
な
る
と
専
念
も
あ
り
ま
せ

ん
︒
支
離
滅
裂
な
者
と
な
る
と
専
念
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
こ
の
下

の
部
位
と
鼻
の
角
度
が
あ
る
上
部
に
お
い
て
︑
皆
さ
ん
が
何
に
も
ま
し
て

は
っ
き
り
と
目
に
し
て
感
じ
と
れ
る
も
の
こ
そ
︑
先
の
意
味
で
の
専
念
の

な
さ
で
あ
り
ま
す
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
や
は
り
専
念
は
音
の
聞
こ
え
︑
躍

動
︑
変
身
能
力
︑
魂
︑
本
質
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
︒
身
を
捧
げ
ら
れ
な

い
人
は
裂
け
目
が
あ
る
の
で
萎
ん
で
い
く
ゴ
ム
ボ
ー
ル
の
よ
う
な
も
の

で
︑
飛
ん
で
行
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

こ
こ
か
ら
私
た
ち
は
非
常
に
重
要
で
包
括
的
な
点
に
行
き
着
き
ま
す
︒

か
つ
て
は
ま
だ
情
熱
的
で
︑
雄
弁
で
あ
っ
た
同
じ
口
は
︑
緊
張
が
解
け
て
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し
ま
う
と
︑
ぱ
っ
く
り
と
開
い
た
性
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
の
で
す
︒
そ
う
な
る
と
皆
さ
ん
は
顔
に
性
的
な
も
の
を
見
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
は
（
そ
こ
か
し
こ
に
ぱ
っ
く
り
と
）
開
い
て
い

る
も
の
︑
そ
れ
か
ら
こ
の
開
い
て
い
る
も
の
を
補
う
も
の
と
し
て
︑
閉
じ

ら
れ
︑
密
集
し
︑
厚
み
が
あ
り
︑
膨
ら
ん
だ
も
の
な
の
で
す
︒
女
性
の
場

合
は
ぱ
っ
く
り
と
開
い
て
い
る
も
の
が
︑
男
性
の
顔
で
は
不
透
明
な
も

の
︑
盲
目
の
も
の
︑
む
き
出
し
に
な
っ
た
も
の
︑
フ
ァ
ル
ス
的
な
も
の
が

優
位
を
占
め
て
い
ま
す
︒
お
お
︑
あ
る
の
は
︑
そ
の
よ
う
に
む
き
出
し
に

な
っ
た
顔
と
頭
蓋
︑
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た
方
が
良
い
よ
う
な
顔
と
頭
蓋
︑

肉
に
す
ぎ
な
い
顔
で
す
︒
私
た
ち
は
性
的
な
も
の
か
ら
更
に
先
へ
と
考
察

を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
肉
そ
の
も
の
に
考
察
を
進
め
ら

れ
る
の
で
す
︒
こ
の
場
合
︑
ぴ
ん
と
張
っ
た
肉
は
︑
光
り
輝
き
︑
半
透
明

で
︑
活
気
の
あ
る
︑
精
神
豊
か
な
肉
で
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
と
対
立
す
る
の

が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た
肉
︑
暗
く
︑
不
透
明
で
︑
口
数
が
少
な
く
︑
好
色

な
肉
な
の
で
す
︒
そ
れ
は
肉
の
中
の
肉
で
あ
り
︑
肉
の
臭
み
に
満
ち
あ
ふ

れ
︑
ナ
イ
フ
を
︑
斧
を
欲
し
が
る
肉
で
あ
り
ま
す
︒
観
相
学
の
観
点
か
ら

す
る
と
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
﹃
貢
ぎ
の
銭
﹄ （
８
）
に
お
け

る
キ
リ
ス
ト
の
肉
︑
そ
れ
と
パ
リ
サ
イ
人
の
（
顔
や
︑
う
な
じ
や
︑
手
に

お
け
る
）
肉
︒
キ
リ
ス
ト
の
こ
う
し
た
光
り
輝
く
肉
は
︑
変
容
し
た
肉
体
︑

聖
な
る
肉
体
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
肉
体
は
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
に
︑
ユ

リ
の
花
に
︑
空
の
鳥
に
︑
大
地
の
穀
物
に
︑
陽
の
光
に
似
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
︒
肉
体
は
神
秘
に
満
ち
た
︑
永
遠
の
や
り
方
で
こ
れ
ら

す
べ
て
の
も
の
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
︒
パ
リ
サ
イ
人
の
肉
は
︑
衝
突
す

る
肉
︑
接
触
す
る
肉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
見
る
精
神
で
は
な
く
︑
分
割

し
勘
定
を
す
る
精
神
︑
度
量
の
小
さ
な
︑
悪
意
の
あ
る
精
神
の
肉
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
︒
二
人
の
手
を
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
︒
と
い
う
の
も
パ
リ
サ

イ
人
の
手
に
は
顔
が
あ
り
︑
顔
が
肉
で
あ
る
限
り
︑
そ
こ
に
は
紛
れ
も
な

く
顔
が
あ
る
か
ら
で
す
！ 

キ
リ
ス
ト
の
手
は
指
差
し
な
が
ら
触
れ
て
は

い
ま
せ
ん
︒
そ
れ
で
肉
は
言
葉
に
な
り
ま
し
た
︒
か
く
し
て
肉
は
見
て
い

る
の
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
こ
う
し
た
肉
の
精
神
が
顔
で
満
た
さ
れ
て
い
ま

す
︒
手
が
あ
る
の
で
す
︒
自
由
に
な
り
︑
解
放
さ
れ
︑
超
然
と
し
た
手
が

あ
り
︑
そ
こ
で
は
︑
人
間
と
も
な
れ
ば
形
式
を
望
み
︑
物
質
を
望
ま
な
い

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
別
の
手
は
物
質
に
な
ろ
う
と
し
︑
接

触
を
望
み
︑
接
触
の
前
後
に
震
え
る
と
き
も
あ
れ
ば
︑
鈍
感
に
な
る
と
き

も
あ
る
の
で
す
︒
し
っ
か
り
と
持
つ
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
︒
こ
れ
が
パ

リ
サ
イ
人
の
手
な
の
で
す
︒
吝
嗇
も
し
く
は
略
奪
を
好
む
者
の
手
で
は
あ

り
ま
せ
ん
︒
そ
う
し
た
手
と
は
ほ
ど
遠
い
手
で
あ
り
︑
解
放
さ
れ
て
お
ら

ず
︑
物
質
的
で
︑
見
る
こ
と
は
な
く
︑
不
信
心
で
︑
不
純
で
あ
り
︑
勘
定

を
す
る
者
の
手
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
男
が
銭
を
指
の
間
に
挟
ん
で
持
っ
て

い
る
の
を
ご
覧
な
さ
い
︒
そ
れ
は
︑
手
中
に
で
き
る
の
は
お
金
だ
け
︑
あ

る
い
は
あ
る
が
ま
ま
の
事
物
︑
物
質
に
な
っ
て
い
る
事
物
︑
顔
の
無
い
事

物
だ
け
だ
と
い
う
様
子
で
す
︒
お
金
と
︑
男
が
触
れ
て
勘
定
を
す
る
肉
と

は
︑
一
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
両
方
と
も
に
不
透
明
で
あ
り
︑
見
通
し

が
き
か
ず
︑
重
く
︑
変
身
が
で
き
ず
︑
我ア
イ
ゲ
ン
ズ
ィ
ニ
ヒ

意
が
あ
り
︑
悪
意
が
あ
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒

も
し
皆
さ
ん
が
観
相
学
の
有
す
る
究
極
の
思
想
を
考
え
た
い
の
で
あ
れ

ば
︑
変
身
の
思
想
︑
全
に
し
て
一
の
思
想
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

（
私
は
や
は
り
こ
う
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
）
感
覚
的
な
見
方
で
考
え
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な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
う
な
り
ま
す
と
皆
さ
ん
は
実
に
見
事
で
言
い

よ
う
も
な
い
関
係
に
必
ず
行
き
つ
き
ま
す
︒
そ
れ
は
ま
さ
に
パ
リ
サ
イ
人

の
硬
貨
と
そ
の
肉
の
関
係
︑
私
の
感
覚
で
す
と
詰
ま
る
と
こ
ろ
ど
こ
か

フ
ァ
ル
ス
的
な
肉
と
分
裂
し
た
ま
な
ざ
し
と
の
︑
二
枚
舌
と
の
関
係
で
す
︒

皆
さ
ん
が
変
身
と
い
う
こ
の
思
想
を
深
く
把
握
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
皆

さ
ん
に
す
れ
ば
事
物
は
ま
す
ま
す
あ
り
の
ま
ま
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
ょ
う
し
︑
皆
さ
ん
に
と
っ
て
事
物
の
存
在
と
事
物
の
意
味
作
用
と
は

ま
す
ま
す
決
定
的
に
重
な
る
で
し
ょ
う
︒
顔
や
頭
蓋
に
あ
る
あ
れ
や
こ
れ

や
の
顔
立
ち
が
吝
嗇
か
高
慢
か
た
と
え
何
で
あ
れ
何
か
を
意
味
す
る
と
い

う
よ
う
な
主
張
は
︑
す
べ
て
の
特
性
が
変
身
で
あ
り
︑
そ
の
渦
中
に
あ
る

と
皆
さ
ん
が
悟
る
に
応
じ
て
︑
無
効
に
な
っ
て
行
き
ま
す
︒

通
常
の
観
相
学
は
︑
私
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
教
理
問
答
に
︑
道
徳
概
念
に

苦
し
ん
で
い
る
の
で
す
︒
も
し
イ
エ
ス
が
善
き
者
は
誰
か
と
尋
ね
︑
神
の

み
が
善
で
あ
る
と
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
こ
で
は
変
身
の
思
想
も
ま
た

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
イ
エ
ス
が
徳
そ
の
も
の
を

愛
し
た
の
で
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
な
ぜ
な
ら
ば
イ
エ
ス
は
深
い
存

在
で
︑
人
間
の
中
を
深
く
見
た
か
ら
で
あ
り
︑
人
間
を
見
た
の
で
あ
っ
て
︑

決
し
て
人
間
の
美
徳
を
見
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
す
︒

十
一私

は
以
上
に
引
き
続
い
て
︑
二
つ
の
極
端
な
境
界
領
域
を
用
い
て
こ
の

新
し
い
観
相
学
の
領
域
を
定
め
る
こ
と
で
︑
同
領
域
が
有
す
る
広
が
り
の

イ
メ
ー
ジ
を
こ
こ
で
皆
さ
ん
に
示
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
も
空

想
的
な
も
の
の
領
域
に
陥
る
危
険
を
意
識
し
続
け
て
の
こ
と
で
す
︒
も
っ

と
も
空
想
的
な
も
の
は
観
相
学
の
領
域
か
ら
完
全
に
閉
め
出
す
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
︒

一
つ
は
次
の
よ
う
な
領
域
で
す
︒
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
お
読
み
に
な
っ
た

こ
と
が
お
あ
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
最
後
の
拝
火

教
信
者
で
あ
る
ボ
ン
ベ
イ
の
パ
ー
ル
シ
ー
教
徒
は
死
者
の
亡
骸
を
﹁
沈
黙

の
塔
﹂
に
て
ハ
ゲ
タ
カ
の
餌
に
し
て
し
ま
い
ま
す
︒
こ
う
す
る
こ
と
で
︑

ど
れ
も
み
な
火
そ
の
も
の
と
ま
っ
た
く
変
わ
り
な
く
聖
な
る
も
の
で
あ
る

四
大
が
︑
穢
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
す
︒
そ
こ
で
私
は
︑
当
然
の
こ
と

な
が
ら
身
体
を
め
ぐ
る
他
な
ら
ぬ
自
ら
の
感
覚
と
感
情
に
基
づ
き
な
が

ら
︑
こ
う
主
張
し
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
数
千
年
の
昔
か
ら
︑
パ
ー
ル
シ
ー
教

徒
の
肉
体
は
こ
と
ご
と
く
死
者
と
し
て
︑
死
肉
と
し
て
ハ
ゲ
タ
カ
の
体
を

通
じ
て
め
ぐ
っ
て
来
た
の
で
あ
り
︑
繰
り
返
し
め
ぐ
り
続
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
と
︒
こ
の
こ
と
を
皆
さ
ん
は
ボ
ン
ベ
イ
の
通
り
に
い
る
生
者
か

ら
︑
男
た
ち
や
女
た
ち
や
子
ど
も
た
ち
か
ら
見
て
取
り
ま
す
し
︑
見
て
取

ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
︒
し
か
も
他
に
あ
り
様
が
無
い
の
で
す
︒
こ
う
し
た

人
た
ち
に
は
何
か
大
き
く
て
毛
の
無
い
鳥
が
あ
り
︑
彼
ら
は
ハ
ゲ
タ
カ
の

肉
体
が
あ
る
身
体
に
い
く
ら
か
似
て
い
る
の
で
す
︒
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
︑

こ
う
し
た
身
体
が
大
き
く
て
毛
の
無
い
鳥
の
肉
体
を
通
り
抜
け
た
場
合
の

よ
う
で
あ
り
ま
す
︒
明
ら
か
に
魅
力
を
欠
く
場
合
と
は
違
い
︑
顔
は
そ
れ

ほ
ど
醜
く
は
な
く
︑
張
り
が
無
く
︑
若
さ
が
無
く
︑
惑
わ
し
も
無
く
︑
大

い
な
る
美
徳
も
無
く
︑
そ
れ
だ
け
に
罪
も
無
い
の
で
す
︒
そ
う
だ
と
し
ま

す
と
︑
い
つ
か
地
中
で
虫
に
喰
わ
れ
て
し
ま
う
私
た
ち
に
は
地
上
で
も
生

者
と
し
て
何
か
虫
め
い
た
と
こ
ろ
が
既
に
あ
り
︑
今
後
と
も
あ
る
に
違
い
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な
い
と
︑
皆
さ
ん
は
言
い
返
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
も
し
皆
さ
ん
が

人
あ
る
い
は
動
物
の
肉
体
を
引
き
裂
く
の
で
あ
れ
ば
︑
は
ら
わ
た
に
虫
が

ど
う
い
う
わ
け
か
前
成
さ
れ
て
い
る
︑
つ
ま
り
ど
う
い
う
わ
け
か
像
と
し

4

4

4

て
取
り
込
ま
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4 （
９
） 

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

肉
体
の
変
身
と
い
う
こ
う
し
た
最
も
外
的
な
現
象
の
次
に
︑
私
は
同
じ

く
最
も
外
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
魂
を
皆
さ
ん
に
お
教
え
し
ま
す
︒
フ

レ
ー
ザ
ー
︹
一
八
五
四－

一
九
四
一
年
︒
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
者
︑
民
俗
学
者
︑

﹃
金
枝
篇
﹄
の
著
者
︺
の
﹃
ア
ド
ニ
ス
﹄
に
次
の
よ
う
な
事
実
が
書
き
留
め

ら
れ
て
い
る
の
で
す
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
コ
ン
ゴ
の
黒
人
は
昇
っ
て
い
る

満
月
を
前
に
し
て
跪
き
︑
両
手
を
打
ち
合
わ
せ
な
が
ら
﹁
汝
が
新
生
す
る

如
く
︑
我
ら
の
生
も
新
た
に
な
り
た
ま
え
﹂
と
叫
び
ま
す
︒ （10
）
こ
こ
に
お

い
て
人
間
の
魂
は
月
に
︑
月
の
魂
は
人
間
に
流
れ
込
む
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
︒
こ
う
し
た
者
た
ち
か
ら
月
の
魂
を
私
た
ち
は
見
て
取
ら
ざ
る

を
得
な
い
と
︑
皆
さ
ん
は
思
い
ま
せ
ん
か
︒
こ
の
よ
う
な
黒
人
た
ち
の
顔

に
︑
見
事
に
単
純
で
︑
ほ
の
暗
く
光
り
︑
恐
ろ
し
い
と
同
時
に
穏
や
か
な

月
の
魂
が
ど
う
い
う
わ
け
か
必
ず
現
れ
る
で
あ
ろ
う
と
︑
そ
う
し
た
者
た

ち
が
自
ら
を
月
の
子
ど
も
た
ち
だ
と
名
乗
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
と
思
い

ま
せ
ん
か
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い
る
私
た
ち
に
は
も
は
や
す
っ
か
り
理
解
で

き
な
い
こ
と
で
す
が
︑
い
か
に
宗
教
が
人
間
の
顔
を
作
り
︑
作
り
替
え
︑

い
か
に
顔
に
あ
る
矛
盾
を
す
っ
か
り
解
消
し
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
︒

人
間
に
見
る
力
︑
崇
め
る
力
が
少
な
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑
顔
は
そ
れ
に

応
じ
て
ま
す
ま
す
矛
盾
の
焦
点
に
な
り
ま
す
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
見
る
者
︑
視

線
を
向
け
る
者
の
顔
は
常
に
明
瞭
で
あ
り
︑
純
粋
で
あ
っ
て
︑
そ
う
し
た

者
が
深
く
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
︑
ま
す
ま
す
多
く
見
る
の
で
す
︒

十
二私

は
第
一
級
の
別
の
移
行
も
し
く
は
中
間
領
域
を
更
に
皆
さ
ん
に
挙
げ

て
お
く
つ
も
り
で
す
︒
そ
れ
は
う
な
じ
︑
首
に
お
け
る
動
物
的
な
も
の
の

国ラ
イ
ヒか
ら
意
識
の
国ラ
イ
ヒへ
の
移
行
で
あ
り
ま
す
︒ （11
）
か
く
も
区
別
︑
識
別
が
少

な
く
︑
か
く
も
不
明
瞭
で
︑
重
な
り
が
多
く
あ
り
︑
か
く
も
活
力
が
少
な

い
と
こ
ろ
な
ど
︑
他
に
あ
り
得
る
で
し
ょ
う
か
︒
空
所
は
あ
り
得
ま
せ
ん
︒

空
の
う
な
じ
な
ど
な
い
の
で
す
︒
空
の
頬
︑
空
の
顔
︑
空
の
口
は
あ
り
ま

す
︒
空
の
首
も
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
し
か
し
そ
の
代
わ
り
貧
弱
な
首
は
あ
る

の
で
す
︒
空
所
は
前
に
あ
る
だ
け
か
︑
あ
る
い
は
前
方
に
流
れ
出
ま
す
︒

う
な
じ
に
あ
る
我
ア
イ
ゲ
ン
ズ
ィ
ン
意
か
ら
し
て
悪
意
で
あ
り
︑
陰
険
な
の
で
す
（
そ
れ

で
︑
既
に
述
べ
ま
し
た
と
お
り
︑
時
と
し
て
思テ
ィ
ー
フ
ズ
ィ
ン

慮
深
さ
と
結
び
つ
い
て
い

ま
す
）︒
う
な
じ
に
お
い
て
人
間
は
自
分
自
身
と
決
し
て
仲
違
い
を
し
ま

せ
ん
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
厭
わ
し
く
恥
知
ら
ず
な
や
り
方
で
︑
自
分
自
身

と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
か
な
り
多
く
︑
自
ら
の
共
犯
者
な
の
で

す
︒
し
か
も
︑
こ
の
場
合
︑
性
格
は
類
ほ
ど
重
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
こ

の
場
合
は
︑
類
が
粗
悪
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒
こ
こ
で
は
︑
人
間
が
も

は
や
動
物
で
は
な
い
も
の
の
︑
い
ま
だ
人
間
で
も
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
り

ま
す
︒
そ
れ
で
こ
う
し
た
無
尺
度
は
︑
分
別
が
も
は
や
届
か
な
い
ま
さ
に

こ
こ
に
お
い
て
︑
下
劣
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒
顔
の
別
領
域
︑
別
風
土

に
な
り
ま
す
と
︑
無
尺
度
は
︑
誇
張
︑
歪
曲
︑
戯
画
を
意
味
す
る
で
し
ょ

う
︒
ち
な
み
に
こ
う
し
た
こ
と
は
実
に
頻
繁
か
つ
見
事
に
合
わ
さ
っ
て
起

こ
り
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
前
方
に
は
役
者
が
お
り
︑
役
者
の
激
し
く
︑
迫
力

に
溢
れ
て
い
る
も
の
の
︑
中
身
の
無
い
顔
立
ち
が
あ
る
と
な
る
と
︑
う
な
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じ
に
は
決
定
的
な
品
の
な
さ
が
あ
る
の
で
す
︒

他
方
ま
た
︑
う
な
じ
や
首
に
あ
る
こ
う
し
た
厄
介
さ
を
ギ
リ
シ
ア
人
は

な
ん
と
感
じ
取
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
し
て
な
ん
と
き
っ
ぱ
り
と
︑
な

ん
と
見
事
に
︑
身
体
が
︑
身
体
的
な
も
の
が
そ
こ
で
突
出
す
る
の
で
し
ょ

う
か
︒
皆
さ
ん
な
ら
皇
帝
の
肖
像
に
も
見
出
し
ま
す
ギ
リ
シ
ア
人
の
図
太

い
う
な
じ
は
︑
ギ
リ
シ
ア
人
の
鼻
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
合
い
で
考
え
ら

れ
︑
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
︒
あ
ま
り
に
も
個
性
的
な
も
の
の
危
険
︑

不
明
瞭
︑
浅
は
か
さ
に
逆
ら
っ
て
い
ま
す
︒
私
た
ち
の
内
な
る
役
者
に
逆

ら
っ
て
の
こ
と
で
す
︒
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
も
し
く
は
セ
イ
レ
ン
を
と
ら
え
た

想
像
力
の
持
ち
主
以
上
に
︑
う
な
じ
の
付
け
根
に
あ
る
厄
介
を
感
じ
る
こ

と
を
︑
誰
が
他
に
で
き
た
で
し
ょ
う
か
︒
想
像
力
の
同
じ
流
れ
は
︑
う
な

じ
か
ら
上
が
り
頭
蓋
へ
流
れ
て
頭
蓋
を
支
え
︑
次
に
鼻
を
額
か
ら
落
と
す

の
で
す
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
う
な
じ
と
顔
は
一
緒
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
こ

の
よ
う
に
し
て
矛
盾
は
避
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
︒
な
ん
と
矛
盾
が
あ
り

続
け
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
そ
れ
は
い
か
な
る
瞬
間
で
あ
れ
な
ん
と

明
瞭
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
顔
に
は
い
ま
だ
若
さ
が
あ
り
︑
う
な
じ
に
は

既
に
齢
が
︑
経
験
や
知
恵
の
類
い
ま
で
が
あ
り
ま
す
︒
病
や
死
が
あ
る
こ

と
も
多
い
で
す
︒
こ
の
場
合
︑
例
に
よ
っ
て
心
理
学
は
生
理
学
と
区
別
さ

れ
ま
せ
ん
︒
死
を
恐
れ
て
い
る
意
志
強
固
な
者
が
後
方
か
ら
前
方
へ
と
死

の
手
に
帰
し
て
死
ぬ
さ
ま
を
︑
私
に
は
容
易
に
想
像
で
き
る
の
で
す
︒
確

か
に
こ
う
し
た
死
は
死
因
と
な
る
病
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
が
︑
し
か
し
ど

の
人
も
専
ら
自
分
の

4

4

4

病
で
死
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
死
ぬ
た
め
に
人
が
必

ず
暴
行
を
受
け
て
い
た
の
あ
れ
ば
︑
皆
さ
ん
は
顔
立
ち
を
見
て
暴
行
を
読

み
取
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
顔
に
き
り
傷
か
き
傷
が
あ
り
︑
い
ま
や
き
り
傷

か
き
傷
が
す
っ
か
り
顔
立
ち
と
な
っ
て
そ
の
人
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
人
た

ち
が
い
る
の
で
す
︒
最
も
外
的
な
も
の
は
︑
変
身
可
能
な
者
に
と
っ
て
︑

常
に
最
も
内
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
変
身
不
可
能
な
者
だ
け
が
必
ず
区

別
︑
分
断
を
行
う
の
で
す
︒
顔
に
あ
る
特
定
の
し
わ
が
ま
ず
も
っ
て
何
ら

か
の
肉
体
的
な
病
︑
体
質
的
欠
陥
︑
胃
病
な
ど
し
か
表
わ
さ
な
い
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
し
か
し
︑
ま
さ
に
そ
こ
に
こ
そ
︑
人
間
の
咎
︑

罪
︑
悪
が
︑
究
極
か
つ
内
奥
の
無
力
と
苦
悶
が
出
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
︒

前
後
の
矛
盾
に
話
し
を
戻
し
ま
す
と
︑
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
前
か
ら
見
ら

れ
る
か
後
ろ
か
ら
見
ら
れ
る
か
で
︑
人
が
ま
っ
た
く
違
う
歩
き
方
を
す
る

こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
前
か
ら
見
ま
す
と
一
人
の
紳
士

が
︑
後
方
か
ら
見
ま
す
と
教
師
が
歩
い
て
い
る
の
で
す
︒
前
か
ら
で
す
と

某
氏
が
い
て
︑
他
人
に
も
た
ら
す
印
象
に
随
分
と
気
を
使
い
︑
四
方
八
方

か
ら
挨
拶
さ
れ
る
こ
と
に
心
の
準
備
を
し
て
い
ま
す
︒
後
ろ
か
ら
で
す

と
︑
一
日
中
デ
ス
ク
の
前
で
書
い
た
り
計
算
し
た
り
し
な
が
ら
座
っ
て
い

る
ワ
ー
ク
チ
ェ
ア
を
︑
両
足
に
挟
ん
だ
ま
ま
な
の
で
す
︒

う
な
じ
と
顔
の
間
に
あ
る
移
行
も
し
く
は
対
立
は
︑
従
い
ま
し
て
︑
後

ろ
と
前
︑
更
に
は
上
と
下
の
︑
背
と
腹
の
移
行
も
し
く
は
対
立
な
の
で
す
︒

人
間
の
場
合
は
動
物
の
場
合
ほ
ど
は
っ
き
り
と
し
て
お
ら
ず
︑
動
物
の
場

合
と
な
り
ま
す
と
︑
背
を
身
体
の
光
側
︑
腹
を
身
体
の
夜
側
と
言
い
た
く

な
り
ま
す
︒
こ
う
し
た
こ
と
に
は
動
物
の
か
な
り
リ
ズ
ム
の
あ
る
も
の
が

関
連
し
︑
動
物
の
方
が
大
地
と
結
び
つ
き
大
地
に
近
い
と
い
う
こ
と
︑
動

物
の
盛
り
が
完
全
に
周
期
的
で
︑
時
間
と
空
間
に
左
右
さ
れ
︑
さ
ら
に
周

遊
す
る
惑
星
の
意
味
で
周
期
的
だ
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
の
で
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す
︒
更
に
は
︑
動
物
が
尺
度
を
有
し
な
い
こ
と
︑
言
語
を
有
し
な
い
こ
と

と
関
連
し
て
い
ま
す
︒
言
語
に
お
い
て
は
︑
先
に
言
っ
て
お
き
ま
す
と
︑

事
物
の
表
と
裏
︑
昼
と
夜
の
側
が
一
つ
に
な
っ
て
お
り
︑
入
り
交
じ
っ
て

い
る
の
で
す
︒
従
い
ま
し
て
︑
言
語
と
い
う
半
透
明
物
︑
透
明
画
が
あ
り
︑

言
語
と
い
う
本
質
的
に
具
象
的
で
あ
り
︑
そ
の
限
り
に
お
い
て
極
め
て
十

分
な
も
の
も
あ
り
ま
す
︒
こ
う
し
た
半
透
明
で
あ
り
透
明
画
で
あ
る
言
語

し
か
事
物
に
妥
当
し
ま
せ
ん
︒
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
︑
言
語
は
事
物
か

ら
人
間
の
中
に
汲
み
取
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
︒
す
べ
て
の
概

念
は
そ
れ
自
体
︑
観
相
学
的
に
言
い
ま
す
と
︑
歪
曲
で
あ
り
︑
誇
張
で
あ

り
︑
中
心
が
空
な
の
で
す
︒

観
相
学
が
厄
介
で
あ
り
な
が
ら
︑
し
か
し
そ
れ
で
い
て
か
な
り
魅
力
に

富
む
点
は
︑
本
質
と
言
語
を
分
け
る
こ
と
が
私
た
ち
に
許
さ
れ
て
い
な
い

事
に
あ
り
ま
す
︒
観
相
学
の
厄
介
な
点
は
動
き
の
あ
る
事
物
の
解
釈
に
あ

る
と
私
は
別
の
所
（﹃
数
と
顔
﹄） （
12
）
で
言
い
ま
し
た
が
︑
こ
こ
で
は
補
足

と
し
て
こ
う
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
︒
動
き
の
あ
る
事
物
は
ま
さ
に
話
す

事
物
で
あ
る
︑
あ
る
い
は
動
き
の
あ
る
も
の
の
解
釈
と
は
話
す
事
物
を
解

釈
す
る
こ
と
︑
も
し
く
は
事
物
が
喋
る
間
に
す
る
解
釈
を
ほ
と
ん
ど
意
味

す
る
の
で
す
と
︒
吝
嗇
あ
る
い
は
何
ら
か
の
他
の
悪
徳
あ
る
い
は
美
徳
と

特
性
と
も
な
れ
ば
︑
た
と
え
こ
の
吝
嗇
が
ま
さ
に
言
語
で
な
い
に
し
て

も
︑
実
に
容
易
に
顔
に
配
置
さ
れ
る
で
し
ょ
う
︒
し
か
も
ど
ん
な
特
性
に

つ
い
て
も
同
じ
こ
と
で
す
︒
私
た
ち
は
事
物
に
変
身
せ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
︒
そ
れ
は
た
だ
ひ
と
え
に
事
物
が
し
ゃ
べ
り
︑
言
語
を
持
つ
か
ら
で
あ

り
︑
動
き
の
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
︒
変
身
は
言
語
を
通
じ
て
起
こ
り
ま

す
︒
こ
の
意
味
で
は
︑
死
ん
で
い
て
︑
沈
黙
し
︑
変
身
で
き
な
い
︑
形
の

な
い
事
物
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
︒
山
か
ら
流
れ
落
ち
る
水
に
よ
っ
て
洗
わ
れ

て
滑
ら
か
な
丸
み
を
お
び
た
小
石
に
︑
皆
さ
ん
は
地
球
の
球
体
と
軌
道
を

再
び
見
出
し
ま
す
︒
そ
の
よ
う
に
石
は
形
を
持
つ
の
で
す
︒
皆
さ
ん
は
地

球
を
打
ち
砕
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
︑
こ
の
石
の
形
を
無
く
し
て
し

ま
お
う
と
思
っ
て
叩
き
打
ち
砕
く
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
︒
無
形
式
で
あ

り
︑
そ
れ
ゆ
え
変
身
で
き
な
い
も
の
は
︑
無
だ
け
で
あ
り
︑
私
た
ち
が
無

の
中
に
入
れ
る
も
の
だ
け
な
の
で
す
︒

十
三動

物
が
言
語
を
持
た
な
い
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
尺
度
を
持
た
な

い
︑
と
私
は
言
い
ま
し
た
︒ （13
）
そ
れ
で
動
物
は
目
を
大
地
に
向
け
た
ま
ま

で
あ
る
︒
こ
の
尺
度
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
も
う
少
し
触
れ
て
お
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
︒

私
た
ち
が
既
に
話
題
に
し
た
二
つ
の
線
︑
つ
ま
り
目
の
水
平
線
と
額
や

鼻
の
垂
直
線
と
は
︑
か
つ
て
の
観
相
学
者
た
ち
の
教
え
に
よ
り
ま
す
と
︑

一
緒
に
な
っ
て
十
字
を
作
り
ま
す
︒
そ
れ
は
白
色
人
種
が
有
す
る
人
間
の

顔
を
動
物
の
顔
か
ら
隔
て
る
十
字
で
も
あ
り
︑
細
い
目
を
も
つ
人
間
の
顔

と
は
違
う
特
徴
づ
け
を
行
う
十
字
で
も
あ
り
ま
す
︒
も
し
こ
う
し
た
見
解

に
応
じ
る
の
で
し
た
ら
︑
何
の
留
保
も
無
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
︑
こ
こ
で
実
際
に
問
題
に
な
る
の
は
︑
私
た
ち
に
加
え
ら
れ
た
座
標

系
の
よ
う
な
も
の
︑
顔
に
あ
る
天
秤
︑
極
め
て
見
事
で
あ
る
唯
一
無
二
の

直
角
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
そ
の
も
の
が
自
然
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
こ
の

直
角
︑こ
の
座
標
系
︑（
二
つ
の
梁
も
し
く
は
枝
と
し
て
の
）
是ヤ
ー
と
非ナ
イ
ンか
ら
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な
る
十
字
こ
そ
が
︑
尺
度
︑
理
性
を
意
味
し
︑
白
色
人
種
の
人
間
︑
と
り

わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
特
有
の
理
性
を
ま
さ
に
意
味
し
て
い
る
と
い
う
の

で
す
︒
こ
の
印
と
共
に
︑
私
た
ち
は
時
代
や
場
所
に
結
び
つ
い
て
い
る
の

で
は
な
く
︑
そ
の
代
り
に
私
た
ち
自
身
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
︒
そ
れ
で

私
た
ち
は
自
分
自
身
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
︑
本
心
を
隠
し

た
り
︑
自
己
否
定
を
し
た
り
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
︒
私
た
ち
の
内

に
あ
る
他
の
も
の
は
す
べ
て
変
身
で
あ
り
︑
動
き
で
あ
り
︑
デ
ー
モ
ン
で

あ
り
ま
す
︒
デ
ー
モ
ン
に
は
こ
こ
で
言
う
尺
度
が
欠
け
て
い
る
の
で
す
︒

こ
う
し
た
理
性
の
力
︑
こ
う
し
た
尺
度
の
力
を
か
り
て
︑
私
た
ち
は
必

然
と
自
由
︑
現
実
と
理
念
︑
自
然
と
人
工
と
い
う
両
方
の
国
︑
顔
の
国ラ
イ
ヒと

仮
面
の
国ラ
イ
ヒと
を
区
別
し
ま
す
︒
私
た
ち
が
理
性
︑
尺
度
を
持
た
な
い
と
こ

ろ
で
は
︑
こ
の
よ
う
に
行
う
分
類
は
意
味
を
な
し
ま
せ
ん
︒
デ
ー
モ
ン
に

と
っ
て
︑
あ
る
い
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
に
と
っ
て
︑
こ
う
し
た
分

類
は
存
在
し
ま
せ
ん
︒
そ
の
よ
う
に
︑
し
か
も
そ
れ
故
に
︑
デ
ー
モ
ン
は

存
在
す
る
の
で
す
︒
彼
ら
は
い
つ
で
あ
れ
改
め
て
両
世
界
を
ひ
っ
く
り
返

し
て
は
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
し
て
し
ま
い
︑
彼
ら
の
顔
は
い
つ
で
あ
れ
同
時
に

彼
ら
の
仮
面
で
あ
り
ま
す
︒
も
し
私
た
ち
が
尺
度
を
持
た
な
い
と
し
ま
し

た
ら
︑
私
た
ち
が
未
開
民
族
の
踊
り
子
と
は
違
い
自
分
た
ち
の
顔
の
代
り

に
仮
面
を
つ
け
て
い
る
の
か
ど
う
か
︑
皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
で
し
ょ
う

（
仮
面
に
は
是ヤ
ー
と
非ナ
イ
ンの
争
い
︑も
し
く
は
交
差
が
あ
り
ま
せ
ん
︒そ
れ
で
仮

面
は
歪
ん
で
い
ま
す
︒
是ヤ
ー
は
非ナ
イ
ンに
よ
っ
て
交
差
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
ま
さ
に

歪
ん
で
い
る
の
で
す
︒
こ
れ
が
仮
面
の
意
味
で
あ
り
ま
す
）︒

こ
こ
で
の
理
性
も
し
く
は
尺
度
は
神
を
動
物
と
結
び
つ
け
︑
同
時
に
動

物
か
ら
切
り
離
し
ま
す
︒
心
を
揺
さ
ぶ
る
本
質
的
で
非
カ
ン
ト
的
な
別
の

理
性
を
持
ち
合
わ
す
モ
ン
ゴ
ル
人
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
に
お
い
て
は
︑
動

物
は
か
な
り
神
の
心
に
か
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
た
め
神
に
は
人
間
よ
り
も

動
物
に
入
り
込
む
こ
と
が
も
っ
と
容
易
い
の
で
す
︒
完
全
に
デ
モ
ー
ニ
ッ

シ
ュ
で
あ
り
︑
私
た
ち
の
意
味
合
い
で
は
無
尺
度
で
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

徒
の
芸
術
も
︑
私
は
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
し
て
お
き
ま
す
︒
岩
塊
に
刻

み
込
ま
れ
た
エ
ロ
ー
ラ
︹
イ
ン
ド
中
部
の
村
︺
と
エ
レ
フ
ァ
ン
タ
︹
ボ
ン
ベ

イ
湾
内
の
島
︺
の
石
窟
寺
院
は
︑
そ
こ
に
自
然
と
人
工
の
境
界
︑
と
り
わ
け

私
た
ち
に
と
っ
て
の
そ
う
し
た
境
界
が
無
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
︒
従
い
ま
し
て
︑
こ
の
場
合
︑
人
工
は
こ
と
ご
と
く
関

連
し
合
っ
て
お
り
︑
一
方
が
他
方
の
中
に
存
在
し
ま
す
︒
そ
れ
も
︑
私
た

ち
に
す
れ
ば
無
尺
度
で
は
あ
る
も
の
の
︑
こ
う
し
た
唯
一
の
実
際
に
あ
る

人
工
の
中
で
は
そ
れ
に
固
有
の
運
動
（
理
念
と
し
て
の
運
動
）
と
な
っ
て

い
る
も
の
に
よ
っ
て
︑
先
の
関
連
が
生
じ
て
い
る
の
で
す
︒
人
工
の
分
離

は
逆
に
静
寂
を
理
念
と
し
て
︑
原
理
と
し
て
包
み
込
み
ま
す
︒
つ
ま
り
︑

そ
う
し
た
分
離
は
ギ
リ
シ
ア
的
で
あ
り
︑
理
性
的
で
あ
り
︑
尺
度
に
満
ち

て
い
る
も
の
な
の
で
す
︒

尺
度
と
し
て
の
理
性
が
さ
ら
に
意
味
す
る
こ
と
︑
そ
れ
は
観
相
学
者
に

直
接
関
わ
る
か
な
り
重
要
な
こ
と
で
す
が
︑
人
間
の
内
︑
人
間
の
有
機
体

中
に
は
（
そ
う
し
た
理
性
ゆ
え
に
）
単
純
な
数
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
神

秘
的
尺
度
も
（
そ
れ
に
角
度
に
関
す
る
そ
う
し
た
尺
度
も
）
比
率
も
有
り

ま
せ
ん
︒
し
か
も
そ
れ
故
に
美
は
尺
度
と
数
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
︒
た
だ
そ
れ
だ
け
で
自
然
は
人
工
で
は
な
く
︑
逆
も
然
り
で
あ
り
ま

す
︒た
だ
そ
れ
だ
け
で
両
者
と
も
に
無
限
な
の
で
す
︒た
だ
有
限
の
世
界
︑

言
葉
と
事
物
が
一
致
す
る
世
界
に
だ
け
限
り
ま
す
と
︑
そ
う
し
た
単
純
な
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数
比
が
あ
り
得
ま
し
ょ
う
︒
そ
う
な
り
ま
す
と
︑
幾
何
学
は
自
然
と
人
工

の
統
一
︑
数
は
世
界
の
中
身
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
自
然
は
角
度
に
満

ち
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
数
は
作
ら
れ
る
前
か
ら
既
に
指
示

す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒
前
も
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
︒
沈
黙
︑
死
な
の
で
し
ょ
う
か
︒

存
在
す
る
者
の
有
機
体
も
し
く
は
顔
に
あ
る
単
純
な
数
比
が
﹁
真
﹂
で

あ
る
の
と
は
違
っ
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
十
字
架
は
座
標
系
で
は
あ
り
ま
せ

ん
︒
十
字
架
が
座
標
系
で
あ
る
こ
と
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

︹
一
七
七
二－

一
八
二
九
年
︒
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
理
論
的
指
導
者
︺
に
よ
っ

て
彼
な
り
の
大
仰
で
軽
率
な
や
り
方
で
主
張
さ
れ
た
こ
と
と
は
違
い
ま

す
︒
何
し
ろ
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
唱
え
た
命
題
で
は
︑
最
後
の
審
判
の
日
に

宇
宙
の
星
が
集
結
し
︑
天
空
で
巨
大
な
金
の
十
字
架
を
築
く
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
で
す
︒
も
っ
と
も
キ
リ
ス
ト
教
の
運
命
論
者
︑
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派

の
者
︑
予
め
数
で
定
め
ら
れ
た
者
に
と
っ
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
十
字
架
は

確
か
に
尺
度
で
あ
り
︑
理
性
で
あ
り
︑
秩
序
で
あ
り
︑
座
標
系
で
あ
り
ま

す
︒
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
︑
円
積
法
︹
円
と
等
積
の
正
方
形
を
作
れ
と

い
う
歴
史
的
に
有
名
な
作
図
不
能
問
題
︺
は
数
で
定
め
ら
れ
た
自
ら
の
肉
体

が
復
活
す
る
と
同
時
に
そ
う
し
た
復
活
の
最
中
で
解
決
さ
れ
︑
可
能
と
な

る
の
で
す
︒
そ
れ
ら
全
て
は
関
連
し
合
い
︑
あ
る
物
と
あ
る
物
と
の
関
連

の
中
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

十
四私

た
ち
は
幾
つ
か
の
例
を
あ
げ
な
が
ら
説
明
を
試
み
た
二
つ
の
見
解
の

分
析
と
比
較
に
い
ま
取
り
か
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒

表ア
オ
ス
ド
ル
ッ
ク
情
よ
り
も
顔
の
形
や
そ
の
構
成
要
素
を
よ
り
多
く
考
察
す
る
第

一
の
見
解
︑
そ
れ
は
︑
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
︑
微
分
法
的
な
見
解
と

は
異
な
る
構
成
的
な
見
解
で
す
が
︑
こ
う
し
た
見
解
に
関
し
ま
し
て
か
な

り
は
っ
き
り
と
言
え
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
見
解
が
二

つ
の
世
界
を
設
け
て
お
り
︑
一
つ
は
存
在
す
る
世
界
︑
も
う
一
つ
は
意
味

を
示
す
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
あ
る
い
は
ま
た
一
方
が

原ウ
ァ
ザ
ッ
へ
因
の
世
界
︑
他
方
が
結
ヴ
ィ
ル
ク
ン
グ
果
の
世
界
で
あ
り
ま
す
（
魂
は
身
体
の
原
因

で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
命
題
は （
14
）︑
古
代
の
形
態
学
も
古
代

の
観
相
学
も
ど
ち
ら
も
特
徴
づ
け
る
の
で
す
）︒
更
に
は
︑
主
語
の
世
界
と

述
語
の
世
界
で
あ
り
︑
内
面
の
世
界
と
外
面
の
世
界
で
あ
り
︑
皆
さ
ん
が

存
在
し
て
い
る
世
界
と
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
世
界
で
あ
り
︑
隠

さ
れ
た
世
界
と
開
い
て
い
る
世
界
で
あ
り
︑
美
徳
︑
功
績
の
世
界
と
幸
運
︑

偶
然
の
世
界
で
も
あ
り
ま
す
︒

皆
さ
ん
が
こ
う
し
た
世
界
像
を
二
元
論
的
世
界
像
と
名
づ
け
︑
更
に
二

元
論
を
実
践
的
で
活
動
的
な
人
間
の
前
提
と
み
な
す
か
ど
う
か
は
︑
私
た

ち
の
目
的
に
と
り
ま
し
て
は
関
係
の
な
い
こ
と
な
の
で
す
︒
大
事
な
こ
と

は
︑
私
た
ち
が
類
型
と
名
づ
け
る
も
の
に
こ
の
二
つ
の
世
界
︑
つ
ま
り

存ザ
イ
ン在
と
意ベ
ド
イ
ト
ゥ
ン
グ

味
作
用
の
世
界
が
ま
と
ま
っ
て
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
︒
言
い
換
え
ま
す
と
︑
長
く
際
立
つ
耳
が
臆
病
を
意
味
す
る
と
か
︑

あ
る
い
は
臆
病
が
第
一
原
因
と
し
て
長
く
際
立
つ
耳
を
も
た
ら
す
と
い
う

よ
う
な
主
張
は
︑
あ
る
一
つ
の
条
件
に
お
い
て
し
か
正
し
く
あ
り
ま
せ

ん
︒
そ
れ
は
︑
つ
ま
り
︑
皆
さ
ん
が
硬
直
し
た
世
界
︑
与
え
ら
れ
立
証
さ

れ
た
実
際
に
あ
る
世
界
︑
考
え
抜
か
れ
た
世
界
を
認
め
る
と
い
う
条
件
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か
︑
あ
る
い
は
言
葉
と
事
物
と
が
符
合
す
る
世
界
︑
ま
さ
に
類
型
の
世
界

を
想
定
す
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
で
す
︒
私
た
ち
は
講
壇
哲
学
を
凌
ぐ

と
思
い
込
ん
で
い
る
書
物
に
お
い
て
︑
類
型
そ
れ
自
体
が
個
体
よ
り
も
高

度
な
秩
序
の
実
体
で
あ
る
と
い
う
︑
私
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
︑
G
・

フ
ェ
ヒ
ナ
ー
︹
一
八
〇
一－

一
八
八
七
年
︒
ド
イ
ツ
の
科
学
者
で
あ
り
︑
哲
学

者
で
︑
精
神
物
理
学
の
創
始
者
︺
に
遡
る
見
解
に
出
く
わ
す
こ
と
が
︑
折
に

触
れ
て
あ
り
ま
す
︒
こ
の
見
解
は
︑
こ
れ
に
似
た
別
の
見
解
で
︑
時
間
は

一
つ
の
次
元
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
と
ま
さ
に
同
じ
く
ら
い
間
違
っ
て

お
り
︑
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
実
際
に
は
︑
類
型
が
よ
り
高
度
な
秩
序
の

実
体
と
な
り
ま
す
の
は
︑
時
間
も
四
次
元
と
し
て
現
れ
ざ
る
を
得
な
い
よ

う
な
世
界 （
15
）︑
つ
ま
り
︑
す
で
に
終エ
ン
デ末
に
行
き
つ
い
た
︑
い
わ
ば
有エ
ン
ト
リ
ッ
ヒ

限
な

世
界
に
限
ら
れ
る
で
し
ょ
う
︒

従
い
ま
し
て
︑
硬
直
し
︑
予
め
定
め
ら
れ
︑
既
に
意
味
づ
け
が
さ
れ
︑

何
ら
か
の
や
り
方
で
四
次
元
に
な
っ
て
い
る
世
界
に
お
い
て
︑
類
型
は
生

き
て
お
り
︑
類
型
は
実
在
し
生
き
生
き
と
し
て
い
る
の
で
す
︒
あ
る
い
は

逆
の
言
い
方
を
し
ま
す
と
︑
こ
の
よ
う
に
硬
直
し
︑
予
め
定
め
ら
れ
た
︑

有エ
ン
ト
リ
ッ
ヒ

限
な
︑
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
世
界
で
は
類
型
だ
け
が
生
じ
る
の
で
あ

り
︑
個
体
が
生
じ
る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
（
あ
る
い
は
数
︑
聖
な
る
数
︑

類
型
の
類
型
で
あ
る
意
味
を
示
し
て
い
る
数
も
生
じ
ま
す
）︒
ど
の
運
動

も
︑
こ
の
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た
に
類
型
界
の
中
で
す
と
︑
結
果
を
原

因
か
ら
︑
言
葉
を
事
物
か
ら
︑
意
味
作
用
を
存
在
か
ら
引
き
離
さ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
︑
同
一
の
も
の
は
偶
然
の
産
物
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
︒

忘
れ
て
い
た
だ
き
た
く
な
い
の
で
す
が
︑
ど
の
地
点
で
あ
れ
ど
の
瞬
間

で
あ
れ
︑
外
が
内
と
︑
意ズ
ィ
ン味
が
存
在
と
一
致
す
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
リ
の

世
界
も
ま
た
運
動
が
な
い
か
︑
あ
る
い
は
見
せ
か
け
で
動
い
て
い
る
に
す

ぎ
ま
せ
ん
し
︑
そ
れ
故
に
彼
の
世
界
で
も
類
型
し
か
生
じ
ず
︑
い
か
な
る

個
体
も
生
き
ら
れ
な
い
の
で
す
︒

十
五観

相
学
に
対
し
て
ま
さ
に
言
わ
れ
た
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
を
示
し
得

る
の
で
し
ょ
う
か
︒
観
相
学
が
厳
密
に
は
類
型
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
︑
類
型
を
み
き
わ
め
て
頭
の
中
で
ま
と
め
る
以
上
の
こ
と
を
私
た
ち
に

教
え
な
い
こ
と
︑
私
た
ち
が
あ
る
類
型
そ
れ
自
体
を
速
く
見
き
わ
め
れ
ば

見
き
わ
め
る
ほ
ど
︑
存
在
す
る
も
の
の
意
味
作
用
を
︑
あ
る
い
は
一
つ
に

な
っ
て
い
る
意
味
作
用
と
存
在
を
そ
れ
だ
け
一
層
多
く
認
め
て
し
ま
う
こ

と
︑
以
上
の
意
味
を
示
し
得
る
の
で
す
︒
純
粋
な
個
体
は
︑
こ
う
し
た
類

型
と
並
び
ま
す
と
︑
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
か
︑
あ

る
い
は
個
別
ケ
ー
ス
︑
被
加
数
に
す
ぎ
な
い
か
︑
全
く
存
在
し
ま
せ
ん
︒

あ
る
社
会
︑
あ
る
種
族
︑
あ
る
国
民
︑
あ
る
時
代
が
類
型
に
富
め
ば
富

む
ほ
ど
︑
人
々
は
ま
す
ま
す
一
義
的
に
な
り
︑
ま
す
ま
す
深
く
な
り
︑

人
々
の
行
為
や
運
命
が
ま
す
ま
す
思
い
切
っ
た
も
の
と
な
り
︑
決
定
的
な

も
の
に
な
り
ま
す
︒
類
型
の
豊
か
さ
は
そ
の
明
白
さ
を
包
み
込
む
の
で

す
︒
類
型
が
明
白
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑
あ
る
民
衆
の
行
為
は
そ
れ
だ
け

一
層
︑
一
つ
の
知
︑
つ
ま
り
内
的
明
晰
さ
の
表
出
に
も
な
り
ま
す
︒
あ
る

民
衆
か
ら
類
型
形
成
の
こ
う
し
た
可
能
性
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
︑
そ
れ
は

民
衆
を
大
衆
に
す
る
こ
と
︑
去
勢
を
意
味
す
る
の
で
す
︒
そ
の
よ
う
な
民

衆
は
も
は
や
自
ら
の
内
か
ら
統
治
者
を
生
み
出
す
こ
と
も
な
く
︑
そ
れ
で
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他
国
民
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
私
は
こ
の
よ
う
に

主
張
し
な
が
ら
︑
類
型
と
統
治
者
が
表
裏
一
体
で
あ
り
︑
類
型
形
成
能
力

に
は
統
治
能
力
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
指
摘
だ
け
は
し
て
お
き
た

い
で
す
し
︑
究
極
の
根
本
に
お
い
て
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
︹
プ
ラ
ト
ン
が
考
え
た

世
界
の
形
成
者
︺
が
類
型
だ
け
で
個
々
の
ケ
ー
ス
を
作
り
出
す
必
要
が
な

か
っ
た
理
由
を
ま
ず
は
説
明
し
︑
人
間
も
ま
た
人
格
神
で
あ
る
デ
ミ
ウ
ル

ゴ
ス
に
（
時
間
的
に
）
ど
れ
だ
け
近
づ
い
て
生
き
て
き
た
か
に
応
じ
て
類

型
化
さ
れ
︑
一
義
化
さ
れ
︑
偉
大
に
な
っ
た
理
由
を
次
に
説
明
す
る
つ
も

り
で
す
︒
形
而
上
学
の
立
場
か
ら
人
格
神
に
対
し
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
何

で
あ
れ
︑
社
会
学
的
に
言
え
ば
︑
人
格
神
信
仰
は
人
間
を
一
層
強
く
︑
美

し
く
︑
あ
り
あ
り
と
し
た
︑
確
固
た
る
存
在
に
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
︒

十
六類

型
的
な
も
の
を
理
解
し
た
者
に
と
っ
て
︑
う
わ
べ
だ
け
の
も
の
は
何

も
存
在
し
ま
せ
ん
︒
う
わ
べ
だ
け
な
の
は
凡
庸
な
も
の
だ
け
で
す
︒
し
か

し
︑
凡
庸
め
い
た
も
の
な
ど
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
あ
る
い
は
む
し
ろ
凡

庸
な
も
の
と
い
う
先
入
観
し
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
そ
う
な

り
ま
す
と
︑
衣
装
︑
衣
服
が
真
の
人
間
あ
る
い
は
そ
の
魂
を
隠
す
と
い
う

こ
と
が
︑
凡
庸
な
も
の
と
い
う
一
つ
の
先
入
観
な
の
で
す
︒
そ
こ
で
類
型

の
持
つ
意
味
は
︑
衣
装
が
こ
う
し
た
人
間
た
ち
に
私
た
ち
を
打
ち
明
け
る

と
い
う
こ
と
か
︑
あ
る
い
は
人
間
が
自
ら
の
衣
装
︑
道
具
︑
家
具
︑
武
器

を
取
り
寄
せ
握
り
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
類
型
の
無
い
世

界
︑
地
位
︑
階
級
︑
序
列
の
無
い
社
会
と
な
り
ま
す
と
︑
顔
そ
れ
自
体
は

虚
栄
に
︑
つ
ま
り
︑
無
で
あ
り
︑
類
を
欠
き
︑
中
身
が
無
く
︑
視
野
に
納

め
ら
れ
ず
︑
存
在
し
な
い
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
︒
皆
さ
ん
は
指
物
師
か
ら

木
材
の
加
工
を
見
て
取
り
︑
鍛
冶
屋
か
ら
鉄
の
加
工
を
︑
仕
立
屋
か
ら
針

を
使
っ
て
の
柔
ら
か
い
布
の
加
工
を
︑
靴
屋
か
ら
は
千
枚
通
し
を
使
っ
て

の
硬
い
皮
の
加
工
を
見
て
取
り
ま
す
︒
動
物
を
つ
ぶ
す
者
を
そ
の
顔
に

よ
っ
て
動
物
を
飼
育
す
る
者
か
ら
容
易
く
区
別
す
る
で
し
ょ
う
︒
も
し
と

あ
る
卓
越
し
た
個
人
が
け
ち
で
あ
る
な
ら
ば
︑
皆
さ
ん
は
こ
の
人
物
か
ら

け
ち
を
︑
け
ち
と
い
う
情
熱
︑
偏
狭
︑
干
か
ら
び
を
顔
の
ど
こ
か
に
︑
鼻

に
︑
口
に
︑
手
に
見
て
取
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
但
し
多
く
は
ほ
ん
の
一
瞬

の
間
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒
こ
れ
と
は
逆
に
皆
さ
ん
は
︑
存
在
そ
の
も
の

が
完
全
に
無
頓
着
で
あ
る
個
人
に
︑
日
々
数
を
出
し
︑
数
字
を
並
べ
立
て

る
者
の
類
型
を
認
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
そ
の
人
の
顔
に
は
緊
張
が
無

く
︑
直
観
が
欠
け
て
い
る
よ
う
で
す
し
︑
ち
ょ
う
ど
山
積
み
の
数
︑
一
つ

の
数
字
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
︒
人
間
は
見
る
対
象
そ
の
も
の
に
な
る
の
で

す
︒
皆
さ
ん
が
顔
か
ら
何
よ
り
も
即
座
に
見
て
取
る
こ
と
は
︑
後
の
例
が

事
物
と
そ
の
関
連
を
見
る
者
に
ふ
さ
わ
し
く
︑
先
の
例
が
事
物
を
見
る
の

で
は
な
く
︑
事
物
を
次
々
に
取
り
替
え
交
換
す
る
者
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い

う
こ
と
以
外
に
何
も
あ
り
ま
せ
ん
︒

類
型
そ
れ
自
体
は
最
終
的
に
リ
ズ
ム
の
あ
る
関
係
に
ま
で
遡
り
ま
す
︒

類
型
と
リ
ズ
ム
は
一
致
す
る
の
で
す
︒
類
型
と
リ
ズ
ム
の
関
係
は
空
間
と

時
間
の
関
係
に
あ
り
ま
す
︒
偶
然
か
ら
な
る
︑
リ
ズ
ム
の
無
い
世
界
が
あ

る
と
し
ま
し
た
ら
︑
い
か
な
る
類
型
も
あ
り
得
な
い
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
ゆ

え
序
列
は
類
型
に
基
づ
く
序
列
で
あ
り
︑そ
れ
ゆ
え
︑
更
に
言
い
ま
す
と
︑

形
成
で
あ
り
︑
顔
の
世
界
に
し
か
あ
り
得
ま
せ
ん
︒
単
に
群
れ
を
な
す
人
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間
は
︑
内
的
法
則
に
よ
り
ま
す
と
︑
顔
で
は
な
く
︑
戯
画
か
ら
成
り
立
ち

ま
す
︒
現
代
の
大
都
市
に
住
む
人
間
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
︑
証
拠
は
十
分

で
す
（
私
は
﹃
数
と
顔
﹄
中
の
数
多
く
の
箇
所
を
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
参

照
指
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
） （
16
）︒

十
七類

型
や
身
分
に
か
か
わ
る
諸
々
の
美
徳
は
︑
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
人
間
と

世
界
の
一
致
に
基
づ
き
ま
す
︒
そ
れ
ら
は
禁
欲
的
な
美
徳
と
は
種
類
や
序

列
を
違
え
︑
あ
る
階
層
︑
あ
る
階
級
︑
あ
る
都
市
︑
あ
る
種
族
の
中
で
有

効
な
の
で
す
︒
そ
れ
ら
は
身
分
あ
る
い
は
階
級
が
あ
る
と
こ
ろ
に
し
か
あ

り
ま
せ
ん
︒
常
に
肯
定
的
で
あ
り
︑
完
全
に
幸
福
で
も
あ
り
ま
す
︒
類
型

的
な
人
間
そ
の
も
の
に
と
り
ま
し
て
は
︑
ホ
メ
ロ
ス
の
世
界
に
属
そ
う

と
︑
現
代
の
世
界
に
属
そ
う
と
︑
美
徳
が
幸
福
を
も
た
ら
し
︑
そ
の
逆
︑

つ
ま
り
︑
幸
福
が
能
力
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
︑
あ
る
種
族
︑
あ
る
民
族
︑

あ
る
い
は
あ
る
時
代
が
新
し
い
類
型
を
生
み
出
す
力
が
あ
る
限
り
︑
そ
う

し
た
も
た
ら
し
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒

個
人
主
義
者
に
と
っ
て
︑
カ
ン
ト
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
継
承
者
に
と
っ

て （
17
）︑
美
徳
と
幸
福
の
同
一
視
は
誤
り
で
あ
る
か
︑
単
な
る
ト
ー
ト
ロ

ジ
ー
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
ま
す
︒
機
械
と
大
き
な
数
が
こ
う
し
た
類
型
や

身
分
に
か
か
わ
る
美
徳
を
︑
幸
福
と
し
て
の
美
徳
も
し
く
は
美
徳
と
し
て

の
幸
福
を
否
定
し
︑
無
に
帰
せ
し
め
︑
少
な
く
と
も
疑
問
視
し
た
の
だ
︑

と
言
っ
て
も
い
い
の
で
す
︒
ア
メ
リ
カ
人
以
上
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ

て
は
そ
う
で
あ
り
ま
す
︒
見
た
と
こ
ろ
︑
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
機
械
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
よ
り
も
類
型
形
成
の
邪
魔
に
な
っ
て
お
り
ま
せ

ん
︒ （18
）
私
た
ち
は
合
衆
国
の
ア
メ
リ
カ
人
が
ま
さ
に
機
械
の
時
代
に
お
け

る
︑
こ
う
し
た
時
代
か
ら
生
ま
れ
た
新
し
い
類
型
だ
と
見
な
し
て
も
構
わ

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
そ
う
し
た
類
型
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が

今
日
広
め
て
い
る
よ
り
も
︑
表
面
的
で
︑
浅
薄
で
は
あ
る
も
の
の
︑
し
か

し
そ
の
代
わ
り
特
定
化
さ
れ
︑
効
果
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
︒
ア
メ
リ
カ
人
に
つ
い
て
は
︑
古
代
以
降
︑
再
び
同
一
性
の
世
界
に
︑

そ
れ
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ま
さ
に
深
層
を
損
ね
な
が
ら
生
き
て
い
る
最

初
の
者
だ
と
言
っ
て
し
ま
い
た
く
な
る
の
で
す
︒
こ
う
し
た
幾
何
学
的

で
︑
表
面
的
で
︑
浅
薄
で
す
が
︑
し
か
し
そ
の
代
わ
り
非
常
に
特
定
化
さ

れ
て
い
る
も
の
は
︑
ア
メ
リ
カ
人
の
顔
つ
き
か
ら
見
て
取
る
こ
と
が
で

き
︑
機
械
か
ら
そ
う
し
た
顔
つ
き
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
︒
そ
れ

は
︑
地
上
に
い
る
何
れ
か
の
他
者
以
上
に
プ
ロ
イ
セ
ン
人
が
ひ
ょ
っ
と
す

る
と
苦
し
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
自
発
性
の
欠
如
で
は
決
し
て
あ
り
ま

せ
ん
︒
む
し
ろ
自
発
的
な
も
の
と
機
械
的
な
も
の
と
の
入
り
混
じ
り
で
あ

り
︑
非
常
に
生
き
生
き
と
し
て
お
り
︑
間
違
い
な
く
価
値
あ
る
浅
薄
︑
表

面
な
の
で
す
︒

個
人
主
義
そ
の
も
の
は
︑
文
芸
と
人
生
の
最
大
限
の
隔
た
り
を
引
き
起

こ
し
た
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
隔
た
り
を
意
味
し
て
も
い
ま
す
︒
人
間
が
類

型
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
︑
こ
の
隔
た
り
は
わ
ず
か
に
な
る
か
︑
あ
る
い

は
個
人
の
創
造
力
が
ま
す
ま
す
尺
度
︑
韻
律
︑
形
式
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
︒
古
代
人
の
文
芸
は
類
型
的
で
し
た
︒
文
学
形
式
に
お
け
る
厳

密
に
認
め
ら
れ
た
相
違
︑
つ
ま
り
変
化
す
る
韻
律
は
︑
当
時
の
社
会
に
お

け
る
類
型
の
豊
富
さ
に
対
応
し
て
い
ま
す
︒
こ
う
し
た
形
式
世
界
︑
類
型
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世
界
の
完
全
な
解
体
は
︑
我
ら
が
文
壇
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
り
︑
自
ら
精

神
的
な
人
間
と
名
乗
り
た
が
る
人
々
の
所
業
な
の
で
す
︒
小
説
と
い
う
も

の
は
も
は
や
小
説
で
は
な
く
︑
悲
劇
は
も
は
や
悲
劇
で
は
な
く
︑
喜
劇
と

い
う
も
の
は
も
は
や
喜
劇
で
は
な
く
︑
他
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
よ

う
に
人
間
は
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失
っ
て
お
り
︑
か
え
っ
て
一

つ
の
試
み
と
な
り
︑
撤
回
ま
で
も
が
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
な
り
︑
俳
優
で

あ
り
︑
内
的
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
る
の
で
す
︒
ア
メ
リ
カ
人
の
中
で

す
と
︑
こ
う
し
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
は
︑
そ
れ
が
存
在
す
る
の

で
あ
れ
ば
︑
い
ま
だ
に
魂
が
あ
り
ま
す
︒
た
だ
そ
の
よ
う
に
ウ
ォ
ル
ト
・

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
︹
一
八
一
九－
一
八
九
二
年
︒
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
︺
と
い
う
人

物
は
理
解
さ
れ
う
る
の
で
す
︒
そ
の
重
要
性
は
あ
る
特
別
な
や
り
方
で
比

類
な
さ
に
あ
り
︑そ
の
比
類
な
さ
は
︑
私
が
ア
メ
リ
カ
的
存
在
の
浅
薄
さ
︑

そ
う
し
た
存
在
の
二
次
元
性
と
名
付
け
た
も
の
と
完
全
に
相
関
的
で
あ
り

ま
す
︒
そ
れ
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
作
品
の
無
形
式
に
も
合
致
す
る
の
で
す
︒

十
八類

型
が
い
ま
だ
豊
富
だ
っ
た
十
八
世
紀
は
︑
美
徳
と
幸
福
の
一
致
を
あ

え
て
守
り
通
し
て
要
求
す
る
最
後
の
世
紀
で
し
た
︒
そ
れ
か
ら
カ
ン
ト
が

現
れ
︑
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
起
き
た
の
で
す
︒ （19
）
と
も
に
そ
う
し
た
同
一
性

を
打
ち
砕
き
ま
し
た
︒
こ
こ
に
は
カ
ン
ト
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
間
に
あ
る

運
命
共
同
体
が
存
す
る
の
で
す
︒
こ
の
共
同
体
が
カ
ン
ト
の
せ
い
だ
と
非

難
す
る
こ
と
は
︑
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
せ
い
で
は
な
い
と
し
た
り
︑
も
し
く

は
共
同
体
を
否
定
し
た
り
す
る
こ
と
と
同
じ
く
︑
馬
鹿
げ
て
い
ま
す
︒

す
べ
て
の
英
雄
的
行
為
︑
す
べ
て
の
宗
教
は
︑
個
人
的
な
も
の
と
類
型

的
な
も
の
の
間
に
あ
る
溝
を
埋
め
る
こ
と
︑
新
し
い
人
間
︑
新
し
い
類
型

を
作
り
出
す
こ
と
を
目
指
す
の
で
す
︒
十
九
世
紀
の
過
ち
は
︑
進
歩
が
決

し
て
な
し
得
な
い
こ
と
を
進
歩
か
ら
期
待
し
て
い
た
こ
と
で
し
た
︒
そ
れ

も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
深
層
世
界
に
お
い
て
︒
従
っ
て
︑
十
九
世
紀
の
人
間

を
か
な
り
特
徴
づ
け
る
深
い
分
裂
が
︑
そ
の
顔
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の

で
す
︒

十
九個

々
の
人
間
が
自
分
の
種
族
よ
り
も
自
分
自
身
に
結
び
つ
い
て
い
る
と

感
じ
れ
ば
感
じ
る
ほ
ど
︑
そ
れ
だ
け
一
層
︑
美
徳
が
幸
福
に
な
っ
て
い
る

ば
か
り
で
は
な
く
︑
こ
の
幸
福
（
成
功
︑
歓
喜
︑
活
気
）
が
美
徳
に
な
っ

て
い
ま
す
︒
野
蛮
人
︑
ジ
プ
シ
ー
︑
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
個
性
と
い
う
概
念

を
無
意
味
だ
と
思
っ
て
い
る
人
間
は
︑
印
を
顔
で
は
な
く
︑
星
︑
カ
ー
ド
︑

砂
︑
手
の
ひ
ら
の
線
か
ら
読
み
取
る
の
で
す
︒
そ
の
者
に
と
っ
て
こ
れ
ら

の
表
ア
オ
ス
ド
ル
ッ
ク
出
は
︑
ち
ょ
う
ど
私
た
ち
に
と
っ
て
の
筆
跡
や
顔
つ
き
と
同
じ
よ

う
に
︑
意
味
が
あ
り
ま
す
︒
父
権
的
な
社
会
に
お
い
て
︑
あ
る
人
が
他
人

と
︑
息
子
が
父
親
と
似
れ
ば
似
る
ほ
ど
︑
あ
る
一
族
の
子
孫
す
べ
て
か
ら

権
力
欲
か
肉
欲
か
何
ら
か
の
特
性
が
見
て
取
れ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
︑

ま
す
ま
す
意
味
を
失
う
の
で
す
︒
こ
う
し
た
点
に
︑
個
人
で
は
な
く
︑
お

そ
ら
く
種
族
に
特
有
の
深
さ
が
︑
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
私
た
ち
が
種
族

の
顔
か
ら
特
性
を
読
み
取
れ
な
い
と
い
う
計
り
知
れ
な
い
深
さ
が
︑
こ
の

上
な
く
は
っ
き
り
と
あ
り
ま
す
︒
た
だ
こ
の
こ
と
の
た
め
だ
け
に
︑
こ
う
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し
た
深
さ
の
た
め
だ
け
に
︑
血
の
た
め
だ
け
に
︑
特
性
は
運
命
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
︒
こ
の
運
命
は
星
の
運
行
︑
砂
の
模
様
︑
カ
ー
ド
の
結
果
︑

手
の
ひ
ら
の
線
か
ら
読
み
取
ら
れ
ま
す
︒
ち
ょ
う
ど
顔
つ
き
か
ら
読
み
取

ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
で
す
︒

二
十﹁

ラ
ン
キ
ュ
ヌ
﹂︹
恨
み
︺︑
あ
る
い
は
私
た
ち
が
ニ
ー
チ
ェ
以
降
に
ル
サ

ン
チ
マ
ン
と
認
識
し
て
き
た
も
の
︑
少
な
く
と
も
現
代
人
の
ル
サ
ン
チ
マ

ン
は
︑
類
型
的
な
も
の
︑
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
︑
確
固
た
る
も
の
︑
そ

れ
に
制
度
も
含
め
︑
こ
れ
ら
も
の
の
欠
如
と
何
ら
か
の
形
で
結
び
つ
い
て

い
ま
す
︒
観
相
学
か
ら
す
る
と
︑
こ
う
し
た
非
類
型
的
な
人
間
は
︑
私
た

ち
に
よ
っ
て
尺
度
が
な
い
と
名
づ
け
ら
れ
た
者
と
同
じ
人
物
で
あ
り
︑
引

き
裂
か
れ
︑
切
り
開
か
れ
て
︑
ぱ
っ
く
り
と
割
れ
た
顔
の
あ
る
人
間
で
あ

り
︑
抑
圧
さ
れ
た
者
で
あ
り
︑
傷
つ
い
た
者
で
あ
り
︑
リ
ズ
ム
が
無
く
︑

柔
軟
性
が
無
く
︑
治
り
の
悪
い
者
で
も
あ
る
の
で
す
︒こ
の
よ
う
な
者
は
︑

か
な
り
一
般
化
し
て
言
う
と
︑
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
と
は
も
は
や
外
見
が

違
う
人
間
で
あ
り
︑
外
見
と
は
も
は
や
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
が
違
う
人
間

で
あ
り
ま
す
︒
役
者
と
映
画
俳
優
以
外
に
︑
誰
が
今
日
で
も
自
分
の
顔
を

持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
実
に
多
く
の
者
た
ち
が
ま

さ
に
役
者
︑
つ
ま
り
︑
最
期
ま
で
役
を
演
じ
き
っ
て
す
っ
か
り
疲
れ
果
て

て
し
ま
っ
た
人
々
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
無
理
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

人
々
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
叫
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
々
︑
一
度
身

売
り
を
し
て
︑
安
値
か
高
値
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
々
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
︒

私
な
り
に
言
い
た
い
の
で
す
が
︑
あ
ら
ゆ
る
制
度
が
有
す
る
最
も
内
密

の
︑
決
し
て
口
外
さ
れ
な
か
っ
た
意
味
は
︑
役
者
に
向
け
ら
れ
て
お
り
︑

役
者
に
対
し
て
敵
対
的
だ
っ
た
の
で
す
︒
も
っ
ぱ
ら
役
者
だ
け
が
︑
制
度

の
大
半
が
陥
る
停
滞
や
没
落
か
ら
利
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
役
者

は
最
も
迅
速
か
つ
軽
快
に
自
己
を
作
り
上
げ
る
類
型
な
の
で
す
︒
他
の
類

型
な
ら
誰
で
あ
れ
失
敗
し
て
し
ま
う
か
成
功
し
そ
う
に
な
い
（
観
相
学
的

に
成
功
し
そ
う
に
な
い
）
の
に
︑
役
者
は
自
ず
と
姿
を
現
し
ま
す
︒
自
己

形
成
の
速
さ
と
な
る
と
︑
役
者
の
ラ
イ
バ
ル
は
一
人
し
か
い
ま
せ
ん
︒
ス

ポ
ー
ツ
マ
ン
で
す
︒
両
方
の
類
型
は
時
代
の
顔
が
も
つ
内
と
外
の
よ
う
な

も
の
で
あ
り
ま
す
︒

二
十
一

あ
る
が
ま
ま
の
自
分
と
は
も
は
や
外
見
が
違
い
︑
本
質
的
に
境
界
人
︑

境
界
事
例
で
あ
り
︑
財
産
を
持
た
ず
︑
主
権
を
持
た
な
い
人
間
に
関
し
て
︑

私
た
ち
は
三
つ
の
階
級
も
し
く
は
種
類
に
区
別
で
き
ま
す
︒

ま
ず
は
彼
ら
の
中
に
い
る
運
命
の
人
で
す
︒
善
を
欲
し
悪
を
生
み
出
す

人
︑
混
沌
の
息
子
︑
無
政
府
主
義
者
︑
虚
無
主
義
者
︑
隠
れ
無
政
府
主
義

者
で
あ
る
限
り
の
共
産
主
義
者
が
そ
う
で
あ
り
ま
す
︒
そ
の
人
は
悪
人
で

は
あ
り
ま
せ
ん
︒と
い
う
の
も
悪
は
顔
を
も
た
ず
︑
単
な
る
矛
盾
で
あ
り
︑

そ
れ
で
そ
れ
自
体
と
し
て
現
実
化
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
ど

こ
ろ
か
︑
そ
う
な
る
と
︑
善
を
欲
す
る
顔
が
い
よ
い
よ
そ
の
人
に
も
た
ら

さ
れ
る
の
で
す
︒そ
れ
で
嘘
を
つ
き
︑う
わ
べ
を
装
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
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つ
ま
り
︑
あ
る
が
ま
ま
の
外
見
で
あ
る
必
要
も
︑
外
見
の
ま
ま
に
あ
る
必

要
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
は
現
代
の
権
力
者
た
ち
の
中
に
そ
う
し
た
顔
を
見

い
だ
し
ま
す
︒
こ
の
場
合
︑
犯
罪
者
の
類
型
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
な

く
︑
ロ
シ
ア
の
そ
れ
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
も
断
じ
て
あ
り
ま
せ
ん
︒

こ
れ
ら
二
つ
の
類
型
を
取
り
違
え
る
の
で
あ
れ
ば
︑
見
当
違
い
で
あ
り
ま

し
ょ
う
︒
犯
罪
者
が
制
度
の
世
界
の
外
側
に
い
る
な
ど
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
︒
犯
罪
者
は
ま
さ
に
あ
る
が
ま
ま
の
と
お
り
の
外
見
な
の
で
す
︒
制
度

そ
の
も
の
の
没
落
と
と
も
に
︑
こ
う
し
た
犯
罪
者
の
類
型
が
消
滅
し
︑
善

を
欲
し
て
悪
を
生
み
出
す
者
と
い
う
例
の
異
な
る
新
し
く
お
ぞ
ま
し
い
類

型
が
目
立
っ
て
増
え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
あ

り
そ
う
も
な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
は
か
な
り
我ア
イ
ゲ
ン
ズ
ィ
ニ
ヒ

意
が
あ
る
人

と
い
う
類
型
で
︑
そ
の
よ
う
な
類
型
と
し
て
︑
宿
命
ゆ
え
︑
あ
る
い
は
宿

命
の
欠
如
ゆ
え
︑
自
分
の
望
ま
な
い
こ
と
を
絶
え
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
し
ょ
う
か
︒
自
分
の
死
を
生
き
て
い
る
類
型
な
の
で
し
ょ
う
か
︒

魂
を
欠
く
人
間
と
し
て
︑
何
も
結
び
つ
け
ら
れ
ず
何
も
維
持
で
き
な
い
人

の
類
型
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑そ
も
そ
も
人
間
で
は
な
く
︑

も
は
や
観
念
︑
悪
意
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
人
類
の
終

末
状
況
が
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
︒
そ
れ
は
︑
特
定
の
種
族
に
見
ら
れ
る
梅

毒
の
よ
う
に
悪
が
特
定
の
地
域
に
限
ら
れ
︑
も
は
や
何
ら
悪
が
生
じ
ず
︑

監
獄
が
空
と
な
り
︑
死
刑
が
寓
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
︑し
か
し
︑

す
べ
て
の
人
間
が
悪
に
染
ま
り
︑
髪
の
黒
い
人
が
い
る
の
と
同
じ
よ
う

に
︑
と
に
か
く
ど
こ
か
悪
に
な
っ
て
い
る
状
況
で
あ
り
ま
す
︒
そ
う
な
る

と
︑
人
は
他
人
と
同
じ
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
あ
り
な
が
ら
︑
誰
一
人
と

し
て
あ
る
が
ま
ま
に
見
え
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
︒
全
て
は
群
衆
と
な

り
︑
個
々
人
は
自
分
自
身
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

し
ょ
う
︒
人
類
は
類
型
を
形
成
す
る
能
力
や
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

し
ょ
う
︒
と
い
う
の
も
︑
善
に
し
ろ
︑
悪
に
し
ろ
︑
と
も
に
類
型
の
世
界

で
意
味
を
見
い
だ
す
か
ら
で
す
︒
両
者
は
と
も
に
素
材
で
あ
っ
て
︑
そ
れ

に
よ
っ
て
類
型
の
世
界
は
構
築
さ
れ
ま
す
し
︑
常
に
新
た
に
構
築
さ
れ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒（
こ
う
し
た
善
と
悪
が
な
け
れ
ば
︑
い
か
な
る
類
型
も

な
く
︑
た
だ
偶
然
だ
け
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒
無
リ
ズ
ム
の
世
界
に
お
い
て
︒）

二
十
二

第
二
は
凡
庸
な
人
間
で
す
︒
こ
の
人
が
先
に
挙
げ
た
運
命
の
人
と
他
に

ま
だ
い
か
な
る
深
い
関
係
に
あ
る
の
か
︑
私
は
言
う
必
要
が
あ
り
ま
せ

ん
︒
運
命
の
人
の
兄
弟
な
の
で
す
︒
皆
さ
ん
は
お
尋
ね
に
な
る
で
し
ょ
う
︑

凡
庸
な
人
間
は
ど
ん
な
ふ
う
に
見
え
る
の
か
と
︒
凡
庸
に
見
え
る
の
で

し
ょ
う
か
︒
違
い
ま
す
︒
目
を
向
け
て
い
た
だ
き
ま
す
と
︑
凡
庸
に
見
え

る
も
の
は
何
も
な
い
の
で
す
︒
そ
の
際
︑
実
際
に
見
る
の
は
カ
リ
カ
チ
ュ

ア
か
︑
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
中
の
凡
庸
な
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
凡
庸
な
も

の
が
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
の
中
身
で
あ
り
︑
心
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
だ
け
に
︑

い
か
な
る
者
も
決
し
て
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
を
扱
わ
ず
︑
常
に
カ
リ
カ
チ
ュ
ア

に
す
ぎ
な
い
の
で
す
︒
人
間
と
も
な
れ
ば
︑
四
次
元
で
し
か
カ
リ
カ
チ
ュ

ア
を
扱
え
ま
せ
ん
︒
こ
う
し
た
意
味
で
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
は
台
無
し
に

な
っ
た
類
型
で
あ
り
ま
す
︒
凡
庸
な
人
間
は
類
型
に
な
る
代
り
に
自
分
の

カ
リ
カ
チ
ュ
ア
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
︒
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二
十
三

第
三
は
子
供
の
よ
う
な
人
間
で
す
︒
そ
の
人
を
私
が
ど
う
理
解
し
て
い

る
か
︑
で
き
る
だ
け
は
っ
き
り
と
言
う
つ
も
り
で
お
り
ま
す
︒
類
型
的
な

人
間
︑
も
し
く
は
類
型
と
し
て
の
人
間
は
︑
何
を
行
う
に
し
て
も
︑
然
る

べ
き
時
に
行
う
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
若
い
頃
に
は
若
く
︑
老
い
た
と
き
に

は
老
い
て
お
り
︑
男
性
と
し
て
は
活
動
的
で
あ
り
︑
老
人
と
し
て
は
瞑
想

的
で
あ
り
ま
す
︒
私
が
言
っ
て
い
る
の
は
子
供
の
よ
う
な
人
間
の
こ
と

で
︑
そ
う
し
た
人
は
今
日
で
す
と
い
ず
れ
の
文
化
国
民
に
お
い
て
で
あ
れ

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
︑
す
べ
て
の
精
神
的
な
も
の
と
同
じ
く
詰
ま
る
と

こ
ろ
ゲ
ー
テ
に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
若
い
頃
に
老
い
て
お

り
︑
老
い
た
と
き
に
若
々
し
い
が
︑
い
つ
で
も
正
し
く
︑
む
し
ろ
あ
る
が

ま
ま
の
存
在
で
︑
実
存
に
か
か
わ
る
自
身
の
想
像
力
の
お
か
げ
で
然
る
べ

き
と
き
に
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒
想
像
力
は
そ
の
人
の
魂
で
あ
り
ま

す
︒
そ
れ
が
無
い
と
︑
尺
度
を
失
い
︑
支
離
滅
裂
と
な
り
︑
最
終
的
に
は

そ
の
人
も
凡
庸
に
す
ぎ
ま
せ
ん
︒
そ
の
人
は
何
に
で
も
な
る
可
能
性
が
あ

り
︑
病
気
︑
健
康
︑
好
色
︑
禁
欲
主
義
者
︑
数
学
者
︑
詩
人
︑
大
臣
︑
慈

善
家
︑
軍
司
令
官
︑
労
働
者
︑
侯
爵
に
な
り
ま
す
が
︑
し
か
し
真
の
顔
は

子
供
ら
し
さ
な
の
で
す
︒
こ
れ
ま
で
常
に
救
い
の
出
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
ゆ

え
に
人
々
に
よ
っ
て
神
だ
の
み
に
さ
れ
て
い
る
他
の
人
た
ち
が
い
ま
す

が
︑
彼
ら
が
期
待
に
応
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
︑
子
供
の
よ
う
な
人
は

完
全
に
う
ま
く
い
っ
て
お
り
ま
す
︒
他
の
人
た
ち
が
み
な
役
者
と
な
り
︑

つ
ま
り
︑
厳
し
く
︑
陰
鬱
で
︑
不
可
解
で
︑
ぎ
こ
ち
な
く
︑
陰
険
で
あ
る

と
こ
ろ
で
は
︑
子
供
の
よ
う
な
人
は
軽
や
か
で
︑
輝
い
て
お
り
︑
善
良
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
︒
彼
は
実
際
の
と
こ
ろ
私
た
ち
が
理
解
し
て
い
る
と

お
り
の
者
で
︑
役
者
の
敵
対
者
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
時
代
の
救
い
主
で
あ

り
ま
す
︒

二
十
四

類
型
は
混
ざ
り
合
い
︑
そ
う
し
て
新
し
い
類
型
が
生
じ
ま
す
︒
子
供
の

よ
う
な
人
間
が
役
者
と
混
ざ
る
と
︑
非
常
に
現
代
的
な
新
し
い
類
型
︑
舞

踏
家
の
類
型
が
生
じ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒
最
後
の
偉
大
な
ド
イ
ツ

の
役
者
で
あ
る
ヨ
ー
ゼ
フ
・
カ
イ
ン
ツ
︹
一
八
五
八－

一
九
一
〇
年
︺
に
お

い
て
は
︑
そ
う
し
た
も
の
へ
の
移
行
が
そ
れ
と
な
く
告
げ
ら
れ
て
い
ま
し

た
︒
こ
う
し
た
二
十
世
紀
の
舞
踏
家
は
︑
十
九
世
紀
の
役
者
を
押
し
の
け

て
し
ま
わ
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
万
事
に
つ
け
︑
表
出
に
し
ろ
︑
道
徳
に
し

ろ
︑
告
白
に
し
ろ
︑
文
芸
に
し
ろ
︑
政
治
に
お
い
て
も
︑
押
し
の
け
て
し

ま
わ
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
舞
踏
家
に
と
っ
て
︑
十
九
世
紀
の
詩
人
に
と
っ

て
極
め
て
重
要
な
ゲ
ー
テ
︑
キ
ー
ツ
︑
フ
ロ
ベ
ー
ル
︑
ア
ミ
エ
ル
な
ど
の

告
白
は
︑
も
は
や
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
者
に
と
っ
て
人
生
と
文
学

の
境
界
は
無
く
な
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
︑
散
文

と
詩
︑
そ
も
そ
も
芸
術
相
互
の
境
界
も
︑
あ
る
意
味
で
は
真
実
と
虚
偽
︑

私
の
も
の
と
相
手
の
も
の
の
境
界
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
︒
舞
踏
家
は
境
界

人
間
の
変
容
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
人
間
の
こ
と
が
引
き
続
き
問
題
に
な
り

ま
し
ょ
う
︒
私
に
と
っ
て
︑
あ
る
種
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
共
産
主
義
者
が
こ
の

よ
う
な
舞
踏
家
で
あ
り
ま
す
︒
現
代
の
音
楽
家
が
そ
う
な
の
で
す
︒
舞
踏

家
が
新
種
の
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
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せ
ん
︒
そ
う
し
た
も
の
に
は
衝
突
が
な
く
︑
第
三
者
も
お
ら
ず
︑
ほ
と
ん

ど
対
象
も
な
く
︑
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
そ
の
も
の
で
あ
り
︑

バ
イ
セ
ク
シ
ャ
ル
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
で
あ
る
こ
と

が
多
く
︑
か
な
り
非
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
あ
り
︑
ね
ら
い
が
な
く
︑
選
択
の

余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
過
ぎ
去
り
し
時
代
の
情
熱
的
で
︑
デ
モ
ー
ニ
ッ

シ
ュ
で
︑
い
く
ら
か
演
劇
的
な
美
は
︑
対
象
に
目
を
向
け
ず
に
見
る
と
︑

中
身
が
一
層
乏
し
く
︑
弱
々
し
く
︑
神
経
質
で
︑
い
く
ら
か
虚
弱
な
美
に

屈
し
て
お
り
︑
後
者
の
美
に
は
舞
踏
家
の
硬
直
し
中
断
さ
れ
た
身
ぶ
り
の

よ
う
な
気
取
り
が
あ
る
の
で
す
︒
以
前
︑
女
性
た
ち
の
間
に
あ
っ
た
偉
大

な
る
美
は
教
理
問
答
抜
き
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
︒
こ
う
し
た
背

景
が
欠
け
て
い
ま
す
︒
悪
魔
が
す
っ
か
り
欠
け
て
い
る
の
で
す
︒
舞
踏
家

は
生
を
踊
ら
な
け
れ
ば
死
も
踊
ら
ず
︑
踊
る
こ
と
で
生
を
追
い
払
っ
て
し

ま
い
ま
す
︒
そ
れ
は
あ
た
か
も
愛
し
な
が
ら
愛
で
愛
を
追
い
払
っ
て
し
ま

う
こ
と
や
︑
詩
を
書
き
な
が
ら
詩
で
感
情
︑
思
想
を
追
い
払
っ
て
し
ま
う

こ
と
と
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
舞
踏
家
は
神
経

質
な
人
間
の
孤
独
を
真
逆
に
表
わ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
心
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
残
酷
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
あ
あ
︑
そ
う

で
は
な
い
の
で
す
が
︑
し
か
し
心
が
な
い
の
で
す
︒
そ
の
よ
う
に
舞
踏
家

は
踊
り
︙
︙

こ
こ
で
私
は
か
な
り
僅
か
な
事
例
を
示
す
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
︒
と
言
い
ま
す
の
も
︑
私
な
り
に
現
代
の
顔
を
皆
さ
ん
に
ス
ケ
ッ
チ

し
て
み
よ
う
と
思
う
か
ら
で
す
︒
い
ず
れ
の
類
型
も
社
会
学
的
か
つ
観
相

学
的
に
他
の
類
型
と
関
わ
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
で
役
者
の
類
型
は
従
僕
や

司
祭
の
類
型
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
︒
そ
の
内
の
ひ
と
り
と
一
緒
に
な

る
こ
と
で
︑
他
の
二
人
は
消
え
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
︒
も
し
そ
も
そ
も
司

祭
が
存
在
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
と
し
ま
し
た
ら
︑
新
し
い
司
祭
の
顔
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
生
あ
る
者
の
途
轍
も
な
い
驚
異
に
い

つ
ま
で
も
驚
か
さ
れ
て
い
る
者
の
顔
で
し
ょ
う
か
︒
そ
の
者
が
舞
踏
家
の

反
対
と
な
り
︑
そ
の
者
の
見
る
顔
は
見
る
こ
と
を
し
な
い
舞
踏
家
の
顔
の

反
対
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
私
は
プ
ロ
の
舞
踏
家
の
多
く
の
顔
に

フ
ァ
ル
ス
の
表
出
か
ら
不
快
な
も
の
ま
で
も
認
め
ま
し
た
︒
見
る
顔
は
非

フ
ァ
ル
ス
的
な
顔
で
あ
り
ま
す
︒

プ
ロ
イ
セ
ン
の
顔
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
制
服
を
生
み
出
し
︑
制
服
が
逆
に

顔
を
生
み
出
し
ま
し
た
︒
プ
ロ
イ
セ
ン
人
の
顔
に
は
制
服
が
似
合
い
ま

す
︒
こ
う
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
将
校
の
類
型
や
制
服
を
イ
ギ
リ
ス
の
類
型
が

第
一
次
世
界
大
戦
時
に
撃
退
し
ま
し
た
︒ （20
）
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
プ
ロ
イ
セ

ン
将
校
の
類
型
が
か
つ
て
フ
ラ
ン
ス
的
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
な
類
型
を
打
ち

破
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
す
︒
そ
の
よ
う
に
銀
行
マ
ン
が
商
人
を
︑
悪
徳
商

人
が
紳
士
詐
欺
師
を
押
し
の
け
ま
し
た
︒
も
う
紙
幣
し
か
知
ら
な
い
時
代

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
境
界
人
間
の
類
型
で
あ
る
舞
踏
家
の
貨
幣
印
刷
機

に
対
す
る
関
係
は
︑
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
な
の
で
す
︒

所
有
す
る
者
の
顔
は
失
わ
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
に
投
機
家
の
顔
が
取
っ
て

代
わ
り
ま
し
た
が
︑
そ
の
顔
は
た
し
か
に
も
っ
と
厚
か
ま
し
く
落
ち
着
き

が
な
い
も
の
の
︑
そ
れ
で
い
て
ど
こ
か
も
っ
と
無
邪
気
で
も
あ
り
ま
す
︒

賭
博
や
投
機
を
行
う
者
の
け
ち
と
所
有
欲
は
︑
も
し
そ
う
し
た
も
の
が
あ

る
と
し
ま
す
と
︑
浪
費
に
か
な
り
近
い
で
し
ょ
う
し
︑
宝
物
を
集
め
て
は

錆
つ
か
せ
て
し
ま
う
者
の
け
ち
と
は
決
定
的
に
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
る

で
し
ょ
う
︒
紙
幣
が
有
す
る
人
間
の
情
熱
と
の
関
係
︑
さ
ら
に
は
人
間
の
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顔
と
の
関
係
に
つ
い
て
よ
く
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
モ
リ
エ
ー
ル
︹
一

六
二
二－

一
六
七
三
年
︺
の
時
代
と
比
べ
ま
す
と
︑
皆
さ
ん
が
現
代
の
境
界

人
間
の
中
に
︑
賭
博
好
き
な
人
々
の
中
に
︑け
ち
ん
坊
を
見
出
す
こ
と
は
︑

か
な
り
少
な
い
で
し
ょ
う
︒
け
ち
と
そ
う
で
な
い
者
は
互
い
に
近
づ
い
て

い
る
よ
う
で
す
︒
新
た
な
け
ち
ん
坊
は
︑
特
性
よ
り
も
空
想
力
を
決
定
的

に
多
く
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
若
い
頃
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と

浪
費
家
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
そ
の
人
は
か
な
り
の
程
度
け
ち
と
浪

費
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
人
物
で
︑
言
い
換
え
ま
す
と
︑
手
持
ち
の
わ
ず

か
な
お
金
の
こ
と
に
な
り
ま
す
と
け
ち
に
な
り
ま
す
し
︑
銀
行
口
座
に
あ

る
莫
大
な
金
額
の
こ
と
に
な
り
ま
す
と
浪
費
に
走
る
よ
う
で
す
︒
け
ち
は

か
つ
て
罪
で
あ
り
︑
悲
劇
の
主
題
で
し
た
︒
そ
れ
は
︑
何
と
か
人
目
を
忍

ん
で
宝
物
を
隠
し
て
利
子
の
対
象
に
し
な
か
っ
た
と
き
︑
必
ず
し
も
す
べ

て
が
い
ま
だ
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
う
ま
く
変
換
す
る
手
立
て
が
な
か
っ
た
と

き
︑
い
ま
だ
豊
富
に
金
準
備
で
き
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
︒
い
ま
だ
七

つ
の
大
罪
が
あ
っ
た
当
時
︑
人
間
は
も
っ
と
活
力
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
︑
そ
れ
と
も
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
株
と
手
形
し
か
な
い
現
代
に
お
い
て

そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
現
代
人
の
活
力
は
も
っ
と
密
か
で
あ
り
︑
隠
さ

れ
て
い
て
︑
顔
を
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
私
た
ち
は
活

力
の
特
徴
を
も
っ
と
深
く
の
ぞ
き
込
む
た
び
に
︑
活
力
か
ら
何
か
無
力
な

も
の
も
読
み
取
る
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
生
き
て
お
ら
ず
︑
す
で
に

死
ん
で
し
ま
い
︑
無
気
味
な
も
の
︑
無
気
味
な
ほ
ど
陳
腐
な
も
の
を
︒

結
局
︑
所
有
す
る
者
が
顔
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
次
の
よ
う
な
事

実
と
極
め
て
密
接
に
関
係
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
つ

ま
り
︑
所
有
な
き
者
︑
つ
ま
り
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
︑
こ
れ
ま
で
私

た
ち
が
見
て
き
た
顔
を
覆
っ
て
い
た
霧
の
中
か
ら
出
て
き
て
い
る
と
い
う

事
実
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
内
に
向
け
ら
れ
た
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
に
す
ぎ
な

か
っ
た
こ
の
顔
が
︑
ち
ょ
う
ど
市
民
の
顔
が
外
に
向
け
ら
れ
た
カ
リ
カ

チ
ュ
ア
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
︑
輪
郭
と
表
ア
オ
ス
ド
ル
ッ
ク
情
を
︑
存
在

そ
の
も
の
を
手
に
入
れ
︑
そ
の
た
め
︑
時
代
の
す
べ
て
の
顔
に
︑
舞
踏
家

に
あ
る
い
く
ら
か
ひ
弱
な
顔
立
ち
や
︑
割
と
透
き
通
っ
て
い
る
リ
ン
パ

や
︑
人
種
の
欠
乏
に
も
︑
そ
の
顔
が
必
ず
再
び
見
つ
け
出
さ
れ
る
と
い
う

事
実
で
あ
り
ま
す
︒
私
が
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
舞
踏
家
に
は
人
種
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
舞
踏
家
に
内
面
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
も
よ
い

の
で
し
た
ら
︑
彼
に
は
内
面
に
お
い
て
も
人
種
が
な
い
の
で
す
︒
役
者
は

せ
い
ぜ
い
ひ
ど
い
人
種
で
あ
っ
た
か
︑
あ
る
い
は
人
種
を
台
無
し
に
し
て

き
ま
し
た
︒
そ
れ
は
︑
彼
が
ジ
プ
シ
ー
︑
そ
れ
に
剣
や
火
を
呑
み
込
む
者

と
袂
を
分
か
っ
た
と
き
か
ら
で
あ
り
︑
人
生
に
抗
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
い

込
ん
で
か
ら
の
こ
と
で
す
︒
私
の
時
代
に
お
け
る
︑
お
そ
ら
く
す
べ
て
の

時
代
に
お
け
る
最
も
偉
大
な
役
者
は
こ
う
言
っ
て
張
っ
て
お
り
ま
し
た
︒

私
は
せ
い
ぜ
い
路
上
で
剣
や
火
を
呑
み
込
ん
だ
り
︑
綱
を
渡
っ
た
り
︑

エ
ッ
グ
ダ
ン
ス
を
す
る
よ
う
な
者
た
ち
の
出
で
あ
り
ま
す
と
︒

二
十
五

人
間
の
精
神
は
い
つ
の
時
代
で
も
こ
う
問
う
て
き
ま
し
た
︒
在
る
も
の

は
い
つ
で
あ
れ
必
ず
何
ら
か
の
意
味
を
示
す
の
か
と
︒
在
る
も
の
が
何
ら

か
の
意
味
を
示
す
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
意
味
作
用
は
一
つ
の
終エ
ン
デり
な
の

か
︑
そ
れ
と
も
在
る
も
の
の
迂
回
路
な
の
か
と
︒
こ
う
し
た
問
い
か
ら
生
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じ
た
の
が
︑
存
在
を
意
味
作
用
か
ら
引
き
離
し
︑
い
わ
ば
自
分
自
身
を
取

り
戻
そ
う
と
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
試
み
だ
っ
た
の
で
す
︒
こ
の
こ
と
に

直
接
関
係
す
る
の
が
類
型
や
数
の
源
と
し
て
の
始
源
を
め
ぐ
る
観
念
で
あ

り
︑
そ
れ
は
︑
あ
ら
ゆ
る
原
因
の
原
因
と
し
て
の
︑
あ
ら
ゆ
る
目
標
の
目

標
と
し
て
の
統
一
を
め
ぐ
る
観
念
で
あ
り
︑
存
在
の
最
終
意
味
と
し
て

の
︑
存
在
の
存
在
と
し
て
の
数
を
め
ぐ
る
観
念
で
あ
り
︑
聖
な
る
数
を
め

ぐ
る
観
念
で
あ
り
ま
す
︒

原
因
と
い
う
概
念
の
歴
史
が
い
か
に
人
間
の
学
問
そ
の
も
の
の
歴
史
で

あ
る
か
を
示
す
こ
と
は
︑
私
た
ち
の
対
象
か
ら
ま
っ
た
く
外
れ
て
い
ま

す
︒
私
た
ち
の
目
的
の
た
め
に
た
だ
重
要
な
の
は
︑
第プ
リ
マ一
原カ
ウ
ザ因
が
類
型
の

世
界
の
母
胎
で
あ
り
始
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
第
一
原
因
の
意
味

作
用
な
り
意
義
が
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
知
る
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
︒
類

型
が
存
在
す
る
な
ら
ば
︑
そ
し
て
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
︑
始
ア
ン
フ
ァ
ン
グ原

原ス
ウ
ー
ァ
ザ
ッ
ヘ
因
も
ま
た
存
在
し
ま
す
︒あ
る
い
は
存
在
と
意
味
作
用
の
統
一
で
あ

る
数
が
存
在
す
る
の
で
す
︒
そ
れ
ゆ
え
に
テ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
︹
プ
ラ
ト
ン
に

と
っ
て
の
世
界
の
形
成
者
︺
は
類
型
し
か
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
︒（
カ
ン
ト
が
与
え
た
意
味
で
の
︑そ
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に

よ
っ
て
か
な
り
根
本
的
に
誤
解
さ
れ
た
意
味
で
の
﹁
表
象
﹂
で
は
決
し
て

あ
り
ま
せ
ん
︒
表
象
の
国
に
入
っ
て
し
ま
う
と
︑
ま
た
し
て
も
始
源
の
原

因
は
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
︒）

な
ぜ
在
る
も
の
が
い
つ
で
あ
れ
何
ら
か
の
意
味
を
示
さ
ざ
る
を
得
な
い

の
か
と
問
う
者
は
︑
誰
で
あ
れ
︑
観
相
学
を
形
態
学
に
還
元
し
て
し
ま
う

か
︑
形
態
学
の
こ
と
を
考
え
て
観
相
学
を
否
定
し
た
が
っ
て
い
ま
す
︒

そ
れ
で
は
形
態
学
と
観
相
学
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒

・

あ
る
事
実
が
い
つ
形
態
学
と
な
り
︑
私
た
ち
は
い
か
な
る
条
件
で
あ
れ
ば

形
態
学
的
な
事
実
を
観
相
学
に
解
釈
し
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
︒
第
一

の
原
因
と
い
う
概
念
の
お
か
げ
で
︑
古
代
の
観
相
学
は
よ
り
形
態
学
で
あ

り
︑
古
代
の
形
態
学
は
よ
り
観
相
学
で
あ
り
ま
す
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

観
相
学
に
関
し
て
は
︑
そ
れ
は
秘
め
ら
れ
た
形
態
学
で
あ
る
と
言
え
る
で

し
ょ
う
︒﹁
長
い
指
は
命
短
し
﹂と
い
う
命
題
は
︑
純
粋
に
形
態
学
で
も
な

け
れ
ば
︑
純
粋
に
観
相
学
で
も
な
く
︑
両
者
の
半
分
半
分
な
の
で
す
︒
こ

の
こ
と
は
ギ
リ
シ
ア
人
が
い
だ
く
固
定
的
な
世
界
の
表
象
と
関
係
が
あ
り

ま
す
︒
繰
り
返
し
ま
す
と
︑
始
ア
ン
フ
ァ
ン
グ
ス
ウ
ー
ァ
ザ
ッ
ヘ

原
原
因
を
め
ぐ
る
︑
絶
対
的
な
時
間

を
め
ぐ
る
表
象
と
の
関
係
が
︑
黄
金
時
代
を
め
ぐ
る
︑
類
型
や
理
念
と
い

う
存
続
す
る
世
界
を
め
ぐ
る
神
話
的
表
象
と
の
関
係
が
あ
る
の
で
す
︒
そ

れ
は
︑
黄
泉
に
住
む
死
者
の
幻
影
︑
ギ
リ
シ
ア
人
が
い
だ
く
夢
の
魂
と
最

も
深
く
関
係
し
ま
す
︒
平
行
論
と
は
何
ら
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
論

は
︑
ギ
リ
シ
ア
人
の
造
形
的
な
意ズ
ィ
ン識
に
完
全
に
反
し
︑
ギ
リ
シ
ア
人
の
固

定
的
な
類
型
世
界
に
運
動
を
こ
っ
そ
り
と
持
ち
込
も
う
と
す
る
現
代
の
試

み （
21
） 

に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
す
︒

と
こ
ろ
で
︑
人
間
が
（
類
型
の
源
で
あ
る
）
第
一
原
因
を
手
放
し
︑

（
ロ
ー
マ
帝
国
︑
中
世
の
宇
ヴ
ェ
ル
ト
ゲ
ボ
イ
デ
宙
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
位
階
︑
ダ
ン
テ

に
お
い
て
い
ま
だ
生
き
続
け
る
）
ギ
リ
シ
ア
人
の
コ
ス
モ
ス
か
ら
出
て
無

限
の
世
界
へ
と
入
る
程
度
に
応
じ
て
の
こ
と
で
す
が
︑
人
格
︑
自
由
の
世

界
で
は（
こ
こ
で
は
意ズ
ィ
ン味
と
し
て
の
自
由
を
言
い
︑そ
う
言
い
ま
す
の
も
︑

私
た
ち
が
世
界
を
時
間
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
で
見
る
限
り
︑
意ズ
ィ
ン味
の
自
由

以
外
に
他
に
自
由
は
な
く
︑
自
由
以
外
に
他
に
意ズ
ィ
ン味
が
な
い
か
ら
で
あ
り

ま
す
が
）︑
形
態
学
と
観
相
学
と
が
袂
を
分
か
つ
か
︑
あ
る
い
は
︑
私
た
ち
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が
現
象
を
説
明
し
て
い
る
の
か
類
型
を
解
釈
し
て
い
る
の
か
は
︑
も
は
や

同
じ
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
運
動
ゆ
え
に
同
じ
は
な
い
の
で
す
︒
動
き

の
あ
る
世
界
に
お
い
て
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
ら
の
動
物
学
の
中
で
︑
な
ぜ
動
物
は
し
っ
ぽ
を

持
ち
︑
人
間
は
持
た
な
い
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
答
え
を
探
っ
て
い

ま
す
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
で
す
と
︑
動
物
の
し
っ
ぽ
は
人
間
の
大

腿
部
と
比
べ
て
不
十
分
で
あ
る
大
腿
部
と
関
係
し
て
お
り
︑
神
が
お
そ
ら

く
動
物
の
大
腿
部
か
ら
い
く
ら
か
肉
を
取
っ
て
︑
し
っ
ぽ
を
こ
し
ら
え
た

よ
う
で
す
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
神
は
人
間
の
場
合
︑
大
腿
部
を
太
い
ま
ま

に
し
た
の
で
︑
そ
れ
で
人
間
は
し
っ
ぽ
な
し
で
か
け
ず
り
回
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
︒
こ
の
見
方
で
す
と
皆
さ
ん
は
何
も
か
も
手
に
入
れ
ま

す
︒
創
造
神
︑
第プ
リ
マ一
原カ
ウ
ザ因
と
そ
れ
と
同
時
に
与
え
ら
れ
た
世
界
の
固
定
化
︑

動
物
と
い
う
類
型
︑
人
間
と
い
う
類
型
な
ど
を
で
す
︒
こ
の
場
合
︑
説
明

は
解
釈
と
な
り
ま
す
︒
私
た
ち
は
ギ
リ
シ
ア
人
造
形
家
の
世
界
︑
ギ
リ
シ

ア
的
な
コ
ス
モ
ス
の
内
在
的
世
界
に
す
っ
か
り
入
っ
て
い
る
の
で
す
︒
そ

れ
は
背
景
を
欠
く
世
界
で
あ
り
︑
自
己
節
制
︑
自
足
状
態
の
世
界
で
あ
り

ま
す
︒そ
の
中
は
賢
者
の
世
界
で
あ
り
︑
学
者
が
学
問
の
た
め
で
は
な
く
︑

知
恵
の
た
め
に
生
き
て
い
る
か
︑
あ
る
い
は
知
恵
が
学
問
の
理
念
で
あ
る

世
界
な
の
で
す
︒
い
か
な
る
形
式
で
あ
れ
自
足
状
態
と
い
う
理
想
は
︑
私

た
ち
の
時
代
や
そ
の
代
表
者
で
あ
る
現
代
の
知
識
人
と
は
か
み
合
い
ま
せ

ん
︒
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
そ
う
し
た
者
の
理
想
は
︑
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
反
証

が
あ
げ
ら
れ
る
に
し
て
も
︑
禁
欲
的
な
の
で
す
︒
禁
欲
は
無
限
の
世
界
に

あ
り
︑
そ
の
世
界
の
中
に
お
け
る
唯
一
の
意ズ
ィ
ン味
は
時
間
的
に
は
自
由
で
あ

り
︑
空
間
的
に
は
全
一
性
（A

ll-Einheit

） （
22
）
で
あ
り
︑
ギ
リ
シ
ア
人
の

・

コ
ス
モ
ス
の
中
で
自
足
状
態
で
あ
る
も
の
と
同
一
で
あ
り
ま
す
︒（
こ
の

場
合
︑
こ
う
し
た
禁
欲
は
も
し
く
は
禁
欲
的
理
想
︑
つ
ま
り
断
念
は
︑
現

代
の
数
学
︑
微
分
方
程
式
と
関
係
が
あ
り
︑
か
た
や
自
足
状
態
は
ギ
リ
シ

ア
人
数
学
家
た
ち
の
区
分
求
積
法
と
相
関
関
係
が
あ
る
の
で
す
︒
こ
れ
も

ま
た
観
相
学
で
あ
り
ま
す
︒）

二
十
六

従
い
ま
し
て
︑
古
代
の
世
界
で
す
と
︑
形
態
学
と
観
相
学
と
は
い
わ
ば

重
ね
ら
れ
ま
す
︒
現
代
の
（
自
由
）
世
界
で
す
と
︑
私
た
ち
は
ま
っ
た
く

同
一
の
事
実
を
形
態
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
も
観
相
学
的
に
解
釈
す
る
こ

と
も
間
違
い
な
く
可
能
な
の
で
す
︒
二
つ
の
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
︒

カ
ワ
ウ
ナ
ギ
の
稚
魚
は
か
な
り
深
い
海
底
に
生
息
し
て
お
り
︑
そ
の
体
は

平
べ
っ
た
く
︑
魚
の
︑
そ
れ
も
カ
レ
イ
の
体
に
似
て
い
ま
す
︒
稚
魚
は
カ

ワ
ウ
ナ
ギ
へ
と
変
容
し
︑
そ
の
間
に
海
底
か
ら
川
へ
と
遍
歴
す
る
こ
と

で
︑
平
べ
っ
た
い
魚
の
姿
を
失
っ
て
ウ
ナ
ギ
に
な
る
の
で
す
︒
そ
こ
で
形

態
学
と
な
る
の
は
︑
海
底
に
生
息
す
る
稚
魚
は
強
い
水
圧
が
﹁
原
因
﹂
で

平
べ
っ
た
い
形
に
な
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
ま
す
︒
観
相
学
で
す
と
︑
私

た
ち
は
平
ら
で
幅
広
い
カ
レ
イ
の
形
に
広
い
海
を
︑
身
を
く
ね
ら
す
ウ
ナ

ギ
の
形
に
川
を
必
ず
見
て
し
ま
う
の
で
す
︒
形
態
学
は
変
容
・
遍
歴
を
︑

発
展
を
︑
生
成
を
扱
い
ま
す
︒
観
相
学
は
形
態
の
存
在
を
︑
リ
ズ
ム
を
︑

本
質
の
入
り
交
じ
り
を
︑
全
一
性
を
扱
う
の
で
す
︒

形
態
学
者
で
す
と
︑
ア
ザ
ラ
シ
を
切
開
し
︑
体
重
の
割
に
か
な
り
弱
々

し
い
骨
を
見
出
し
ま
す
が
︑
そ
う
な
り
ま
す
と
こ
の
事
実
に
対
す
る
説
明
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は
︑
海
が
重
い
体
を
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
が
っ
し
り
し
た
骨
が
必
ず

重
さ
を
増
や
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
け
だ
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
観
相
学
者
は
ア
ザ
ラ
シ
の
体
で
あ
れ
何
か
他

の
体
で
あ
れ
切
り
開
く
こ
と
も
︑
い
つ
か
切
り
開
こ
う
と
思
う
か
そ
れ
が

許
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
ア
ザ
ラ
シ
の
形
態
か
ら
弱
々
し
い
骨
を
完
全
に

見
て
取
り
︑
感
じ
取
る
で
し
ょ
う
︒
そ
の
目
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
装
置
に
似
て

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
や
は
り
違
う
の
で
す
︒
観
相
学
者
は
ア
ザ
ラ

シ
の
中
に
入
り
込
み
︑
ア
ザ
ラ
シ
に
変
身
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
し
ょ

う
︒
従
い
ま
し
て
ア
ザ
ラ
シ
を
解
剖
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
そ
れ

は
ち
ょ
う
ど
み
ず
か
ら
自
分
の
腹
を
切
り
開
く
こ
と
が
な
い
の
と
ま
っ
た

く
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
理
念
ゆ
え
の
こ
と
︑
観
相
学
者
を
支
配
し
て

い
る
全
体
に
対
す
る
最
も
深
い
感
情
ゆ
え
の
こ
と
で
す
︒
そ
の
よ
う
に
観

相
学
者
は
見
る
た
め
に
生
き
ま
す
︒
ち
ょ
う
ど
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
︹
古
代

ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
︺
が
中
を
見
る
た
め
に
山
の
裂
け
目
で
あ
る
火
口
に
身

を
投
じ
た
こ
と
と
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
た
ち
は
︑
生
ま
れ
つ
き
偉

大
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
男
が
と
っ
た
こ
う
し
た
行
為
の
中
に
︑
ギ
リ
シ

ア
の
学
問
で
あ
る
と
同
時
に
観
相
学
で
あ
り
︑
そ
の
逆
で
あ
る
も
の
を
と

も
に
得
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
生
き
て
い
る
諸
類

型
の
世
界
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
世
界
が
生
き
て
活
動
す
る
た
め
に
エ
ン
ペ

ド
ク
レ
ス
が
切
り
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
コ
ス
モ
ス
と
い
う
硬
直

し
た
所
与
の
世
界
で
あ
り
︑
賢
者
に
す
れ
ば
聖
な
る
瞬
間
︑
永
遠
な
る
瞬

間
に
お
い
て
十
分
で
は
な
い
自
給
自
足
の
世
界
の
こ
と
な
の
で
す
︒
観
相

学
者
は
︑
も
の
の
体
を
裂
い
て
開
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
︑
す
っ

か
り
禁
欲
主
義
者
に
似
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
︒
生
の
歓
喜
︑
無
限
の
喜
び

を
か
く
も
諦
め
ら
れ
る
者
︑
つ
ま
り
︑
も
の
の
体
を
切
り
開
い
た
り
掘
り

返
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
な
ぞ
︑
ま
さ
に
観
相
学
者
を
除
き
ま

す
と
︑
私
は
他
に
誰
も
知
ら
な
い
の
で
す
︒

皆
さ
ん
に
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
︒
ユ
ー
カ
リ
の
よ
う

に
高
く
そ
び
え
立
つ
木
は
細
長
い
葉
を
つ
け
︑
オ
ー
ク
の
よ
う
に
四
方
八

方
に
枝
を
伸
ば
す
木
は
幅
広
い
葉
を
つ
け
ま
す
が
︑
こ
の
こ
と
は
形
態
学

的
に
露
光
と
関
係
し
︑
宇
宙
に
お
け
る
経
済
性
の
証
拠
で
あ
り
ま
す
︒
観

相
学
的
に
は
形
態
の
リ
ズ
ム
を
徹
底
的
に
表
し
て
い
る
の
で
す
︒

古
代
人
は
絶
対
的
な
も
の
を
原
因
と
み
な
し
︑
そ
れ
で
こ
う
問
う
の
で

し
ょ
う
︒
な
ぜ
ユ
ー
カ
リ
の
木
は
柔
ら
か
く
︑
オ
ー
ク
の
木
は
堅
い
の
か

と
︒
そ
う
し
た
問
い
か
け
は
学
問
的
に
は
無
意
味
で
あ
り
︑
答
え
を
出
せ

る
と
し
た
ら
︑
私
た
ち
が
観
相
学
を
形
態
学
に
持
ち
込
み
︑
物
質
的
な
堅

さ
を
道
徳
的
な
堅
さ
と
合
わ
せ
て
考
え
︑
オ
ー
ク
か
ら
人
間
の
ア
レ
ゴ

リ
ー
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
で
き
ま
せ
ん
︒
別
の
箇
所
で
既
に
述

べ
た
こ
と
で
す
が （
23
）︑
古
代
人
の
観
相
学
は
完
全
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
で
す
︒

現
代
人
は
原
因
を
相
対
に
︑
現
象
に
︑
途
中
に
求
め
︑
始
原
に
は
求
め

ま
せ
ん
︒
そ
れ
で
こ
う
問
い
を
立
て
る
で
し
ょ
う
︒
な
ぜ
木
の
根
っ
こ
は

幹
の
部
分
よ
り
も
堅
い
の
か
︑
あ
る
い
は
な
ぜ
あ
る
土
地
や
気
候
に
は
素

材
が
堅
い
木
し
か
育
た
ず
︑
別
の
土
地
や
気
候
と
な
る
と
水
そ
の
も
の
を

引
き
寄
せ
る
柔
ら
か
い
素
材
の
木
し
か
育
た
な
い
の
か
と
︒
従
い
ま
し

て
︑
形
態
学
で
す
と
︑
現
代
人
は
全
体
を
通
じ
て
全
体
を
説
明
す
る
こ
と

な
ど
決
し
て
な
く
︑
い
つ
で
あ
れ
部
分
を
通
じ
て
（
説
明
の
た
め
に
い
わ

ば
引
き
裂
か
れ
た
世
界
の
中
で
の
）
部
分
し
か
説
明
し
な
い
こ
と
で
し
ょ

う
︒
観
相
学
者
で
す
と
︑
幹
︑
葉
︑
幹
が
生
え
出
て
く
る
土
地
︑
こ
れ
ら
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を
合
わ
せ
て
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
︒

二
十
七

射
撃
の
難
し
さ
は
飛
ん
で
い
る
野
鳥
を
撃
ち
あ
て
る
こ
と
で
す
が
︑
そ

れ
と
同
じ
よ
う
に
︑
動
い
て
い
る
事
物
の
様ゲ
ジ
ヒ
ト相
を
解
釈
す
る
こ
と
は
観
相

学
者
が
有
す
る
技
能
の
本
質
を
な
し
ま
す
︒
そ
う
解
す
る
こ
と
で
︑
第
二

の
見
方
︑
つ
ま
り
︑
顔
の
（
形
で
は
な
く
）
表
ア
オ
ス
ド
ル
ッ
ク
出
を
め
ぐ
る
見
方
と
い

う
説
明
に
私
た
ち
は
行
き
着
く
の
で
す
︒
表
出
は
︑
私
た
ち
が
見
て
き
ま

し
た
よ
う
に （
24
）︑
移
行
に
︑
間
の
空
間
に
︑
微
分
の
中
に
あ
る
の
で
す
︒

従
い
ま
し
て
︑
動
い
て
い
る
事
物
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
︑
間
を
見
る
こ

と
︑
中
を
の
ぞ
き
込
む
こ
と
︑
事
物
の
裂
け
目
や
継
ぎ
目
や
縫
い
目
に
ま

な
ざ
し
を
押
し
込
む
こ
と
︑
そ
こ
に
も
ぐ
り
込
ん
で
吸
い
付
く
こ
と
で
あ

り
︑
さ
ら
に
は
事
物
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
︑
中
に
沈
み
込
ん
で

そ
こ
か
ら
再
び
復
活
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
愛
と
い
う
概
念
を
運
動
と

い
う
概
念
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
︑
と
て
も
重
要
で
す
︒
愛
と
い
う
概
念

が
な
け
れ
ば
︑
運
動
は
逃
走
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒

静
止
し
て
い
る
事
物
︑
つ
ま
り
静
止
し
て
い
る
世
界
に
あ
る
事
物
︑
一

つ
の
型
︑
そ
う
し
た
も
の
か
ら
私
た
ち
は
事
物
の
特
性
を
読
み
取
る
こ
と

は
で
き
ま
す
︒
そ
の
云
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
静
止
し
て
い
る

所
与
の
硬
直
し
た
世
界
で
は
誰
も
が
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
︑
こ
れ
に

対
し
て
︑
個
体
が
有
す
る
動
き
の
激
し
い
世
界
で
す
と
︑
見
て
い
る
者
︑

見
る
者
し
か
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
い
や
そ
う
し
た
世
界
で
︑
そ
う

し
た
世
界
で
し
か
︑
見
る
者
な
く
し
て
顔
が
な
く
︑
読
み
解
く
者
な
く
し

て
意
味
作
用
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
見
る
者
と
顔
と
の
間
に

自
身
を
固
定
し
︑
見
る
者
を
顔
か
ら
分
つ
こ
と
を
う
ま
く
成
し
遂
げ
る
者

が
い
る
瞬
間
で
し
た
ら
︑
世
界
は
硬
直
す
る
か
型
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

で
し
ょ
う
︒

従
い
ま
し
て
︑
私
た
ち
は
見
る
者
と
顔
の
統
一
と
い
う
一
元
論
以
外
に

い
か
な
る
一
元
論
も
認
め
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
︑
私
た
ち
が
類
型
界
と
い
う

二
元
論
以
外
に
い
か
な
る
二
元
論
も
認
め
な
い
こ
と
と
同
じ
こ
と
な
の
で

す
︒
二
つ
の
最
終
見
解
と
し
て
一
元
論
か
二
元
論
の
ど
ち
ら
か
に
与
す
る

か
は
︑
凡
庸
な
頭
脳
の
持
ち
主
に
き
っ
ぱ
り
と
委
ね
続
け
る
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
︒
一
元
性
は
︑
も
し
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
が
必
ず
あ
る
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
︑
二
元
性
か
ら
し
か
起
こ
り
え
ま
せ
ん
し
︑
二
元
性
は
一
元

性
か
ら
し
か
起
こ
り
え
ま
せ
ん
︒  注

注
　
あ
る
観
相
学
的
な
逸
話
と
そ
の
解
釈
︒
祖
母
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
し
た

が
︑
祖
母
以
外
の
者
は
皆
が
︑
家
系
全
体
が
ド
イ
ツ
系
で
︑
金
髪
で

し
た
︒
祖
母
の
こ
と
は
︑
む
し
ろ
祖
母
が
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
と
い
う

事
実
は
秘
密
に
さ
れ
︑
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
伏
せ
ら
れ
た
の
で
す
︒

こ
の
こ
と
は
だ
ん
だ
ん
と
ひ
ど
く
甚
だ
し
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
︒

最
初
︑
若
い
頃
で
す
と
︑
ド
イ
ツ
的
な
外
観
で
あ
る
金
髪
が
役
に

立
っ
た
の
で
す
（
身
ぶ
り
は
そ
れ
ほ
ど
役
に
立
ち
ま
せ
ん
で
し
た
）︒

し
か
し
︑
年
月
と
と
も
に
︑
祖
母
の
顔
は
明
白
で
決
定
的
で
紛
れ
も

な
く
露
見
し
て
き
た
の
で
す
︒（
世
界
観
に
至
る
ま
で
）あ
ら
ゆ
る
手

だ
て
が
講
じ
ら
れ
て
事
実
が
依
然
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
な

る
と
︑ま
す
ま
す
そ
う
な
り
ま
し
た
︒
つ
い
に（
激
昂
し
た
瞬
間
に
）

祖
母
は
も
は
や
顔
の
中
に
し
か
お
ら
ず
︑
自
分
が
か
く
も
長
期
に
わ
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た
り
抑
え
込
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
い
わ
ば
感
情
を
害
し
た
の
で

す
︒
い
か
に
一
番
深
い
所
で
道
徳
的
意
志
と
自
然
的
意
志
と
が
一
つ

4

4

で
あ
る
か
と
い
う
一
例
で
あ
り
ま
す
︒
両
者
に
関
連
が
あ
る

4

4

4

4

4

と
い
う

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
統
一

4

4

の
あ
る
と
こ
ろ
に
関
連

4

4

を
見
出
す
こ
と

は
︑
見
な
い
者
の
︑
た
だ
単
に
厚
か
ま
し
い
者
の
哲
学
を
特
徴
づ
け

ま
す
︒
統
一

4

4

か
ら
し
か
︑
葛
藤
︑
生
成
︑
時
間
そ
の
も
の
︑
悪
︑
形

態
は
捉
え
ら
れ
ま
せ
ん
︒
も
し
関
連

4

4

が
あ
る
と
し
ま
し
た
ら
︑
何
も

か
も
が
た
だ
平
凡
で
あ
り
︑
劇
的
で
は
な
く
︑
非
現
実
的
で
あ
り
︑

無
形
態
で
あ
り
︑
言
葉
へ
の
は
ね
返
り
に
す
ぎ
ま
せ
ん
︒（
人
種
混
合

の
観
相
学
に
つ
い
て
は
︑
言
え
る
こ
と
が
数
多
い
で
す
︒
ユ
ダ
ヤ
系

と
ゲ
ル
マ
ン
系
の
血
が
混
ざ
っ
た
結
果
と
し
て
生
き
生
き
と
し
た

顔
︑
よ
い
顔
︑
美
し
い
顔
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
︑
常
に
ど
ち
ら
か
一

方
の
顔
が
優
勢
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
ユ
ダ
ヤ
系
の
顔
で
あ
る
こ
と

も
︑
ゲ
ル
マ
ン
系
の
顔
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
粗
悪
で
︑
混
乱

し
︑
非
現
実
的
に
な
り
︑
す
っ
か
り
キ
メ
ラ
の
状
態
に
な
っ
て
い
る

の
は
︑
顔
の
中
で
父
親
の
部
分
と
母
親
の
部
分
と
が
ち
ょ
う
ど
等
し

く
混
ざ
り
合
う
場
合
で
す
︒）

 

一
元
論
か
二
元
論
の
ど
ち
ら
か
に
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て

い
る
同
じ
人
た
ち
は
︑
見
る
者
が
本
当
に
正
し
く
見
て
い
る
の
か
︑
思
い

違
い
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
そ
の
見
方
は
単
な
る
主
観
以
上
の
も

の
か
︑
す
べ
て
が
自
分
の
見
た
と
お
り
で
あ
る
と
い
う
保
証
を
ど
こ
か
ら

得
て
い
る
か
︑
と
い
つ
も
心
配
し
て
い
ま
す
︒
こ
う
し
た
心
配
は
︑
す
べ

て
の
俗
物
で
あ
る
想
像
力
を
欠
く
者
た
ち
に
特
有
で
︑
運
動
に
関
す
る

誤
っ
た
考
え
に
明
ら
か
に
起
因
し
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
動
い
て
い
る
も

の
は
静
止
し
て
い
る
も
の
か
ら
︑
見
る
者
か
ら
離
れ
動
い
て
行
く
と
信
じ

る
者
が
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
す
︒
実
際
の
と
こ
ろ
は
︑
私
た
ち
が
見
る

者
の
世
界
と
名
づ
け
て
い
る
も
の
の
う
ち
で
両
者
が
と
も
に
動
い
て
い
ま

す
︒
つ
ま
り
︑
見
る
者
と
顔
が
動
い
て
い
る
の
で
す
︒
そ
し
て
静
止
し
て

い
る
も
の
は
両
方
を
と
も
に
包
括
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
が
愛
︑

つ
ま
り
︑
プ
ラ
ト
ン
の
エ
ロ
ス
で
あ
り
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
恩
寵
な

の
で
す
︒（
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
は
同
じ
こ
と
を
こ
う
言
い
表
し
て
い
ま
す
︒

人
は
選
ぶ
相
手
か
ら
し
か
理
解
さ
れ
ぬ
と
︒）

永
遠
に
動
か
さ
れ
る
こ
う
し
た
世
界
の
中
で
は
︑
最
終
理
解
︑
最
終
見

解
︑
一
元
論
︑
二
元
論
な
ど
は
あ
り
得
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑

そ
う
し
た
最
終
見
解
は
ま
さ
し
く
恩
寵
を
受
け
て
い
な
い
者
︑
疑
い
深
い

者
︑
愛
さ
れ
て
い
な
い
者
の
逃
避
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

同
じ
人
た
ち
は
事
実
も
︑
歴
史
を
通
じ
て
の
事
実
の
正
し
い
伝
承
も
信

じ
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
ゆ
え
歴
史
は
こ
と
ご
と
く
間
違
っ
て
い
る
と
思
っ
て

い
ま
す
︒
ま
る
で
多
義
性
が
歴
史
的
出
来
事
︑
歴
史
的
人
物
の
本
質
で
は

な
く
︑
歴
史
的
展
開
が
か
つ
て
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
で
す
︒

歴
史
に
お
け
る
豊
か
さ
は
典
型
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
︑
一
回
性
の
も

の
で
あ
り
ま
す
︒
出
来
事
︑
人
物
︑
存
在
そ
の
も
の
の
こ
う
し
た
一
回
性

の
も
の
︑
常
に
新
し
い
も
の
︑
実
際
に
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
も
の
に
︑
見
る

者
の
精
神
は
運
命
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
す
︒
こ
う
し
た
見
る
者
の

精
神
が
無
け
れ
ば
︑
こ
こ
で
言
う
一
回
性
の
も
の
︑
新
し
い
も
の
は
存
在

し
な
い
で
し
ょ
う
︒
従
い
ま
し
て
偉
大
な
歴
史
記
述
者
は
未
来
を
告
げ
る

者
と
い
う
よ
り
も
︑現
在
を
見
る
者
な
の
で
す
︒
こ
の
こ
と
を
見
き
わ
め
た

者
は
歴
史
的
な
類
似
を
も
は
や
過
大
に
評
価
し
た
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
︒
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類
似
を
夢
中
に
な
っ
て
告
知
す
る
者
以
上
に
浅
薄
な
者
は
お
り
ま
せ
ん
︒

私
た
ち
が
動
的
世
界
に
あ
る
一
回
性
の
も
の
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
深

い
︑
そ
れ
も
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
深
い
意ズ
ィ
ン味
は
︑
い
わ
ば
見
る
者
自
身
の

意ズ
ィ
ン識
で
あ
り
ま
す
が
︑
そ
う
し
た
も
の
に
︑
歴
史
そ
れ
自
体
が
最
終
目
標

を
も
た
ず
︑
歴
史
の
目
標
を
先
験
的
に
有
す
る
と
い
う
事
実
︑
歴
史
の
目

標
は
自
由
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
関
連
す
る
の
で
す
︒
歴
史
の
動
き
は
無

限
で
あ
り
︑
ま
さ
に
顔
の
動
き
に
他
な
り
ま
せ
ん
︒
最
終
目
標
は
︑
そ
う

し
た
時
間
的
な
も
の
の
中
だ
と
自
由
で
あ
り
︑
そ
れ
と
同
様
に
︑
こ
う
し

た
空
間
世
界
だ
と
全
一
性
な
の
で
す
︒ （25
）

現
代
の
（
か
つ
極
め
て
未
来
の
）
観
相
学
と
古
代
の
観
相
学
と
の
間
に

あ
る
違
い
と
同
じ
違
い
が
︑
現
代
の
（
い
ま
だ
完
全
に
実
現
さ
れ
て
お
ら

ず
︑
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
実
現
不
可
能
な
）
歴
史
記
述
と
古
代
の
歴
史
記
述

と
の
間
に
あ
り
ま
す
︒
歴
史
の
最
終
目
標
は
古
代
人
に
と
っ
て
自
由
で
は

な
く
︑
栄
光
で
し
た
︒
そ
れ
で
古
代
人
は
行
為
や
出
来
事
す
ら
も
人
格
よ

り
も
高
く
評
価
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
れ
で
︑
さ
ら
に
言
い
ま

す
と
︑
古
代
の
歴
史
記
述
者
に
よ
る
嘘
は
（
そ
も
そ
も
そ
う
言
っ
て
よ
け

れ
ば
の
話
で
す
が
）
栄
光
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
い
わ
ば
理
解
で
き
ま
す

し
︑
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
想
像
力
の
形
式
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ

れ
て
い
ま
す
︒
私
た
ち
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ
る
私
た
ち
の
多
義
性
は
自
由

の
結
果
に
他
な
ら
ず
︑
そ
の
自
由
の
こ
と
を
私
た
ち
は
歴
史
の
最
終
目
標

と
名
づ
け
て
い
る
の
で
す
︒（
た
だ
一
つ
の
も
の
で
︑
最
後
に
あ
り
︑
超
人

格
的
な
栄
光
と
し
て
の
）
自
由
が
あ
る
こ
う
し
た
世
界
で
は
︑
嘘
は
想
像

力
の
形
式
で
な
い
ば
か
り
か
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
想
像
力
の
明
ら
か
な
欠
如

で
あ
り
ま
す
︒

二
十
八

顔
な
り
︑
幻
影
な
り
の
世
界
に
お
け
る
動
き
は
︑
言
う
な
れ
ば
無
限
で

す
︒
私
が
別
の
箇
所
で
言
及
し
た
よ
う
に （
26
）︑
そ
れ
そ
の
も
の
へ
と
向
う

動
き
で
あ
り
ま
す
︒
そ
う
な
り
ま
す
と
︑
顔
の
こ
う
し
た
世
界
に
お
い
て

見
る
こ
と
は
︑
私
た
ち
が
無
限
の
経
験
と
名
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
も
の

と
な
る
の
で
す
︒
皆
さ
ん
は
︑
つ
ま
り
︑
あ
る
が
ま
ま
の
存
在
に
な
り
始

め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
前
に
︑
そ
う
な
り
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
前
に
︑

一
度
ひ
っ
く
り
返
り
︑
ぐ
る
ぐ
る
と
回
り
︑
無
限
（
∞
）
と
い
う
直
径
で

球
体
の
回
り
を
回
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
よ
う
に
世
界
の
始
原

よ
り
も
無
限
が
先
行
し
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
と
言
い
ま

す
の
も
︑
た
だ
そ
の
よ
う
に
無
限
が
（
偶
然
で
は
な
く
）
始
原
と
な
り
え

ま
し
た
し
︑
顔
︑
形
態
︑
変
身
に
な
り
え
た
か
ら
で
す
︒（
単
な
る
偶
然
で

は
な
い
）
い
ず
れ
の
始
原
も
︑
い
ず
れ
の
現
に
在
る
も
の
も
（
無
限
の
世

界
で
は
実
際
の
と
こ
ろ
こ
う
し
た
始
原
︑
つ
ま
り
︑
現
在
の
他
に
い
か
な

る
始
原
も
あ
り
ま
せ
ん
）︑い
ず
れ
の
顔
も
︑こ
こ
で
言
う
意
味
で
の
変
身

な
の
で
す
︒
精
神
世
界 （
27
） 

に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
い
ず
れ
の
存

在
も
︑
造
形
と
い
う
無
限
の
世
界
に
お
け
る
変
身
存
在
な
の
で
す
︒

い
ず
れ
の
存
在
も
変
身
存
在
で
す
︒
こ
の
命
題
は
自
由
と
人
格
の
国
で

し
か
有
効
で
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
た
ち
は
あ
る
も
の
を
別
の
も
の
と
と
も
に

想
定
し
ま
す
︒
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
と
い
う
同
一
性
の
世
界
︑
概
念
と
理
念
︑

外
と
内
︑
思
考
と
存
在
が
分
離
し
て
い
な
い
世
界
︑
絶
対
的
時
間
と
絶
対

的
空
間
の
世
界
︑
そ
れ
に
夢
や
夢
魂
の
世
界
も
そ
う
な
の
で
す
が
︑
こ
れ

ら
の
世
界
で
は
︑
あ
る
事
物
は
他
の
事
物
に
︑
人
間
が
月
に
︑
月
が
大
き
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な
金
色
の
魚
に
︑
魚
が
鳥
に
変
身
す
る
の
で
す
︒
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
や
原
始
民
族
の
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
を
︑
な
か
ん
ず
く
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
を
︑

ギ
リ
シ
ア
人
の
伝
説
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
︒
そ
こ
で
は
あ
る
も
の
が

別
の
も
の
に
な
る
変
身
が
︑
魔
術
が
︑
空
間
世
界
が
支
配
し
て
い
ま
す
︒

精
神
世
界
︑
自
由
の
世
界
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
が
︑
そ
の
も
の
の
中

で
自
ら
意
味
を
指
示
し
な
が
ら
︑
そ
の
も
の
へ
と
変
身
し
て
い
る
の
で

す
︒
従
い
ま
し
て
︑
こ
う
し
た
事
物
の
意ズ
ィ
ン味
を
知
る
た
め
で
し
た
ら
︑
皆

さ
ん
は
そ
の
事
物
に
変
身
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

私
は
多
く
の
箇
所
で
同
一
性
と
個
性
と
い
う
こ
う
し
た
二
つ
の
世
界
を

対
置
し
て
き
ま
し
た
︒
私
に
は
発
言
を
繰
り
返
す
気
が
な
く
︑
今
日
は
せ

い
ぜ
い
言
葉
を
付
け
加
え
よ
う
と
思
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
︒
つ
ま

り
︑
同
一
性
の
世
界
で
す
と
︑
神
々
は
多
く
の
異
な
る
姿
を
し
て
︑
動
物
︑

木
︑
川
の
姿
を
し
て
現
れ
た
の
で
す
︒
幾
度
と
な
く
大
地
は
自
分
の
体
を

引
き
裂
い
て
は
︑
一
人
の
神
を
生
み
出
し
ま
し
た
︒
大
地
が
幾
度
と
な
く

割
れ
︑
そ
こ
か
ら
火
が
噴
き
出
て
︑
人
々
は
新
た
な
神
々
の
接
近
を
感
じ

た
の
で
す
︒
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
は （
28
）︑
エ
ト
ナ
の
火
口

に
身
を
投
じ
る
こ
と
で
︑
大
地
が
い
か
な
る
神
々
も
も
は
や
生
み
出
さ
な

い
こ
と
を
︑
そ
の
と
き
か
ら
人
間
が
神
と
な
る
こ
と
を
︑
人
間
が
神
で
あ

る
こ
と
を
︑
望
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
︑
こ
の
ギ

リ
シ
ア
人
は
同
一
性
の
国
か
ら
個
性
や
自
由
の
国
へ
の
架
け
橋
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
︒
自
由
と
い
う
こ
の
最
終
の
無
限
な
国
で
す
と
︑
大
地
は
も

は
や
割
れ
ず
︑
い
か
な
る
神
々
も
も
は
や
内
か
ら
吐
き
出
し
ま
せ
ん
︒
た

だ
そ
の
よ
う
に
す
る
だ
け
で
自
由
は
大
地
の
意
味
に
︑
む
し
ろ
人
間
の
意

味
に
な
り
う
る
の
で
す
︒
そ
こ
で
は
ま
た
︑も
は
や
神
な
る
人 （
29
） 

で
は
な

く
︑
人
な
る
神 （
30
） 

が
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス

は
神
な
る
人
で
︑
そ
の
行
為
は
神
な
る
人
の
そ
れ
で
あ
り
︑
そ
の
名
声
は

死
で
あ
り
ま
し
た
︒
こ
う
し
た
意
味
合
い
で
す
と
︑
人
な
る
神
に
は
ま
だ

名
声
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
と
言
い
ま
す
の
も
︑
そ
の
名
声
は
現ダ
ー
ザ
イ
ン存だ
か
ら
で

す
︒ （31
）
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
︑
変
身
が
人
な
る
神
の
国
で
す
と
理
念
で
あ
る

か
︑
あ
る
い
は
理
念
を
通
じ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
と
何
ら
変
わ
り
が
あ
り

ま
せ
ん
︒
人
な
る
神
の
行
為
と
苦
悩
は
︑
そ
う
し
た
神
も
何
ら
か
の
他
の

神
も
こ
の
世
の
現ダ
ー
ザ
イ
ン存に
︑
こ
う
し
た
現ダ
ー
ザ
イ
ン存の
ベ
ー
ル
に
穴
を
あ
け
た
り
︑

あ
る
い
は
引
き
裂
い
た
り
す
る
こ
と
が
も
は
や
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
︑
湯

気
が
立
ち
上
る
奥
底
か
ら
新
た
な
神
々
や
子
孫
を
生
み
出
す
た
め
に
︑
大

地
が
人
な
る
神
を
前
に
し
て
み
ず
か
ら
の
体
を
引
き
裂
い
た
こ
と
と
は
違

う
の
で
す
︒
そ
の
た
め
に
人
な
る
神
は
生
ま
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
が
人
な
る

神
の
意
味
で
あ
り
︑
最
後
の
秘
密
で
あ
り
ま
す
︒  注 

こ
の
よ
う
に
無
限
で

あ
り
︑
永
遠
に
沈
黙
す
る
大
地
に
お
い
て
︑
人
な
る
神
は
︑
自
由
の
国
︑

も
し
く
は
本
人
が
名
づ
け
る
よ
う
な
天
の
国
を
築
き
ま
し
た
︒

注
　
従
い
ま
し
て
︑
両
者
を
と
も
に
同
時
に
愛
す
る
こ
と
︑（
人
な
る
神
の

世
界
で
す
と
）
神
を
愛
す
る
こ
と
は
︑
無
限
に
難
し
く
︑
無
限
に
易

し
い
の
で
す
︒
そ
れ
は
︑
人
な
る
神
の
秘
密
︑
そ
の
深
さ
の
弁
証
法

的
な
表
出
︒
た
だ
神
と
し
て
︑
私
は
私
で
あ
る
者
と
し
て
︑
引
き
裂

か
れ
る
大
地
と
し
て
し
か
現
わ
れ
な
い
︑
奇
跡
的
に
し
か
現
わ
れ
な

い
神
を
愛
す
る
こ
と
は
︑
個
々
の
状
況
に
応
じ
て
易
し
く
も
あ
れ

ば
︑
あ
る
い
は
ま
た
難
し
く
も
あ
り
ま
す
︒
そ
う
し
た
神
は
そ
も
そ

も
愛
さ
れ
ま
せ
ん
︒
だ
か
ら
こ
そ
愛
は
人
な
る
神
の
唯
一
の
秘
密
な

の
で
す
︒
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二
十
九

自
然
の
中
に
い
る
皆
さ
ん
は
す
べ
て
を
原
因
か
ら
説
明
で
き
︑
自
然
の

中
に
あ
る
す
べ
て
を
分
析
で
き
ま
す
し
︑
あ
る
い
は
ま
た
︑
自
然
の
中
に

あ
る
す
べ
て
は
適
応
に
帰
せ
ら
れ
ま
す
︒
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
︑
存
在
す
る

も
の
は
︑
必
ず
し
も
説
明
の
際
に
概
念
と
な
っ
て
硬
直
せ
ず
︑
そ
れ
で
台

無
し
に
な
っ
て
い
そ
う
も
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
す
で
に
変
身
し
︑
再
復
活

を
遂
げ
て
い
る
は
ず
で
︑
皆
さ
ん
の
見
る
こ
と
と
読
み
解
く
こ
と
は
理
念

で
あ
り
︑
変
身
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
︒
一
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
︒
皆
さ
ん

は
毒
ヘ
ビ
や
そ
の
姿
の
こ
と
な
ど
︑
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
す

べ
て
︑
も
し
く
は
お
お
よ
そ
す
べ
て
︑
知
っ
て
い
ま
す
︒
後
に
な
っ
て
か

ら
も
っ
と
お
知
り
に
な
る
こ
と
は
今
ご
存
知
の
こ
と
と
（
概
念
ゆ
え
に
）

矛
盾
し
な
い
で
し
ょ
う
が
︑
こ
う
し
た
こ
と
は
︑
い
か
な
る
学
問
そ
れ
自

体
と
い
え
ど
も
凌
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
同
一
律 （
32
） 
の
問
題
に
実
際
は
な

る
の
で
す
︒
皆
さ
ん
は
︑さ
ら
に
言
い
ま
す
と
︑（
毒
の
な
い
ヘ
ビ
と
区
別

し
て
）
毒
の
あ
る
ヘ
ビ
の
姿
を
完
全
に
説
明
し
︑
分
析
で
き
ま
す
︒
つ
ま

り
︑
毒
牙
に
よ
っ
て
毒
の
な
い
ヘ
ビ
よ
り
も
も
っ
と
わ
が
身
を
守
れ
る
こ

と
か
ら
︑
さ
ら
に
鈍
く
な
る
ヘ
ビ
の
動
き
を
分
析
で
き
る
の
で
す
︒
こ
の

よ
う
な
状
態
に
関
し
て
は
さ
ら
に
︑
動
き
の
乏
し
さ
を
伴
う
尖
っ
て
い
な

い
し
っ
ぽ
の
先
も
あ
り
ま
す
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
多
く
の
場
合
︑

け
ば
け
ば
し
い
色
合
い
が
少
な
く
と
も
そ
う
な
の
で
す
︒
そ
れ
に
よ
っ
て

有
毒
植
物
や
特
定
の
蝶
が
も
つ
色
合
い
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
が
︑
嫌
な
に

お
い
と
味
で
鳥
に
避
け
ら
れ
て
い
る
そ
う
し
た
植
物
や
蝶
の
色
合
い
は
︑

動
物
学
者
に
よ
っ
て
保
護
色
と
区
別
さ
れ
て
威
嚇
色
と
名
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
︒
毒
牙
と
と
も
に
最
後
に
マ
ム
シ
の
場
合
︑
著
し
い
三
角
形
︑
く
さ

び
形
の
頭
（
観
相
学
的
に
ト
ラ
も
し
く
は
イ
タ
チ
の
頭
に
似
た
そ
れ
）
が

あ
り
ま
す
が
︑
と
言
い
ま
す
の
も
︑
柔
ら
か
い
と
こ
ろ
埋
め
込
ま
れ
て
い

る
毒
牙
か
ら
す
る
と
︑
ヘ
ビ
に
は
小
突
き
や
一
撃
が
必
要
で
︑
引
裂
は
必

要
な
い
か
ら
で
す
︒

お
分
か
り
の
と
お
り
︑
皆
さ
ん
は
生
き
物
を
細
分
し
︑
分
割
し
︑
説
明

し
︑
分
解
し
︑い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
台
無
し
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
︑

い
ま
や
皆
さ
ん
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
言
え
ば
︑
も
し
生
き
物
が
硬
直

や
分
割
か
ら
︑
概
念
か
ら
︑
再
び
息
を
吹
き
返
し
︑
生
き
︑
現
存
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
生
き
物
を
も
う
一
度
（
精
神
か
ら
︑
理
念
か
ら
）

生
み
出
し
︑
こ
う
し
た
や
り
方
で
そ
の
存
在
物
に
変
身
す
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
同
一
性
の
秘
密
は
復
活
の
そ
れ
と
結
び
つ
き
︑

全
一
性
の
秘
密
は
反
転
の
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
す
︒

私
た
ち
が
見
て
取
り
ま
し
た
よ
う
に
︑
無
限
運
動
の
世
界
は
（
こ
こ
で

私
た
ち
は
ま
さ
に
無
限
の
運
動
以
外
に
他
の
い
か
な
る
運
動
も
認
め
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
が
）
概
念
と
理
念
が
分
離
す
る
世
界
で
も
あ
り
︑
私
た

ち
の
更
な
る
理
解
に
よ
り
ま
す
と
︑
外
と
内
と
が
こ
の
よ
う
に
分
離
す
る

世
界
は
無
化
と
受
難
の
世
界
で
も
あ
り
︑
受
難
世
界
だ
け
で
も
す
で
に
ま

た
も
や
無
限
世
界
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
こ
と
が
観
相
学
に
と
り
ま
し
て
い

か
な
る
結
果
を
直
接
伴
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
︑
皆
さ
ん
は
私
に
尋
ね
ら

れ
る
で
し
ょ
う
︒
結
果
と
し
ま
し
て
︑
皆
さ
ん
は
生
き
生
き
と
し
て
い
る

唯
一
一
回
限
り
の
存
在
物
に
関
し
て
証
明
し
た
り
︑
も
し
く
は
︑
あ
れ
や

こ
れ
や
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
示
す
と
証
言
し
た
り
す
る
こ
と
が
︑
い
か

な
る
場
合
で
あ
れ
で
き
ま
せ
ん
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
結
果
と
し
て
皆
さ
ん
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は
︑
ま
ず
そ
の
人
間
に
変
身
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
ま
ず
こ
の
よ
う
に
変

身
し
た
人
間
が
（
そ
れ
も
こ
の
者
の
み
が
）
次
に
意
味
を
示
し
て
い
る
の

で
す
︒

私
に
は
ど
う
し
て
も
思
え
て
し
ま
う
こ
と
で
す
が
︑
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
は
（
ト
ル
ス
ト
イ
と
違
っ
て
）
か
く
の
如
く
人
間
を
見
て
い
ま
し
た

し
︑
劇
作
家
は
（
叙
事
詩
人
と
違
っ
て
）
か
く
の
如
く
見
て
い
ま
す
︒
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
人
間
は
類
型
的
な
美
徳
と
類
型
的
な
悪
徳
を
有
す
る

い
か
な
る
類
型
で
も
な
く
︑
そ
う
で
は
な
く
て
︑
啓
示
を
得
な
が
ら
そ
の

後
で
再
び
闇
に
包
ま
れ
た
者
で
あ
り
︑
す
っ
か
り
む
き
出
し
に
さ
れ
な
が

ら
そ
の
後
で
再
び
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
者
で
あ
り
︑
純
潔
で
あ
り
な

が
ら
同
時
に
淫
ら
で
あ
り
︑
運
命
に
よ
っ
て
相
互
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
が
ゆ
え
に
半
狂
乱
に
な
っ
て
い
る
者
な
の
で
す
︒
詩
人
が
そ
う
し
た
者

た
ち
へ
と
変
身
す
る
が
ゆ
え
に
︑
そ
う
し
た
者
た
ち
が
変
身
し
た
者
と

な
っ
て
い
る
こ
と
︑
そ
れ
が
ま
さ
に
彼
ら
の
運
命
の
解
明
な
の
で
す
︒
そ

う
し
た
者
た
ち
の
中
に
入
っ
て
行
き
︑
一
方
を
他
方
か
ら
︑
息
子
を
父
か

ら
︑
聖
な
る
白
痴
で
あ
る
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
か
ら
殺
人
者
ロ
ゴ
ー
ジ
ン
︹
い

ず
れ
も
﹃
白
痴
﹄
の
登
場
人
物
︺
を
区
別
で
き
る
者
は
誰
で
し
ょ
う
か
︒

こ
う
し
た
世
界
の
中
心
点
︑
悲
劇
そ
の
も
の
の
世
界
の
中
心
点
︑

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
︑
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
よ
う
な
者
の
世
界
や
ベ
ー

ト
ー
ベ
ン
の
世
界
も
そ
う
だ
が
︑
こ
う
し
た
世
界
の
中
心
点
は
︑
想
像
上

の
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
中
心
は
事
物
の
中
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

事
物
の
中
と
見
る
者
の
中
の
間
に
あ
り
ま
す

4

4

4

4

4

4

︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
が
私
に

よ
っ
て
想
像
上
の
中
心
と
名
づ
け
る
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
想

像
上
の
中
心
ゆ
え
に
人
間
は
変
身
す
る
の
で
あ
り
︑
言
い
換
え
ま
す
と
︑

変
身
し
た
者
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
で
中
心
が
意ズ
ィ
ン味
と
な
っ
て
い
る
で
す
︒

私
は
劇
作
家
の
こ
う
し
た
世
界
に
叙
事
詩
人
の
世
界
を
︑
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
の
世
界
に
ダ
ン
テ
の
世
界
を
対
置
さ
せ
ま
す
︒
後
者
は
中
心
の
世

界
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
︑
唯
一
つ
あ
る
︑
存
続
す
る
︑
幾
何
学
的
中
心
の

世
界
︑
神
の
意
志
︑﹁
最
初
の
愛
﹂ （
33
）︑﹁
神
の
復
讐
﹂ （
34
）︑
こ
れ
ら
の
中
心

の
世
界
な
の
で
す
︒
従
っ
て
︑
義
と
い
う
こ
の
よ
う
な
中
心
の
た
め
だ
け

に
︑
ダ
ン
テ
の
人
間
た
ち
は
︑
実
際
の
者
た
ち
と
変
わ
り
な
く
︑
ダ
ン
テ

が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
街
路
で
出
会
っ
た
者
た
ち
の
姿
の
ま
ま
︑
教
理
問
答

中
に
こ
と
ご
と
く
書
か
れ
て
い
る
美
徳
と
悪
徳
を
永
遠
に
持
ち
続
け
て
い

ま
す
︒
神
の
中
に
あ
る
こ
の
よ
う
な
中
心
は
一
つ
の
円
の
中
に
あ
っ
て
︑

同
時
に
二
つ
の
円
の
中
に
は
な
い
円
の
中
心
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
が
︑
こ

う
し
た
中
心
ゆ
え
に
︑
異
端
者 （
35
）︑
エ
ピ
ク
ロ
ス
︹
精
神
的
快
楽
を
追
求
し

た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
︺
の
徒 （
36
）︑
カ
ヴ
ァ
ル
カ
ン
テ
ィ
︹
一
二
五
五

－

一
三
〇
〇
︒
ダ
ン
テ
の
友
人
で
詩
人
︺ （
37
）︑ホ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
家

の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
︹
一
一
九
四－

一
二
五
〇
︺ （
38
）
は
︑
燃
え
上
が
る

墓 （
39
） 

の
中
に
永
遠
に
入
っ
て
お
り
︑
暴
君
た
ち （
40
）︑
例
え
ば
エ
ッ
ツ
ェ

リ
ー
ノ
︹
一
一
九
四－

一
二
五
九
︒
敵
対
者
を
残
虐
に
圧
迫
し
た
北
イ
タ
リ
ア
の

支
配
貴
族
︺ （
41
）
は
血
が
流
れ
る
川
の
中
で
煮
え
た
ぎ
り （
42
）︑
ソ
ド
ム
の
者

た
ち
は
︑
火
の
雨
が
降
る
中
︑
燃
え
る
砂
の
上
を
通
っ
て
慌
て
て
走

り （
43
）︑
予
言
者
や
占
い
師
は
頭
を
前
後
逆
に
載
せ
て
い
る
の
で
︑
ひ
げ
で

肩
を
お
お
い
︑
涙
で
尻
を
濡
ら
し
な
が
ら
後
ろ
に
下
が
っ
て
お
り （
44
）︑
分

裂
の
種
を
ま
い
た
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
ボ
ル
ン
︹
一
一
四
〇
頃－

一
二
一
五

頃
︒
フ
ラ
ン
ス
の
吟
遊
詩
人
︺ （
45
）
は
胴
体
か
ら
離
さ
れ
た
自
分
の
頭
を
手
に

持
っ
て
さ
ま
よ
い
︑
偽
善
者
は
頭
と
肩
の
周
り
を
鉛
の
マ
ン
ト
で
お
お
い
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な
が
ら
悠
然
と
大
股
で
歩
き （
46
）︑
裏
切
り
者
た
ち
は
鋭
い
破
片
の
よ
う
な

最
下
層
の
氷
に
氷
づ
け
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す （
47
）︒

三
十従

い
ま
し
て
︑
私
た
ち
の
特
性
は
す
べ
て
（
幾
何
学
的
人
物
の
特
性
と

は
違
い
）︑
同
じ
一
つ
の
瞬
間
に
存
在
し
て
意
味
を
示
す
の
で
あ
り
︑（
も

う
一
度
繰
り
返
し
ま
す
と
︑
例
の
想
像
上
の
中
心
ゆ
え
に
）
性
格
は
運
命

で
あ
り
︑
存
在
す
る
者
は
変
身
し
た
者
で
あ
り
ま
す
︒
究
極
の
最
後
︑
究

極
の
底
に
お
い
て
︑
ダ
ン
テ
の
人
間
た
ち
が
有
す
る
性
格
も
ま
た
彼
ら
の

運
命
で
あ
り
︑
別
の
言
い
方
を
し
ま
す
と
︑
罪
人
を
罰
す
る
神
の
復
讐
は

罪
人
た
ち
の
中
で
恐
ろ
し
い
反
抗
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
す
︒
い
ず
れ

の
概
念
に
も
収
ま
ら
な
い
神
秘
に
満
ち
た
や
り
方
で
︑
罪
人
の
反
抗
と
神

の
復
讐
が
同
じ
一
つ
の
も
の
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
よ
う
な
や
り
方
で
神

は
神
に
よ
っ
て
﹁
第
一
の
愛
﹂
か
ら
創
造
さ
れ
た
神
自
身
の
世
界
で
あ
る

地
獄
に
存
在
し
ま
す
︒
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
︑
究

極
の
深
い
と
こ
ろ
で
ダ
ン
テ
も
ま
た
い
ず
れ
の
偉
大
な
る
詩
人
と
同
じ
よ

う
に
劇
作
家
で
あ
り
︑
ダ
ン
テ
の
人
間
た
ち
は
自
分
自
身
に
変
身
し
た
者

た
ち
な
の
で
す
︒

皆
さ
ん
は
︑
あ
る
顔
を
深
く
の
ぞ
き
込
め
ば
の
ぞ
き
込
む
ほ
ど
︑
つ
ま

り
︑
あ
る
ひ
と
り
の
人
間
に
変
身
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
あ
れ
や
こ
れ
や
の

特
性
を
見
る
こ
と
が
︑
教
理
問
答
の
中
に
あ
る
よ
う
な
あ
れ
や
こ
れ
や
の

美
徳
と
罪
を
見
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
少
な
く
な
り
ま
す
し
︑
姿
を
見
る
こ

と
︑
顔
を
見
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
多
く
な
り
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
疑
い
深
い

者
を
詐
欺
師
と
︑
専
制
君
主
を
非
抑
圧
者
と
︑
復
讐
者
を
反
抗
者
と
見
る

の
で
す
︒

﹁
第
一
原
因
﹂で
あ
る
類
型
の
世
界
で
は
︑
詐
欺
が
疑
い
の
原
因
と
な
っ

て
お
り
︑
そ
の
と
き
皆
さ
ん
は
そ
こ
で
両
方
を
得
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

つ
ま
り
︑
疑
い
深
い
者
と
詐
欺
師
を
︑
疑
い
深
い
者
の
仮
面
と
詐
欺
師
の

仮
面
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
︒

三
十
一

こ
れ
ま
で
私
た
ち
の
話
題
に
と
な
っ
た
こ
と
の
多
く
は
︑
判
断
力
と
想

像
力
の
関
係
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
に
関
し
て
私
は
前
述
の
内
容

を
補
う
た
め
に
更
に
続
け
て
こ
う
言
う
つ
も
り
で
す
︒
つ
ま
り
︑
想
像
力

を
多
く
有
す
る
者
た
ち
は
彼
ら
の
判
断
に
慎
重
で
あ
り
ま
す
︒
第
一
の
理

由
と
し
ま
し
て
︑
そ
う
し
た
者
た
ち
が
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す

と
︑
判
断
は
常
に
対
象
の
等
級
︑
階
級
︑
序
列
し
か
捉
え
ず
︑
決
し
て
対

象
そ
の
も
の
を
完
全
に
捉
え
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
す
︒
と
言
い
ま
す
の

も
︑
こ
う
し
た
対
象
は
最
高
の
判
断
を
も
つ
よ
う
な
者
に
と
り
ま
し
て
す

で
に
想
像
さ
れ
︑
す
で
に
変
身
を
遂
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
︒
対
象

が
ま
さ
に
あ
る

4

4

こ
と
に
よ
っ
て
︑
も
し
く
は
あ
る

4

4

こ
と
を
通
じ
て
変
身
を

遂
げ
て
い
る
の
で
す
︒そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
よ
う
な
者
た
ち
は
形
態
︑
形
式
︑

現
実
を
︑
ド
ミ
ト
リ
ー
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
が
リ
ア
リ
ズ
ム
と
名
づ
け
て
い

る
も
の
を
好
み
ま
す
︒ （48
）
第
二
に
申
し
あ
げ
ま
す
と
︑
偉
大
な
想
像
力
を

も
つ
者
た
ち
は
判
断
に
慎
重
で
す
が
︑
そ
の
理
由
と
し
て
︑
彼
ら
に
と
り

ま
し
て
常
に
判
断
と
い
う
も
の
は
事
物
の
等
級
や
階
級
を
捉
え
る
こ
と
に
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な
る
単
な
る
判
断
以
上
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
判
断
は

彼
ら
に
と
り
ま
し
て
既
に
決
断
で
あ
り
︑
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
で
あ
り
︑
行

為
で
あ
り
︑
見
る
者
と
顔
の
間
に
あ
る
深
淵
を
飛
び
越
え
て
し
ま
う
か
ら

で
す
︒

ご
存
知
の
と
お
り
︑
判
断
と
想
像
力
は
頂
点
の
極
み
に
お
い
て
勢
い
よ

く
ぶ
つ
か
っ
て
︑
私
た
ち
が
人
格
と
呼
ぶ
も
の
を
生
み
出
し
ま
す
︒
こ
う

し
た
人
格
は
判
断
に
よ
っ
て
も
想
像
力
に
よ
っ
て
も
置
き
換
え
が
で
き
ま

せ
ん
︒
人
格
は
時
の
充
溢
に
あ
り
︑
人
格
そ
の
も
の
が
時
の
充
溢
で
あ
り
︑

そ
れ
ゆ
え
に
常
に
根
源
的
で
あ
り
ま
す
︒つ
ま
り
︑
人
格
は
単
な
る
移
行
︑

緊
張
︑
対
立
︑
突
発
︑
逃
避
以
上
の
も
の
で
す
︒
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い

の
で
す
が
︑
た
だ
単
に
移
行
し
︑
た
だ
単
に
緊
張
し
︑
た
だ
単
に
対
立
的

な
者
は
根
源
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
︑
あ
る
い
は
︑
私
に
矛
盾
を
許
し
て

い
た
だ
け
ま
す
な
ら
ば
︑
そ
う
し
た
者
は
模
倣
の
結
果
か
も
し
く
は
模
倣

の
状
態
に
お
い
て
の
み
根
源
的
な
の
で
す
︒
ち
ょ
う
ど
檻
の
中
に
い
る
サ

ル
み
た
い
な
も
の
で
す
︒
私
な
り
に
何
度
も
自
問
す
る
こ
と
で
す
が
︑
神

に
対
す
る
悪
魔
の
関
係
は
人
間
に
対
す
る
檻
の
中
に
い
る
サ
ル
の
関
係
と

相
等
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
ひ
ょ
っ
と
し
ま
す
と
︑
悪
魔
も
ま

た
模
倣
ゆ
え
に
根
源
的
に
な
っ
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

従
っ
て
悪
魔
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
し
か
め
っ
面
で
あ
り
︑
ね
じ
曲
が
り
で

あ
り
︑
変
種
で
あ
り
︑
何
も
か
も
が
た
だ
悪
魔
の
考
え
に
し
か
由
来
し
な

い
の
で
す
が
︑
そ
の
考
え
に
よ
り
ま
す
と
︑
例
の
充
溢
︑
現
在
︑
普
遍
的

な
も
の
な
ど
な
く
︑
む
し
ろ
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
は
終
末
を
め
ざ
す
始
原

の
回
り
道
に
す
ぎ
ず
︑
ま
っ
た
く
の
誇
張
で
あ
り
︑
世
界
そ
の
も
の
の
模

倣
で
あ
り
︑
そ
れ
だ
け
に
意
味
を
失
い
︑
一
つ
の
芸
当
に
な
っ
て
お
り
︑

す
っ
か
り
見
抜
か
れ
て
中
が
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒

充
溢
し
た
中
身
は
常
に
根
源
的
で
あ
り
︑
根
源
的
な
も
の
は
常
に
イ
デ

ア
的
な
も
の
で
も
あ
り
ま
す
︒
こ
の
こ
と
を
悪
魔
は
知
ら
ず
︑
た
だ
内
な

る
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
ゆ
え
に
し
か
め
っ
面
を
し
︑
根
源
的
な
も
の
と
イ
デ
ア

的
な
も
の
の
両
者
か
ら
対
立
を
こ
し
ら
え
る
の
で
す
︒

従
い
ま
し
て
︑
事
物
と
な
り
ま
す
と
︑
普
遍
的
な
も
の
で
満
た
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
︑
想
像
力
な
し
に
は
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
︑

い
わ
ば
皆
さ
ん
の
想
像
力
な
く
し
て
は
決
し
て
何
ら
か
の
意
味
を
示
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
し
︑
あ
る
い
は
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
皆
さ
ん
の
想

像
力
な
く
し
て
は
存
在
で
き
ま
せ
ん
︒
た
だ
神
の
み
が
皆
さ
ん
の
想
像
力

が
な
く
て
も
意
味
を
示
し
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
︑
国
立
銀
行
が

紙
幣
を
回
収
す
る
よ
う
に
神
は
皆
さ
ん
の
想
像
力
を
回
収
し
て
し
ま
っ
て

お
り
︑
そ
れ
で
皆
さ
ん
は
神
に
向
か
っ
て
存
在

4

4

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ

う
な
り
ま
す
と
︑
こ
う
し
た
存ザ
イ
ン在
は
私
た
ち
が
信
仰
と
呼
ぶ
も
の
に
な
る

の
で
す
︒
こ
の
よ
う
な
信
仰
は
想
像
力
を
克
服
し
同
時
に
証
明
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
の
で
︑
想
像
力
を
欠
く
世
界
と
も
な
り
ま
す
と
決
し
て
信
仰

に
至
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
と
お
そ
ら
く
言
っ
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
︒
も
し
く
は
︑
進
歩
へ
の
信
仰
︑
原
子
へ
の
信
仰
︑
時
間
の
相
対

性
へ
の
信
仰
︑
あ
る
い
は
ま
た
善
の
勝
利
へ
の
信
仰
︑
一
言
で
言
い
ま
す

と
︑
事
物
へ
の
信
仰
に
し
か
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
が
︑
私
た
ち

は
事
物
を
で
き
れ
ば
知
り
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
き
ち
ん
と
知
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
す
︒
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三
十
二

以
上
の
充
溢
︑
以
上
の
普
遍
的
な
も
の
の
象
ズ
ィ
ン
ビ
ル
ト
徴
が
人
間
の
頭
蓋
で
あ

り
︑
人
間
の
目
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
ど
ち
ら
に
も
あ
る
丸
み
に
お
い

て
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
お
そ
ら
く
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
頭
蓋
や

目
ほ
ど
に
は
︑
い
か
な
る
人
間
の
頭
蓋
や
人
間
の
目
に
お
い
て
も
︑
惑
星

の
鏡
で
は
な
く
︑
天
空
の
鏡
と
し
て
︑
あ
ま
り
の
充
溢
は
存
在
し
ま
せ
ん

で
し
た
︒
私
の
考
え
で
は
︑
皆
さ
ん
は
こ
の
こ
と
を
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の

間
違
い
な
く
出
来
の
よ
く
な
い
肖
像
か
ら
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
︒
か
く
も
多
く
充
溢
が
あ
る
か
︑
も
し
く
は
か
く
の
ご

と
く
充
溢
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
︑
い
わ
ゆ
る
意ベ

ド

イ

テ

ン

デ

味
を
示
し
て
い
る
表
情
は

意ズ
ィ
ン味
を
こ
と
ご
と
く
失
っ
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
も
は
や
意ズ
ィ
ン味
が
な
く
︑
せ

い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
充
溢
と
無
限
の
生
の
表
出
で
あ
る
繊
細
さ
が
あ
り
︑
こ

う
し
た
繊
細
さ
の
う
ち
に
充
溢
の
意ベ
ド
イ
ト
ゥ
ン
グ

味
作
用
が
あ
る
だ
け
か
︑
あ
る
い
は

生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
生
の
意ズ
ィ
ン味
が
あ
る
だ
け
な
の
で
す
︒
他
に
意

意ベ
ド
イ
ト
ゥ
ン
グ

味
作
用
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
い
ず
れ
も
中
身
の
な
い
︑
む
き
出
し
の

概
念
と
な
り
︑
変
種
と
な
り
︑
し
か
め
っ
面
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
︒
私
た
ち
が
行
っ
た
よ
う
な
解
釈
を
皆
さ
ん
が
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑

（
ダ
ン
テ
の
典
型
的
な
偉
人
顔
と
比
べ
ま
す
と
）
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
顔

ほ
ど
解
釈
困
難
か
解
釈
不
可
能
と
な
る
人
間
の
顔
は
お
そ
ら
く
あ
り
ま
せ

ん
︒
皆
さ
ん
は
こ
れ
と
同
じ
顔
ゲ
ズ
ィ
ヒ
トを
︑シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
外
的
生
の
様ゲ
ズ
ィ
ヒ
ト相

に
再
び
見
出
し
ま
せ
ん
か
︒
そ
れ
は
︑
私
た
ち
に
は
意ベ

ド

イ

テ

ン

デ

味
を
示
し
て
い
る

も
の
が
何
も
知
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
に
︑
も
っ
ぱ
ら
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
生

か
ら
離
れ
て
神
話
と
な
っ
た
様ゲ
ズ
ィ
ヒ
ト相の
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒

三
十
三

私
は
皆
さ
ん
に
両
方
の
見
方
の
解
説
を
試
み
ま
し
た
︒
類
型
と
し
て
の

世
界
に
関
す
る
見
方
と
個
と
し
て
の
世
界
に
関
す
る
見
方
︑
つ
ま
り
外
か

ら
の
見
方
と
内
か
ら
の
見
方
で
す
︒
両
方
を
一
緒
に
ま
と
め
て
し
ま
お
う

と
す
る
者
は
︑
人
間
精
神
を
め
ぐ
る
永
遠
の
問
い
に
行
き
つ
き
ま
す
︒
生

命
の
な
い
分
割
可
能
な
も
の
︑
死
ん
で
い
る
も
の
は
︑
形
の
あ
る
生
き
て

い
る
も
の
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
よ
り
的
確
に
観

相
学
者
と
し
て
述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
う
問
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

エ
ー
テ
ル
に
よ
っ
て
生
物
を
支
え
る
惑
星
の
印
を
生
物
そ
の
も
の
が
ど
こ

で
ど
の
よ
う
に
示
す
の
で
し
ょ
う
か
︒
地
球
そ
の
も
の
は
ど
の
よ
う
に
し

て
生
物
の
形ゲ
ビ
ル
デ象
の
中
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
他
方
で
こ
う
し
た
形ゲ
ビ
ル
デ象
は

ど
の
よ
う
に
し
て
地
球
の
中
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
と
︒

（
動
物
の
頭
︑
特
に
ヘ
ビ
や
は
っ
て
動
く
虫
の
頭
と
は
違
い
）
人
間
の
頭

部
︑
頭
蓋
の
丸
み
︑
首
に
よ
る
頭
蓋
と
胴
体
の
境
界
で
す
と
︑
す
で
に
言

及
し
ま
し
た
よ
う
に
︑
閉
じ
ら
れ
た
天
蓋
と
同
じ
よ
う
に
惑
星
が
像
と
し

4

4

4

て
取
り
込
ま
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4 （
49
） 

こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
︒
目
や
目
の
丸

み
で
も
同
じ
こ
と
で
す
︒
さ
ら
に
目
の
中
で
は
陽
の
光
が
像
と
し
て
取
り

4

4

4

4

4

4

込
ま
れ
て
お
り

4

4

4

4

4

4

︑
耳
に
お
け
る
響
き
︑
貝
に
お
け
る
轟
く
見
え
な
い
海
の

波
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
は
想
像
さ

れ
て
い
ま
す （
50
）︒
観
相
学
は
か
よ
う
に
像
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

世

界
の
形
態
学
で
す
︒
私
の
考
え
で
す
と
︑
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
包
括
的
で

正
し
い
観
相
学
の
定
義
を
皆
さ
ん
に
示
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
人
間
の

頭
蓋
に
天
空
が
あ
る
よ
う
に
︑
ヘ
ビ
の
体
の
蛇
行
に
惑
星
の
回
転
や
軌
道
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が
︑
鳥
の
卵
に
地
球
が
︑
自
由
に
漂
う
天
体
が
あ
る
の
で
す
︒

私
た
ち
が
こ
こ
で
最
初
か
ら
最
後
に
至
る
ま
で
理
解
し
て
き
た
よ
う
な

観
相
学
者
に
と
り
ま
し
て
は
︑
原
像
と
模
像
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
結
合

が
果
た
さ
れ
て
い
ま
す
︒
従
い
ま
し
て
観
相
学
者
と
も
な
り
ま
す
と
︑

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
︹
？－

一
五
七
六
︒
イ
タ
リ
ア
の
画
家
︺
の
カ
ー
ル
五

世 （
51
） 

も
し
く
は
モ
ナ
・
リ
ザ
が
︑
現
実
の
顔
︑
偶
然
の
顔
︑
死
に
よ
っ
て

崩
れ
た
顔
の
理
想
化
で
あ
る
と
か
︑
あ
る
い
は
︑
こ
れ
ら
の
絵
が
真
の
人

間
を
再
現
し
て
お
り
︑
現
実
的
な
も
の
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
理
想
ゆ
え

に
錯
覚
で
あ
る
な
ど
と
は
言
わ
な
い
で
し
ょ
う
︒
そ
う
は
言
わ
な
い
の
で

す
︒
模
像
が
原
像
と
同
じ
よ
う
に
現
実
的
で
あ
り
︑
原
像
が
模
像
と
同
じ

よ
う
に
像
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

世
界
に
︑
観
相
学
者
は
ま
な
ざ
し

を
絶
え
ず
向
け
続
け
て
い
ま
す
︒
こ
こ
で
私
は
お
そ
ら
く
こ
う
言
っ
て
も

よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
す
な
わ
ち
︑
以
上
の
理
由
か
ら
︑
こ
の
よ
う
な

観
相
学
者
に
す
れ
ば
︑
意
志
の
世
界
や
表
象
の
世
界
に
つ
い
て
語
る
世
界

観
ぐ
ら
い
間
違
い
な
く
疎
遠
な
世
界
観
は
無
く
︑
こ
う
し
た
世
界
観
の
提

唱
者
が
も
つ
精
神
や
性
格
に
対
す
る
観
相
学
者
の
賛
嘆
が
ど
ん
な
に
大
き

く
て
も
︑
同
じ
く
疑
わ
し
い
と
思
っ
て
し
ま
う
世
界
観
は
な
い
の
で
す
と
︒

惑
星
が
あ
る
形ゲ
ビ
ル
デ象
の
中
で
は
っ
き
り
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
︑
こ
の

形ゲ
ビ
ル
デ象
は
ま
す
ま
す
惑
星
そ
の
も
の
の
象
ズ
ィ
ン
ビ
ル
ト
徴
と
︑
も
し
く
は
惑
星
と
同
じ
も

の
に
な
り
ま
す
し
︑
ま
す
ま
す
決
定
的
に
現
実
の
世
界
と
想
像
さ
れ
た （
52
）

世
界
で
同
時
に
生
を
得
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
太
陽
の
周
り
を
め
ぐ

る
地
球
が
ヘ
ビ
以
上
に
は
っ
き
り
と
像
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

形ゲ
ビ
ル
デ象

は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
！ 

樹
幹
の
球
形
︑
大
小
の
枝
や
葉
の
構
造
︑
幹
の

年
輪
︑
幹
そ
の
も
の
の
姿
︑
花
の
萼
や
星
形
︑
皆
さ
ん
は
こ
れ
ら
の
中
に

地
球
の
姿
と
太
陽
の
周
り
を
め
ぐ
る
軌
道
を
︑
太
陽
か
ら
出
る
光
の
作
用

を
伴
う
す
べ
て
の
星
辰
の
姿
を
見
出
し
ま
す
︒

植
物
の
こ
う
し
た
構
造
は
事
物
の
一
構
造
で
あ
り
︑
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の

構
造
で
あ
り
︑
空
間
構
造
な
の
で
す
︒

皆
さ
ん
は
植
物
の
構
造
を
建
築
と
彫
刻
と
い
う
空
間
芸
術
に
再
び
見
出

し
ま
す
し
︑
彫
刻
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
が
建
築
と
密
接
に
関
わ
り
続
け
て

き
た
程
度
に
応
じ
て
植
物
の
構
造
を
よ
り
多
く
再
び
見
出
し
ま
す
︒
こ
れ

ら
二
つ
の
芸
術
が
一
時
代
や
一
民
族
や
一
人
種
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
︑
皆
さ
ん
は
そ
こ
に
植
物
の
構
造
︑
空
間
の
構

造
︑
シ
ン
メ
ト
リ
ー
︑
数
の
神
聖
さ
を
再
び
見
出
す
の
で
す
︒
ギ
リ
シ
ア

人
の
芸
術
よ
り
も
司
祭
の
芸
術
に
お
い
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
よ
り
も

ア
ジ
ア
の
芸
術
に
お
い
て
ま
す
ま
す
そ
う
で
あ
り
ま
す
︒
ラ
ン
グ
ー
ン
の

シ
ュ
エ
タ
ゴ
ン
大
寺
院
︹
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
首
都
中
心
部
に
あ
る
仏
教
寺
院
︺
に

数
百
体
で
座
し
て
い
る
か
横
た
わ
っ
て
い
る
仏
像
の
中
に
︑
皆
さ
ん
は
花

の
神
秘
と
星
辰
の
神
秘
を
両
方
と
も
に
見
出
す
の
で
す
︒
人
間
が
空
間
︑

シ
ン
メ
ト
リ
ー
︑
植
物
の
国 （
53
） 

か
ら
来
た
こ
と
を
︑
私
た
ち
は
別
の
箇
所

で
示
し
ま
し
た
︒ （54
） 

私
た
ち
は
そ
こ
で
そ
の
国
を
同
一
性
や
聖
な
る
数
や

魔
術
の
国
と
も
名
づ
け
た
の
で
す
︒（
三
位
一
体
︑そ
れ
も
イ
ン
ド
の
三
位

一
体
に
は
︑
植
物
の
構
造
︑
植
物
そ
の
も
の
が
な
い
で
し
ょ
う
か
︒）
そ
れ

は
地
上
の
神
の
国
で
も
あ
り
︑
大
地
が
苦
し
み
な
が
ら
自
ら
の
母
胎
か
ら

神
々
を
生
み
出
し
た
時
代
︑
予
言
を
行
う
大
地
の
時
代
で
も
あ
り
ま
す
︒

パ
ラ
ダ
イ
ス
︑エ
リ
ュ
シ
オ
ン
︹
ギ
リ
シ
ア
神
話
で
祝
福
さ
れ
た
者
た
ち
だ
け

が
住
む
地
の
果
て
︺︑ヘ
ス
ペ
リ
デ
ス
︹
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
登
場
す
る
ニ
ン
フ
た

ち
が
住
む
国
︺
の
庭
は
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
︒
聖
な
る
空
間
に
置
か
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れ
て
い
た
の
で
す
︒

皆
さ
ん
は
︑
自
然
に
お
い
て
植
物
の
国
が
動
物
の
国
に
い
か
に
移
行
す

る
か
を
知
っ
て
い
ま
す
︒
厳
密
に
︑
つ
ま
り
概
念
に
よ
っ
て
︑
一
方
を
他

方
か
ら
区
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
し
て
も
で
す
︒
そ
の
よ
う
に
空
間
は

時
間
と
︑
シ
ン
メ
ト
リ
ー
は
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
︒
そ
れ
も
無

限
に
よ
っ
て
で
す
︒つ
ま
り
︑
絶
対
的
な
有
限
世
界
が
あ
る
と
し
ま
す
と
︑

そ
こ
で
は
両
方
の
国
を
互
い
に
分
け
る
植
物
と
動
物
の
切
り
離
し
も
ま

た
︑
皆
さ
ん
に
は
う
ま
く
い
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
︒

シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
な
い
リ
ズ
ム
は
な
く
︑
同
様
に
リ
ズ
ム
の
な
い
シ
ン

メ
ト
リ
ー
は
な
い
の
で
す
︒
皆
さ
ん
は
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
空
間
の
リ
ズ

ム
︑
リ
ズ
ム
を
時
間
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
と
名
づ
け
る
で
し
ょ
う
︒
対
に

な
っ
て
い
る
目
︑
耳
︑
手
︑
足
を
み
れ
ば
︑
二
つ
は
一
つ
︑
リ
ズ
ム
と
シ

ン
メ
ト
リ
ー
は
一
つ
な
の
で
す
︒

数
に
お
い
て
︑
シ
ン
メ
ト
リ
ー
は
空
間
に
︑
リ
ズ
ム
は
時
間
に
な
り
ま

す
︒
そ
れ
だ
け
に
数
は
顔
や
姿
で
は
な
く
︑
カ
ン
ト
が
定
義
し
て
い
る
よ

う
に
︑
時
間
と
空
間
の
一
致
な
の
で
す
︒
そ
れ
に
応
じ
て
形
態
を
定
義
し

ま
す
と
︑
リ
ズ
ム
と
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
統
一
と
な
る
で
し
ょ
う
︒

シ
ン
メ
ト
リ
ー
と
リ
ズ
ム
は
植
物
と
動
物
と
同
じ
よ
う
に
相
対
し
て
い

ま
す
︒
私
た
ち
は
動
物
を
︑と
い
う
よ
り
も
動
物
が
有
す
る
日
々
の
生
を
︑

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
瞬
間
の
生
を
︑
動
物
の
苦
し
み
と
喜
び
を
︑
宇
宙
リ

ズ
ム
の
最
も
見
事
で
最
も
奥
深
い
表
出
だ
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
︒
建
築
に
お
い
て
植
物
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
音
楽
に
お
い
て
動

物
は
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
か
︑
あ
る
い
は
理
想
化
さ
れ
ま
す
︒
人
間
は
︑

リ
ズ
ム
を
も
つ
動
物
の
こ
う
し
た
国
か
ら
第
三
の
国 （
55
） 

に
か
か
る
橋
︑

い
つ
も
の
言
い
回
し
で
す
と
︑
天
使
の
国
に
か
か
る
橋
な
の
で
す
︒
し
か

し
な
が
ら
︑
音
楽
が
根
を
動
物
の
国
深
く
ま
で
下
ろ
し
て
い
る
こ
と
を
︑

私
た
ち
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
︒
従
い
ま
し
て
︑
音
楽
家
は
お

よ
そ
終
末
な
ん
か
で
あ
り
ま
せ
ん
︒
音
楽
家
は
他
の
す
べ
て
の
芸
術
家
以

上
の
芸
術
家
で
あ
り
︑
橋
で
あ
り
︑
運
河
で
あ
り
︑
フ
ル
ー
ト
で
あ
り
︑

パ
イ
プ
で
あ
り
︑
自
分
自
身
の
内
に
根
を
下
ろ
し
て
い
な
い
葦
で
あ
り
︑

動
物
と
天
使
の
戦
い
の
場
で
あ
り
︑
半
ば
人
間
︑
半
ば
神
で
あ
り
︑
半
人
︑

半
神
で
あ
り
︑
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
で
あ
り
︑
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
で
あ
り
︑
子
供

で
あ
っ
て
同
時
に
す
べ
て
の
名
人
中
の
名
人
な
の
で
す
︒

人
間
の
国
は
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
国
で
も
な
け
れ
ば
リ
ズ
ム
の
国
で
も
な

く
︑
尺
度
の
国
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
私
た
ち
の
感
覚
器
官
で
は
到
達
で

き
な
い
第
三
の
国
で
は
い
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
︒
人
間
の
国
は
︑
そ
こ
へ
と

向
か
う
ス
タ
ー
ト
の
試
み
の
よ
う
で
あ
り
︑
手
前
で
の
せ
き
止
め
の
よ
う

で
あ
り
︑
何
か
新
し
い
も
の
︑
別
の
も
の
︑
し
ば
し
ば
予
感
さ
れ
は
す
る

が
︑
決
し
て
知
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
前
で
の
渋
滞
の
よ
う
で
あ
り
ま

す
︒
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
は
い
つ
で
あ
れ
他
者
と
い
う
回
り
道
を
し
て
し
か

自
分
自
身
を
示
し
ま
せ
ん
︒
従
っ
て
人
間
は
︑
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
︑

死
を
く
ぐ
り
抜
け
て
示
す
の
で
す
︒
個
人
と
し
て
示
し
ま
す
︒
そ
う
ゆ
う

わ
け
で
人
間
は
中
間
存
在
で
あ
り
︑
強
く
も
あ
れ
ば
弱
く
も
あ
り
︑
賢
く

も
あ
れ
ば
愚
か
で
も
あ
る
の
で
す
︒（
リ
ズ
ム
や
シ
ン
メ
ト
リ
ー
と
は
違

い
）
尺
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
そ
れ
は
︑
二
つ
の
国
が
あ
る
こ
と
︑
仮

象
と
本
質
︑
芸
術
と
現
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
動
物
は
こ

れ
ら
二
つ
の
国
を
知
り
ま
せ
ん
︒
動
物
の
遊
戯
衝
動
は
芸
術
と
何
ら
関
わ

り
が
な
い
の
で
す
︒
動
物
の
遊
戯
衝
動
を
芸
術
の
起
源
と
み
な
す
こ
と
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は
︑
浅
は
か
な
考
え
に
す
ぎ
ま
せ
ん
︒
言
葉
が
こ
う
し
た
尺
度
の
表
出
で

あ
り
ま
す
︒
言
葉
は
尺
度
で
す
︒
文
デ
ィ
ヒ
ト
ゥ
ン
グ
学
は
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
の
本
来
的

な
芸ク
ン
ス
ト術
で
あ
り
︑
尺
度
の
国
に
お
け
る
芸
術
で
あ
り
ま
す
︒
こ
う
し
た
観

点
か
ら
し
ま
す
と
︑
音
楽
が
全
芸
術
の
統
一
体
で
あ
り
︑
そ
れ
故
に
最
も

完
全
な
芸
術
で
も
あ
る
と
い
う
見
解
︑
私
た
ち
自
身
が
か
つ
て
信
奉
し
て

き
た
見
解
︑
こ
う
し
た
見
解
は
守
り
通
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
私

た
ち
は
文
学
が
人
間
の
代
表
的
な
芸
術
だ
と
表
明
し
ま
す
︒

植
物
も
し
く
は
動
物
の
観
相
学
は
単
純
で
す
が
︑
そ
れ
は
植
物
と
動
物

が
自
分
自
身
を
示
す
か
ら
で
す
︒
人
間
の
観
相
学
は
現
実
と
文
学
と
い
っ

た
こ
の
二
つ
の
世
界
の
た
め
に
難
解
で
あ
り
ま
す
︒
死
と
い
う
深
い
意
味

作
用
の
た
め
に
難
解
な
の
で
す
︒
人
間
に
は
動
物
に
な
い
想
像
力
が
あ
る

か
ら
で
あ
り
ま
す
︒
も
し
人
間
が
こ
う
し
た
想
像
力
を
事
物
の
世
界
で
像4

と
し
て
取
り
込
む
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
文
学
は
観
相

学
︑
観
相
学
は
文
学
と
な
り
︑
言
葉
は
肉
に
︑
肉
は
言
葉
と
な
り
︑
人
間

は
尺
度
の
国
か
ら
存
在
の
国
へ
︑
同
一
性
の
国
へ
達
し
て
い
た
で
し
ょ

う
︒
つ
ま
り
︑
類
い
稀
な
数
少
な
い
作
品
に
お
い
て
で
す
が
︑
極
め
て
成

熟
し
た
純
粋
な
精
神
の
持
ち
主
で
し
た
ら
（
し
ば
し
ば
狂
気
と
引
き
換
え

に
）︑
尺
度
も
し
く
は
言
語
を
通
じ
て
存
在
に
ま
で
突
き
進
む
こ
と
に
︑あ

る
い
は
皆
さ
ん
が
お
望
み
で
あ
れ
ば
︑
間
仕
切
り
の
壁
を
打
ち
破
る
こ
と

に
︑
成
功
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
︒
私
は
ゲ
ー
テ
︹
一
七
四
九－

一
八

三
二
︺
晩
年
の
諸
作
品
や
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
最
後
の
四
重
奏
︑
そ
れ
に
狂
気

に
陥
り
始
め
て
い
る
時
期
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
︹
一
七
七
〇－

一
八
四
三
︺
の

詩
に
例
の
統
一
状
態
を
見
出
し
ま
す
し
︑ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
︹
一
七
六
三－

一
八
二
五
︺
の
選
び
ぬ
か
れ
た
僅
か
な
頁
に
見
出
し
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な

者
た
ち
の
作
品
は
︑
問
題
の
あ
る
精
神
の
持
ち
主
︑
例
え
ば
ヘ
ッ
ベ
ル

︹
一
八
一
三－

一
八
六
三
︺
が
そ
の
一
人
で
す
が
︑
そ
う
し
た
者
た
ち
の
作

品
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
ら
は
文
学
以
上
の
も
の
で
あ
り
︑
言

葉
と
な
っ
た
世
界
で
あ
り
︑
存
在
へ
と
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
た
尺
度
で
あ
り

ま
す
︒
像
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

世
界
の
観
相
学
な
の
で
す
︒
そ
う

し
た
作
品
の
中
で
は
︑
晴ゾ
ネ
ン
タ
ー
ク

れ
の
日
が
道ズ
ィ
テ
ン
タ
ー
ク

義
の
日
に
な
り
ま
し
た
︒

私
が
同
一
性
の
世
界
と
呼
ぶ
も
の
は
︑
人
間
が
行
う
大
地
︑
星
辰
︑
天

空
と
の
か
の
最
終
的
な
合
一
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
世
界
で
私
た
ち
は
存
在

4

4

す
る

4

4

の
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
で
も
は
や
意
味
作
用
を
行
う
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
︒（
あ
ら
ゆ
る
宗
教
や
文
化
の
）
聖
人
は
こ
う
し
た
世
界
の
代
表
者
で
あ

り
︑そ
の
世
界
を
体
現
し
た
原
理
で
あ
り
ま
す
︒そ
の
身
体
に
は
星
辰
が
︑

太
陽
が
宿
る
の
で
す
︒
聖
人
の
身
体
は
も
は
や
魂
を
示
す
の
で
は
な
く
︑

魂
と
し
て
存
在
し
ま
す

4

4

4

4

4

︒
私
た
ち
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
す
こ
と

も
で
き
ま
し
ょ
う
︒
聖
人
は
あ
ら
ゆ
る
他
の
人
間
に
先
ん
じ
て
心
理
学
的

な
課
題
で
は
な
く
︑
生
物
学
的
な
課
題
で
あ
り
ま
し
て
︑
言
い
換
え
ま
す

と
︑
聖
人
の
心
理
学
は
ま
た
し
て
も
生
物
学
に
な
っ
た
の
で
あ
り
︑
聖
人

の
魂
は
呼
吸
︑
聖
人
の
不
死
は
現
在
︑
聖
人
の
意ズ
ィ
ン識
は
中
心
で
あ
り
ま
す

と
︒
聖
人
は
存
在
す
る

4

4

4

4

の
で
あ
り
︑そ
の
一
方
で
私
た
ち
は
変
身
し
ま
す
︒

私
た
ち
は
聖
人
の
た
め
に
変
身
し
ま
し
た
︒
今
︑
皆
さ
ん
は
﹁
存
在
は
変

身
存
在
で
あ
る
﹂
と
い
う
命
題
の
意ベ
ド
イ
ト
ゥ
ン
グ

味
作
用
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
︒
私
た
ち
は
周
囲
で
あ
り
︑
聖
人
は
円
の
中
心
点
な
の
で
す
︒
そ
の
よ

う
に
私
た
ち
は
表
裏
一
体
で
あ
り
ま
す
︒
ラ
ー
ヴ
ァ
ー
タ
ー
は
自
身
の
観

相
学
を
楽
園
の
人
間
か
ら
演
繹
的
に
導
き
だ
し
ま
し
た
が
︑
私
た
ち
は
自

分
た
ち
の
観
相
学
を
（
私
た
ち
が
言
う
意ズ
ィ
ン味
で
の
）
聖
人
に
ま
で
導
く
の
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で
す
︒
ラ
ー
ヴ
ァ
ー
タ
ー
の
世
界
と
理
想
は
静
的
な
理
想
で
あ
り
ま
し
た

が
︑
私
た
ち
の
世
界
は
動
的
な
世
界
で
あ
り
ま
す
︒
こ
ち
ら
の
場
合
︑
聖

人
の
も
と
で
観
相
学
は
価
値
論
へ
と
転
じ
る
の
で
す
︒
聖
人
は
全
一
性
の

国
か
ら
自
由
の
国
へ
の
架
け
橋
で
あ
り
︑
両
国
の
合
一
で
あ
り
ま
す
︒

翻
訳
底
本

Rudolf Kassner: D
ie G

rundlagen der Physiognom
ik. In: 

ders.: Säm
tliche W

erke. Bd. IV. Im
 Auftrag der Rudolf 

Kassner G
esellschaft herausgegeben von Ernst Zinn und 

Klaus E. Bohnenkam
p. Pfullingen: N

eske 1978, S. 5-73. 

訳
者
注

比
較
的
短
い
注
に
関
し
て
は
︑︹
　
︺
を
付
し
て
本
文
中
に
組
み
込

ん
で
い
る
︒
一
部
︑
翻
訳
底
本
の
注
を
参
考
に
し
た
︒
な
お
︑
本
文

中
の
（
　
）
は
カ
ス
ナ
ー
自
身
の
注
で
あ
る
︒

（
1
） 

﹃
事
物
の
印し
る
しに
つ
い
て
﹄Von der Signatur der D

inge 

と
い

う
表
題
な
ら
び
に
講
演
の
副
題
は
︑
一
六
二
二
年
に
成
立
し

た
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
の
著
作
﹃
万
物
の
誕
生
と
印し
る
しに
つ
い

て
﹄D

e 
signatura 

rerum
 

oder 
Von 

der 
G

eburt 
und 

B
ezeichnung aller W

esen 

に
由
来
す
る
︒

（
2
）  R

udolf K
assner:  Zahl und G

esicht. In:  ders.:  Säm
tliche 

W
erke. 

B
d. 

IV. 
Im

 
A

uftrag 
der 

R
udolf 

K
assner 

G
esellschaft herausgegeben von Ernst Zinn und K

laus E. 

B
ohnenkam

p. Pfullingen:  N
eske 1976 , S. 1 89 . 

（
3
） 

参
考
資
料
と
し
て
︑
括
弧
内
に
出
典
デ
ー
タ
と
と
も
に
関
連

す
る
写
真
や
図
像
を
示
す
︒
但
し
︑カ
ス
ナ
ー
の
原
典
に
は
︑

写
真
や
図
像
は
一
切
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
︒

 

（https:// ja.w
ikipedia.org/ w

iki/

レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
）

（
4
） 

バ
チ
カ
ン
の
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
に
は
︑
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ュ

ロ
作
の
預
言
者
や
巫
女
の
壁
画
が
あ
る
︒

デルフォイの巫女
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（https:// de.w
ikipedia.org/ w

iki/ Sixtinische_ K
apelle#  

D
eckengem

älde
）

（
5
） 

同
書
に
お
け
る
﹁
数
﹂
の
章
二
十
八
節
参
照
︒Rudolf K

assner:  
Zahl und G

esicht. S. 2 44  ff.

（
6
） 

ギ
リ
シ
ア
の
彫
刻
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
額
と
鼻
筋
が

同
じ
高
さ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
︑
鼻
筋
が
通
っ
て
い
る
鼻
︒

 

（https:// ja.w
ikipedia.org/ w

iki/

フ
リ
ュ
ネ
）

（
7
）  R

udolf K
assner:  Zahl und G

esicht. S. 2 01  f.

（
8
） 

ド
レ
ー
ス
デ
ン
の
ア
ル
テ
・
マ
イ
ス
タ
ー
絵
画
館
所
蔵
に

は
︑
一
五
一
六
年
に
完
成
さ
れ
た
当
該
の
絵
が
あ
る
︒

 

（http:// ja.w
ikipedia.org/ w

iki/

フ
ァ
イ
ル: Tizian_0 14 .jpg

）

（
9
） 

﹁
像
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

﹂ein-gebildet 

と
い
う
言

葉
に
つ
い
て
は
︑
本
著
三
十
三
章
参
照
︒

（
10
） 

カ
ス
ナ
ー
の
記
述
は
︑
J
・
G
・
フ
レ
イ
ザ
ー
﹃
金
枝
篇

︱
呪
術
と
宗
教
の
研
究
５
　
ア
ド
ニ
ス
︑
ア
ッ
テ
ィ
ス
︑

オ
シ
リ
ス
﹄
に
所
収
さ
れ
た
﹁
第
三
篇 

オ
シ
リ
ス
　
第
九

章 

月
の
共
感
を
め
ぐ
る
教
義
﹂（
神
成
利
男
訳
︑
国
書
刊
行

会
︑
二
〇
〇
九
年
︑
二
七
五
頁
）
に
基
づ
く
︒

（
11
） 

﹁
動
物
的
な
も
の
の
国
﹂das R

eich des A
nim

alischen 

や

﹁
意
識
の
国
﹂das R

eich der B
ew

ußtheit 

に
お
け
る
ド
イ
ツ

語 R
eich 

は
︑
後
出
の
﹁
第
三
の
国
﹂das dritte R

eich 

や

﹁
自
由
の
国
﹂das R

eich der Freiheit 

と
い
う
言
葉
に
合
わ

せ
て
︑﹁
国
﹂
と
い
う
訳
語
を
当
て
る
︒

（
12
）  R

udolf K
assner:  Zahl und G

esicht. S. 3 17 .

（
13
） 

本
著
十
二
章
後
半
参
照
︒

（
14
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹃
霊
魂
論
﹄
の
四
一
五
ｂ
行
目
に
﹁
霊
魂

は
生
き
て
い
る
物
体
の
原
因
︑
あ
る
い
は
原
理
で
あ
る
﹂
と

イザヤ
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い
う
言
葉
が
あ
る
︒﹃
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
６
﹄︑
山
本
光

雄
・
副
島
民
雄
訳
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
八
年
︑
五
〇
頁
︒

（
15
） 

こ
こ
で
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論
が
意
図
さ
れ

て
い
る
︒

（
16
）  R

udolf K
assner:  Zahl und G

esicht. S. 1 85 -3 78 .

（
17
） 
個
人
主
義
の
始
ま
り
は
︑
身
分
で
は
な
く
︑
格
率
を
重
視
す

る
カ
ン
ト
の
道
徳
律
と
王
侯
貴
族
を
打
破
し
た
革
命
と
す
る

見
方
︒

（
18
） 

機
械
に
よ
る
巨
大
な
資
本
が
生
み
出
す
新
た
な
類
型
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
︒

（
19
） 

第
十
七
章
第
二
段
落
参
照
︒

（
20
） 

﹁
第
一
次
世
界
大
戦
﹂
と
い
う
言
葉
は
一
九
五
一
年
の
第
二

版
に
よ
る
︒

（
21
） 

既
に
第
十
四
章
で
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
グ
ス
タ
フ
・
テ

オ
ド
ー
ア
・
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
（
一
八
〇
一－
一
八
八
七
年
）
の

精
神
物
理
学
が
こ
こ
で
は
意
図
さ
れ
て
い
る
︒

（
22
） 

﹁
ヘ
ン
・
カ
イ
・
パ
ン
﹂（
一
に
し
て
全
）
の
ド
イ
ツ
語
︒
汎

神
論
的
世
界
観
を
示
す
こ
の
概
念
は
︑
も
と
も
と
は
ヘ
ラ
ク

レ
イ
ト
ス
や
新
プ
ラ
ト
ン
派
に
由
来
す
る
が
︑
後
に
ド
イ
ツ

に
お
い
て
レ
ッ
シ
ン
グ
や
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
︒

（
23
） 

カ
ス
ナ
ー
は
﹃
数
と
顔
﹄
の
第
七
章
で
﹁
古
い
静
的
な
観
相

学
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
︑
こ
れ
に
対
し
て
新
し
い
動
的
な
観
相

学
は
象
徴
的
﹂と
述
べ
て
い
る
︒R

udolf K
assner:  Zahl und 

G
esicht. S. 3 17 .

（
24
） 

第
八
章
参
照
︒

（
25
） 

カ
ス
ナ
ー
は
第
二
十
六
章
で
﹁
観
相
学
は
形
態
の
存
在
を
︑

リ
ズ
ム
を
︑
本
質
の
入
り
交
じ
り
を
︑
全
一
性
を
扱
う
の
で

す
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

（
26
） 

カ
ス
ナ
ー
は
︑
カ
ス
ナ
ー
は
︑﹃
数
と
顔
﹄
の
導
入
で
︑
そ
れ

ぞ
れ
の
事
物
の
意
味
作
用
は
﹁
そ
れ
そ
の
も
の
へ
と
向
か
う

事
物
の
無
限
な
動
き
と
私
が
こ
こ
で
呼
ぼ
う
と
し
て
い
る
も

の
に
︑
最
終
的
に
含
ま
れ
て
い
る
﹂と
述
べ
て
い
る
︒R

udolf 

K
assner:  Zahl und G

esicht. S. 1 93 .

（
27
） 

カ
ス
ナ
ー
の
い
う
﹁
精
神
世
界
﹂
と
は
︑
類
に
基
づ
く
﹁
魂

の
世
界
﹂
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア
的
コ
ス
モ
ス
と
し
て
表
象
さ

れ
る
同
一
性
の
世
界
は
異
な
り
︑
近
代
の
個
性
に
基
づ
く

﹁
自
由
の
世
界
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒

（
28
） 

第
二
十
六
章
参
照
︒

（
29
） 

﹁
神
な
る
人
﹂M

ensch-G
ott 

と
は
﹁
人
神
﹂
の
こ
と
で
︑
没

し
た
後
に
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
人
間
の
こ
と
を
い
う
︒

（
30
） 

﹁
人
な
る
神
﹂G

ottm
ensch 

と
は
﹁
神
人
﹂
の
こ
と
で
︑
通

常
は
︑
神
で
あ
り
人
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
指
す
︒

（
31
） 

カ
ス
ナ
ー
は
﹃
数
と
顔
﹄
の
第
十
八
章
で
﹁
神
の
現ダ
ー
ザ
イ
ン存は
幾

何
学
に
直
接
現
れ
る
こ
と
が
な
い
（
あ
る
い
は
幾
何
学
を
用

い
て
証
明
さ
れ
な
い
）︒
な
ぜ
な
ら
幾
何
学
は
否
定
さ
れ
得

な
い
か
ら
で
あ
る
︒
神
が
現ダ
ー
ザ
イ
ン存す
る
た
め
に
は
︑
神
は
否
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
中
で
神
の

み
が
否
定
に
よ
っ
て
︑
も
し
く
は
否
定
を
原
因
と
し
て
︑
損
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な
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
矛
盾
に
よ
っ
て
処
分
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
︒
そ
れ
で
神
の
現ダ
ー
ザ
イ
ン存が
名
声
で
あ
り
︑
神
の
名
声
が

現ダ
ー
ザ
イ
ン
存
な
の
で
す
﹂と
述
べ
て
い
る
︒な
お
︑カ
ス
ナ
ー
が﹃
数

と
顔
﹄（
一
九
一
九
年
）
と
﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄（
一
九
二
二

年
）
を
刊
行
し
た
時
点
で
は
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹃
存
在
と
時

間
﹄（
一
九
二
七
年
）
は
ま
だ
世
に
出
て
い
な
い
︒ R

udolf 

K
assner:  Zahl und G

esicht. S. 2 72 .

（
32
） 

同
一
律
は
︑
最
初
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
よ
っ
て
﹁
存
在
す
る
も

の
は
存
在
し
︑
存
在
し
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
﹂
と
規
定

さ
れ
︑
そ
の
後
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
経
て
︑
古
典
論
理
学

で
は
﹁
A
は
A
で
あ
る
﹂
と
表
さ
れ
る
︒

（
33
） 

ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
三
歌
の
四
行
目
か
ら
六
行
目
に
出

て
く
る
地
獄
の
門
に
は
︑
次
の
よ
う
な
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒

正
義
は
高
き
主
を
動
か
し
︑

神
威
は
︑
最さ
い
じ
ょ
う
ち

上
智
は
︑

原は
じ
め初
の
愛
は
︑
わ
れ
を
作
る
︒

（
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄︑
平
川
祐
弘
訳
︑
河
出
書
房
新
社
︑
一

九
九
二
年
︑
一
二
頁
）

（
34
） 

ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
十
四
歌
の
一
六
行
目
か
ら
八
行

目
ま
で
に
は
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

お
お
神
々
の
復
讐
よ
！ 

恐
る
べ
き
復
讐
よ
︑

こ
の
目
で
私
が
ま
ざ
ま
ざ
と
見
た
も
の
を

お
そ
れ
お
の
の
き
つ
つ
皆
読
む
が
い
い
！

（
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄︑
前
掲
書
︑
五
〇
頁
）

（
35
） 

ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
九
歌
の
一
二
七
行
目
か
ら
一
二

八
行
目
ま
で
に
は
︑
墓
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
者
た
ち
に
関
し

て
︑﹁
異
端
者
の
首
領
と
そ
の
弟
子
ど
も
は
︑／
ど
の
宗
派
に

属
す
る
も
の
も
︑
み
な
こ
こ
に
い
る
﹂（
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄︑

前
掲
書
︑
三
五
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

（
36
） 

ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
十
歌
の
一
三
行
目
か
ら
一
五
行

目
ま
で
に
は
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

墓
地
の
手
前
の
方
の
区
劃
に
は

霊
魂
は
肉
体
と
と
も
に
死
滅
す
る
と
説
い
た

エ
ピ
ク
ロ
ス
や
そ
の
派
の
者
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
︒

（
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄︑
前
掲
書
︑
三
六
頁
）

（
37
） 

ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
十
歌
の
五
二
行
目
か
ら
七
二
行

目
ま
で
に
は
︑
息
子
の
身
の
上
を
問
う
カ
ヴ
ァ
ル
カ
ン
テ
・

カ
ヴ
ァ
ル
カ
ン
テ
ィ
が
現
わ
れ
る
︒（
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄︑
前

掲
書
︑
三
七
頁
）

（
38
） 

ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
十
歌
の
一
一
九
行
目
に
は
︑

フ
ェ
デ
リ
ー
コ
二
世
と
い
う
イ
タ
リ
ア
語
名
で
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
二
世
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒（
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄︑

前
掲
書
︑
三
八
頁
）

（
39
） 

ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
九
歌
の
一
三
一
行
目
に
は
︑﹁
墓

は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
熱
く
熾さ
か

っ
て
い
る
﹂（
ダ
ン
テ
﹃
神

曲
﹄︑
前
掲
書
︑
三
五
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

（
40
） 

ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
十
二
歌
の
一
〇
四
行
目
か
ら
一

〇
五
行
目
ま
で
に
は
︑﹁
あ
い
つ
ら
は
ほ
し
い
ま
ま
に
／
人
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の
血
を
流
し
産
を
掠か
す
め
た
暴
君
ど
も
だ
﹂（
ダ
ン
テ﹃
神
曲
﹄︑

前
掲
書
︑
三
五
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

（
41
） 

ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
十
二
歌
の
一
一
〇
行
目
に
は
︑

エ
ッ
ツ
ェ
リ
ー
ノ
が
ア
ッ
ツ
ェ
リ
ー
ノ
の
名
で
登
場
す
る
︒

（
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄︑
前
掲
書
︑
四
四
頁
）

（
42
） 
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
十
二
歌
の
四
六
行
目
か
ら
四
八

行
目
ま
で
に
は
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

だ
が
目
を
す
え
て
谷
を
見
ろ
︑
血
の
川
が
近
づ
い
て
き
た
︑

暴
力
を
用
い
て
他
人
を
傷
つ
け
た
者
ど
も
が

あ
の
川
の
な
か
で
ゆ
で
ら
れ
て
い
る

（
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄︑
前
掲
書
︑
四
三
頁
）

（
43
） 

類
似
の
記
述
が
︑
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
二
十
歌
の
一

三
行
目
か
ら
一
五
行
目
ま
で
に
あ
る
︒（
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄︑

前
掲
書
︑
七
一
頁
）

（
44
） 

類
似
の
記
述
が
︑
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
二
十
歌
の
二

三
行
目
か
ら
二
四
行
目
ま
で
︑
な
ら
び
に
三
八
行
目
か
ら
三

九
行
目
ま
で
に
あ
る
︒（
ダ
ン
テ﹃
神
曲
﹄︑前
掲
書
︑七
一
頁
）

（
45
） 

ベ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
ボ
ル
ン
に
関
す
る
記
述
が
︑
ダ
ン
テ

﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
二
十
九
歌
の
一
一
八
行
目
か
ら
一
四
二

行
目
ま
で
に
あ
る
︒（
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄︑
前
掲
書
︑
一
〇
一

～
一
〇
二
頁
）

（
46
） 

類
似
の
記
述
が
︑
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
二
十
三
歌
の

六
一
行
目
か
ら
六
七
行
目
ま
で
︑
な
ら
び
に
一
〇
〇
行
目
か

ら
一
〇
二
行
目
ま
で
に
あ
る
︒（
ダ
ン
テ﹃
神
曲
﹄︑
前
掲
書
︑

八
二
～
八
三
頁
）

（
47
） 

ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
地
獄
篇
第
三
十
四
歌
の
一
〇
行
目
か
ら
六

九
行
目
ま
で
に
は
︑
恩
人
を
裏
切
っ
た
者
が
全
身
を
氷
漬
け

に
さ
れ
て
い
る
描
写
が
あ
る
︒（
ダ
ン
テ﹃
神
曲
﹄︑
前
掲
書
︑

一
二
二
～
一
二
三
頁
）

（
48
） 

﹃
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
﹄
に
登
場
す
る
三
兄
弟
の
長
男
で

あ
る
ド
ミ
ト
リ
ー
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
は
︑
第
八
篇
﹁
ミ
ー

チ
ャ
﹂
の
第
三
﹁
金
鉱
﹂
に
お
い
て
︑﹁
現
実
生
活
の
リ
ア
リ

ズ
ム
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
︒
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ

﹃
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
﹄︑
米
川
正
夫
訳
︑
岩
波
文
庫
︑
一

九
九
七
年
︑
第
二
巻
三
三
九
頁
︒

（
49
） 

﹁
像
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

﹂の
ド
イ
ツ
語
表
記
は ein-

gebildet 

︒

（
50
） 

﹁
想
像
さ
れ
て
い
ま
す
﹂
の
ド
イ
ツ
語
表
記
は im

aginiert 

︒

（
51
） 

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ア
ル
テ
・
ピ
ナ
コ
テ
ー
ク
に
は
︑
一
五
四
八

年
に
完
成
さ
れ
た
当
該
の
絵
が
あ
る
︒

 
（https:// com

m
ons.w

ikim
edia.org/ w

iki/ File: C
harles_ V,_
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H

oly_ R
om

an_ Em
peror_ by_ Tizian.jpg

）

（
52
） 

﹁
想
像
さ
れ
た
﹂
の
ド
イ
ツ
語
表
記
は eingebildet 

︒

（
53
） 

カ
ス
ナ
ー
は
﹁
空
間
︑
シ
ン
メ
ト
リ
ー
︑
植
物
の
国
﹂dem

 

R
eich des R

aum
s, der Sym

m
etrie, der Pflanze 

と
い
う
表

記
に
お
い
て
も
︑既
出
の
﹁
動
物
的
な
も
の
の
国
﹂das R

eich 

des 
A

nim
alischen 

や
﹁
意
識
の
国
﹂das 

Reich 
der 

Bew
ußtheit 

と
同
様
に
︑Reich 

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
︒

（
54
） 

第
八
章
の
最
終
段
落
や
第
二
十
八
章
の
第
二
段
落
参
照
︒

（
55
） 

﹁
第
三
の
国
﹂の
ド
イ
ツ
語
表
記
は das dritte R

eich 

︒
一
般

的
な
理
解
に
よ
れ
ば
︑
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
別
称
で
あ
る

﹁
第
三
帝
国
﹂Das D

ritte R
eich 

は
︑ド
イ
ツ
保
守
革
命
の
思

想
家
メ
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
が
一
九
二
三
年

に
出
し
た
著
作
﹃
第
三
帝
国
﹄
に
基
づ
く
︒
そ
の
思
想
的
源

流
は
︑
十
二
世
紀
イ
タ
リ
ア
に
実
在
し
た
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ

ア
キ
ム
に
よ
る
黙
示
録
解
釈
に
あ
っ
た
︒
カ
ラ
ブ
リ
ア
の
修

道
院
長
は
︑
三
位
一
体
説
に
依
拠
し
て
歴
史
を
三
分
割
し
た

上
で
︑﹁
旧
約
の
時
代
﹂
と
﹁
新
約
の
時
代
﹂
が
過
ぎ
去
り
︑

今
や
﹁
聖
霊
の
時
代
﹂
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
と
主
張
し

た
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
カ
ス
ナ
ー
の
﹁
第
三
の
国
﹂
は
︑
こ

こ
に
訳
出
し
た
講
演
が
一
九
二
一
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑

メ
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
や
ナ
チ
ス
の
﹁
第
三

帝
国
﹂
と
質
を
異
に
す
る
の
で
︑
敢
え
て
訳
し
分
け
た
︒
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序
現
代
の
合
理
的
精
神
に
す
れ
ば
︑
神
秘
主
義
は
怪
し
げ
で
あ
り
︑
観
相

学
は
胡
散
臭
い
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
合
理
主
義
に
対
す
る
い
わ
ば
異
端
の
正

統
者
で
あ
る
ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
は
︑
日
本
は
言
う
に
及
ば
す
︑
ド

イ
ツ
語
圏
で
も
忘
れ
ら
れ
て
久
し
い
思
想
家
で
あ
る
︒
但
し
︑
カ
ス
ナ
ー

の
観
相
学
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
の
神
秘
主
義
を
背
景
に
も
つ
と
は
い

え
︑
現
代
に
お
け
る
神
秘
主
義
の
復
活
で
も
な
け
れ
ば
︑
観
相
学
の
新
た

な
焼
き
直
し
で
も
な
い
︒
カ
ス
ナ
ー
は
合
理
的
精
神
と
は
異
質
な
眼
差
し

で
︑
そ
れ
も
後
述
す
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
語 G

esicht 

が
有
す
る
一
切
の
次

元
を
含
む
﹁
顔
﹂
で
︑
西
洋
近
代
そ
の
も
の
を
問
う
︒
そ
の
結
果
︑
西
洋

近
代
の
い
わ
ば
対ア
ン
チ
ポ
ー
デ

蹠
者
は
︑
い
さ
さ
か
皮
肉
な
事
態
で
も
あ
る
が
︑
現
代

思
想
を
生
み
出
す
新
し
い
内
容
と
新
し
い
形
式
を
我
々
に
先
駆
的
に
も
た

ら
す
︒
カ
ス
ナ
ー
は
︑
自
ら
の
訳
出
を
通
じ
て
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
を
ド

イ
ツ
語
圏
で
い
ち
早
く
紹
介
し
︑
ド
イ
ツ
か
ら
始
ま
る
﹁
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
・
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
の
前
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
本
格
的
に
論
じ
︑
ド
イ
ツ

に
お
け
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
特
殊
性
と
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
変

容
に
い
ち
早
く
気
づ
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑
新
た
な
芸
術
原
理
を
確

立
す
る
た
め
の
﹁
試エ
ッ
セみ
﹂
と
し
て
の
エ
ッ
セ
イ
を
立
ち
上
げ
て
い
た
こ
と

も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
も
っ
と
も
カ
ス
ナ
ー
は
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の

内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
は
な
か
っ
た
︒
カ
ス
ナ
ー
は

自
ら
の
内
に
尺
度
を
持
た
な
い
近
代
的
人
間
の
典
型
を
繰
り
返
し
問
題
に

し
︑﹁
対
デ
ィ
ア
ロ
ー
ク
話
﹂
の
時
代
で
あ
り
﹁
論
デ
ィ
ア
㆑
ク
テ
ィ
ク
理
﹂
の
時
代
で
あ
る
形
式
な
き
現
代

を
問
い
な
が
ら
︑
新
た
な
存
在
論
と
も
称
す
べ
き
独
自
の
観
相
学
を
打
ち

立
て
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
︑（
一
）
西
洋
の
精
神
史
に
お
い
て
カ
ス
ナ
ー
が
い
か
な
る
位

置
を
占
め
る
の
か
︑（
二
）
そ
し
て
カ
ス
ナ
ー
の
著
作
︑そ
れ
も
観
相
学
以

前
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
エ
ッ
セ
イ
集
﹃
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
﹄
が
い
か
な
る

意
味
を
持
つ
の
か
と
問
い
な
が
ら
︑（
三
）
カ
ス
ナ
ー
が
行
っ
た
様
々
な

﹁
試エ
ッ
セみ
﹂
の
中
で
︑こ
こ
に
訳
出
し
た
﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄
の
概
略
を
い
く

つ
か
の
重
要
概
念
の
解
説
と
と
も
に
示
し
て
お
き
た
い
︒そ
の
際
︑﹃
観
相

学
の
基
礎
﹄
の
次
の
著
作
と
し
て
三
年
後
に
刊
行
さ
れ
︑
内
容
的
に
も
極

め
て
近
い
﹃
変
身
﹄
を
参
照
し
な
が
ら
解
説
を
行
う
︒
以
上
を
踏
ま
え
た

上
で
我
々
は
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
カ
ス
ナ
ー
の
思
想
︑
と
り
わ
け

訳
者
解
説

小
　
黒
　
康
　
正
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観
相
学
は
︑
現
代
の
我
々
に
何
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
︑
と
︒

一
ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
（
一
八
七
三－

一
九
五
九
年
）
は
︑
宇
宙
的

存
在
論
と
も
称
す
べ
き
壮
大
な
独
自
の
﹁
観
相
学
﹂
を
展
開
し
た
い
わ
ゆ

る
文
化
哲
学
者
で
あ
る
︒
現
チ
ェ
コ
の
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
（
ヴ
ェ
ル
ケ
ー
・
パ

ヴ
ロ
ヴ
ィ
ツ
ェ
／
グ
ロ
ー
ス
・
パ
ウ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
）
に
生
ま
れ
︑
ウ
ィ
ー

ン
と
ベ
ル
リ
ン
の
大
学
で
学
ん
だ
﹁
観
相
学
者
﹂
は
︑
リ
ル
ケ
の
親
友
と

し
て
﹃
マ
ル
テ
の
手
記
﹄
の
成
立
に
関
わ
り
︑
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
︑

ジ
ッ
ド
︑
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
︑
ジ
ン
メ
ル
︑
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
︑
ヘ
リ
ン
グ

ラ
ー
ド
︑
シ
ュ
ー
ラ
ー
︑
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
な
ど
と
親
交
を
結
び
︑
パ
ス

カ
ル
︑ス
タ
ー
ン
︑キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
自
ら
の
精
神
的
始
祖
を
見
い
だ
し
︑

ニ
ー
チ
ェ
︑
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど
か
ら
も
影
響
を
受
け
な
が
ら
︑
優
れ
た
語

学
能
力
を
駆
使
し
て
ジ
ッ
ド
﹃
フ
ィ
ロ
ク
テ
ー
ト
﹄︑
プ
ラ
ト
ン
﹃
饗
宴
﹄

﹃
パ
イ
ド
ロ
ス
﹄﹃
イ
オ
ー
ン
﹄︑
ゴ
ー
ゴ
リ
﹃
外
套
﹄︑
ト
ル
ス
ト
イ
﹃
イ

ワ
ン
・
イ
リ
ノ
イ
ッ
チ
の
死
﹄︑ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー﹃
大
審
問
官
﹄︑プ
ー

シ
キ
ン
﹃
皇
帝
の
モ
ー
ル
人
﹄
な
ど
を
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
し
︑
早
く
か
ら

イ
ン
ド
思
想
の
影
響
を
受
け
︑
晩
年
に
は
日
本
の
弓
術
に
多
大
な
関
心
を

示
す
︒
こ
の
よ
う
な
多
彩
な
精
神
的
遍
歴
と
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
・
北
ア

フ
リ
カ
・
イ
ン
ド
・
ロ
シ
ア
へ
の
実
際
の
歴
訪
と
を
通
じ
て
︑
カ
ス
ナ
ー

は
モ
ラ
リ
ス
ト
︑
プ
ラ
ト
ー
ニ
カ
ー
︑
ミ
ュ
ス
テ
ィ
カ
ー
︑
フ
ィ
ジ
オ
グ

ノ
ー
ミ
カ
ー
と
し
て
︑
独
自
の
精
神
的
営
為
を
展
開
し
︑
そ
の
成
果
を
多

数
上
梓
し
た
︒
参
考
ま
で
に
︑
邦
訳
文
献
を
中
心
に
主
要
著
作
を
以
下
に

示
す
︒

ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
の
主
要
著
作

一
九
〇
二
年
　 『
死
と
仮
面
』（
塚
越
敏
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九

七
〇
年
︒
但
し
︑
邦
訳
は
短
縮
さ
れ
た
一
九
五
六
年
版

に
基
づ
く
）

一
九
〇
三
年
　『
イ
ン
ド
の
理
想
主
義
』

一
九
〇
六
年
　『
音
楽
の
モ
ラ
ル
』

一
九
〇
六
年
　 『
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
』（
小
黒
康
正
訳
︑
二
〇
一
三
年
か
ら

二
〇
一
六
年
に
か
け
て
公
表
︒
後
述
参
照
）

一
九
〇
八
年
　 『
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
﹄（
塚
越
敏
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑

一
九
七
〇
年
︒
但
し
︑
邦
訳
は
短
縮
さ
れ
た
一
九
五
三

年
版
に
基
づ
く
）

一
九
一
〇
年
　 『
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
』（
小
黒
康
正
訳
︑
九
州
大

学
独
文
学
会
﹃
九
州
ド
イ
ツ
文
学
﹄
第
二
十
六
号
所
収
︑

二
〇
一
二
年
）

一
九
一
一
年
　 『
人
間
の
偉
大
さ
の
諸
要
素
に
つ
い
て
』（
塚
越
敏
訳
︑

法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
七
〇
年
）

一
九
一
三
年
　 『
イ
ン
ド
の
思
想
』（
小
松
原
千
里
訳
︑
神
戸
大
学
教
養

部
﹃
紀
要
　
論
集
﹄
四
十
四
号
所
収
︑
一
九
八
九
年
）

一
九
一
九
年
　『
数
と
顔
』

一
九
二
二
年
　 『
観
相
学
の
基
礎
』（
小
黒
康
正
訳
︑
本
訳
出
︑
二
〇
一

九
年
）
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一
九
二
五
年
　 『
変
身
』（
小
黒
康
正
訳
︑﹃
九
州
ド
イ
ツ
文
学
﹄
第
二
十

五
号
所
収
︑
二
〇
一
一
年
）

一
九
二
七
年
　 『
魂
の
神
話
』（
小
松
原
千
里
訳
﹃
魂
の
神
話
・
ナ
ル
チ

ス
﹄
に
所
収
︑
国
文
社
︑
一
九
八
九
年
）

一
九
二
八
年
　 『
ナ
ル
シ
ス
、
あ
る
い
は
神
話
と
想
像
力
』（
小
松
原
千

里
訳
︑﹃
魂
の
神
話
・
ナ
ル
チ
ス
﹄
に
一
部
所
収
︑
国
文

社
︑
一
九
八
九
年
）

一
九
三
〇
年
　『
観
相
学
的
世
界
像
』

一
九
三
二
年
　『
観
相
学
』

一
九
三
六
年
　『
想
像
力
に
つ
い
て
』

一
九
三
八
年
　『
神
人
』

一
九
四
六
年
　『
第
二
の
旅
』

一
九
四
七
年
　 『
十
九
世
紀
』（
小
松
原
千
里
訳
︑
未
知
谷
︑
二
〇
〇
一

年
）

一
九
四
九
年
　『
歳
月
の
回
転
』

一
九
五
三
年
　『
内
面
の
国
』

一
九
五
六
年
　『
魔
術
師
』

一
九
五
七
年
　『
黄
金
の
竜
』

 

カ
ス
ナ
ー
の
執
筆
活
動
は
︑
一
八
九
六
年
か
ら
一
九
〇
八
年
ま
で
の
第

一
期
︑
一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
三
八
年
ま
で
の
第
二
期
︑
一
九
三
九
年
か

ら
一
九
五
九
年
ま
で
の
第
三
期
と
分
け
ら
れ
る
︒
第
一
期
は
新
た
な
芸
術

批
評
と
し
て
の
エ
ッ
セ
イ
を
ま
さ
に
﹁
試エ
ッ
セみ
﹂
た
時
期
で
あ
り
︑
第
二
期

は
観
相
学
的
研
究
へ
の
関
心
を
深
め
た
時
期
で
あ
り
︑
第
三
期
は
一
九
四

二
年
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
出
版
禁
止
を
受
け
る
中
で
時
代
と
よ

り
倫
理
的
に
対
峙
し
た
時
期
で
あ
っ
た
︒

カ
ス
ナ
ー
は
︑
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
西
洋
近
代
の
対ア
ン
チ
ポ
ー
デ

蹠
者
で
あ
る
︒

カ
ス
ナ
ー
の
著
作
は
︑
近
現
代
思
想
の
極
北
に
あ
る
だ
け
に
︑
い
ず
れ
も

繙
き
難
い
︒
そ
の
難
解
さ
を
同
時
代
人
は
い
か
に
受
け
止
め
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
に
よ
れ
ば
︑
カ
ス
ナ
ー
の
﹁
こ
の
種

の
作
品
は
︑
精
神
の
網
の
目
の
濃
い
密
度
の
た
め
に
︑
す
ぐ
に
は
理
解
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
︒
お
そ
ら
く
そ
う
遠
く
は
な
い
︑
後
の
時
代
に
な
っ
て

よ
う
や
く
人
々
は
︑
驚
嘆
し
て
思
い
を
新
た
に
す
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
新
し

い
内
容
と
新
し
い
形
式
を
あ
れ
ほ
ど
求
め
て
い
た
わ
れ
わ
れ
の
時
代
が
︑

こ
の
よ
う
な
新
し
い
形
式
に
盛
ら
れ
た
新
し
い
内
容
に
気
づ
か
な
か
っ
た

こ
と
に
﹂︒ （１
）

カ
ス
ナ
ー
は
︑
一
九
五
三
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
家
賞
︑
一
九
五
五
年

に
シ
ラ
ー
記
念
賞
を
受
賞
︑
さ
ら
に
同
年
︑
語
学
文
学
ド
イ
ツ
・
ア
カ
デ

ミ
ー
会
員
︑
美
術
バ
イ
エ
ル
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
推
挙
さ
れ
る
な

ど
︑
生
前
︑
高
い
評
価
を
得
て
い
た
︒
ま
た
︑
カ
ス
ナ
ー
没
後
十
年
目
の

一
九
六
九
年
か
ら
一
九
九
一
年
に
か
け
て
︑
ネ
ス
ケ
社
よ
り
﹃
カ
ス
ナ
ー

全
集
﹄
全
十
巻
が
順
次
刊
行
さ
れ
︑
カ
ス
ナ
ー
に
対
す
る
評
価
は
さ
ら
に

高
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
現
在
で
は
︑
ウ
ー
ヴ
ェ
・
シ
ュ
ペ
ー

ル
ル
著
﹃
世
紀
転
換
期
の
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
神
無
き
神
秘
主
義
﹄（
一

九
九
七
年
）
や
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ノ
イ
マ
ン
な
ら
び
に
オ
ト
・
ウ
ル
リ
ッ
ヒ

共
編
に
よ
る
論
集
﹃
ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
　
知
の
形
式
と
し
て
の
観

相
学
﹄（
一
九
九
九
年
）︑
ま
た
日
本
に
お
い
て
は
︑
田
代
崇
人
の
先
駆
的
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な
論
攷
﹁
カ
ス
ナ
ー
の
観
相
学
的
世
界
像
﹂（
九
州
独
仏
文
学
研
究
会
﹃
独

仏
文
学
研
究
﹄
第
十
三
輯
︑
一
九
六
三
年
︑
四
七－

五
九
頁
）や
カ
ス
ナ
ー

著
﹃
十
九
世
紀
﹄
の
翻
訳
（
小
松
原
千
里
訳
︑
未
知
谷
︑
二
〇
〇
一
年
）

な
ど
優
れ
た
労
作
は
あ
る
も
の
の
︑
総
じ
て
カ
ス
ナ
ー
は
︑
日
本
は
言
う

に
及
ば
ず
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
本
国
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
忘
れ
ら

れ
て
久
し
い
︒
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒
カ
ス
ナ
ー
の
全
体
像
を
掴
む
た

め
に
は
︑
こ
う
し
た
事
態
も
一
考
に
値
す
る
︒

カ
ス
ナ
ー
が
忘
れ
ら
れ
た
所
以
は
︑
何
よ
り
も
神
秘
主
義
的
傾
向
ゆ
え

の
難
解
さ
に
あ
る
他
に
︑
彼
自
身
の
交
遊
に
理
由
の
一
端
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
︒
カ
ス
ナ
ー
研
究
は
リ
ル
ケ
研
究
者
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多

い
︒
カ
ス
ナ
ー
は
二
歳
年
下
の
詩
人
に
と
っ
て
同
性
の
唯
一
の
友
人
で
あ

り
︑
心
身
と
も
に
詩
人
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
し

か
し
な
が
ら
︑
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
二
人
の
間
に

認
め
ら
れ
る
親
密
な
関
係
で
は
な
く
︑
一
九
一
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
音

楽
の
モ
ラ
ル
﹄
が
ヒ
ー
ス
ト
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（
一

八
五
五－

一
九
二
七
年
）
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
︒
イ
ギ
リ
ス

に
生
ま
れ
一
九
一
六
年
に
ド
イ
ツ
に
帰
化
し
た
政
治
学
者
が
ア
ー
リ
ア
人

種
の
優
越
性
を
唱
え
続
け
︑
主
著
﹃
十
九
世
紀
の
基
礎
﹄
が
反
ユ
ダ
ヤ
主

義
の
聖
典
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒﹃
音
楽
の
モ
ラ

ル
﹄
が
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
著
作
で
あ
る
と
は
い
え
︑
ま
た
カ
ス
ナ
ー

自
身
の
著
作
が
ド
イ
ツ
で
は
一
九
三
三
年
以
降
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
一

九
三
八
年
以
降
︑
発
禁
処
分
に
さ
れ
た
と
は
い
え
︑
カ
ス
ナ
ー
が
一
九
〇

一
年
に
ウ
ィ
ー
ン
で
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
知
り
合
い
︑
交
遊
を
深
め
た
こ
と

は
見
逃
せ
な
い
︒
カ
ス
ナ
ー
の
観
相
学
が
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
民
族
主
義
と

い
か
な
る
部
分
で
重
な
り
︑
そ
し
て
い
か
な
る
部
分
で
決
定
的
に
異
質
で

あ
る
か
に
つ
い
て
は
︑
十
分
に
研
究
が
進
ん
で
は
い
な
い
状
況
で
あ
る
︒

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
の
交
遊
が
カ
ス
ナ
ー
の
思
想
に
お
い
て
瑕
瑾
で
あ
る
の

か
︑
そ
れ
と
も
あ
る
種
の
本
質
で
あ
る
の
か
を
︑
我
々
は
い
ず
れ
改
め
て

問
う
必
要
が
あ
ろ
う
︒

も
っ
と
も
︑
我
々
に
と
っ
て
（
少
な
く
と
も
こ
こ
の
訳
者
解
説
に
お
い

て
）
重
要
な
こ
と
は
︑
カ
ス
ナ
ー
の
思
想
を
リ
ル
ケ
と
の
親
密
な
関
係
や

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
の
思
想
的
な
交
遊
か
ら
読
み
解
く
こ
と
で
は
な
く
︑
ま

ず
は
カ
ス
ナ
ー
の
観
相
学
そ
の
も
の
を
︑
差
し
当
た
り﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄

を
手
が
か
り
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
カ
ス
ナ
ー
の
精
神
遍
歴
が

最
晩
年
に
向
か
っ
た
日
本
に
お
い
て
︑
私
た
ち
が
﹁
他
の
人
た
ち
に
成
功

し
な
か
っ
た
こ
と
﹂を
見
き
わ
め
︑﹁
新
し
い
形
式
に
盛
ら
れ
た
新
し
い
内

容
﹂を
新
た
に
繙
い
て
い
く
こ
と
は
︑
意
義
あ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

二
カ
ス
ナ
ー
に
お
け
る
﹁
新
し
い
形
式
に
盛
ら
れ
た
新
し
い
内
容
﹂
と
は

何
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
新
し
い
内
容
﹂を
理
解
す
る
に
は
︑そ
れ
と
不
即
不
離

の
関
係
に
あ
る
﹁
新
し
い
形
式
﹂
を
視
野
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
カ
ス
ナ
ー
の
場
合
︑﹁
新
し
い
内
容
﹂
が
観
相
学
で
あ
る
と
す
れ

ば
︑﹁
新
し
い
形
式
﹂
と
は
新
た
な
﹁
試エ
ッ
セみ
﹂
を
確
立
す
る
手
段
︑す
な
わ

ち
新
し
い
エ
ッ
セ
イ
に
他
な
ら
な
い
︒
中
で
も
一
九
〇
六
年
五
月
に
ベ
ル

リ
ン
の
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
社
か
ら
出
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
集
﹃
モ
テ
ィ
ー

ヴ
ェ
﹄
は
第
一
期
の
主
要
著
作
と
見
な
さ
れ
よ
う
︒
同
書
に
は
︑
次
の
よ
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う
な
エ
ッ
セ
イ
八
本
が
所
収
さ
れ
て
い
る
︒

『
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
』

一
　 「
セ
ー
レ
ン
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
　
箴
言
風
に
」（
拙
訳
︑
九
州
大
学

独
文
学
会
﹃
九
州
ド
イ
ツ
文
学
﹄
第
二
十
七
号
︑
二
〇
一
三
年
︑

一－
四
七
頁
）

二
　 「
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
に
関
す
る
覚
書
」（
拙
訳
︑
九
州
大
学
独
文
学
会

﹃
九
州
ド
イ
ツ
文
学
﹄
第
二
十
九
号
︑
二
〇
一
五
年
︑
一－

九
頁
）

三
　 「
絨
毯
の
倫
理
」（
拙
訳
︑
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院

﹃
文
学
研
究
﹄
第
百
十
一
号
︑
二
〇
一
四
年
︑
六
七－

八
二
頁
）

四
　 「
ア
ベ
・
ガ
リ
ア
ー
ニ
」（
拙
訳
︑
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研

究
院
﹃
文
学
研
究
﹄
第
百
十
二
号
︑
二
〇
一
五
年
︑
一－

一
六
頁
）

五
　 「
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
バ
レ
ッ
ト
」（
拙

訳
︑
九
州
大
学
独
文
学
会
﹃
九
州
ド
イ
ツ
文
学
﹄
第
二
十
八
号
︑

二
〇
一
四
年
︑
一－

一
二
頁
）

六
　 「
エ
マ
ソ
ン
」（
拙
訳
︑
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
﹃
文

学
研
究
﹄
第
百
十
三
号
︑
二
〇
一
六
年
︑
一－

一
〇
頁
）

七
　 「
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（
キ
リ
ス
ト
教
詩
人
）」（
拙
訳
︑
九

州
大
学
独
文
学
会
﹃
九
州
ド
イ
ツ
文
学
﹄
第
三
十
号
︑
二
〇
一
六

年
︑
一－

二
〇
頁
）

八
　 「
ヘ
ッ
ベ
ル
」（
拙
訳
︑
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
﹃
文

学
研
究
﹄
第
百
十
号
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
九－

五
四
頁
）

 

﹃
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
﹄
は
︑そ
の
名
が
示
す
と
お
り
︑エ
ッ
セ
イ
を
通
じ
て

時
代
に
新
た
な
潮
流
を
促
す
動
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
因
で
あ
っ
た
︒
西
洋
文
学
に
お
い
て
︑モ

ン
テ
ー
ニ
ュ
﹃
エ
セ
ー
﹄
を
始
め
と
す
る
エ
ッ
セ
イ
が
芸
術
批
評
と
し
て

の
傾
向
を
一
挙
に
強
め
る
の
が
︑
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
の
ド

イ
ツ
語
圏
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
新
た
な
潮
流
を
自

覚
的
に
論
じ
︑
新
た
な
意
味
づ
け
を
行
っ
た
二
十
五
歳
の
ジ
ェ
ル
ジ
・
ル

カ
ー
チ
に
と
っ
て
︑
そ
の
嚆
矢
と
な
る
の
が
︑
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
と

と
も
に
︑
ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
に
他
な
ら
な
い
︒
事
実
︑
ル
カ
ー
チ

は
﹃
魂
と
形
式
﹄（
一
九
一
一
年
）
の
冒
頭
で
﹁
エ
ッ
セ
イ
の
本
質
と
形

式
﹂
を
論
じ
た
後
︑
次
に
﹁
プ
ラ
ト
ン
主
義
︑
詩
︑
そ
し
て
形
式
﹂
と
称

さ
れ
た
カ
ス
ナ
ー
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
形
式
と
し
て
の

エ
ッ
セ
イ
﹂（
一
九
五
八
年
）
の
中
で
﹁
エ
ッ
セ
イ
の
行
き
方
は
方
法
的
に

非
方
法
的
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
新
た
な
潮
流
を
総
括
し
た
テ
オ
ド
ー
ル
・

ア
ド
ル
ノ
（
一
九
〇
三－

一
九
六
九
年
）
に
と
っ
て
も
︑
新
た
な
エ
ッ
セ

イ
の
担
い
手
は
ジ
ン
メ
ル
（
一
八
五
八－

一
九
一
八
年
）
や
ル
カ
ー
チ

（
一
八
八
五－

一
九
七
一
年
）
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
一
八
九
二－

一
九
四
〇

年
）
と
並
ん
で
︑
カ
ス
ナ
ー
（
一
八
七
三－

一
九
五
九
年
）
で
あ
っ
た
︒

ル
カ
ー
チ
に
と
っ
て
も
︑
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
も
︑
エ
ッ
セ
イ
は
︑
体
系

や
実
証
や
方
法
論
を
重
視
せ
ず
︑
む
し
ろ
︑
そ
れ
ら
を
忌
避
し
な
が
ら
︑

断
片
や
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
志
向
す
る
︒
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
エ
ッ
セ
イ
は
新

た
な
潮
流
と
と
も
に
静
的
な
﹁
完
成
﹂
で
は
な
く
︑
動
的
な
﹁
未
完
﹂
を

め
ざ
す
と
言
え
よ
う
︒

カ
ス
ナ
ー
の
﹃
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
﹄
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
対
象
を
通
じ

て
︑
非
方
法
的
な
方
法
を
探
る
記
念
碑
的
な
著
作
で
あ
る
︒﹁
セ
ー
レ
ン
・

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
﹂
は
︑
八
本
の
エ
ッ
セ
イ
中
で
最
も
分
量
が
多
い
と
い
う
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意
味
で
も
︑ま
た
︑﹁
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
・
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
以
前
に
お
い
て
ド

イ
ツ
で
︑
否
︑
世
界
で
︑
最
初
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
本
格
的
に
論
じ
た
と

い
う
意
味
で
も
︑
明
ら
か
に
異
彩
を
放
つ
︒
そ
れ
で
は
︑
カ
ス
ナ
ー
は
い

か
な
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
像
を
先
駆
的
に
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
カ
ス

ナ
ー
に
よ
れ
ば
︑
自
ら
の
生
を
深
淵
の
前
に
お
き
︑
自
分
自
身
を
デ
モ
ー

ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
の
中
で
し
か
経
験
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
狂

気
や
自
殺
に
陥
る
こ
と
も
通
俗
的
な
生
に
陥
る
こ
と
も
な
く
︑
最
後
ま
で

単
独
者
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
た
点
で
︑
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
先
行
す
る
憂

鬱
者
た
ち
と
は
決
定
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
︒

一
九
〇
〇
年
に
パ
リ
で
万
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
と
き
︑
カ
ス
ナ
ー

は
二
十
六
歳
︑
ロ
ダ
ン
は
五
十
九
歳
で
あ
っ
た
︒
ア
ル
マ
広
場
会
場
に
設

け
ら
れ
た
ロ
ダ
ン
館
で
カ
ス
ナ
ー
が
目
に
し
た
﹁
左
官
の
親
方
﹂
は
会
場

の
係
員
に
狂
人
扱
い
さ
れ
て
お
り
︑
展
覧
会
の
目
録
は
ロ
ダ
ン
の
作
品
群

に
常
套
句
を
繰
り
返
す
だ
け
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
陳
腐
な
見
方
や
言
葉

に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
カ
ス
ナ
ー
は
自
己
の
内
奥
を
の
ぞ
き
込
む
か

の
よ
う
に
作
品
を
長
く
見
つ
め
る
︒
そ
の
時
に
見
え
て
き
た
の
は
︑
根
源

へ
の
回
帰
を
促
す
素
材
の
原
理
と
そ
れ
と
拮
抗
す
る
創
作
者
の
原
理
に
他

な
ら
な
い
︒
こ
の
﹁
ま
な
ざ
し
﹂
は
︑
リ
ル
ケ
の
著
名
な
ロ
ダ
ン
論
（
一

九
〇
二
年
）
と
根
底
で
深
く
結
び
つ
く
︒
ロ
ダ
ン
論
の
先
駆
と
な
る
カ
ス

ナ
ー
の
エ
ッ
セ
イ
（
初
出
一
九
〇
〇
年
）
に
よ
れ
ば
︑
む
き
出
し
に
さ
れ

た
二
つ
の
原
理
が
﹁
動モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ

く
も
の
﹂
で
あ
る
ゆ
え
に
︑
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
は
未

完
ゆ
え
の
断
片
︑
断
片
ゆ
え
の
未
完
と
化
す
︒

﹁
絨
毯
の
倫
理
﹂で
は
︑ド
イ
ツ
の
神
秘
主
義
が
カ
ス
ナ
ー
の
新
た
な
眼

差
し
で
織
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
二
十
世
紀
に
お
け
る
新
た
な
タ
ペ
ス
ト

リ
ー
文
化
と
は
︑
伝
統
工
芸
の
単
な
る
再
評
価
で
は
な
い
︒
一
九
〇
〇
年

に
本
エ
ッ
セ
イ
初
出
の
﹁
ゴ
ブ
ラ
ン
織
の
倫
理
﹂
を
公
に
し
た
カ
ス
ナ
ー

に
と
っ
て
も
︑
同
年
に
詩
集
﹃
生
の
絨
毯
﹄
を
上
梓
し
た
ゲ
オ
ル
ゲ
に

と
っ
て
も
︑
一
九
一
〇
年
に
﹃
マ
ル
テ
の
手
記
﹄
を
公
に
し
た
リ
ル
ケ
に

と
っ
て
も
︑
近
代
の
合
理
主
義
や
実
証
主
義
に
背
を
向
け
な
が
ら
自
己
の

内
面
に
深
く
入
り
込
む
と
き
︑
織
物
の
質
感
や
風
合
い
か
ら
生
の
根
源
的

な
形
象
が
永
遠
の
現
在
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
カ
ス
ナ
ー
に

と
っ
て
︑﹁
絵
画
﹂が
芸
術
家
の
主
観
が
強
く
働
く
芸ク
ン
ス
ト
ヴ
ェ
ル
ク

術
作
品
で
あ
る
と
す

れ
ば
︑﹁
絨
毯
﹂
は
職
人
の
技
ク
ン
ス
トが
適
度
に
働
く
匠
ク
ン
ス
ト
ヴ
ェ
ル
ク

の
作
で
あ
り
︑
主
観
と

い
う﹁
重
力
﹂か
ら
解
き
放
た
れ
た
素
朴
な
形
象
を
見
る
者
に
も
た
ら
す
︒

﹁
ア
ベ
・
ガ
リ
ア
ー
ニ
﹂で
は
︑
客
観
性
に
基
づ
く
体
系
を
構
築
す
る
こ

と
も
物
事
の
究
極
に
直
線
的
に
遡
る
こ
と
も
な
い
精
神
が
模
索
さ
れ
た
︒

﹁
哲
学
﹂
は
︑
自
ら
の
出
発
点
で
あ
る
精
神
に
絶
え
ず
戻
る
と
い
う
意
味

で
︑
精
神
の
自
己
証
明
︑
カ
ス
ナ
ー
の
言
う
﹁
十
八
世
紀
の
ト
ー
ト
ロ

ジ
ー
﹂
を
繰
り
返
す
︒
精
神
の
堂
々
め
ぐ
り
と
無
縁
で
あ
っ
た
ガ
リ
ア
ー

ニ
の
精
神
は
︑﹁
哲
学
者
﹂が
捉
え
き
れ
な
か
っ
た
非
同
一
的
な
も
の
に
触

れ
︑
我
々
の
生
そ
の
も
の
を
忘
れ
る
こ
と
が
な
い
︒
通
常
︑
生
の
哲
学
の

先
駆
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
人
物
は
ル
ソ
ー
で
あ
る
︒
だ
が
︑
ル
ソ
ー
が
人

間
の
心
の
動
き
の
中
で
も
最
も
激
し
い
﹁
熱
エ
ン
ト
ゥ
ズ
ィ
ア
ス
ム
ス

狂
﹂
を
︑
カ
ス
ナ
ー
の

言
う
﹁
思イ
ル
ズ
ィ
オ
ー
ネ
ン

い
込
み
﹂
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
ガ
リ
ア
ー
ニ
は
そ
れ

を
有
せ
ず
︑
い
わ
ば
﹁
情
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ
ト
念
﹂
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
カ
ス
ナ
ー

に
と
っ
て
︑
ガ
リ
ア
ー
ニ
は
生
の
哲
学
の
起
点
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な

く
︑
新
た
な
エ
ッ
セ
イ
の
嚆
矢
で
も
あ
っ
た
︒

﹁
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
バ
レ
ッ
ト
﹂は
︑あ
る
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種
の
﹁
う
ら
や
み
﹂
を
扱
う
︒
十
九
世
紀
の
典
型
的
な
人
物
と
み
な
さ
れ

た
ロ
バ
ー
ト
は
︑
エ
リ
ザ
ベ
ス
を
い
わ
ば
中
心
と
み
な
し
︑
み
ず
か
ら
を

周
辺
と
卑
下
す
る
︒
そ
れ
は
﹁
自
然
﹂
に
対
す
る
﹁
人
為
﹂
の
嫉
妬
と
評

し
て
も
よ
い
︒
カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
︑
形
式
な
き
世
紀
で
あ
る
十
九
世
紀

は
﹁
対
デ
ィ
ア
ロ
ー
ク
話
﹂
の
時
代
で
あ
り
︑﹁
論
デ
ィ
ア
㆑
ク
テ
ィ
ク
理
﹂
の
時
代
で
あ
る
︒
ロ
バ
ー
ト
の

詩
に
特
徴
的
な
劇
的
独
白
は
単
な
る
文
学
的
手
法
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
ロ

バ
ー
ト
の
﹁
う
ら
や
み
﹂
は
単
な
る
嫉
妬
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
エ
リ
ザ
ベ

ス
に
対
す
る
ロ
バ
ー
ト
の
愛
に
は﹁
偉
大
な
表
現
﹂が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒

そ
れ
は
︑
近
代
の
枠
内
に
生
き
る
存
在
が
近
代
を
超
越
し
て
い
る
と
見
な

さ
れ
た
存
在
に
出
会
っ
た
と
き
の
驚
嘆
で
あ
り
︑
表
現
し
が
た
い
も
の
の

表
現
で
あ
っ
た
︒
二
人
の
運
命
的
な
出
会
い
は
い
ま
だ
表
現
を
得
な
い
何

か
へ
と
私
た
ち
を
促
す
︒

﹁
エ
マ
ソ
ン
﹂は
︑
一
九
〇
二
年
か
ら
一
九
〇
四
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ

た
ド
イ
ツ
語
版
﹃
エ
マ
ソ
ン
全
集
﹄
に
対
す
る
書
評
と
し
て
︑
読
者
を
二

重
の
意
味
で
﹁
試エ
ッ
セみ
﹂
に
促
す
︒
一
方
で
︑
読
者
は
エ
マ
ソ
ン
と
い
う
茫

洋
へ
と
促
さ
れ
︑
い
わ
ば
﹁
魔
術
﹂
を
﹁
ま
る
ご
と
﹂
体
験
す
る
︒
そ
れ

は
︑
微
視
的
に
言
え
ば
読
者
が
︑
巨
視
的
に
言
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
︑
硬

直
し
た
生
か
ら
脱
し
︑﹁
瞬
間
に
生
き
る
人
間
﹂と
し
て
甦
る
た
め
の
契
機

に
他
な
ら
な
い
︒
他
方
で
﹁
エ
マ
ソ
ン
﹂
は
︑
独
立
し
た
エ
ッ
セ
イ
と
し

て
︑
読
者
を
新
た
な
芸
術
原
理
へ
と
促
す
︒﹁
エ
マ
ソ
ン
﹂が
有
す
る
非
方

法
的
な
方
法
は
︑﹃
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
﹄
所
収
の
他
エ
ッ
セ
イ
と
同
様
︑
新
た

な
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
︑
体
系
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
静
的
な
﹁
完
成
﹂
で

は
な
く
︑
対
象
と
の
﹁
直
接
性
﹂
に
基
づ
く
動
的
な
﹁
未
完
﹂
を
め
ざ
す
︒

つ
ま
り
︑
読
者
は
﹁
エ
マ
ソ
ン
﹂
に
お
い
て
も
﹁
動モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ

く
も
の
﹂
へ
と
二
重

に
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

カ
ス
ナ
ー
は
︑
リ
ル
ケ
研
究
や
エ
ッ
セ
イ
研
究
な
ど
若
干
の
例
外
を
除

く
と
︑
概
ね
忘
れ
ら
れ
て
き
た
︒
中
で
も
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
受
容
の
研
究
は

と
り
わ
け
顕
著
で
あ
り
︑
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ
ル
ゲ
や
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
決
ま
っ
て
扱
わ
れ
る
の
に
対
し
て
︑
カ
ス
ナ
ー
は
決
ま
っ

て
忘
れ
ら
れ
る
︒ （２
）   

だ
が
︑
カ
ス
ナ
ー
は
カ
ス
ナ
ー
な
り
に
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
の
核
心
を
つ
く
︒
美
し
い
事
物
は
死
を
前
に
し
て
反
転
し
︑
自
ら
を
美

に
捧
げ
た
詩
人
の
人
生
は
倒
錯
の
一
生
だ
っ
た
こ
と
を
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
よ

り
も
か
な
り
前
に
カ
ス
ナ
ー
は
示
し
て
い
た
︒
カ
ス
ナ
ー
に
よ
れ
ば
︑

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
十
九
世
紀
に
お
い
て
例
外
的
に
原
罪
に
執
拗
に
拘
っ
た

﹁
キ
リ
ス
ト
教
詩
人
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
否
︑
そ
の
拘
り

の
屈
折
ゆ
え
に
︑
常
に
他
者
を
必
要
と
す
る
強
烈
な
﹁︿
自－

他
﹀
意
識
﹂

を
持
つ
人
物
︑
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
尺
度
を
自
ら
の
内
に
持
た
な
い
近
代
的

人
間
の
典
型
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

﹁
ヘ
ッ
ベ
ル
﹂
は
﹃
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
﹄
に
お
い
て
唯
一
ド
イ
ツ
文
学
を
扱

う
﹁
例
外
﹂
で
あ
っ
た
︒
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ッ
ベ
ル
は
十
九
世
紀
ド
イ

ツ
文
学
を
代
表
す
る
劇
作
家
で
あ
り
︑
劇
中
の
登
場
人
物
た
ち
は
世
界
に

対
し
て
否
を
唱
え
続
け
る
者
た
ち
で
あ
る
︒
カ
ス
ナ
ー
は
︑
ヘ
ッ
ベ
ル
の

代
表
作
を
扱
い
な
が
ら
︑
近
代
人
の
︑
そ
れ
も
ド
イ
ツ
的
な
近
代
人
の
典

型
的
な
姿
を
徐
々
に
あ
ぶ
り
出
す
︒
性
格
劇
と
運
命
劇
を
併
せ
持
つ
悲
劇

に
お
い
て
︑
個
と
全
の
峻
烈
な
対
峙
が
男
女
の
性
を
め
ぐ
る
対
立
を
孕
み

な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
カ
ス
ナ
ー
の
代
表
作
﹃
十
九
世
紀
﹄
に
よ
れ

ば
︑﹁
ド
イ
ツ
人
ほ
ど
自
分
自
身
に
至
る
場
合
に
︑
長
い
道
の
り
を
歩
む
人

間
は
い
な
い
﹂︒
そ
の
意
味
で
同
世
紀
は
﹁
分
裂
の
世
紀
﹂
で
あ
り
︑﹁
ド
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イ
ツ
的
な
世
紀
﹂
で
あ
っ
た
︒（
八－

一
六
以
下
） （
３
）   

カ
ス
ナ
ー
は
そ
う

し
た
世
紀
が
生
み
出
し
た
尺
度
な
き
近
代
人
を
﹁
例
外
﹂
に
お
い
て
典
型

的
に
示
し
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
概
説
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
カ
ス
ナ
ー
第
一
期
の
主
要
著
作

で
あ
る
﹃
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
﹄
で
は
︑﹁
セ
ー
レ
ン
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
﹂
や

﹁
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
に
関
す
る
覚
書
﹂
な
ど
の
内
容
そ
の
も
の
が
時
代
に
先

駆
け
て
い
た
︒
実
際
に
﹃
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
﹄
刊
行
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象

は
い
わ
ば
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
を
迎
え
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
エ
ッ
セ

イ
に
関
し
て
も
言
え
︑
カ
ス
ナ
ー
は
新
し
い
内
容
に
相
応
し
い
新
し
い
形

式
を
必
要
と
し
た
︒
そ
し
て
同
時
に
︑
新
し
い
形
式
に
相
応
し
い
新
し
い

内
容
が
必
要
と
さ
れ
た
と
も
言
え
よ
う
︒
カ
ス
ナ
ー
に
お
い
て
両
者
は
ま

さ
に
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
り
︑
そ
の
こ
と
を
い
ち
早
く
見
抜
い
た
の

が
︑
ル
カ
ー
チ
で
あ
り
︑
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
で
あ
っ
た
︒
新
た
な

エ
ッ
セ
イ
の
﹁
試
み
﹂
は
︑﹁
絨
毯
の
倫
理
﹂
が
示
す
よ
う
に
︑
体
系
に

よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
静
的
な
﹁
完
成
﹂
で
は
な
く
︑
対
象
と
の
﹁
直
接
性
﹂

に
基
づ
く
動
的
な
﹁
未
完
﹂
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

但
し
︑
エ
ッ
セ
イ
と
い
え
ど
も
文
字
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
と

し
て
の
限
界
を
有
し
︑ど
こ
か
で
﹁
安
定
化
の
意
志
﹂
が
働
く
︒
し
か
し
︑

カ
ス
ナ
ー
が
文
字
化
の
限
界
を
承
知
の
上
で
試
み
た
こ
と
は
︑
テ
ク
ス
ト

を
取
り
巻
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
混
沌
を
テ
ク
ス
ト
に
蘇
ら
せ
よ
う
と
し
た

こ
と
で
あ
る
︒
中
で
も
﹁
エ
マ
ソ
ン
﹂
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
失
い
か
け
て
い

る
生
の
躍
動
を
読
者
が
体
験
す
る
べ
く
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
︑

﹃
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
﹄
全
体
に
言
え
る
こ
と
だ
が
︑
近
代
以
降
の
人
間
が
硬
直

し
た
生
か
ら
脱
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
あ
る
︒
但
し
︑
い
ず
れ
の
試

み
も
︑﹁
絨
毯
の
倫
理
﹂
に
よ
れ
ば
︑
織
物
独
自
の
質
感
や
風
合
い
か
ら
生

の
根
源
的
な
形
象
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
︑
エ
ッ
セ
イ
は
芸
術
家
の
主
観
が
強
く
働

く
芸ク
ン
ス
ト
ヴ
ェ
ル
ク

術
作
品
で
は
な
く
︑
職
人
の
技
ク
ン
ス
トが
適
度
に
働
く
匠
ク
ン
ス
ト
ヴ
ェ
ル
ク

の
作
で
あ
り
︑

近
代
的
な
主
観
と
い
う
﹁
重
力
﹂
か
ら
解
き
放
た
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ

の
よ
う
な
意
識
の
根
底
に
は
︑
カ
ス
ナ
ー
が
晩
年
に
抱
い
た
日
本
の
禅
も

し
く
は
弓
術
へ
の
関
心
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒

と
は
い
え
︑
や
は
り
カ
ス
ナ
ー
は
十
九
世
紀
に
生
ま
れ
︑
十
九
世
紀
に

対
峙
し
な
が
ら
︑
二
十
世
紀
に
お
い
て
新
た
な
生
き
方
を
模
索
し
た
西
洋

人
で
あ
っ
た
︒﹃
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
﹄
所
収
の
全
エ
ッ
セ
イ
に
つ
い
て
言
え
る

こ
と
だ
が
︑
カ
ス
ナ
ー
の
着
眼
は
単
に
先
見
の
明
あ
り
と
称
さ
れ
る
だ
け

の
も
の
で
は
な
い
︒
い
ず
れ
の
エ
ッ
セ
イ
も
カ
ス
ナ
ー
な
り
の
尺
度
で
十

九
世
紀
の
原
型
も
し
く
は
典
型
を
扱
い
︑
近
代
と
は
何
か
を
問
い
か
け
な

が
ら
︑
現
代
の
私
た
ち
に
新
た
な
見
方
を
促
す
︒
そ
の
意
味
で
﹃
モ

テ
ィ
ー
ヴ
ェ
﹄
は
動
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
因
で
あ
る
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑﹁
ド
イ
ツ
人
ほ

ど
自
分
自
身
に
至
る
場
合
に
︑
長
い
道
の
り
を
歩
む
人
間
は
い
な
い
﹂︒

﹁
分
裂
の
世
紀
﹂﹁
ド
イ
ツ
的
な
世
紀
﹂
で
あ
る
十
九
世
紀
が
生
み
出
し
た

尺
度
な
き
近
代
人
を
示
す
べ
く
︑
カ
ス
ナ
ー
自
身
も
長
い
道
の
り
を
歩
み

始
め
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
出
発
点
が
︑﹃
モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
﹄と
い
う
新
た
な

﹁
試エ
ッ
セみ
﹂で
あ
っ
た
︒
も
っ
と
も
︑い
ず
れ
の
エ
ッ
セ
イ
も
新
た
な
内
容
と

形
式
を
伴
う
新
た
な
促
し
で
あ
る
が
故
に
︑
理
解
は
決
し
て
た
や
す
く
な

い
︒
カ
ス
ナ
ー
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
︑
そ
の
晦
渋
な
斬
新
さ
に

も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
カ
ス
ナ
ー
が
示
し
た
﹁
動モ
テ
ィ
ー
ヴ
ェ

く
も
の
﹂
を
把
握
す

る
た
め
に
は
︑
我
々
も
長
い
道
の
り
を
歩
み
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
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三ラ
ー
ヴ
ァ
ー
タ
ー
批
判

カ
ス
ナ
ー
が
歩
み
始
め
た
長
い
道
の
り
と
は
︑
新
た
な
存
在
論
と
も
称

す
べ
き
比
類
の
な
い
観
相
学
の
模
索
で
あ
っ
た
︒
カ
ス
ナ
ー
の
﹁
新
し
い

形
式
に
盛
ら
れ
た
新
し
い
内
容
﹂
は
︑
一
九
〇
〇
年
︑
カ
ス
ナ
ー
が
ベ
ル

グ
ソ
ン
の
﹃
身
体
の
精
神
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
の
試
論
﹄
の
読
了
を

契
機
に
観
相
学
的
研
究
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
く
中
で
本
格
的
に
始
ま

り
︑﹃
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
﹄（
一
九
〇
八
年
）
と
﹃
人
間
の
偉
大
さ
の
諸
要
素

に
つ
い
て
﹄（
一
九
一
一
年
）
に
お
い
て
礎
が
築
か
れ
︑
執
筆
に
三
年
を
要

し
た
﹃
数
と
顔
﹄（
一
九
一
九
年
）
に
お
い
て
更
な
る
広
さ
と
深
さ
が
獲
得

さ
れ
︑﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄（
一
九
二
二
年
）
に
お
い
て
広
く
一
般
読
者
に

受
け
入
れ
ら
れ
︑﹃
変
身
﹄（
一
九
二
五
年
）
で
は
観
相
学
的
研
究
が
エ
ッ

セ
イ
と
い
う
﹁
新
し
い
形
式
に
盛
ら
れ
た
新
し
い
内
容
﹂
と
し
て
よ
り
具

体
的
に
考
察
さ
れ
︑
そ
の
後
︑﹃
観
相
学
的
世
界
像
﹄（
一
九
三
〇
年
）
を

経
て
︑﹃
観
相
学
﹄（
一
九
三
二
年
）
に
お
い
て
い
わ
ば
総
決
算
が
図
ら
れ

た
︒
カ
ス
ナ
ー
の
観
相
学
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
嚆
矢
と
し
ラ
ー

ヴ
ァ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
従
来
の
観
相
学
と
は
︑
根
本
的
に
質

を
異
に
す
る
︒
カ
ス
ナ
ー
は
︑﹃
変
身
﹄
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
古
典
的

な
観
相
学
を
支
え
る
顔
と
意
味
と
の
一
対
一
対
応
に
対
し
て
否
定
的
判
断

を
く
だ
す
︒

私
た
ち
が
気
づ
く
ラ
ー
ヴ
ァ
ー
タ
ー
の
観
相
学
が
犯
し
た
過
ち
は
︑

観
相
学
に
お
い
て
言
語
を
超
え
て
世
界
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
も
の

の
︑
こ
う
し
た
試
み
が
ラ
ー
ヴ
ァ
ー
タ
ー
の
心
を
支
配
し
︑
そ
の
頭

脳
を
占
め
て
い
た
照
応

4

4

と
い
う
静
的
世
界
像
に
最
終
的
に
帰
せ
ら
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
︒
そ
れ
で
ラ
ー
ヴ
ァ
ー
タ
ー
に
と
っ
て
意
味

は
最
後
に
内
奥
と
表
面
と
の
乖
離
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒

ラ
ー
ヴ
ァ
ー
タ
ー
が
世
界
を
深
く
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
︑
そ
れ
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
世
界
は
ま
す
ま
す
平
板
に
な
っ
て
し

ま
う
か
︑
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
︒（
四－

一
二
六
）

 

ラ
ー
ヴ
ァ
ー
タ
ー
は
︑﹃
観
相
学
的
断
章
﹄に
お
い
て
人
間
の
さ
ま
ざ
ま

な
顔
を
解
釈
し
性
格
を
導
き
出
す
際
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
リ
（
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
哲
学
者
︑
宗
教
家
︑
一
六
八
八－

一
七
七
二
年
）
の
心
身
照
応
論

に
基
づ
き
な
が
ら
︑
実
証
科
学
的
な
観
相
学
を
新
た
に
構
築
し
た
︒
こ
れ

に
対
し
て
カ
ス
ナ
ー
は
︑
内
と
外
と
の
照
応
と
い
う
考
え
が
あ
ま
り
に
も

﹁
平
板
﹂
で
あ
り
︑﹁
本
質
と
し
て
劇
的
で
は
な
く
︑
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
﹂

で
あ
る
だ
け
に
︑
ラ
ー
ヴ
ァ
ー
タ
ー
の
観
相
学
を
﹁
皮
下
観
相
学
の
意
味

し
か
持
ち
え
な
い
心
理
学
﹂（
四－

一
四
一
）
と
み
な
す
︒
ま
た
︑﹃
変
身
﹄

の
三
年
前
に
書
か
れ
た
﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄
で
は
︑
表
情
を
動
的
に
捉
え

よ
う
と
す
る
自
ら
の
捉
え
方
を
﹁
微
分
法
的
﹂differentiell

と
呼
び
︑
顔

の
部
分
の
み
に
拘
泥
す
る
古
い
静
的
な
捉
え
方
で
あ
る
﹁
構
成
的
﹂kon-

struktiv 

な
方
法
と
峻
別
す
る
︒

こ
う
し
た
（
第
一
の
構
成
的
方
法
と
は
違
う
）
第
二
の
微
分
法
的
方

法
で
︑
つ
ま
り
表
ア
オ
ス
ド
ル
ッ
ク
情
を
主
眼
に
顔
を
観
察
す
る
者
は
︑
流
れ
︑
動

き
を
目
に
す
る
の
で
あ
り
︑
移
行
︑
橋
︑
存
在
の
縫
い
目
と
折
り
目
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を
求
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
︒な
ぜ
な
ら
ば（
も
う
一
度
言
い
ま
す
と
）

そ
の
人
に
と
っ
て
鼻
︑
目
︑
耳
な
ど
が
あ
る
の
で
は
な
く
︑
す
べ
て

が
中
間
状
態
に
あ
る
か
ら
で
す
︒（
四－

二
〇
）

 

カ
ス
ナ
ー
に
よ
る
新
旧
観
相
学
の
対
比
は
更
に
続
き
︑
第
一
の
構
成
的

方
法
は
﹁
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
始
ま
り
︑
十
八
世
紀
ま
で
持
ち
こ
た
え

る
こ
と
が
で
き
た
古
の
人
々
の
機
械
的
で
合
理
的
な
観
相
学
﹂
で
あ
り
︑

第
二
の
微
分
法
的
方
法
は﹁
リ
ズ
ム
の
あ
る
象
徴
的
な
観
相
学
﹂（
四－

二

一
）
と
説
明
さ
れ
る
︒

リ
ズ
ム
と
類
型

こ
こ
で
私
た
ち
は
︑
カ
ス
ナ
ー
が
自
ら
の
方
法
を
説
明
す
る
際
に
﹁
リ

ズ
ム
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
こ
と
︑
し
か
も
同
概
念
を
他
の
重
要

概
念
と
一
緒
に
用
い
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
︒﹁
リ
ズ
ム
﹂

は
﹁
象
徴
﹂
と
結
び
つ
く
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
類
型
﹂
と
も
結
び
つ
く
︒
カ

ス
ナ
ー
は
︑﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄
の
み
な
ら
ず
︑
他
の
著
作
で
も
︑
ゲ
ー
テ

の
﹁
形
態
学
﹂M

orphologie 

を
か
な
り
意
識
し
て
自
ら
の
観
相
学
を
説
明

し
て
い
る
︒
ゲ
ー
テ
が
自
然
科
学
的
な
分
析
に
よ
る
抽
象
で
は
な
く
︑
具

体
的
な
事
象
に
向
け
ら
れ
た
自
ら
の
直
観
か
ら
普
遍
的
な
﹁
原
型
﹂Typus 

を
求
め
た
よ
う
に
︑
カ
ス
ナ
ー
も
実
証
科
学
的
な
合
理
的
分
析
で
は
な

く
︑
顔
の
表
情
に
向
け
ら
れ
た
自
ら
の
直
観
か
ら
普
遍
的
な
﹁
類
型
﹂

Typus 

を
探
っ
た
の
で
あ
る
︒
顔
の
一
部
を
﹁
構
成
的
﹂
に
で
は
な
く
︑
顔

の
動
き
を
﹁
微
分
法
的
﹂
に
捉
え
よ
う
と
し
た
カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
︑﹁
類

型
﹂
と
﹁
リ
ズ
ム
﹂
は
最
終
的
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒（
四－

四

一
参
照
） 

そ
う
し
た
一
致
に
こ
そ
生
の
実
相
を
見
出
し
た
カ
ス
ナ
ー
は
︑

﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄
最
終
章
の
第
三
十
三
章
で
︑﹁
リ
ズ
ム
﹂
と
﹁
シ
ン
メ

ト
リ
ー
﹂
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
︒

シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
な
い
リ
ズ
ム
は
な
く
︑
同
様
に
リ
ズ
ム
の
な
い
シ

ン
メ
ト
リ
ー
は
な
い
の
で
す
︒
皆
さ
ん
は
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
空
間
の

リ
ズ
ム
︑
リ
ズ
ム
を
時
間
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
と
名
づ
け
る
で
し
ょ

う
︒
対
に
な
っ
て
い
る
目
︑
耳
︑
手
︑
足
を
み
れ
ば
︑
二
つ
は
一
つ
︑

リ
ズ
ム
と
シ
ン
メ
ト
リ
ー
は
一
つ
な
の
で
す
︒
数
に
お
い
て
︑
シ
ン

メ
ト
リ
ー
は
空
間
に
︑
リ
ズ
ム
は
時
間
に
な
り
ま
す
︒（
四－

七
一
）

 

こ
こ
で
の
引
用
が
示
す
よ
う
に
︑
カ
ス
ナ
ー
の
観
相
学
は
主
と
し
て
顔

が
主
た
る
考
察
対
象
で
あ
る
に
し
て
も
︑
し
ば
し
ば
顔
の
み
に
と
ど
ま
ら

な
い
︒
む
し
ろ
身
体
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
身
体
論
で
あ
り
︑
否
そ
れ

ど
こ
ろ
か
︑
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
に
な
る
存
在
論
で
も
あ
る
︒
こ

う
し
た
身
体
論
的
か
つ
存
在
論
的
広
が
り
に
こ
そ
︑
カ
ス
ナ
ー
の
観
相
学

の
眼
目
が
あ
ろ
う
︒
そ
れ
だ
け
に
﹁
リ
ズ
ム
﹂
や
﹁
シ
ン
メ
ト
リ
ー
﹂
と

の
一
致
を
見
出
せ
な
い
﹁
類
型
﹂
は
非
類
型
的
で
あ
る
︒

観
相
学
か
ら
す
る
と
︑
こ
う
し
た
非
類
型
的
な
人
間
は
︑
私
た
ち
に

よ
っ
て
尺
度
が
な
い
と
名
づ
け
ら
れ
た
者
と
同
じ
人
物
で
あ
り
︑
引

き
裂
か
れ
︑
切
り
開
か
れ
て
︑
ぱ
っ
く
り
と
割
れ
た
顔
の
あ
る
人
間

で
あ
り
︑
抑
圧
さ
れ
た
者
で
あ
り
︑
傷
つ
い
た
者
で
あ
り
︑
リ
ズ
ム

が
無
く
︑
柔
軟
性
が
無
く
︑
治
り
の
悪
い
者
で
も
あ
る
の
で
す
︒
こ
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の
よ
う
な
者
は
︑
か
な
り
一
般
化
し
て
言
う
と
︑
あ
る
が
ま
ま
の
自

分
と
は
も
は
や
外
見
が
違
う
人
間
で
あ
り
︑
外
見
と
は
も
は
や
あ
る

が
ま
ま
の
自
分
が
違
う
人
間
で
あ
り
ま
す
︒（
四－

四
四
以
下
）

ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス

非
類
型
的
な
人
間
に
尺
度
を
認
め
な
い
カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
︑
類
型
的

な
人
間
に
は
尺
度
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
カ
ス
ナ
ー
観
相
学
に
お
け
る

﹁
尺
度
﹂
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
否
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
カ
ス
ナ
ー
観
相

学
そ
の
も
の
を
捉
え
る
た
め
に
は
︑﹁
反
対
対
立
の
合
致
﹂を
唱
え
た
ニ
コ

ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
神
秘
思
想
に
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
一
九
二
三
年
の
小
論
﹁
文
学
の
最
も
深
い
意
味
（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル﹃
悪

の
華
﹄
に
つ
い
て
）﹂
で
﹁
反
対
対
立
の
合
致
﹂
が
言
及
さ
れ
︑
一
九
三
〇

年
の
著
作
﹃
観
相
学
的
世
界
像
﹄
に
お
い
て
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ス
と
し
て
初

め
て
名
前
が
挙
げ
ら
れ
た
が
︑
十
五
世
紀
ド
イ
ツ
の
思
想
家
に
関
す
る
言

及
は
全
著
作
に
お
い
て
わ
ず
か
六
度
に
と
ど
ま
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
カ

ス
ナ
ー
観
相
学
の
思
想
的
起
源
と
し
て
︑
神
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語

theos 

がtheoro

（
私
は
観
る
）
に
由
来
す
る
と
い
う
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
語
源

説
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る
視
覚
的
営
為
が
感
覚
的
に

﹁
見
る
﹂
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
精
神
的
に
﹁
観
る
﹂
こ
と
も
含
意
し
︑
更
に

﹁
人
が
神
を
観
る
こ
と
﹂
が
同
時
に
﹁
神
が
人
を
観
る
こ
と
﹂
を
意
味
す
る

と
い
う
神
学
的
見
解
は
︑
カ
ス
ナ
ー
に
お
い
て
事
物
を
め
ぐ
る
哲
学
的
・

観
相
学
的
見
解
に
変
容
し
て
い
る
と
は
い
え
︑
認
識
す
る
主
体
と
認
識
さ

れ
る
客
体
と
の
相
互
作
用
に
痕
跡
を
と
ど
め
る
︒
カ
ス
ナ
ー
の
眼
差
し
に

お
い
て
︑
考
察
対
象
は
︑
①
客
体
と
し
て
見
ら
れ
る
単
な
る
顔
や
容
貌
だ

け
で
は
な
く
︑
②
認
識
主
体
の
視
覚
そ
の
も
の
︑
③
更
に
は
見
る
行
為
か

ら
生
じ
る
幻
視
（V

ision

）
に
ま
で
も
及
ぶ
︒
つ
ま
り
︑
カ
ス
ナ
ー
の
観

相
学
は
︑
ラ
ー
ヴ
ァ
ー
タ
ー
の
そ
れ
が
客
体
と
し
て
見
ら
れ
る
単
な
る
顔

（
①
）
に
終
始
し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
︑
ド
イ
ツ
語 G

esicht 

が
有
す
る

一
切
の
次
元
を
含
む
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
認
識
が
強
く
働
く
だ
け

に
︑
カ
ス
ナ
ー
は
ラ
ー
ヴ
ァ
ー
タ
ー
観
相
学
に
対
す
る
批
判
に
終
始
す
る

だ
け
で
は
な
い
︒
因
果
律
に
終
始
す
る
近
代
の
合
理
主
義
を
批
判
し
︑
同

時
に
自
ら
の
実
践
に
お
い
て
近
代
の
超
克
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
︒

尺
度先

の
引
用
に
戻
る
と
︑
引
き
裂
か
れ
た
顔
の
あ
る
人
間
︑
リ
ズ
ム
が
無

い
者
︑
非
類
型
的
な
人
間
に
は
︑
内
と
外
と
の
同
一
性
が
な
く
︑
詰
ま
る

と
こ
ろ
︑
尺
度
が
な
い
︒
カ
ス
ナ
ー
観
相
学
に
お
け
る
最
重
要
概
念
の
一

つ
で
あ
り
︑
特
に
﹃
変
身
﹄
に
お
い
て
頻
出
し
︑
主
と
し
て
﹁
尺
度
﹂︑
文

脈
に
よ
っ
て
は
﹁
節
度
﹂
と
訳
さ
ざ
る
を
え
な
いM

aß 

も
ま
た
︑
神
秘
主

義
的
伝
統
に
基
づ
く
︒
例
え
ば
︑﹃
変
身
﹄
の
﹁
二
つ
の
小
品
　
獣
の
尾
﹂

で
は
﹁
尺
度
﹂
と
訳
出
さ
れ
たM

aß

が
あ
り
︑﹁
惑
星
と
彗
星
﹂
で
は
愛

国
主
義
者
で
あ
り
雄
弁
家
で
あ
る
と
あ
る
伯
爵
の
顔
を
め
ぐ
っ
て
﹁
節

度
﹂
と
訳
出
さ
れ
たM

aß

が
あ
る
︒

人
間
の
言
語
は
個
々
の
感
覚
の
分
化
に
あ
り
︑
分
化
と
と
も
に
置
か

れ
て
い
る
︒
個
々
の
感
覚
器
官
︑
口
と
鼻
︑
目
と
目
な
ど
︑
人
間
の

顔
に
あ
る
こ
れ
ら
の
間
の
空
間
は
な
ん
と
表
現
力
に
富
み
︑
意
味
深

く
︑
尺
度
（M

aß

）
の
世
界
全
体
で
は
な
い
か
！
（
四－

九
九
）
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ど
こ
で
あ
れ
節
度
（M

aß

）︑
落
ち
着
き
（G

em
essenheit

）︑
自
制
︑

品
格
が
あ
り
︑
ど
こ
に
も
熱
狂
も
し
く
は
誇
張
が
な
い
︒
た
だ
口
だ

け
が
あ
る
程
度
全
体
の
節
度
を
超
え
る
︒
口
か
ら
聞
き
手
の
耳
や
諸

感
覚
へ
と
流
れ
込
む
︑
豊
か
に
︑
深
く
︑
温
か
に
響
く
偉
大
な
こ
と

ば
故
の
こ
と
︒（
四－

九
一
）

 

﹁
尺
度
﹂
で
も
あ
り
﹁
節
度
﹂
で
も
あ
るM

aß 

に
は
︑
カ
ス
ナ
ー
観
相

学
の
﹁
精
神
﹂
的
営
為
が
凝
縮
す
る
︒
但
し
こ
こ
で
の
﹁
精
神
﹂
は
︑
ク

ザ
ー
ヌ
ス
の
語
源
説
に
依
拠
し
て
述
べ
れ
ば
︑
神
か
ら
吹
き
込
ま
れ
た
精

神
と
し
て
のspiritus 

で
は
な
く
︑m

ensurare

（
測
定
す
る
︑
計
る
）
を

語
源
と
し
︑
人
間
精
神
の
能
動
的
働
き
を
意
味
す
るm

ens 

に
他
な
ら
な

い
︒こ
の
よ
う
な
神
秘
主
義
の
伝
統
に
基
づ
い
て
︑カ
ス
ナ
ー
観
相
学
は
︑

他
者
で
は
な
く
自
ら
を
﹁
尺
度
﹂
と
し
て
自
己
を
﹁
計
る
﹂
こ
と
︑
言
い

換
え
る
と
︑﹁
節
度
﹂
や
﹁
落
ち
着
き
﹂
を
通
じ
て
自
己
と
同
一
化
す
る
こ

と
︑
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
言
葉
を
用
い
て
別
言
す
る
と
︑

﹁
観
想
﹂theoria

を
通
じ
て
自
分
自
身
を
﹁
見
る
﹂
こ
と
を
求
め
る
︒
し
か

し
︑こ
の
よ
う
な
同
一
性
は
︑
微
視
的
に
言
え
ば
人
間
の
成
長
と
と
も
に
︑

巨
視
的
に
言
え
ば
人
類
の
歩
み
と
と
も
に
︑
失
わ
れ
て
し
ま
う
︒
カ
ス

ナ
ー
に
よ
れ
ば
︑
人
間
は
か
つ
て
幼
年
期
に
﹁
同
一
性
の
世
界
﹂
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
成
長
と
と
も
に
﹁
幸
福
な
世
界
﹂
か
ら

離
れ
︑
次
第
に
﹁
個
性
の
世
界
﹂
で
生
き
る
よ
う
に
な
る
︒
同
様
に
︑
総

じ
て
人
間
存
在
は
︑
近
代
以
降
︑
外
と
の
つ
な
が
り
を
失
い
内
的
に
も
分

裂
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
︑
古
典
古
代
の
人
間
存
在
と
は
異
な
り
︑﹁
仮

面
﹂
の
世
界
に
生
き
︑﹁
同
一
性
﹂
の
世
界
を
知
ら
な
い
︒

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト

こ
う
し
た
近
代
人
の
生
は
︑
カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
︑
個
人
主
義
を
信
奉

す
る
現
代
人
︑
と
り
わ
け
現
代
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
に
お
い
て
顕
著
で
あ

る
︒
そ
も
そ
も
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
︑
カ
ス
ナ
ー
の
み
な
ら
ず
︑

同
時
代
の
知
識
人
に
と
っ
て
︑
極
め
て
重
要
な
概
念
で
あ
っ
た
︒
デ
ィ

レ
ッ
タ
ン
ト
と
い
う
言
葉
は
単
な
る
好
事
家
や
趣
味
人
を
指
す
の
で
は
も

は
や
な
い
︒
十
八
世
紀
的
な
古
い
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
グ
ラ
ン

ド
・
ツ
ア
ー
を
契
機
と
す
る
放
浪
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
培

わ
れ
た
社
交
的
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
を
生
み
出
し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑

十
九
世
紀
後
半
以
降
の
新
し
い
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
個
人
主
義
化

さ
れ
た
デ
カ
ダ
ン
ス
と
と
も
に
か
つ
て
の
社
交
人
を
新
た
な
孤
独
者
に
変

容
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
︒ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の﹃
現
代
心
理
論
集
﹄

（
一
八
八
三－

一
八
八
五
年
）に
よ
れ
ば
︑
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
﹁
精
神
の
病
﹂
と
み
な
さ
れ
た
デ
カ
ダ
ン
ス
︑
ペ
シ
ミ
ズ
ム
︑
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
常
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
結
び
つ
く
︒
ま
た
︑

ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

は
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
い
わ
ば
自
家
薬
籠
中
の
物
と
す
る
こ
と

で
創
作
活
動
を
始
め
た
作
家
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
だ
け
に
マ
ン
の
初
期
短

編
︑
と
り
わ
け
﹃
道
化
者
﹄D

er B
ajazzo

（
一
八
九
七
年
）
は
︑
市
民
的

生
か
ら
逸
脱
し
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
特
殊
な
状
況
や
特
異
な
性
格
を
好

ん
で
描
く
︒
さ
ら
に
カ
ス
ナ
ー
の
﹃
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹄

D
ilettantism

us

（
一
九
一
〇
年
）
に
よ
れ
ば
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
い
つ

で
あ
れ
時
代
の
中
に
い
る
あ
ま
り
時
代
を
超
越
で
き
ず
︑
全
体
と
そ
の
連

関
を
自
ら
の
内
に
欠
く
ゆ
え
に
節
度
を
持
た
ず
︑
内
的
に
も
調
和
を
持
た
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な
い
ゆ
え
に
思
慮
を
欠
く
そ
の
場
か
ぎ
り
の
存
在
で
あ
る
︒
そ
れ
故
に

﹁
人
間
の
偉
大
さ
﹂
を
有
し
な
い
︒﹁
偉
大
さ
﹂
と
は
︑
カ
ス
ナ
ー
の
観
相

学
で
は
︑
同
一
性
（Identität

）
に
基
づ
く
﹁
顔
﹂
の
世
界
に
あ
り
︑
個
性

（Individualität

）
に
基
づ
く
﹁
仮
面
﹂
の
世
界
に
は
存
し
な
い
︒
詰
ま
る

と
こ
ろ
︑
カ
ス
ナ
ー
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
観
相
学
に
対
す
る

否
定
は
︑
顔
を
分
析
し
類
型
化
す
る
こ
と
へ
の
嫌
悪
で
あ
り
︑
数
的
処
理

に
終
始
す
る
実
証
的
心
理
学
に
対
す
る
反
発
で
あ
り
︑
帰
す
る
と
こ
ろ
︑

因
果
律
に
終
始
す
る
合
理
的
思
考
へ
の
拒
絶
で
あ
る
︒
一
九
一
九
年
に
刊

行
さ
れ
た
﹃
数
と
顔
﹄
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
︑
数
と
し
て
処
理
さ
れ
た
人

間
の
顔
は
い
わ
ば
﹁
顔
﹂
で
は
な
く
︑﹁
役
者
の
顔
﹂︑す
な
わ
ち
﹁
仮
面
﹂

に
す
ぎ
な
い
︒﹁
同
一
性
﹂
の
世
界
を
知
ら
ぬ
ま
ま
﹁
仮
面
﹂
の
世
界
に
生

き
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
︑
尺
度
を
持
た
な
い
分
裂
し
た
存
在
の
典
型
で

あ
る
︒

無
尺
度

さ
ら
に
一
九
二
二
年
の﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄に
よ
れ
ば
︑
無
尺
度
は﹁
仮

面
﹂
の
側
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
顔
﹂
と
﹁
仮
面
﹂
の
区
別
を
含
め
全

て
の
区
別
や
分
類
を
無
効
に
し
︑
ゲ
ー
テ
﹃
フ
ァ
ウ
ス
ト
﹄
の
メ
フ
ィ
ス

ト
ー
フ
ェ
レ
ス
の
よ
う
に
転
覆
や
混
沌
を
生
み
出
す
︒
カ
ス
ナ
ー
は
﹁
無

尺
度
は
誇
張
︑
歪
曲
︑
戯
画
を
意
味
す
る
﹂（
四－

三
二
）
と
述
べ
︑
さ
ら

に
次
の
よ
う
に
も
言
う
︒

こ
う
し
た
理
性
の
力
︑
こ
う
し
た
尺
度
の
力
を
か
り
て
︑
私
た
ち
は

必
然
と
自
由
︑
現
実
と
理
念
︑
自
然
と
人
工
と
い
う
両
方
の
国
︑
顔

の
国ラ
イ
ヒと
仮
面
の
国ラ
イ
ヒと
を
区
別
し
ま
す
︒
私
た
ち
が
理
性
︑
尺
度
を
持

た
な
い
と
こ
ろ
で
は
︑
こ
の
よ
う
に
行
う
分
類
は
意
味
を
な
し
ま
せ

ん
︒
デ
ー
モ
ン
に
と
っ
て
︑
あ
る
い
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
に

と
っ
て
︑
こ
う
し
た
分
類
は
存
在
し
ま
せ
ん
︒
そ
の
よ
う
に
︑
し
か

も
そ
れ
故
に
︑
デ
ー
モ
ン
は
存
在
す
る
の
で
す
︒
彼
ら
は
い
つ
で
あ

れ
改
め
て
両
世
界
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
は
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
し
て
し
ま

い
︑
彼
ら
の
顔
は
い
つ
で
あ
れ
同
時
に
彼
ら
の
仮
面
で
あ
り
ま
す
︒

（
四－

九
一
）

 

カ
ス
ナ
ー
の
観
相
学
は
︑
従
来
の
観
相
学
と
は
異
な
り
︑
さ
ま
ざ
ま
な

神
秘
主
義
的
伝
統
を
踏
ま
え
て
い
る
だ
け
に
存
在
論
的
で
あ
り
︑
時
代
の

新
た
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
問
い
直
す
ゆ
え
に
文
明
論
的
で
あ

る
︒
更
に
カ
ス
ナ
ー
が
﹁
す
べ
て
の
概
念
は
そ
れ
自
体
︑
観
相
学
的
に
言

い
ま
す
と
︑
歪
曲
で
あ
り
︑
誇
張
で
あ
り
︑
中
心
が
空
な
の
で
す
﹂（
四－

三
二
）
と
述
べ
て
い
る
だ
け
に
︑
新
た
な
観
相
学
は
言
語
論
的
で
も
あ
ろ

う
︒
以
上
の
多
岐
に
わ
た
る
問
題
点
を
︑
一
九
二
一
年
一
月
二
十
一
日
に

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
行
わ
れ
た
講
演
の
原
稿
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
︑
カ
ス

ナ
ー
の
著
作
の
中
で
は
比
較
的
分
か
り
や
す
く
示
し
た
の
が
﹃
観
相
学
の

基
礎
﹄
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
エ
ッ
セ
イ
風
の
逸
話
を
巧
み
に
用

い
な
が
ら
新
た
な
観
相
学
を
文
学
的
に
示
し
た
の
が
﹃
変
身
﹄
で
あ
る
︒

そ
こ
に
は
興
味
深
い
文
章
が
多
々
あ
る
中
で
︑
こ
こ
で
は
顔
と
言
葉
に
深

く
関
わ
る
一
節
を
以
下
に
引
用
し
て
お
こ
う
︒
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淫
蕩
な
男

 

そ
の
男
︑
沈
黙
す
る
と
︑
顔
は
沈
着
に
見
え
︑
時
に
は
美
し
い
と

言
う
こ
と
も
で
き
た
︒
最
初
の
一
言
が
男
か
ら
発
せ
ら
れ
る
と
︑
顔

は
歪
ん
だ
︒
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
︑
多
く
の
箇
所
で
同
時
に
︑
但
し
︑
し

ば
し
ば
少
し
も
気
付
か
れ
ぬ
ま
ま
の
こ
と
︒
男
の
顔
は
そ
ん
な
ふ
う

だ
っ
た
︒

 

男
は
誰
も
自
分
を
正
し
く
理
解
し
て
く
れ
な
い
こ
と
に
生
涯
苦
し

ん
で
い
た
︒
否
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
他
人
︑
恋
人
︑
友
人
︑
兄
弟
︑

自
分
に
仕
え
る
者
︑
こ
れ
ら
の
者
の
内
で
歪
む
男
の
本
質
に
苦
し
ん

で
い
た
︒
本
質
を
あ
り
の
ま
ま
歪
め
る
こ
と
な
く
再
現
し
反
射
で
き

る
相
手
を
︑
生
涯
に
わ
た
っ
て
求
め
た
の
だ
︒

 

男
は
こ
の
よ
う
な
相
手
が
決
し
て
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
を
︑
見
つ

け
た
と
こ
ろ
で
︑
何
ら
か
の
方
法
で
相
手
を
殺
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
こ
と
を
︑
知
ら
な
か
っ
た
︒
と
い
う
の
も
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
︑

自
分
が
歪
み
を
︑
そ
れ
も
歪
み
だ
け
を
愛
し
︑
歪
ん
だ
も
の
な
ら
何

で
も
愛
す
る
こ
と
を
︒な
に
せ
男
の
愛
は
淫
蕩
だ
っ
た
か
ら
︒（
四－

七
九
）

 

男
の
顔
に
お
け
る
歪
み
は
言
葉
を
発
し
た
瞬
間
に
始
ま
る
︒
男
は
自
ら

の
本
質
と
も
い
う
べ
き
﹁
顔
﹂
を
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
と
し
て
外
に
示
し

た
い
と
思
う
も
の
の
︑
言
葉
を
発
す
る
や
い
な
や
す
べ
て
が
歪
曲
さ
れ
誇

張
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
︑
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
示
す
こ
と
が
で
き
な

い
︒
言
葉
を
発
す
る
限
り
男
の
顔
は
﹁
仮
面
﹂
で
あ
り
︑
男
自
身
の
自
覚

に
お
い
て
は
﹁
顔
﹂
と
﹁
仮
面
﹂
と
の
乖
離
が
問
題
と
な
る
︒
だ
が
︑
カ

ス
ナ
ー
の
眼
差
し
は
こ
の
点
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
問
題
は
︑
内
と
外
と
の

乖
離
で
も
な
け
れ
ば
︑﹁
顔
﹂
を
示
す
こ
と
の
頓
挫
で
も
な
く
︑む
し
ろ
内

と
外
と
の
歪
ん
だ
一
致
で
あ
り
︑﹁
顔
﹂の
表
出
で
あ
ろ
う
︒
酒
色
に
溺
れ

る
男
の
本
質
は
歪
み
で
あ
り
︑
歪
み
へ
の
愛
で
あ
る
︒
い
さ
さ
か
複
雑
な

言
い
回
し
に
な
る
が
︑
歪
み
を
本
質
と
す
る
﹁
顔
﹂
が
言
葉
と
と
も
に
顔

に
現
れ
る
と
言
え
よ
う
︒
但
し
︑
男
だ
け
は
自
ら
の
本
質
が
歪
み
へ
の
愛
︑

淫
蕩
へ
の
愛
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
男
は
自
分
が
常
に

人
か
ら
誤
解
を
受
け
て
い
る
と
感
じ
︑
自
身
の
顔
に
現
れ
る
の
は
単
な
る

﹁
仮
面
﹂
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
︒
こ
う
し
た
意
識
に
は
﹁
顔
﹂
と
﹁
仮
面
﹂

と
の
混
同
が
あ
る
︒
カ
ス
ナ
ー
は
断
言
す
る
︑﹁
デ
ー
モ
ン
は
存
在
す
る
﹂

と
︒﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄
か
ら
の
引
用
を
繰
り
返
す
と
︑﹁
彼
ら
は
い
つ
で

あ
れ
改
め
て
両
世
界
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
は
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
し
て
し
ま

い
︑
彼
ら
の
顔
は
い
つ
で
あ
れ
同
時
に
彼
ら
の
仮
面
で
あ
り
ま
す
﹂
と
言

え
よ
う
︒
こ
う
し
た
﹁
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
﹂
が
あ
る
が
故
に
︑
中
心
は
空
っ
ぽ

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

全
一
性

﹁
淫
蕩
な
男
﹂
の
事
例
は
カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
決
し
て
特
殊
な
類
型
で

は
な
く
︑
む
し
ろ
多
か
れ
少
な
か
れ
人
間
存
在
の
︑
そ
れ
も
現
代
の
そ
れ

の
普
遍
的
な
類
型
で
あ
る
︒
我
々
に
と
っ
て
肝
要
な
こ
と
は
︑
無
尺
度
に

よ
っ
て
生
じ
た
空
隙
を
埋
め
︑
失
わ
れ
た
同
一
性
を
再
び
獲
得
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
︒し
か
し
な
が
ら
︑﹁
誰
も
自
分
を
正
し
く
理
解
し
て
く
れ
な
い

こ
と
に
生
涯
苦
し
ん
で
い
た
﹂
男
の
場
合
と
同
様
に
︑
こ
と
は
決
し
て
単

純
で
は
な
い
︒
こ
う
し
た
複
雑
な
様
相
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
に
も
︑
カ
ス
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ナ
ー
は
新
た
な
存
在
論
的
な
観
相
学
が
必
要
と
考
え
た
︒
自
分
自
身
を

﹁
尺
度
﹂
と
し
て
自
分
を
﹁
計
り
﹂
な
が
ら
自
己
と
合
一
す
る
こ
と
︑そ
し

て
同
時
に
﹁
想
像
力
﹂
に
よ
っ
て
内
と
外
と
を
一
つ
に
す
る
こ
と
︑
以
上

の
﹁
精
神
﹂
的
営
為
を
顔
を
﹁
観
る
﹂
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
た
カ
ス
ナ
ー
は
﹁
観
相
学
は
形
態
の
存
在
を
︑
リ

ズ
ム
を
︑
本
質
の
入
り
交
じ
り
を
︑
全
一
性
を
扱
う
の
で
す
﹂（
四－

五

四
）
と
言
う
︒
新
た
な
観
相
学
は
︑
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
静
的
世
界
像

に
も
︑
実
証
的
な
数
的
処
理
に
も
基
づ
か
な
い
︒
考
察
対
象
は
︑
類
型
化

さ
れ
う
る
単
な
る
顔
で
は
な
く
︑
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
全
て
を
包
括
す
る

﹁
顔
﹂︑﹃
変
身
﹄
の
こ
と
ば
を
援
用
す
れ
ば
︑﹁
人
間
の
ド
ラ
マ
︑
あ
る
者

の
変
身
﹂（
四－

一
三
三
）
で
あ
る
︒
こ
こ
で
言
う
﹁
ド
ラ
マ
﹂
と
は
︑
連

続
す
る
時
間
の
中
で
生
の
﹁
リ
ズ
ム
﹂
に
基
づ
い
て
人
間
存
在
が
繰
り
返

す
た
び
に
示
す
一
回
性
の
﹁
変
身
﹂
に
他
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
変
化
な

い
し
運
動
こ
そ
が
︑
外
と
内
︑
身
体
と
心
︑
心
と
精
神
の
間
で
生
じ
る
ド

ラ
マ
︑つ
ま
り
﹁
全
一
性
の
唯
一
可
能
な
ド
ラ
マ
﹂（
四－
一
三
九
）
と
し

て
︑
カ
ス
ナ
ー
観
相
学
の
基
盤
を
な
す
︒
但
し
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
ド
ラ
マ
﹂

は
﹁
ロ
ゴ
ス
﹂
に
基
づ
く
言
語
で
本
質
を
衝
く
こ
と
は
難
し
く
︑そ
れ
を
敢

え
て
言
葉
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
総
じ
て
撞
着
語
法
と
化
す
︒

現
象
の
背
後
に
あ
る
も
の
︑
形
而
上
学
的
存
在
︑
エ
ロ
ス
︑
反
転
︑

全
一
性
は
︹
中
略
︺
合
一
で
あ
る
と
同
様
に
分
裂
で
あ
り
︑
あ
る
い

は
合
一
の
中
の
分
裂
で
あ
り
︑
分
裂
の
中
の
合
一
で
あ
る
︒（
四－

一

四
二
）

 

既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
カ
ス
ナ
ー
は
顔
の
部
分
を
分
析
的
に
捉
え
る
構

成
的
方
法
を
批
判
し
︑
顔
の
表
情
を
直
観
的
に
捉
え
る
微
分
法
的
方
法
を

称
揚
し
て
い
た
が
︑﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄に
お
い
て
は
こ
う
し
た
方
法
論
的

峻
別
を
﹁
全
一
性
﹂A

ll-Einheit 

と
結
び
つ
け
て
言
及
し
て
い
た
︒

お
分
か
り
の
と
お
り
︑
皆
さ
ん
は
生
き
物
を
細
分
し
︑
分
割
し
︑
説

明
し
︑
分
解
し
︑
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
台
無
し
に
し
て
し
ま
い
ま
し

た
の
で
︑
い
ま
や
皆
さ
ん
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
言
え
ば
︑
も
し

生
き
物
が
硬
直
や
分
割
か
ら
︑
概
念
か
ら
︑
再
び
息
を
吹
き
返
し
︑

生
き
︑
現
存
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
生
き
物
を
も
う
一
度

（
精
神
か
ら
︑
理
念
か
ら
）
生
み
出
し
︑こ
う
し
た
や
り
方
で
そ
の
存

在
物
に
変
身
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
同
一
性
の

秘
密
は
復
活
の
そ
れ
と
結
び
つ
き
︑
全
一
性
の
秘
密
は
反
転
の
そ
れ

と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
す
︒（
四－

六
三
）

 

﹁
全
一
性
﹂
は
︑﹁
ヘ
ン
・
カ
イ
・
パ
ン
﹂
と
い
う
全
に
し
て
一
を
意
味

す
る
汎
神
論
的
世
界
観
も
し
く
は
宗
教
的
神
秘
主
義
の
概
念
で
あ
り
︑

元
々
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
哲
学
に
端
を
発
し
︑
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て

十
全
に
展
開
す
る
︒
し
か
し
︑
カ
ス
ナ
ー
は
﹃
変
身
﹄
に
至
る
と
自
身
の

観
相
学
的
﹁
全
一
性
﹂
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
的
﹁
神
即
自
然
﹂
と
の
同

一
視
を
拒
む
︒
後
者
も
︑
カ
ス
ナ
ー
に
す
れ
ば
︑
硬
直
や
分
割
か
ら
免
れ

な
い
﹁
概
念
﹂
に
す
ぎ
な
い
︒

全
一
性
は
直
観
の
根
底
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か
意
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味
を
も
た
な
い
︒
そ
れ
だ
け
に
私
た
ち
が
全
一
性
に
つ
い
て
語
る
の

は
汎
神
論
者
と
し
て
で
は
な
い
︒
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
即
自
然
（deus 

sive natura

）︑
そ
れ
は
汎
神
論
者
全
員
の
逃
げ
道
で
あ
る
が
︑
概
念

と
し
て
は
ま
っ
た
く
中
身
も
意
味
も
な
く
︑
エ
ホ
バ
の
変
装
と
し
て

初
め
て
意
味
を
得
る
︒（
四－

一
四
〇
）

 

カ
ス
ナ
ー
の
言
う
﹁
意
味
﹂Sinn

と
は
︑
世
界
の
現
象
一
切
に
万
物
の

内
在
的
原
因
で
あ
る
神
を
︑
あ
る
い
は
所
産
的
自
然
（natura naturata

）

に
対
す
る
能
産
的
自
然
（natura naturans

）
を
︑
認
め
る
こ
と
で
は
な
く
︑

直
観
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
内
と
外
と
の
合
一
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
合
一

は
カ
ス
ナ
ー
観
相
学
の
眼
目
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
顔
﹂
に
表
れ
な
が
ら
変

容
し
続
け
る
動
的
な
関
係
で
あ
っ
て
︑
分
析
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
る
静

的
な
照
応
関
係
で
は
決
し
て
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
眼
目
に
つ
い
て
︑引
用
が

前
後
す
る
が
︑
カ
ス
ナ
ー
は
﹃
変
身
﹄
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
︒

従
っ
て
ね
ら
い
は
︑
全
一
性
と
い
う
唯
一
可
能
な
ド
ラ
マ
が
︑
外
と

内
︑
身
体
と
心
︑
心
と
精
神
の
間
で
ド
ラ
マ
が
生
じ
る
こ
と
に
あ
り
︑

こ
の
ド
ラ
マ
に
よ
っ
て
観
相
学
全
体
の
内
容
が
私
た
ち
の
言
う
意
味

で
形
成
さ
れ
る
の
だ
︒（
四－

一
三
九
）

 

カ
ス
ナ
ー
自
身
に
よ
る
﹃
変
身
﹄
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
は
︑﹁
内
は
外
に
あ

り
︑
外
は
内
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
両
者
の
合
一
は
︑
極
め
て
厳
密
に
言
え

ば
︑
我
々
が
意
味
と
名
づ
け
る
も
の
で
あ
る
﹂（
四－

一
二
三
）
と
い
う
冒

頭
が
示
す
よ
う
に
︑
内
と
外
の
合
一
を
﹁
意
味
﹂
と
し
て
定
義
づ
け
る
こ

と
か
ら
始
ま
っ
た
︒
ま
た
﹁
あ
と
が
き
﹂
第
九
章
の
冒
頭
に
よ
れ
ば
（
四

－

一
三
八
）︑
通
常
の
意
味
が
﹁
出
来
事
（G

eschehen

）
の
世
界
﹂
に
属

す
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
と
対
置
さ
れ
る
観
相
学
的
な
意
味
は
﹁
表
出

（A
usdruck

）
の
世
界
﹂
に
基
づ
く
︒
カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
︑
内
と
外
の
合

一
︑
全
一
性
の
状
態
に
あ
る
人
間
の
み
が
︑﹁
出
来
事
の
世
界
﹂
で
は
な

く
︑﹁
表
出
と
い
う
反
世
界
﹂
に
至
り
︑﹁
意
味
﹂
を
表
す
︒﹁
出
来
事
の
世

界
﹂
が
数
と
し
て
処
理
さ
れ
た
﹁
仮
面
の
世
界
﹂
で
あ
り
︑﹁
表
現
の
世

界
﹂
が
﹁
偉
大
さ
﹂
を
生
み
出
す
﹁
顔
の
世
界
﹂
で
あ
る
だ
け
に
︑﹁
あ
と

が
き
﹂
副
題
﹁
意
味
と
特
性
﹂
に
お
け
る
﹁
と
﹂
の
内
実
を
こ
こ
で
述
べ

て
お
く
と
︑
す
べ
て
の
特
性
は
﹁
顔
﹂
に
お
い
て
﹁
意
味
﹂
と
し
て
﹁
表

出
﹂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
従
っ
て
︑﹁
意
味
﹂
は
﹁
出
来
事
の
世

界
﹂
を
形
成
す
る
因
果
関
係
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
の

点
は
︑
カ
ス
ナ
ー
の
言
う
﹁
ド
ラ
マ
﹂
が
と
か
く
撞
着
語
法
と
化
す
こ
と

と
同
じ
で
あ
る
︒

表
出こ

う
し
た
撞
着
語
法
に
お
い
て
も
︑
そ
し
て
﹁
淫
蕩
な
男
﹂
に
つ
い
て

﹁
最
初
の
一
言
が
男
か
ら
発
せ
ら
れ
る
と
︑
顔
は
歪
ん
だ
﹂と
表
さ
れ
る
と

き
も
︑
や
は
り
神
秘
主
義
の
伝
統
が
カ
ス
ナ
ー
の
意
識
に
強
く
働
く
︒
か

つ
て
中
世
神
学
の
本
質
が
﹁
関
係
﹂relatio 

に
あ
っ
た
だ
け
に
︑
神
秘
主

義
者
た
ち
︑と
り
わ
け
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
︑
神
の
﹁
原
像
﹂

U
rbild 

と
人
間
の
﹁
像
（
似
姿
）﹂Bild （A

bbild

） を
め
ぐ
る
複
雑
な
関
係

を
繰
り
返
し
問
題
に
し
た
︒
同
様
に
カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
も
︑﹁
原
像
﹂に

あ
た
る
﹁
顔
﹂
と
﹁
像
（
似
姿
）﹂
に
あ
た
る
﹁
仮
面
﹂
と
の
関
係
が
決
定
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的
に
重
要
で
あ
る
︒
発
話
の
瞬
間
に
生
じ
る
表
情
の
変
化
を
見
逃
さ
ず
︑

い
わ
ば
変
身
を
瞬
間
的
か
つ
直
観
的
に
捉
え
る
こ
と
が
︑
カ
ス
ナ
ー
観
相

学
の
眼
目
で
あ
っ
た
︒
こ
の
点
は
﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄
に
お
い
て
次
の
よ

う
に
明
言
さ
れ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
（
第
一
の
構
成
的
方
法
と
は
違
う
）
第
二
の
微
分
法
的
方

法
で
︑
つ
ま
り
表
ア
オ
ス
ド
ル
ッ
ク
情
を
主
眼
に
顔
を
観
察
す
る
者
は
︑
流
れ
︑
動

き
を
目
に
す
る
の
で
あ
り
︑
移
行
︑
橋
︑
存
在
の
縫
い
目
と
折
り
目

を
求
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
︒な
ぜ
な
ら
ば（
も
う
一
度
言
い
ま
す
と
）

そ
の
人
に
と
っ
て
鼻
︑
目
︑
耳
な
ど
が
あ
る
の
で
は
な
く
︑
す
べ
て

が
中
間
状
態
に
あ
る
か
ら
で
す
︒（
四－

二
〇
）

 

生
の
哲
学
に
お
い
て
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
ド
イ
ツ
語 A

usdruck

は﹃
観

相
学
の
基
礎
﹄に
お
い
て
も
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
︒﹁
表
現
﹂と
訳

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
の
語
は
︑
カ
ス
ナ
ー
の
場
合
︑
内
部
の
も
の
を
外

部
に
単
に
表
現
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑
人
間
の
心
理
が
そ
の
形
成

過
程
を
含
め
て
表
に
出
る
際
の
様
態
全
般
を
示
す
︒
そ
の
際
︑
そ
う
し
た

様
態
が
最
も
顕
著
に
か
つ
瞬
時
に
出
る
顔
が
問
題
と
な
る
︒
人
間
の
表
出

行
動
か
ら
人
間
の
内
面
を
捉
え
よ
う
と
し
た
点
で
は
︑
カ
ス
ナ
ー
よ
り
も

一
歳
年
上
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ク
ラ
ー
ゲ
ス
も
自
ら
の
筆
跡
学
に
お
い
て

同
様
の
こ
と
を
思
考
し
て
い
た
︒
確
か
に
両
者
は
人
間
の
表
出
行
動
を
性

格
に
結
び
つ
け
る
傾
向
が
顕
著
な
ド
イ
ツ
心
理
学
の
伝
統
に
あ
ろ
う
︒
し

か
し
な
が
ら
︑
静
的
で
は
な
く
動
的
な
世
界
像
を
抱
く
カ
ス
ナ
ー
は
︑
内

と
外
の
﹁
ド
ラ
マ
﹂
し
か
問
題
に
し
な
い
︒
従
っ
て
︑﹁
ド
ラ
マ
﹂
を
め
ぐ

る
瞬
間
的
で
動
的
な
﹁
表
出
﹂Ausdruck

は
︑ソ
シ
ュ
ー
ル
的
に
言
え
ば
︑

内
と
外
に
お
け
る
い
わ
ば
一
対
一
の
照
応
関
係
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
両
者

の
恣
意
的
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

さ
ら
に
言
え
ば
︑
カ
ス
ナ
ー
の
語
彙
使
用
は
︑
ク
ラ
ー
ゲ
ス
や
ソ

シ
ュ
ー
ル
と
比
べ
て
神
秘
主
義
的
で
も
あ
り
文
学
的
で
も
あ
る
︒
敢
え
て

言
え
ば
︑
カ
ス
ナ
ー
に
お
い
て
は
︑
神
秘
主
義
と
文
学
と
は
本
質
的
に
結

び
つ
く
︒
神
秘
主
義
︑
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
中
世
の
神
秘
主
義
に
は
︑
言
語

を
め
ぐ
る
闘
い
が
顕
著
で
あ
る
︒
と
か
く
神
秘
主
義
者
は
﹁
ロ
ゴ
ス
﹂
で

は
捉
え
が
た
い
体
験
を
﹁
ロ
ゴ
ス
﹂
に
基
づ
く
言
語
に
移
し
置
く
と
い
う

矛
盾
を
犯
す
︒
そ
の
意
味
で
︑
神
秘
主
義
は
言
語
に
な
ら
ざ
る
も
の
を
言

語
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
﹁
冒
険
﹂W

agnis 

に
他
な
ら
な
い
︒﹁
移
し

置
く
﹂Ü

ber-Setzen 

と
い
う
点
で
︑
大
胆
な
﹁
翻
訳
﹂
で
あ
る
と
も
言
え

よ
う
︒
こ
う
し
た
先
人
の
驥
尾
に
付
す
カ
ス
ナ
ー
も
い
わ
ば
冒
険
者
で
あ

る
︒
事
実
︑
非
方
法
的
な
方
法
を
先
駆
的
に
探
り
な
が
ら
︑﹃
モ
テ
ィ
ー

ヴ
ェ
﹄
を
通
じ
て
新
た
な
﹁
試エ
ッ
セみ
﹂
を
立
ち
上
げ
て
い
た
︒
ま
た
︑
そ
の

後
カ
ス
ナ
ー
が
試
み
た
考
究
で
も
大
胆
な
﹁
翻
訳
﹂
が
絶
え
ず
行
わ
れ
て

お
り
︑
カ
ス
ナ
ー
観
相
学
は
神
秘
主
義
的
で
も
あ
り
文
学
的
で
も
あ
る
︒

﹁
表
出
﹂
の
使
用
例
︑
例
え
ば
︑﹁
フ
ァ
ル
ス
の
表
出
﹂（
四－

四
九
）︑﹁
充

溢
と
無
限
の
生
の
表
出
﹂（
四－

六
七
）︑﹁
宇
宙
リ
ズ
ム
の
最
も
見
事
で
最

も
奥
深
い
表
出
﹂（
四－

七
一
）な
ど
と
い
っ
た
言
い
回
し
か
ら
も
そ
う
し

た
傾
向
が
読
み
取
れ
よ
う
︒
こ
れ
ら
の
語
彙
使
用
か
ら
も
分
か
る
と
お

り
︑﹁
顔
﹂
と
﹁
仮
面
﹂
を
め
ぐ
る
﹁
ド
ラ
マ
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
表
出
﹂
に

こ
そ
︑
カ
ス
ナ
ー
観
相
学
の
壮
大
な
存
在
論
的
問
題
意
識
が
凝
縮
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒
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尺
度
の
国
に
お
け
る
芸
術

繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
淫
蕩
な
男
の
顔
が
歪
ん
だ
の
は
︑
最
初
の
一
言

が
男
か
ら
発
せ
ら
れ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
︒
発
話
に
基
づ
く
観
相
学
的
な
読

み
取
り
を
重
視
し
た
カ
ス
ナ
ー
は
︑﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄の
最
終
章
に
お
い

て
重
要
な
表
明
を
行
う
︒

言
葉
が
こ
う
し
た
尺
度
の
表
出
で
あ
り
ま
す
︒
言
葉
は
尺
度
で
す
︒

文デ
ィ
ヒ
ト
ゥ
ン
グ
学
は
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
の
本
来
的
な
芸ク
ン
ス
ト術
で
あ
り
︑
尺
度
の
国

に
お
け
る
芸
術
で
あ
り
ま
す
︒
こ
う
し
た
観
点
か
ら
し
ま
す
と
︑
音

楽
が
全
芸
術
の
統
一
体
で
あ
り
︑
そ
れ
故
に
最
も
完
全
な
芸
術
で
も

あ
る
と
い
う
見
解
︑
私
た
ち
自
身
が
か
つ
て
信
奉
し
て
き
た
見
解
︑

こ
う
し
た
見
解
は
守
り
通
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
た
ち
は

文
学
が
人
間
の
代
表
的
な
芸
術
だ
と
表
明
し
ま
す
︒（
四－

七
二
）

 

こ
れ
は
絶
対
音
楽
に
代
わ
る
い
わ
ば
絶
対
文
学
の
宣
言
で
あ
る
︒
そ
の

意
味
を
説
明
す
る
た
め
に
は
︑
こ
こ
で
若
干
の
補
足
を
し
て
お
こ
う
︒
十

八
世
紀
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
で
は
︑
諸
芸
術
の
中
で

も
造
形
芸
術
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒

そ
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
︑
ア
レ
ゴ
リ
ー
に

よ
っ
て
十
分
な
精
神
的
内
容
を
伝
え
る
芸
術
作
品
に
は
真
の
叙
事
的
偉
大

さ
が
あ
る
と
考
え
た
上
で
︑
古
代
芸
術
を
称
揚
し
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

十
八
世
紀
後
半
に
至
る
と
︑
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
論
と
の
対

決
と
い
う
形
で
︑
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
︑
レ
ッ
シ
ン
グ
︑
モ
ー
リ
ッ
ツ
︑

ゲ
ー
テ
な
ど
に
よ
っ
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
批
判
が
一
挙
に
高
ま
っ
た
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
︒
古
代
の
碩
学
が
論
じ
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
既
存
の
修
辞

学
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
︑
若
い
世
代
の
問
題
意
識
に
応
え
る
こ
と

が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
新
た
な
世
代
は
当
時
の
記
号
理
論
を
め
ぐ
る
議

論
を
背
景
に
︑
恣
意
的
記
号
か
ら
生
じ
た
と
さ
れ
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
は
な

く
︑
自
然
的
記
号
と
か
か
わ
る
新
し
い
概
念
を
模
索
し
た
︒
例
え
ば
︑
そ

の
一
人
で
あ
る
ヘ
ル
ダ
ー
は
人
間
の
恣
意
的
創
作
に
よ
る
作
為
的
な
﹁
芸

術
詩
﹂よ
り
も
自
然
感
情
に
基
づ
く
人
間
の
魂
か
ら
湧
き
出
る﹁
自
然
詩
﹂

こ
そ
が
は
る
か
に
完
成
さ
れ
た
美
に
近
い
と
考
え
た
︒
こ
の
よ
う
な
時
代

思
潮
は
︑
汎
神
論
的
な
自
然
感
情
の
も
と
で
︑
モ
ー
リ
ッ
ツ
や
ゲ
ー
テ
を

経
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
象
徴
の
峻
別
が
行
わ
れ
︑
象
徴
こ
そ
が
ポ
エ
ジ
ー
︑

す
な
わ
ち
文
学
の
本
質
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

但
し
︑こ
う
し
た
新
た
な
展
開
は
︑も
う
一
つ
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
︒

一
八
〇
〇
年
頃
を
境
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
生
じ
た
音
楽
そ
し
て
文
学
を
め

ぐ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
で
あ
る
︒
そ
の
内
実
は
︑
音
楽
百
科
全
書
﹃
完

全
な
る
楽
長
﹄
に
よ
っ
て
啓
蒙
主
義
的
な
音
楽
教
育
を
確
立
さ
せ
た
ヨ
ハ

ン
・
マ
ッ
テ
ゾ
ン
（
一
六
八
一－

一
七
六
四
）
や
ド
イ
ツ
で
最
初
の
音
楽

研
究
家
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
フ
ォ
ル
ケ
ル
（
一
七
四
九－

一
八
一
八
）
を
経
る

こ
と
で
︑
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
に
基
づ
く
神
学
的
・
数
学
的
な
音
楽
理
論
か
ら
自

然
哲
学
的
な
音
楽
理
論
へ
の
移
行
に
あ
っ
た
︒
新
た
な
音
楽
美
学
の
も
と

で
は
︑
音
楽
は
﹁
算
術
の
水
た
ま
り
﹂
か
ら
で
は
な
く
︑﹁
自
然
の
泉
﹂
か

ら
水
を
汲
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
て
音
楽
は
︑
本
来
は
読

解
不
可
能
な
自
然
を
音
響
的
な
言
語
へ
翻
訳
す
る
﹁
媒
質
﹂M

edium

と

見
な
さ
れ
る
と
同
時
に
︑
音
楽
自
体
が
解
き
難
い
謎
と
な
っ
て
い
く
︒
以

上
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
に
触
発
さ
れ
た
ド
イ
ツ
文
学
は
︑
そ
れ
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ま
で
重
視
し
て
き
た
造
形
芸
術
の
代
わ
り
に
音
楽
を
︑
そ
れ
も
﹁
絶
対
音

楽
﹂absolute M

usik

を
文
学
的
営
為
の
核
に
据
え
始
め
る
の
で
あ
る
︒
文

学
に
お
け
る
﹁
絶
対
音
楽
﹂
と
は
︑
言
葉
に
依
拠
し
な
い
音
楽
の
﹁
無
概

念
性
﹂B

egriffslosigkeit 

に
対
す
る
文
学
の
い
わ
ば
憧
憬
と
言
っ
て
も
よ

い
︒
言
語
で
は
表
現
し
難
い
﹁
自
然
の
泉
﹂
を
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
︑

言
語
に
な
ら
ざ
る
も
の
を
言
語
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
こ
と
こ
そ
が
︑

新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
以
後
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
こ
う
し

た
思
潮
は
十
九
世
紀
の
み
な
ら
ず
︑
二
十
世
紀
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
カ
ス
ナ
ー
は
﹁
音
楽
が
全
芸
術
の
統
一
体
﹂
と
い
う

見
解
に
与
し
な
い
︒
む
し
ろ
文
学
こ
そ
﹁
人
間
の
代
表
的
な
芸
術
﹂
と
み

な
す
︒
カ
ス
ナ
ー
の
い
わ
ば
絶
対
文
学
宣
言
の
根
底
に
は
︑
言
語
に
な
ら

ざ
る
も
の
を
言
語
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
﹁
翻
訳
﹂
に
こ
そ
人
間
が
行

う
最
大
の
挑
戦
が
あ
り
︑
人
間
存
在
を
め
ぐ
る
最
深
の
神
秘
が
あ
る
と
い

う
意
識
が
強
く
働
く
︒
そ
の
意
味
で
︑
言
葉
を
契
機
に
表
出
さ
れ
た
﹁
顔
﹂

と
﹁
仮
面
﹂
の
﹁
ド
ラ
マ
﹂
を
観
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
カ
ス
ナ
ー
観
相
学
は
︑

文
学
的
か
つ
神
秘
主
義
的
な
営
為
に
他
な
ら
な
い
︒
も
っ
と
も
カ
ス
ナ
ー

に
お
い
て
観
相
学
的
﹁
ド
ラ
マ
﹂
を
媒
介
す
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒

想
像
力

二
十
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
で
成
立
展
開
し
た
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
で

は
︑
事
物
が
他
と
の
連
関
で
働
く
事
態
の
構
造
を
見
通
す
﹁
洞
察
﹂
と
し

て Einsicht 

は
解
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
時
代
的
に
重
な
る
カ
ス

ナ
ー
の
観
相
学
で
は
︑
ベ
ル
グ
ソ
ン
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
だ
け
に
︑
一

事
態
の
構
造
を
見
通
す
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
む
し
ろ
︑
デ
ィ
ル
タ
イ
の

構
造
概
念
に
近
く
︑
生
の
全
体
連
関
も
し
く
は
構
造
を
﹁
観
入

4

4

﹂Ein-sicht 

す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
︒
カ
ス
ナ
ー
は
﹃
変
身
﹄
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
で

次
の
よ
う
に
言
う
︒﹁
内
と
外
と
の
関
係
は
因
果
関
係
と
し
て
で
は
な
く
︑

直
覚
（Intuition

）
に
よ
っ
て
︑
つ
ま
り
直
観
（A

nschauung

）
と
観
入

4

4

（Ein-sicht

）
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂（
四－

一
二
九
）

と
︒
カ
ス
ナ
ー
の
観
相
学
で
は
︑﹁
想
像
力
﹂Einbildungskraft

と
い
う
最

重
要
概
念
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
外
か
ら
中
へ
の
方
向
あ
る
い

は
あ
る
状
態
へ
の
到
達
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
前
綴
り ein- 

は
︑
常
に
特

殊
な
働
き
を
な
す
︒
そ
う
し
た
働
き
は
︑﹃
変
身
﹄
の
﹁
全
一
性
（
あ
る
手

紙
か
ら
）﹂
に
依
拠
し
て
言
え
ば
︑﹁
結
合
術
﹂ars com

binatoria 

と
み
な

す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

精
神
的
な
意
味
で
入
り
込
む
（eindringen

）
と
は
︑ど
う
い
う
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
か
︒
あ
る
存
在
の
無
限
を
捉
え
る
こ
と
で
す
が
︑
但

し
︑
そ
れ
が
で
き
る
者
は
︑
極
め
て
遠
く
離
れ
た
も
の
の
合
一
を
心

得
て
い
る
者
︑
見
た
と
こ
ろ
最
も
小
さ
な
も
の
を
明
ら
か
に
最
も
大

き
い
も
の
と
︑
私
た
ち
に
は
重
要
と
は
思
え
な
い
こ
と
を
重
要
と
認

め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
︑
最
も
身
体
的
な
も
の
（
こ
の
よ
う
な
最
上

級
が
使
え
る
と
し
た
ら
で
す
が
）
を
精
神
的
な
も
の
と
結
び
つ
け
る

術
を
心
得
て
い
る
者
し
か
い
ま
せ
ん
︒（
四－

九
三
）

 
特
異
な
﹁
結
合
術
﹂
に
基
づ
く
カ
ス
ナ
ー
の
観
相
学
は
︑
従
来
の
観
相

学
と
は
異
な
り
︑
一
個
人
に
お
け
る
内
面
と
外
面
の
連
関
に
終
始
す
る
の

で
は
な
く
︑
壮
大
な
広
が
り
を
有
す
る
内
と
外
の
合
一
に
行
き
着
く
︒
こ



72小　黒　康　正

う
し
た
宇
宙
論
的
な
広
が
り
こ
そ
︑
カ
ス
ナ
ー
観
相
学
の
特
徴
と
言
え
よ

う
︒﹁
全
一
性
﹂と
い
う
言
葉
か
ら
も
類
推
で
き
る
よ
う
に
︑
合
一
は
悟
性

的
な
論
理
に
よ
っ
て
で
は
な
く
︑
直
観
的
な
想
像
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
︒
カ
ス
ナ
ー
は
﹃
変
身
﹄
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
︑﹁
も
し
人
間
の
想
像

力
が
（
ギ
リ
シ
ア
風
に
言
え
ば
）
神
々
の
創
世
的
な
想
像
力
に
関
わ
っ
て

い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
︑
直
覚
（Intuition

）
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
﹂

（
四－

一
二
九
）
と
も
述
べ
て
い
た
︒

そ
も
そ
も
﹁
想
像
力
﹂Einbildungskraft 

は
︑
ヘ
ル
マ
ン
・
パ
ウ
ル
の

ド
イ
ツ
語
辞
典
に
よ
れ
ば （
４
）︑
十
七
世
紀
の
教
育
学
者
コ
メ
ニ
ウ
ス
に
よ

る
ラ
テ
ン
語vis im

aginationis 
か
ら
の
翻
訳
借
用
語
で
あ
り
︑
動
詞
﹁
思

い
込
む
﹂einbilden 

に
至
っ
て
は
さ
ら
に
古
く
︑
中
世
キ
リ
ス
ト
教
神
秘

思
想
の
言
葉
と
し
て
︑﹁
形
象
を
心
に
入
れ
込
む
﹂in die Seele hineinbil-

den 

も
し
く
は
﹁
魂
を
形
象
と
し
て
神
に
入
れ
込
む
﹂die Seele in G

ott 

hineinbilden 

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
︒マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
︑
更
に
は
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
神
秘
思
想
の
中

心
概
念
を
︑
カ
ス
ナ
ー
は
主
客
合
一
を
め
ぐ
る
独
自
の
観
点
か
ら
継
承
し

て
い
る
︒
カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
﹁
想
像
力
﹂Einbildungskraft 
と
は
︑
何

ら
か
の
像
（B

ild

）
を
心
の
中
で
漠
然
と
思
い
浮
か
べ
る
力
で
は
な
く
︑
自

己
の
中
に
﹁
意
味
と
し
て
の
像
﹂Sinn-B

ild

を
作
り
入
れ
な
が
ら
事
物
と

交
わ
る
力
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
の
際
︑
認
識
す
る
主
体
と
認
識
さ
れ
る
客

体
と
の
相
互
作
用
が
瞬
間
的
に
働
く
︒
人
間
が
事
物
を
外
か
ら
中
へ
引
き

入
れ
る
こ
と
で
事
物
を
変
え
る
と
同
時
に
︑
事
物
は
そ
の
も
の
に
入
り
込

ん
だ
人
間
を
瞬
く
間
に
変
え
て
し
ま
う
︒
こ
の
よ
う
な
本
質
交
換
は
︑
事

物
に
深
く
沈
潜
し
よ
う
と
し
た
友
人
リ
ル
ケ
の
詩
的
世
界
に
も
多
分
に
認

め
ら
れ
る
が
︑
カ
ス
ナ
ー
に
お
い
て
は
︑﹁
表
現
の
世
界
﹂
で
あ
り
︑
観
相

学
的
﹁
意
味
﹂
で
あ
り
︑﹁
変
身
﹂
の
内
実
で
あ
る
︒
カ
ス
ナ
ー
が
﹃
変

身
﹄
を
リ
ル
ケ
に
捧
げ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
︒

形
態
学
と
観
相
学

カ
ス
ナ
ー
の
﹃
変
身
﹄
は
事
物
に
﹁
精
神
的
な
意
味
で
入
り
込
む
（ein-

dringen

）﹂
こ
と
に
よ
る
変
容
を
﹁
淫
蕩
な
男
﹂
の
よ
う
な
様
々
な
具
体
的

事
例
と
と
も
に
示
す
著
作
で
あ
っ
た
が
︑
先
に
公
刊
さ
れ
た
﹃
観
相
学
の

基
礎
﹄
で
は
︑
多
く
の
事
例
が
示
さ
れ
な
が
ら
も
︑
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

説
明
に
よ
り
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
た
︒
説
明
は
ド
イ
ツ
語
前
綴
り ein- 

の

特
殊
な
働
き
に
行
き
着
く
と
述
べ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
︒﹃
観
相

学
の
基
礎
﹄
最
終
章
の
第
三
十
三
章
で
は
以
下
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
︒

人
間
の
頭
部
︑
頭
蓋
の
丸
み
︑
首
に
よ
る
頭
蓋
と
胴
体
の
境
界
で
は
︑

す
で
に
言
及
し
ま
し
た
よ
う
に
︑（
動
物
の
頭
︑
特
に
ヘ
ビ
や
は
っ
て

動
く
虫
の
頭
と
は
違
っ
て
）
惑
星
が
閉
じ
ら
れ
た
天
空
ほ
ど
像
と
し

4

4

4

て
取
り
込
ま
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
︒
目
や
目
の
丸

み
で
も
同
じ
こ
と
で
す
︒
さ
ら
に
目
の
中
で
は
陽
の
光
が
像
と
し
て

4

4

4

4

取
り
込
ま
れ
て
お
り

4

4

4

4

4

4

4

4

︑
耳
に
お
け
る
響
き
︑
貝
に
お
け
る
轟
く
見
え

な
い
海
の
波
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の

事
物
は
想
像
さ
れ
て
い
ま
す
︒
観
相
学
は
か
よ
う
に
像
と
し
て
取
り

4

4

4

4

4

4

込
ま
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

世
界
の
形
態
学
で
す
︒（
四－

六
九
）

 

﹁
宇
宙
論
的
存
在
論
﹂と
も
称
さ
れ
る
カ
ス
ナ
ー
の
観
相
学
は
︑
小
宇
宙
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と
し
て
の
﹁
人
間
﹂
と
大
宇
宙
と
し
て
の
﹁
宇
宙
﹂
と
を
対
称
的
に
捉
え

る
傾
向
が
強
い
︒
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
照
応
は
︑
古

代
ギ
リ
シ
ア
の
デ
モ
ク
リ
ト
ス
や
プ
ラ
ト
ン
の
﹃
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
﹄
を
思

想
的
起
源
と
し
︑
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
や
ヘ
ル
メ
ス
主
義
を
経
て
︑
錬
金
術

や
占
星
術
と
と
も
に
西
洋
思
想
の
根
幹
を
な
し
た
︒
こ
う
し
た
神
秘
思
想

は
︑
そ
の
後
進
展
す
る
近
代
科
学
に
よ
っ
て
い
わ
ば
徹
底
的
に
拒
絶
さ
れ

た
が
︑
近
代
的
合
理
精
神
の
対ア
ン
チ
ポ
ー
デ

蹠
者
で
あ
る
カ
ス
ナ
ー
の
観
相
学
に
お
い

て
復
活
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ

ス
と
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
照
応
が
形
態
学
と
と
も
に
思
考
さ
れ
て
い
る
点

を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
︒
引
用
を
繰
り
返
す
と
︑
カ
ス
ナ
ー
は
﹁
観
相

学
は
か
よ
う
に
像
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

世
界
の
形
態
学
で
す
﹂

D
ie Physiognom

ik ist die M
orphologie einer also ein-gebildeten W

elt

と
言
う
︒
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
顔
の
形
や
構
成
要
素
を
静
的
に
観
る

﹁
構
成
的
﹂
捉
え
方
と
顔
の
表
情
を
動
的
に
観
る
﹁
微
分
法
的
﹂
捉
え
方
と

の
峻
別
が
﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄
に
は
あ
っ
た
︒
カ
ス
ナ
ー
の
思
考
に
お
い

て
は
形
態
学
も
観
相
学
も
﹁
微
分
法
的
﹂
で
あ
り
︑
実
際
︑
古
代
の
世
界

に
お
い
て
両
者
は
重
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒カ
ス
ナ
ー
は
言
う
︑﹁
魂

は
身
体
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
命
題
は
︑
古
代
の
形

態
学
も
古
代
の
観
相
学
も
ど
ち
ら
も
特
徴
づ
け
る
の
で
す
﹂（
四－
三
七
）

と
も
︑﹁
第
一
の
原
因
と
い
う
概
念
の
お
か
げ
で
︑
古
代
の
観
相
学
は
よ
り

形
態
学
で
あ
り
︑
古
代
の
形
態
学
は
よ
り
観
相
学
で
あ
り
ま
す
︒
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
観
相
学
に
関
し
て
は
︑
そ
れ
は
秘
め
ら
れ
た
形
態
学
で
あ
る

と
言
え
る
で
し
ょ
う
﹂（
四－

五
二
）
と
も
言
う
︒

そ
れ
で
は
形
態
学
と
観
相
学
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
︒
こ
の
問
い

に
対
し
て
カ
ス
ナ
ー
は
明
言
す
る
︑﹁
形
態
学
は
変
容
・
遍
歴
を
︑
発
展

を
︑
生
成
を
扱
い
ま
す
︒
観
相
学
は
形
態
の
存
在
を
︑
リ
ズ
ム
を
︑
本
質

の
入
り
交
じ
り
を
︑
全
一
性
を
扱
う
の
で
す
﹂（
四－

五
四
）
と
︒
観
相
学

の
考
察
対
象
は
︑
こ
れ
ま
で
の
概
説
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
︑
一
つ
で
あ
り

な
が
ら
全
て
を
包
括
す
る
全
一
性
の
﹁
顔
﹂
で
あ
っ
て
︑
類
型
化
さ
れ
う

る
単
な
る
顔
で
は
な
く
︑
生
の
﹁
リ
ズ
ム
﹂
に
基
づ
い
て
人
間
存
在
が
繰

り
返
し
示
す
一
回
性
の
﹁
変
身
﹂
で
あ
っ
て
︑
類
型
化
さ
れ
う
る
単
な
る

形
態
の
変
容
で
は
な
い
︒
観
相
学
者
は
︑
外
と
内
︑
身
体
と
心
︑
心
と
精

神
の
間
で
生
じ
る
ド
ラ
マ
︑
つ
ま
り
﹁
全
一
性
の
唯
一
可
能
な
ド
ラ
マ
﹂

（
四－

一
三
九
）
を
観
る
の
で
あ
る
︒
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
こ
う
し
た

﹁
ド
ラ
マ
﹂
は
﹁
ロ
ゴ
ス
﹂
に
基
づ
く
言
語
で
本
質
を
衝
く
こ
と
は
難
し

い
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
変
容
や
生
成
を
明
確
に
説
明
す
る
形
態
学
と
は
大
い

に
質
を
異
に
す
る
︒
形
態
学
者
は
合
理
的
な
﹁
ロ
ゴ
ス
﹂
に
近
づ
く
︒
こ

れ
に
対
し
て
︑
観
相
学
者
は
そ
れ
か
ら
遠
の
き
︑
神
秘
主
義
的
な
﹁
本
質

の
入
り
交
じ
り
﹂
に
向
か
う
の
で
あ
る
︒

エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス

﹁
本
質
の
入
り
交
じ
り
﹂
は
観
相
学
者
に
と
っ
て
自
ら
の
存
在
と
無
縁

で
は
な
い
︒
形
態
学
者
が
対
象
を
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
に
終
始
す
る
と

す
れ
ば
︑
観
相
学
者
は
対
象
そ
の
も
の
に
﹁
入
り
込
む
﹂
こ
と
を
目
指
す
︒

突
き
詰
め
て
言
え
ば
︑
観
相
学
者
は
自
ら
の
存
在
を
か
け
て
ド
イ
ツ
語
前

綴
り ein- 

の
特
殊
な
働
き
に
行
き
着
く
︒
こ
う
し
た
志
向
は
︑
カ
ス
ナ
ー

が
全
著
作
を
通
じ
て
繰
り
返
し
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
に
言
及
し
て
い
る
こ
と

と
深
く
関
わ
る
︒
一
九
〇
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
最
初
の
寓
意
集
﹃
死
と
仮
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面
﹄
で
は
エ
ト
ナ
山
の
火
口
に
身
を
投
じ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
人
が
永

遠
の
烈
火
に
墜
落
し
て
い
く
こ
と
が
既
に
描
か
れ
て
い
た
が
（
一－

三
五

一
）︑そ
の
二
十
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
観
相
学
の
基
礎
﹄
で
は
ミ
ク
ロ
コ

ス
モ
ス
と
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
照
応
を
巡
っ
て
先
に
引
用
し
た
最
終
章
で

エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
形
態
学
と
観
相
学

の
相
違
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
り
︑
動
物
が
対
象
の
場
合
︑
解
剖

を
行
う
か
行
わ
な
い
か
が
両
者
の
決
定
的
な
違
い
と
な
る
︒
ア
ザ
ラ
シ
を

切
開
し
て
︑
事
実
を
分
析
す
る
形
態
学
者
に
対
し
て
︑

観
相
学
者
は
ア
ザ
ラ
シ
の
体
で
あ
れ
何
か
他
の
体
で
あ
れ
切
り
開
く

こ
と
も
な
け
れ
ば
︑
い
つ
か
切
り
開
き
を
望
む
か
そ
れ
が
許
さ
れ
る

こ
と
も
な
く
︑
ア
ザ
ラ
シ
の
形
態
か
ら
弱
々
し
い
骨
を
完
全
に
見
て

取
り
︑
感
じ
取
る
で
し
ょ
う
︒
そ
の
目
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
装
置
に
似
て

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
や
は
り
違
う
の
で
す
︒
観
相
学
者
は
ア

ザ
ラ
シ
の
中
に
入
り
込
み
︑
ア
ザ
ラ
シ
に
変
身
せ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
し
ょ
う
︒
従
い
ま
し
て
ア
ザ
ラ
シ
を
解
剖
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
が
︑
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
み
ず
か
ら
自
分
の
腹
を
切
り
開
く
こ
と
が

な
い
の
と
ま
っ
た
く
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
理
念
ゆ
え
の
こ
と
︑

観
相
学
者
を
支
配
し
て
い
る
全
体
に
対
す
る
最
も
深
い
感
情
ゆ
え
の

こ
と
で
す
︒
そ
の
よ
う
に
観
相
学
者
は
見
る
た
め
に
生
き
ま
す
︒

ち
ょ
う
ど
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
が
中
を
見
る
た
め
に
山
の
裂
け
目
で
あ

る
火
口
に
身
を
投
じ
た
こ
と
と
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
︒（
四－

五

五
）

 

﹁
見
る
﹂
と
﹁
生
き
る
﹂
を
不
即
不
離
の
関
係
で
捉
え
た
カ
ス
ナ
ー
に

と
っ
て
︑
ア
ザ
ラ
シ
の
中
に
入
り
込
む
こ
と
も
︑
エ
ト
ナ
山
の
火
口
に
身

を
投
じ
る
こ
と
も
︑
直
観
と
観
入

4

4

に
よ
る
﹁
本
質
の
入
り
交
じ
り
﹂
で
あ

る
︒
こ
う
し
た
﹁
想
像
力
﹂
に
よ
る
直
観
的
な
対
象
把
握
こ
そ
が
﹁
中
心
﹂

と
し
て
の
﹁
意ズ
ィ
ン味
﹂
を
生
み
出
す
︒
か
つ
て
中
世
神
学
の
本
質
が
﹁
関
係
﹂

relatio 

に
あ
っ
た
よ
う
に
︑
カ
ス
ナ
ー
観
相
学
の
本
質
は
﹁
事
物
の
中
と

見
る
者
の
中
の
間4

﹂im
 D

ing und im
 Sehenden

に
あ
る
︒
そ
れ
こ
そ
が

﹁
中
心
﹂
で
あ
り
︑﹁
こ
の
よ
う
な
想
像
上
の
中
心
ゆ
え
に
人
間
は
変
身
す

る
の
で
あ
り
︑
言
い
換
え
ま
す
と
︑
変
身
し
た
者
で
あ
り
ま
す
﹂（
四－

六

四
）
と
カ
ス
ナ
ー
は
言
う
︒
ア
ザ
ラ
シ
の
中
に
入
り
込
む
こ
と
で
あ
れ
︑

エ
ト
ナ
山
の
火
口
に
身
を
投
じ
る
こ
と
で
あ
れ
︑
客
体
と
し
て
見
ら
れ
る

単
な
る
顔
だ
け
で
は
な
く
︑
主
体
の
視
覚
そ
の
も
の
︑
そ
し
て
見
る
行
為

か
ら
生
じ
る
幻
視
ま
で
も
含
む
い
わ
ば
主
客
合
一
の
﹁
顔
﹂ G

esicht 

が

あ
っ
て
初
め
て
﹁
変
身
﹂
は
可
能
と
な
る
︒

最
晩
年
の
カ
ス
ナ
ー
は
︑
オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
の
﹃
弓
術
に
お
け
る

禅
﹄（
一
九
四
八
年
）
に
触
発
さ
れ
て
︑﹃
盲
目
の
射
手
﹄（
一
九
五
八
年
）

を
執
筆
し
た
︒
総
じ
て
日
本
に
お
け
る
﹁
道
﹂
は
︑
茶
道
や
華
道
も
含
め
︑

弓
道
で
あ
れ
︑
剣
道
で
あ
れ
︑
合
気
道
で
あ
れ
︑
心
身
の
鍛
錬
を
通
じ
て

主
客
の
合
一
を
め
ざ
す
︒
カ
ス
ナ
ー
な
り
の
﹁
結
合
術
﹂
に
よ
れ
ば
︑
矢

を
放
つ
こ
と
で
自
分
自
身
を
射
当
て
る
と
い
う
弓
術
の
考
え
は
︑
ア
ザ
ラ

シ
の
中
に
入
り
込
む
こ
と
や
エ
ト
ナ
山
の
火
口
に
身
を
投
じ
る
こ
と
と
本

質
的
に
同
じ
で
あ
る
︒
カ
ス
ナ
ー
の
精
神
遍
歴
が
最
晩
年
に
日
本
の
武
道

に
向
か
っ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
︒
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（
1
）  H

ugo 
von H

ofm
annsthal:  Rudolf K

assner 1929. In:  
R

udolf 
K

assner 
zum

 
achtzigsten 

G
eburtstag. 

G
edenkbuch. H

rsg. Von A
. C

l. K
ensik und D

. B
odm

er. 

W
interhur 1953 , S. 21 .

（
２
）  

二
十
三
才
の
テ
オ
ド
ー
ア
・
ツ
ィ
ー
シ
ン
グ
ス
（Theodor 

Ziesings
）
が
一
八
七
九
年
に
文
芸
誌
に
寄
稿
し
た
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
論
か
ら
ド
イ
ツ
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
受
容
は
始
ま
っ

た
︒
こ
の
論
攷
に
併
せ
て
掲
載
さ
れ
た
﹃
悪
の
華
﹄
所
収
の

﹁
地
獄
の
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
﹂は
︑
最
初
に
ド
イ
ツ
語
に
訳
さ

れ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
で
あ
る
︒
ツ
ィ
ー
シ
ン
グ
ス
は
デ

カ
ダ
ン
ス
と
い
う
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
言
葉
の
天
才
さ
ら

に
は
形
式
の
天
才
と
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
扱
う
︒
一
八
八

七
年
に
は
︑
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
エ
ー
ト
ハ
イ
ム

（H
einrich von O

edheim

）
の
編
集
に
よ
っ
て
︑
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の
詩
を
含
む
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
ド
イ
ツ
で
初
め
て
刊

行
さ
れ
た
︒
一
八
八
九
年
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ァ
イ
ガ
ン

ト
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
は
︑
ヴ
ァ
イ

ガ
ン
ト
自
身
が
詩
人
で
あ
る
だ
け
に
︑
文
学
的
要
請
に
応
え

た
訳
詩
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ド
イ
ツ
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
受
容

に
お
け
る
決
定
的
な
段
階
と
し
て
︑
一
九
〇
一
年
に
ゲ
オ
ル

ゲ
訳
﹃
悪
の
華
﹄
が
︑
一
九
〇
四
年
に
レ
ク
ラ
ム
文
庫
か
ら

最
初
の
ド
イ
ツ
語
版
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
が
上
梓
さ
れ
た
︒

以
上
の
流
れ
で
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
一
九
三
八
年
に
﹁
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
﹂
を
︑
一
九
四
〇
年

に
﹁
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
幾
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
﹂

を
脱
稿
し
た
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
二
巻
本
の
ト
ー
マ
ス
・

ケ
ッ
ク
﹃
ド
イ
ツ
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
﹄（Thom

as K
eck:  D

er 
deutsche Baudelaire. 
 

2  B
de. H

eidelberg 1991 .

）
に
お
い

て
も
︑
論
集
﹃
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ド
イ
ツ
　
ド
イ
ツ
と
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
﹄（B

ernd K
ortländer （H

rsg.

）:  Baudelaire und 
D

eutschland. D
eutschland und Baudelaire. Tübingen 

2005 .

）
に
お
い
て
も
︑ド
イ
ツ
に
お
け
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
受

容
が
詳
細
に
扱
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
カ
ス
ナ
ー

の
﹁
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
﹂（
初
出
一
九
〇
四
年
）
に
関
す
る
記
述

は
ま
っ
た
く
無
い
︒

（
３
）  

ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
か
ら
の
引
用
は
次
の
テ
ク
ス
ト
を

用
い
︑
本
文
中
の
括
弧
内
に
巻
数
と
頁
数
を
示
す
︒R

udolf 

K
assner:  Säm

tliche W
erke. 

Im
 

A
uftrag 

der 
R

udolf 

K
assner G

esellschaft herausgegeben von Ernst Zinn und 

K
laus E. B

ohnenkam
p. Pfullingen:  Verlag G

ünther N
eske 

1969  ff.

（
４
）  

V
gl. 

H
erm

ann 
Paul:  

D
eutsches 

W
örterbuch. 

9 ., 
vollständig 

neu 
bearbeitete 

A
uflage 

von 
H

elm
ut 

H
enne und G

eorg O
bjartel unter M

itarbeit von H
eidrun 

K
äm

per-Jensen. Tübingen:  M
ax N

iem
eyer Verlag 1992 , 

S. 2 02 .
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