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本
輪
文
の
目
的
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
人
間
理
解
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
即
ち
「
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

（
い
：
の
ロ
の
百
芹
の
ｍ
・
国
の
ロ
）
」
「
実
存
の
信
号
（
”
首
四
○
の
『
回
〆
】
の
芹
の
日
）
」
「
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
国
風
の
庁
の
ロ
且
画
一
－
８
）
」
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、

解
釈
学
的
視
点
か
ら
考
察
を
加
え
、
そ
れ
ら
が
孕
む
問
題
性
と
意
義
を
剛
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
・

人
間
の
生
乃
至
実
存
は
、
生
成
流
動
す
る
歴
史
的
基
盤
と
し
て
、
あ
る
い
は
生
き
ら
れ
実
現
さ
れ
る
べ
き
自
己
の
本
質
ｐ
深
層
と
し
て
、

主
観
ｌ
客
観
図
式
に
依
拠
し
た
科
学
的
認
識
枠
組
の
射
程
外
に
あ
る
。
・
だ
が
我
々
は
、
そ
の
よ
う
な
己
れ
の
生
乃
至
実
存
を
生
き
抜
き
な
が

ら
、
あ
る
い
は
生
き
抜
く
こ
と
を
己
れ
に
課
し
な
が
ら
も
、
人
間
存
在
に
関
す
る
、
間
主
観
的
に
論
議
さ
れ
承
認
さ
れ
る
べ
き
学
の
成
立
の

た
め
に
は
、
そ
れ
ら
を
研
究
的
‐
璽
騰
的
態
度
の
下
に
鑿
化
し
、
体
系
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ｌ
そ
の
場
合
い
か
な
る
位
罎
緬
や
性
質

規
定
が
そ
れ
ら
の
概
念
や
体
系
性
に
付
与
さ
れ
る
か
は
棟
々
だ
と
し
て
も
。
こ
こ
に
は
生
の
哲
学
あ
る
い
は
（
広
義
で
の
）
実
存
思
想
に
付

生
と
学
の
あ
い
だ

序 生
と
学
の
あ
い
だ

Ｉ
デ
ィ
ル
タ
イ
、
キ
ス
パ
ー
ス
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る

人
間
理
解
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
解
釈
学
的
考
察
－
－

杉
本
裕
司
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と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
、
’
一
一
者
函

で
あ
る
。

以
下
に
お
い
て
我
々
は
、
ま
ず
三
者
（

題
性
と
意
蕊
を
考
察
す
る
で
あ
ろ
う
ロ
。

生
と
学
の
あ
い
だ

鯉
う
基
本
的
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
、
上
妃
三
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
巡
る
思
索
に
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
の
集
束
的
領
域
を
見
出
す

の
で
あ
り
、
そ
れ
故
我
々
は
、
彼
ら
の
思
索
を
追
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
己
れ
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
考
究
す
る
こ

と
を
課
題
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
「
解
釈
学
的
考
察
」
と
は
、
我
々
が
次
の
よ
う
な
視
座
に
立
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
、
知
の
超
越
論
的
枠
組
を
、
そ

の
超
越
論
性
と
歴
史
的
事
実
性
と
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
循
理
乃
至
相
互
作
用
に
お
い
て
把
握
す
る
視
座
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
重
要
な
の

は
、
生
（
歴
史
性
）
と
知
（
超
越
鑑
的
反
省
性
）
と
の
、
あ
る
い
は
実
践
と
理
論
と
の
二
項
対
立
で
も
そ
の
統
一
で
も
な
く
、
い
わ
ば
実
践

の
理
論
性
、
理
論
の
実
践
性
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
項
対
立
自
体
を
流
動
的
に
相
対
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

考
察
に
先
立
ち
、
内
容
に
関
し
て
三
点
の
制
約
が
述
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
第
一
に
、
人
間
理
解
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
ア
ス
ペ

ク
ト
に
お
い
て
の
み
一
一
一
者
の
思
索
は
考
察
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
検
肘
し
な
い

１

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
一
一
一
に
、
’
一
一
者
間
の
実
際
の
影
靭
関
係
や
哲
学
史
的
伝
記
的
事
実
は
必
要
以
上
に
は
言
及
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、

Ａ
，
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
「
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」

■

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
人
間
的
精
神
的
諸
事
象
に
対
す
る
概
念
的
体
系
的
把
握
を
放
棄
す
る
直
観
的
非
合
理
主
義
的
な
意
味
で
の
「
生
の
哲

ま
ず
三
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
性
質
と
位
圃
づ
け
に
関
す
る
基
本
的
主
張
を
確
定
し
Ｈ
、
次
に
そ
れ
ら
が
孕
む
問
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学
」
か
ら
は
一
線
を
剛
し
つ
才
歴
史
的
ｌ
精
神
的
諸
事
象
の
認
識
の
可
能
性
の
諸
条
件
の
探
索
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
的
ｌ
体

側

系
的
箱
神
科
学
の
学
的
な
基
礎
づ
け
を
企
図
す
る
。
「
歴
史
的
理
性
批
判
」
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
カ
ン
ト
的
認
識
批
判
の
地
平
に
お
い
て

設
定
さ
れ
た
こ
の
超
越
輪
的
な
課
題
は
、
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
カ
ン
ト
に
対
す
る
一
定
の
批
判
意
識
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
即
ち
、

自
然
科
学
的
認
識
の
可
能
性
と
妥
当
性
へ
の
カ
ン
ト
の
方
向
づ
け
は
、
緒
神
科
学
的
「
対
象
」
に
対
す
る
、
歴
史
的
Ｉ
社
会
的
「
主
体
」
の
独

自
の
関
係
を
提
示
し
え
ず
へ
自
然
科
学
的
認
識
図
式
が
、
つ
ま
り
主
－
客
関
係
に
基
づ
き
つ
つ
、
表
象
主
観
と
相
関
し
た
因
果
連
関
的
反
復

可
能
的
な
自
然
的
諸
事
象
・
物
理
的
猪
事
物
の
解
釈
枠
組
が
、
歴
史
的
ｌ
実
践
的
賭
科
学
の
認
織
論
的
準
拠
枠
組
乃
至
範
型
と
し
て
機
能
す

る
こ
と
を
阻
止
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
未
だ
留
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
的
－
綱
神
的
諸
事
象
の
認
識
は
、

主
Ｉ
客
的
表
象
関
係
に
先
立
つ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
限
定
さ
れ
な
い
、
ヨ
リ
根
源
的
乃
至
包
括
的
な
、
生
の
自
己
解
釈
活
動
に
根
差
す
と
い

側

う
こ
と
、
別
言
す
れ
ば
、
「
こ
こ
で
は
生
が
生
を
把
え
る
」
と
い
う
事
実
が
、
精
神
科
学
の
認
識
櫛
成
に
と
っ
て
、
自
然
科
学
的
世
界
柵
成

か
ら
の
自
立
を
促
す
よ
う
な
独
自
の
意
味
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
生
を
把
え
る
」
と
い
う
根
本
事
実
に
由
来
す
る
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
る
カ
ン
ト
的
認
識
主
観
乃
至
そ
の
思
惟
の
諸
前
提
に

対
す
る
修
正
は
、
さ
し
あ
た
り
次
の
二
点
へ
と
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
第
一
に
、
知
覚
・
表
象
・
思
惟
と
い
っ
た
領
域
へ

の
、
意
識
の
知
性
主
蕊
的
狭
陸
化
は
、
意
識
の
、
知
・
情
・
意
の
全
体
性
に
お
け
る
、
つ
ま
り
心
的
生
の
全
体
性
に
お
け
る
確
保
に
よ
っ
て

克
服
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
。
「
カ
ン
ト
…
が
櫛
築
し
た
認
職
主
観
の
血
管
に
は
、
単
な
る
思
惟
活
動
と
し
て
の
理
性
の
薄
め
ら
れ
た

田

液
が
流
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
主
Ｉ
客
図
式
に
定
位
し
た
認
識
主
観
は
、
世
界
と
の
ヨ
リ
根
源
的
な
生
の
関
係
の
内
に
あ
る
人
間
本
性
の

全
体
へ
と
、
つ
ま
り
単
な
る
表
象
的
な
「
わ
れ
」
は
、
露
織
し
、
行
為
し
、
価
値
づ
け
る
、
表
象
・
意
志
・
感
楕
を
伴
っ
た
「
わ
れ
」
へ
と

移
行
す
べ
き
な
の
で
あ
る
．
デ
ィ
ル
ク
ィ
は
そ
の
た
め
の
議
点
を
ｌ
カ
ン
ト
的
な
超
越
論
的
誓
に
照
応
す
る
位
騒
磐
も
つ
も
の
と

⑥

し
て
ｌ
原
初
的
な
自
己
篶
的
反
喜
・
自
己
霊
化
作
用
と
し
て
の
覚
知
に
見
出
し
て
い
る
．
そ
し
て
第
二
に
、
霧
と
纏
験
の
可
能

生
と
学
の
あ
い
だ
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生
と
学
の
あ
い
だ

性
の
諸
前
提
の
、
超
歴
史
的
ア
プ
リ
オ
リ
と
い
う
性
質
規
定
は
、
デ
ー
ナ
ー
ミ
ッ
シ
ュ
な
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
把
握
へ
と

修
正
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
現
実
性
把
握
の
超
越
輪
的
諸
形
式
は
、
そ
れ
ら
が
、
発
展
し
創
造
す
る
生
と
の
発
生
的
関
係

に
お
い
て
把
え
ら
れ
る
限
り
、
歴
史
的
ｌ
社
会
的
に
媒
介
さ
れ
て
変
容
す
る
、
生
き
生
き
と
し
た
発
展
史
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の

ｎ

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
的
ア
プ
リ
オ
リ
は
「
硬
直
し
て
死
ん
で
い
る
」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
カ
ン
ト
的
認
識
枠
組
に
対
す
る
批
判
的
修
正
の
主
張
は
、
生
と
思
惟
と
の
関
係
に
関
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
根
本
洞
察
、
即

ち
思
惟
の
、
背
後
遡
行
不
可
能
な
基
盤
と
し
て
の
生
と
い
う
見
解
に
由
来
し
て
い
る
。
一
方
で
思
惟
は
、
生
の
連
関
に
基
づ
い
て
成
立
し
、

生
の
連
関
に
内
在
す
る
反
省
性
と
し
て
、
生
自
体
さ
ら
に
は
世
界
に
対
す
る
解
釈
活
動
の
媒
体
で
あ
る
。
そ
の
際
、
思
惟
が
そ
の
猪
事
象
に

基
づ
い
て
現
わ
れ
、
そ
の
明
断
化
を
め
ざ
す
と
こ
ろ
の
生
の
連
関
と
は
、
さ
し
あ
た
り
生
の
単
位
（
個
人
）
に
お
け
る
連
関
で
あ
り
、
そ
し

て
又
へ
他
者
乃
至
事
物
の
連
関
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
両
者
を
包
括
す
る
歴
史
的
Ｉ
社
会
的
現
実
性
で
あ
る
。
だ
が
他
方
で
、
こ
れ
ら
の
諸
連

関
は
、
原
初
的
な
思
惟
作
用
か
ら
高
度
の
鰭
理
学
的
猪
形
式
乃
至
概
念
的
諸
形
象
に
至
る
ま
で
の
知
性
の
連
関
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
、
つ
ま

り
心
的
、
身
体
的
、
言
語
的
及
び
文
化
的
ｌ
社
会
的
に
厨
を
成
し
て
制
約
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
生
と
思
惟
と
の
関
係
は
二
重
で
あ
る
。
即

ち
第
一
に
、
両
者
に
は
発
生
的
関
係
が
存
在
し
、
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
生
の
明
断
化
・
分
節
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
思
惟
は
生
よ
り
生
じ

伯

つ
つ
、
生
を
（
そ
し
て
さ
ら
に
は
世
界
を
）
明
瞭
な
意
職
性
に
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
に
「
弛
ま
ず
接
近
」
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
客
観

的
な
認
識
連
関
・
諸
命
題
に
も
た
ら
す
こ
と
を
め
ざ
す
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
方
法
的
に
彫
琢
さ
れ
た
営
為
が
科
学
に
他
な
ら
な
い
。
そ

し
て
第
二
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
思
惟
枠
組
及
び
概
念
的
言
語
的
媒
体
は
、
生
の
発
展
的
ｌ
創
造
的
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
入
れ
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
及
び
そ
の
つ
ど
の
歴
史
的
共
同
体
的
実
践
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
展
史
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
可
変
性
Ｉ

薑
定
性
を
も
つ
．
そ
れ
故
全
の
自
己
解
釈
活
蝋
ｌ
精
神
科
学
は
、
こ
の
前
理
論
的
生
震
験
に
根
付
い
て
い
る
わ
け
だ
が
ｌ
朧
、

そ
れ
が
依
存
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ア
ル
な
基
礎
と
し
て
の
認
識
枠
組
や
概
念
装
置
が
変
化
す
る
限
り
、
そ
の
つ
ど
断
片
的
で
有
限
的
な
性
格
を
も
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た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
」
あ
る
。

そ
の
出
自
を
己
れ
の
う
ち
に
も
つ
思
惟
諸
作
用
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
明
断
で
客
観
的
な
認
識
へ
も
た
ら
し
つ
つ
も
、
目
的
論
的
な
形
成
プ

ロ
セ
ス
に
従
っ
て
そ
れ
を
変
容
さ
せ
つ
つ
再
び
こ
の
生
の
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
入
れ
て
い
く
、
こ
の
よ
う
な
人
間
的
生
の
自
己
解
釈
活
動
に
関

す
る
、
そ
れ
故
生
と
思
惟
と
の
循
畷
的
で
デ
ー
ナ
ー
ミ
ッ
シ
ュ
な
関
係
に
関
す
る
デ
イ
ル
タ
イ
の
考
究
の
集
束
的
領
域
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
論

で
あ
る
。
生
と
思
惟
と
の
二
重
の
関
係
に
従
っ
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
る
問
題
も
二
重
で
あ
る
。
即
ち
一
方
で
、
現
実
性
の
言
語
的
把
握

９

様
式
と
し
て
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
成
立
プ
ロ
セ
ス
の
発
生
的
考
察
が
要
舗
さ
・
れ
、
そ
し
て
他
方
で
、
生
の
関
係
か
ら
抽
象
化
さ
れ
た
現
象
的

な
自
然
の
把
握
諸
形
式
と
の
対
比
に
お
い
て
、
独
自
の
存
在
様
式
を
も
っ
た
歴
史
的
ｌ
心
的
な
も
の
を
表
現
に
も
た
ら
し
理
解
さ
せ
る
よ
う

な
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
性
質
を
記
述
し
、
そ
れ
ら
が
生
の
解
釈
活
動
に
お
い
て
有
す
る
機
能
と
、
両
者
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
問
題
と

な
る
。

生
の
諸
連
関
や
諸
関
係
を
意
識
化
さ
れ
た
分
節
に
も
た
ら
す
手
段
と
し
て
の
、
そ
れ
故
精
神
科
学
的
認
識
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
力

０ ０
０

テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
の
基
礎
の
相
違
に
従
っ
て
一
一
様
に
区
別
さ
れ
る
。
第
一
に
、
「
区
別
」
「
分
離
」
「
同
一
性
」
「
結
合
」
と
い
っ
た
「
形
式
カ

テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
思
惟
が
現
実
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
の
諸
関
係
の
み
を
言
い
表
わ
す
の
で
あ
り
、

自
然
科
学
に
も
精
神
科
学
に
も
、
そ
の
形
式
的
諸
条
件
と
し
て
妥
当
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
思
惟
の
内
に
根
源
を
有
す
る
が
故
に
、
透
明
性
と

一
義
性
を
そ
の
メ
ル
ク
マ
ル
と
す
る
。
そ
れ
故
そ
れ
ら
は
、
さ
し
あ
た
り
カ
ン
ト
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ア
ナ
ロ
ー
グ
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

』
’
０

な
が
ら
こ
こ
で
留
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
ら
経
験
と
認
識
の
可
能
性
の
諸
条
件
は
、
現
実
性
に
対
し
て
相
関
的
で
あ
り
へ
し
か
も
現

実
性
へ
の
適
用
に
基
づ
い
て
吟
味
さ
れ
、
そ
れ
ら
自
身
を
修
正
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
性
は
思
惟
に
対
す
る
先
行
的
所
与
を
形
成

し
つ
つ
思
惟
を
規
定
し
、
思
惟
は
現
実
性
を
明
噺
な
意
識
性
に
も
た
ら
し
つ
つ
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
諸
成
果
に
基
づ
い
て
不
断
に
己
れ
の
諸

前
提
を
塗
り
変
え
て
い
く
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
現
実
性
と
思
惟
と
の
、
あ
る
い
は
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
と
ア
プ
リ
オ
リ
と
の
、
い
わ
ば

生
と
学
の
あ
い
だ



6０

「
開
か
れ
た
循
理
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
に
、
「
自
同
性
」
「
能
動
と
受
動
」
「
本
質
」
「
時
間
性
」
「
力
」
「
意
義
」
と
い
っ
た
「
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
実
在
カ
テ
ゴ
リ

１
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
思
惟
に
で
は
な
く
、
生
の
連
関
に
起
源
を
有
す
る
、
そ
れ
自
体
生
の
連
関
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
生
の
単
位

（
個
人
）
の
覚
知
乃
至
体
験
に
対
し
て
砿
か
な
も
の
で
あ
る
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
主
体
と
客
体
、
自
己
と
他
者
の
生
の
関
係
に
基
づ
い

て
、
両
者
を
包
含
す
る
普
遍
的
な
生
の
連
関
へ
と
己
れ
を
伸
張
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
、
生
の
自
己
解
釈
活

動
の
オ
ル
ガ
ン
で
あ
る
ｐ
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
れ
自
体
生
の
連
関
で
あ
る
が
故
に
、
生
の
も
つ
基
本
的
特
性
を
そ
の
性
質
に
お
い
て
保

持
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
そ
の
定
位
点
と
目
標
は
生
の
「
究
め
難
さ
」
で
あ
る
。
生
の
究
め
難
さ
に
相
応
し
て
、
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

内
容
の
汲
み
尽
く
し
、
及
び
そ
の
性
質
・
数
・
順
序
に
関
す
る
一
羨
的
規
定
は
共
に
不
可
能
な
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
え
ず

開
か
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
生
の
解
釈
活
動
の
カ
テ
ゴ
リ
ァ
ル
な
連
関
と
し
て
、
そ
れ
は
歴
史
的
ｌ
社
会
的
被
規
定
性
に
お
け
る
具
体
的

人
間
的
現
実
性
の
表
現
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
変
容
と
発
展
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
又
、
歴
史
的
現
実
性
の
開
示
に

む
け
て
の
、
こ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ァ
ル
な
相
対
性
に
基
づ
く
解
釈
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ズ
ム
を
デ
イ
ル
タ
イ
は
把
握
し
て
い
る
の
で
、
つ

ま
り
個
々
の
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
一
定
の
、
・
独
自
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
お
け
る
生
の
表
現
で
あ
る
の
で
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
相
互
の
基
礎
づ
け
的

序
列
化
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
紋
又
ｌ
例
え
ば
、
「
時
間
性
」
へ
と
収
蔵
し
て
い
く
ハ
ィ
デ
ガ
ー
的
実
存
カ
ー
ァ
ゴ
リ
ー
と
異
な
り
ｌ
曇

０ 日

的
な
第
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
な
い
の
で
あ
る
。

Ｂ
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
。
「
実
存
の
信
号
」

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
的
思
惟
に
つ
い
て
考
究
す
る
際
に
は
、
一
定
の
困
難
さ
が
我
々
を
捕
捉
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
主
張
は
、
カ
ン

四

ト
的
超
越
論
哲
学
を
踏
ま
》
え
つ
つ
も
、
そ
れ
が
沈
黙
し
よ
う
と
す
る
所
に
本
来
の
活
動
の
場
を
も
ち
、
（
科
）
学
を
越
え
た
そ
の
命
題
は
、

生
と
学
の
あ
い
だ
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普
遍
妥
当
的
な
真
理
性
要
求
を
断
念
し
、
学
問
的
論
議
可
能
性
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
主
張
を
成
立
さ
せ
て
い

閲

ろ
諸
前
提
は
少
な
く
と
も
論
議
可
能
だ
と
我
々
は
考
え
る
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
思
惟
が
基
づ
い
て
い
る
前
提
は
、
次
の
二
点
に
定
式
化
さ
れ
う
る
。
即
ち
第
一
に
、
存
在
は
認
識
ざ
れ
え
ず
、
認
識
可
能
な

の
は
現
象
の
み
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
第
二
に
、
思
惟
は
い
つ
も
何
ら
か
の
対
象
に
つ
い
て
の
思
惟
で
あ
り
、
存
在
は
思
惟
に
対
し
て
は
引

き
裂
か
れ
た
状
態
（
主
－
客
分
裂
）
に
お
い
て
の
み
示
さ
れ
、
思
惟
の
対
象
と
な
っ
た
存
在
は
存
在
自
体
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

生
物
的
、
心
的
、
精
神
的
な
、
認
識
可
能
な
限
り
で
の
人
間
的
諸
事
象
は
諸
科
学
の
研
究
対
象
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
そ
の
諸
局
面

に
関
し
て
明
断
な
、
た
だ
し
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
相
関
し
た
知
が
提
出
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
現
象
知
に
す
ぎ

ず
、
自
由
と
し
て
の
自
己
存
在
た
る
実
存
は
、
意
識
一
般
に
よ
る
科
学
的
規
程
の
射
程
外
に
あ
る
。
そ
し
て
対
象
と
し
て
限
定
さ
れ
た
限
り

で
の
己
れ
に
対
し
て
不
満
を
感
じ
る
こ
と
が
、
「
可
能
的
実
存
」
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
実
存
は
、
そ
れ
へ

の
関
与
が
当
為
と
さ
れ
る
、
各
自
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
真
実
存
在
で
あ
り
、
そ
の
端
的
な
個
別
性
・
代
替
不
可
能
性
故
に
、
存
在
輪

的
に
あ
る
い
は
実
体
と
し
て
人
間
の
内
に
共
通
に
想
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
．

．
し
か
し
な
が
ら
、
実
存
が
一
切
の
対
象
性
の
彼
岸
に
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
科
学
的
接
近
が
否
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
可
能
的
実
存
に
は

己
れ
の
存
在
に
対
し
思
惟
し
な
が
ら
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
可
能
的
実
存
か
ら
思
惟
し
つ
つ
実
存
の
実
現
に
向
か
う

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
思
惟
は
決
し
て
認
識
で
は
な
い
故
に
開
明
と
称
さ
れ
、
そ
の
方
法
は
自
己
を
関
与
さ
せ
な
い
科
学
的
諸
方
法
と
は

全
く
相
違
し
た
方
法
、
つ
ま
り
思
惟
と
一
体
化
し
つ
つ
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
存
開
明
の
思
惟
は
、
自
由
の
可
能
性
に
訴
え
つ
つ
実
存

の
現
実
性
へ
超
越
し
て
い
く
こ
と
の
探
究
で
あ
り
、
そ
の
際
可
能
的
実
存
は
こ
の
思
惟
と
一
体
化
し
て
い
る
。
し
か
し
我
々
が
存
在
に
つ
い

て
思
惟
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
対
象
的
に
思
惟
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
存
在
自
体
は
主
ｌ
客
分
裂
の
彼
岸
に
あ
り
、
対
象
存
在
は
０ Ｏ

も
は
や
存
在
自
体
と
同
一
で
は
な
い
。
実
存
は
対
象
的
思
惟
に
よ
っ
て
は
言
い
当
て
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
対
象
的
思
惟
の
限
界
に
お
い
て
覚
知

生
と
学
の
あ
い
だ
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さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
実
存
開
明
に
と
っ
て
対
象
化
が
そ
の
不
可
避
の
手
段
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
媒
介
と
し
て
止
揚
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
対
象
的
形
式
に
お
け
る
非
対
象
的
実
存
の
思
惟
は
、
そ
の
対
象
性
を
克
服
す
る
た
め
に
あ
る
。
さ
ら
に
又
、
実
存
は
個
別
的
な
も
の
で

あ
る
が
、
実
存
が
そ
の
明
断
化
を
要
求
す
る
限
り
言
葉
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
一
般
的
表
現
が
自
己
明
断
化
と
交
わ
り
の
相
手
（
腕

者
）
へ
の
伝
達
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
我
々
は
対
象
的
一
般
的
言
表
を
媒
体
と
し
つ
つ
実
存
を
開
明
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
般
的

対
象
性
に
よ
る
実
存
の
明
断
化
の
追
究
で
あ
り
つ
つ
同
時
に
超
越
的
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
実
存
開
明
を
共
遂
行
す
る
者
に
は
「
二
つ
の

四
「
・

翼
」
が
要
舗
さ
れ
る
。
即
ち
可
能
的
実
存
の
翼
と
一
般
的
思
惟
の
翼
が
そ
れ
で
あ
る
。
我
々
は
、
己
れ
の
状
況
の
内
で
、
可
能
的
実
存
か
ら

思
惟
し
つ
つ
そ
の
思
惟
の
限
界
に
到
達
し
、
無
制
約
的
な
行
為
に
よ
っ
て
現
実
的
実
存
へ
飛
躍
す
る
。
対
象
的
一
般
的
言
表
は
そ
の
限
界
へ

我
々
を
導
く
手
引
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
重
要
な
の
は
本
来
的
自
己
へ
の
運
動
で
あ
っ
て
、
一
般
的
言
表
で
は
な
い
。
こ
の
思
惟
の
遂
行
に
よ

っ
て
各
自
の
内
に
生
起
す
る
は
ず
の
、
自
己
及
び
世
界
に
対
す
る
意
識
変
革
・
態
度
変
更
こ
そ
が
実
存
開
明
が
成
功
樫
に
成
就
し
た
か
否
か

の
試
金
石
で
あ
る
。
我
々
は
実
存
開
明
の
言
表
を
手
引
き
と
し
つ
つ
超
越
的
運
動
を
敢
行
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
言
表
の
真
理
性
を

確
証
す
る
の
で
あ
る
。

実
存
開
明
の
方
法
と
し
て
、
ま
ず
対
象
と
し
て
規
定
さ
れ
た
自
己
の
限
界
に
進
み
、
可
能
的
実
存
の
翼
を
も
つ
こ
と
が
要
謂
さ
れ
る
。
次

に
実
存
を
論
理
学
的
・
心
理
学
的
・
形
而
上
学
的
言
表
に
よ
っ
て
対
象
化
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
循
理
、
矛
盾
及
び
同
梧
反
復
に
陥
る
こ
と
を

提
示
し
て
思
惟
者
を
挫
折
せ
し
め
、
そ
し
て
決
定
的
な
操
作
と
し
て
、
実
存
開
明
に
特
有
な
一
般
的
対
象
的
な
も
の
に
よ
る
思
惟
へ
と
進
ま

・
０

。
３
麺

せ
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
存
を
思
惟
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
対
象
的
な
も
の
を
、
「
実
存
の
信
号
」
と
呼
ぶ
。
そ

の
よ
う
な
信
号
と
は
、
「
自
由
」
「
交
わ
り
」
「
歴
史
性
」
「
限
界
状
況
」
「
絶
対
的
意
識
」
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
何
ら
実
存
の
規
定
力

団

を
有
し
て
お
ら
ず
、
概
念
的
認
識
の
た
め
に
直
観
対
象
に
適
用
さ
れ
る
カ
ー
プ
ゴ
リ
ー
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
こ
れ
ら
の
信
号

生
と
学
の
あ
い
だ
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に
よ
っ
て
思
惟
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
に
よ
る
概
念
的
構
成
物
と
し
て
の
実
存
の
図
式
は
、
私
の
実
存
に
は
的
中
し
え
な
い
。
対
象
的
一
般

的
な
信
号
は
、
可
能
的
実
存
の
内
的
行
為
に
お
い
て
の
み
意
味
を
有
し
、
再
認
さ
れ
、
内
容
が
吟
味
さ
れ
る
。
そ
れ
故
信
号
は
、
「
特
殊
的

伽

に
一
般
的
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
私
の
実
存
は
一
己
い
当
て
ら
れ
な
い
。
実
存
自
体
は
、
も
は
や
膳
ら
れ
え
な
い
歴
史
的

現
実
性
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
沈
黙
の
み
が
残
さ
れ
る
。
そ
れ
故
思
惟
に
可
能
な
の
は
、
そ
の
周
囲
を
巡
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
の

手
引
き
が
信
号
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
対
象
を
規
定
す
る
固
定
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
誤
謬
と
な
る
。
信
号
は
あ
く
ま
で
超
越

的
運
動
の
道
し
る
べ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
結
局
は
単
な
る
媒
介
と
し
て
止
揚
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

実
存
開
明
の
審
廷
は
、
そ
れ
故
決
し
て
意
識
一
般
に
よ
る
学
問
的
論
議
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
実
存
開
明
の
諸
言
表
が
た
と
え
一
般
的
な

体
裁
を
と
っ
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
は
各
自
が
己
れ
自
身
に
従
っ
て
超
越
す
る
こ
と
へ
の
覚
醒
と
し
て
の
、
い
わ
ば
メ
タ
フ
ァ
ー
に
す
ぎ
な

い
。
実
存
開
明
と
は
、
・
一
般
的
対
象
性
を
媒
介
と
し
つ
つ
、
思
惟
の
共
遂
行
に
よ
っ
て
、
非
対
象
的
な
実
存
的
現
実
性
を
、
他
の
可
能
的
実

存
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
翻
案
さ
せ
現
前
化
さ
せ
る
こ
と
へ
の
訴
え
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
実
存
開
明
の
思
惟
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、
「
理
性
と
実
存
」
（
’
九
三
五
）
以
降
反
省
化
さ
れ
定
式
化
さ
れ
る
に

至
っ
た
「
理
性
」
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
理
性
の
機
能
は
極
め
て
多
様
で
あ
る
蝿
、
こ
こ
で
は
た
だ
、
実
存
開
明
と
の
関
係
に
つ

い
て
の
み
い
え
ば
、
第
一
に
、
実
存
開
明
は
、
可
能
的
実
存
か
ら
思
惟
し
つ
つ
同
時
に
可
能
な
限
り
実
存
を
明
断
化
せ
ん
と
す
る
が
、
そ
の

よ
う
な
明
断
化
こ
そ
理
性
の
働
き
に
他
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
可
能
的
実
存
が
本
来
的
な
自
己
へ
と
超
越
し
て
い
く
た
め
に
は
、
悟
性
的
思

惟
や
糟
神
的
理
念
を
連
動
さ
せ
つ
つ
、
こ
れ
ら
を
そ
の
た
め
の
補
助
と
し
て
必
要
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
と
実
存
と
の
連
携
を
可
能
な
ら
し
め

る
も
の
は
紐
帯
と
し
て
の
理
性
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
実
存
開
明
は
、
一
般
的
言
表
を
媒
介
と
し
て
己
れ
の
実
現
を
め
ざ
す
我
と
汝
の

囚

交
わ
り
と
も
い
え
よ
う
が
、
「
全
体
的
な
交
わ
り
へ
の
意
志
」
こ
そ
が
理
性
に
他
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
実
存
開
明
は
、
理
性
に
よ
っ
て
可

能
と
さ
れ
、
実
存
は
理
性
に
よ
っ
て
の
み
明
白
に
な
る
が
、
逆
に
い
え
ば
、
理
性
の
担
い
手
は
あ
く
ま
で
（
可
能
的
）
実
存
で
あ
る
。
理
性

交
わ
り
と
も
い
え
よ
う
が
、
「

能
と
さ
れ
、
実
存
は
理
性
に
し

生
と
学
の
あ
い
だ
．



6４

自
体
は
実
存
の
内
実
を
産
出
し
え
な
い
。
実
存
開
明
を
遂
行
す
る
の
は
実
存
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
理
性
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
性
的
な

回

可
能
的
実
存
か
ら
超
越
的
思
惟
が
敢
行
さ
れ
る
。
即
ち
実
存
開
明
は
、
可
能
的
実
存
か
ら
「
実
存
の
道
具
」
と
し
て
の
理
性
に
よ
っ
て
実
存

を
開
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
実
存
開
明
に
お
い
て
実
存
と
理
性
は
相
即
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ｃ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
」

「
存
在
と
時
間
」
に
お
け
る
実
存
論
的
分
析
論
は
、
二
重
の
意
味
に
お
い
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
来
の
同
時
代
的
な
「
実
存
哲
学
」
乃
至

「
実
存
主
義
」
か
ら
は
っ
き
り
距
離
を
お
い
て
い
る
。
即
ち
第
一
に
、
そ
の
分
析
論
に
お
い
て
は
、
本
来
的
な
自
己
へ
の
超
越
と
い
っ
た
行
為

●
●
●

が
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
し
て
又
、
超
越
的
存
在
者
（
例
え
ば
神
）
と
の
関
わ
り
と
い
っ
た
特
定
の
実
存
的
可
能
性
も
エ
ポ
ケ
ー
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
実
存
と
は
、
非
現
存
在
的
存
在
者
の
存
在
様
態
か
ら
裁
然
と
区
別
さ
れ
た
、
現
存
在
特
有
の
存
在
の
仕
方
に
対

す
る
存
在
鯰
的
名
称
で
あ
り
、
現
存
在
は
本
来
的
で
あ
れ
、
非
本
来
的
で
あ
れ
、
そ
の
つ
ど
既
に
実
存
し
て
い
る
。
実
存
鯖
的
分
析
瞼
は
、

こ
の
実
存
規
定
に
従
っ
て
、
「
単
独
者
」
と
し
て
で
あ
れ
「
主
体
的
な
自
己
」
と
し
て
で
あ
れ
、
そ
も
そ
も
人
間
が
そ
の
よ
う
に
生
き
う
る

可
能
性
の
根
拠
を
先
行
的
に
解
明
し
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
具
体
的
な
実
存
遂
行
や
特
定
の
実
存
的
可
能
性
へ
の
促
し
に

先
立
っ
て
ｌ
あ
る
い
は
そ
の
背
後
に
遡
っ
て
ｌ
そ
れ
ら
を
可
鱸
な
ら
し
め
る
実
存
雲
の
霞
に
努
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
超

越
騰
的
ｌ
形
式
的
な
性
質
を
砿
保
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
超
越
論
的
櫛
成
の
可
能
性
自
体
が
、
非
現
存
在
的
存
在
者
か
ら
区
別
さ
れ
た

現
存
在
独
自
の
在
り
方
の
う
ち
に
潜
む
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
に
、
実
存
論
的
分
析
論
は
、
あ
く
ま
で
基
礎
的
存
在
論
と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
存
在
の
分
析
は
ふ
そ
れ
自
身

の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
存
在
へ
の
問
い
の
包
括
的
な
課
題
遂
行
に
仕
え
る
も
の
で
あ
り
、
現
存
在
の
存
在
体
制
は
、
存
在
一

般
の
意
味
の
開
示
の
た
め
の
超
越
論
的
地
平
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
存
論
的
分
析
論
は
存
在
一
般
の
真
理
の
基
礎
と
し

生
と
学
の
あ
い
だ
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て
確
保
さ
れ
た
り
そ
の
た
め
の
根
拠
と
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
現
存
在
の
分
析
論
を
成
就
す
る
可
能
性
は
、
存
在
一
般
の
意
味

回

へ
の
問
い
を
先
行
的
に
仕
上
げ
る
こ
と
に
懸
か
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
現
存
在
は
、
存
在
が
自
ら
を
開
示
す
る
現
（
□
四
）
で
あ
り
、
現
存

在
の
企
投
と
し
て
の
存
在
理
解
は
、
存
在
一
般
の
真
理
の
生
起
の
内
へ
と
参
与
す
る
も
の
と
し
て
存
在
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

プ
ロ
ジ
エ

決
し
て
現
存
在
の
主
体
的
な
表
象
運
動
乃
至
投
企
で
は
な
い
。
つ
ま
り
開
示
性
と
い
う
根
本
現
象
は
、
現
存
在
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
逆
に
現
存
在
が
開
示
性
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
又
、
「
本
来
性
」
と
は
、
主
体
的
努
力
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

る
道
徳
的
理
想
で
は
な
く
て
、
存
在
が
自
ら
を
開
示
す
る
実
存
様
態
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
す
れ
ば
、
実
存

哲
学
は
近
代
の
主
観
性
の
形
而
上
学
の
一
変
種
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
実
存
瞼
的
分
析
鴎
は
、
実
存
哲
学
乃
至
実
存
主
蕊
か
ら
は
分
快
し
つ
つ
、
存
在
一
般
の
意
味
の
開
示
を
め
が
け
て
遂
行
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
現
存
在
の
分
析
の
可
能
性
の
根
拠
は
、
現
存
在
が
己
れ
の
存
在
（
及
び
非
現
存
在
的
存
在
者
の
存
在
、
究
極
的

固

に
は
、
こ
の
分
析
論
に
お
い
て
い
つ
も
同
時
に
共
に
論
題
に
な
っ
て
い
る
存
在
一
般
）
を
漢
た
る
も
の
で
あ
れ
、
前
存
在
論
的
に
理
解
し
て

い
る
こ
と
に
、
別
言
す
れ
ば
、
存
在
理
解
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
誤
解
さ
れ
て
な
い
の
は
、
存
在
理
解

は
決
し
て
主
観
に
よ
る
構
成
作
用
乃
至
表
象
運
動
な
の
で
は
な
く
て
、
存
在
理
解
は
、
現
存
在
が
自
由
に
処
理
し
え
な
い
、
従
っ
て
自
ら
が

そ
の
根
拠
で
は
あ
り
え
な
い
根
本
生
起
で
あ
っ
て
、
存
在
理
解
に
基
づ
い
て
こ
そ
現
存
在
は
現
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
我
々

は
、
カ
テ
ゴ
リ
ァ
ル
な
概
念
的
明
断
化
や
反
省
的
な
学
的
解
釈
へ
の
先
行
次
元
に
お
い
て
、
己
れ
の
存
在
を
既
に
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り

そ
の
次
元
に
お
い
て
己
れ
の
可
能
性
を
理
解
（
企
投
）
し
て
い
る
限
り
、
現
存
在
の
存
在
は
い
つ
も
既
に
我
々
に
対
し
て
開
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

実
存
論
的
分
析
齢
は
、
現
存
在
の
こ
の
前
存
在
論
的
な
存
在
理
解
を
概
念
的
分
節
化
に
も
た
ら
し
、
学
的
な
解
釈
へ
と
仕
上
げ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
現
存
在
の
存
在
体
制
と
し
て
の
実
存
を
櫛
成
す
る
諸
櫛
造
を
、
解
釈
学
的
現
象
学
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
か
ら
見
せ
し
め
る
形

生
と
学
の
あ
い
だ
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生
と
学
の
あ
い
だ

で
理
論
的
に
透
察
し
解
釈
し
分
け
る
こ
と
を
そ
の
課
題
と
す
る
。
そ
し
て
、
さ
し
あ
た
り
大
て
い
の
存
在
理
解
は
、
伝
統
的
及
び
通
俗
的
に
、

率
物
存
在
性
に
お
け
る
存
在
把
捉
に
「
頽
落
」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
故
に
、
解
釈
学
的
現
象
学
に
よ
る
実
存
の
実
存
性
の
こ
の
分
析
の
際

に
は
、
根
源
的
な
存
在
理
解
へ
向
け
て
の
力
づ
く
の
解
釈
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
析
出
さ
れ
て
く
る
の

が
、
実
存
と
い
う
根
本
性
格
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
現
存
在
特
有
の
存
在
諸
性
格
と
し
て
の
「
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
他
な
ら
ず
、

「
内
存
在
」
「
配
慮
」
「
ひ
と
」
「
楠
状
性
」
「
理
解
」
「
企
投
」
「
語
り
」
と
い
っ
た
そ
れ
ら
は
、
非
現
存
在
的
存
在
者
の
存
在
諸
規
定
で
あ
る

●
●
●
●

「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
か
ら
裁
然
と
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
実
存
論
的
な
理
解
に
基
づ
い
て
析
出
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
我
々
は
こ
こ
に
お
い
て
「
実
存
的
（
①
凶
の
訂
ご
凶
の
一
一
）
」
ｌ
「
実
存
論
的
（
①
凶
の
芹
①
目
冒
一
）
」
の
区
別
に
出
会
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
・
棗
存
的
（
理
解
）
と
は
ｌ
存
在
着
に
関
わ
る
態
度
で
あ
る
「
存
在
的
（
・
ロ
…
）
」
に
対
応
し
て
Ｉ
巍
々
が
歴
史
的
‐
具

体
的
現
実
の
中
で
、
実
存
し
つ
つ
漣
得
す
る
理
解
、
そ
れ
故
「
状
況
ｌ
内
Ｉ
自
己
１
理
解
」
（
ア
ー
ペ
ル
）
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
実
存
の
形

式
的
な
賭
榊
造
が
、
で
は
な
く
、
各
自
の
実
存
の
具
体
的
な
問
題
を
、
そ
の
つ
ど
何
ら
か
の
形
で
実
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と

が
関
心
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
理
解
は
、
現
存
在
が
現
存
在
と
し
て
存
在
す
る
限
り
に
お
け
る
特
定
の
具
体
的
内
実
的
な
実

存
の
可
鰭
健
の
理
解
（
企
鍵
）
で
あ
る
．
こ
れ
に
対
し
、
実
存
鱸
的
（
篝
）
と
は
ｌ
存
在
護
の
存
在
に
関
わ
る
鱸
慶
で
あ
る
「
襄
論

的
（
・
貝
・
一
・
薑
）
に
対
応
し
て
ｌ
実
存
の
鬘
を
存
在
論
的
に
雷
し
、
蕊
艤
的
に
提
示
し
よ
う
と
す
る
理
解
の
仕
方
で
あ
り
、
そ

●
●
●

れ
は
実
存
的
な
理
解
を
実
存
の
檎
造
か
ら
説
明
す
る
こ
と
、
例
え
ば
各
自
の
歴
史
的
な
実
存
的
在
り
方
を
「
歴
史
性
」
と
し
て
形
式
的
に
提

示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
即
ち
、
実
存
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
種
粍
相
違
し
た
在
り
方
に
お
い
て
実
存
し
て
い
る
現
存
在
の
存
在
様
態

を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
貫
通
し
て
い
る
諸
梢
造
の
学
的
な
理
解
（
企
投
）
が
め
ざ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
の
実
存
論
的
な
学
的
解
釈
つ
ま

り
実
存
輪
的
分
析
瞼
は
、
現
存
在
を
そ
の
存
在
へ
と
、
さ
ら
に
は
時
間
性
へ
と
遡
行
的
に
露
開
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
内
実
的

な
特
定
の
実
存
的
遂
行
に
対
し
、
形
式
的
ｌ
超
越
輪
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
内
実
的
な
実
存
的
諸
行
為
に
対
し
、
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そ
れ
ら
の
遂
行
を
可
能
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
実
存
を
櫛
成
す
る
諸
榊
造
（
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
実
存
に
共
通
で
あ
る
）
を
超
越
輪
的
ｌ
存

在
論
的
に
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
形
式
的
性
格
を
も
つ
の
で
あ
り
、
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
形
式
的
に
提

示
さ
れ
た
猪
榊
造
は
、
特
定
の
実
存
的
遂
行
に
よ
っ
て
内
実
的
に
満
た
さ
れ
る
。
実
存
輪
的
分
析
蹟
に
お
い
て
は
、
こ
の
特
定
の
遂
行
（
へ

の
決
断
）
自
体
は
留
保
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
実
存
的
遂
行
の
可
能
性
の
拘
束
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
可
能
性
へ
の

眼
差
し
を
開
く
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
形
式
的
で
あ
る
と
同
時
に
告
示
（
方
向
指
示
）
的
で

助

あ
る
。

実
存
論
的
な
解
釈
の
、
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
問
題
設
定
の
可
能
性
は
、
現
存
在
自
身
の
超
越
論
的
構
造
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
あ
く
ま
で
デ
カ
ル
ト
以
来
の
伝
統
的
意
織
哲
学
の
認
識
枠
組
か
ら
は
分
快
し
た
櫛
造
提
示
に
お
い
て
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
存
在
と

四

時
間
」
の
問
題
設
定
は
、
現
象
学
的
な
「
超
越
論
的
認
識
」
の
方
向
性
に
あ
る
が
、
し
か
し
も
は
や
一
フ
カ
ル
ト
主
義
の
徹
底
と
し
て
の
還
一
工

さ
れ
た
純
粋
な
超
越
論
的
意
識
か
ら
着
手
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
意
識
の
存
在
か
ら
、
つ
ま
り
超
越
論
的
自
我
の
代
わ
り

に
、
前
主
観
的
な
率
実
的
実
存
か
ら
着
手
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
超
越
論
的
問
題
設
定
の
可
能
性
は
、
現
存
在
の

函

「
超
越
」
と
い
う
事
実
に
由
来
し
、
そ
れ
は
、
存
在
者
か
ら
、
そ
れ
を
超
出
し
、
そ
の
根
拠
た
る
存
在
へ
と
眼
差
し
を
開
く
こ
と
、
つ
ま
り

は
存
壼
解
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
故
こ
こ
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
経
験
的
自
我
と
超
越
鰭
的
晨
と
の
伝
統
的
区
別
で
は
趣
く
ｌ

と
り
わ
け
護
的
企
投
と
し
て
先
鋭
化
さ
れ
る
ｌ
現
襄
の
存
在
理
解
あ
る
い
は
、
存
薯
と
存
在
と
の
存
在
鯰
的
鑿
輿
な
の
で
あ

ヲ
Ｃ
ｏ実
存
論
的
分
析
論
が
、
実
存
的
理
解
に
対
し
て
超
越
論
的
性
質
を
有
す
る
と
し
て
も
、
実
存
論
的
な
分
析
の
真
理
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

本
来
的
な
在
り
方
に
お
い
て
露
わ
と
な
る
実
存
的
真
理
に
根
付
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
存
在
の
本
来
的
在
り
方
は
、
あ
く
ま
で
時

間
性
の
時
熟
の
棟
相
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
現
存
在
の
根
源
的
在
り
方
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
理
想
で
は
な
い
。
が
、
し
か
し
、
実
存
論
的
真
理

生
と
学
の
あ
い
だ
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デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
生
へ
の
定
位
・
還
帰
に
よ
っ
て
、
知
の
連
関
を
人
間
性
の
全
体
の
内
に
位
圃
づ
け
、
そ
れ
を
通
じ
て
認
識
の
基
礎
を
拡

大
・
深
化
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
、
生
へ
の
内
在
に
よ
っ
て
、
理
解
対
象
の
超
越
性
だ
け
で
な
く
主
体
の
超
越
性
を
も
否
定
し
、
両
者

を
歴
史
的
な
生
の
連
関
の
内
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
超
越
論
的
自
我
を
、
現
実
性
に
た
え
ず
開
か
れ
た
歴
史
的
生
へ
と
置
換
し
、

露
織
の
超
越
論
的
基
礎
を
歴
史
的
に
動
態
化
す
る
。
そ
れ
故
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
生
と
知
は
、
つ
ま
り
歴
史
的
ｌ
社
会
的
な
生
の
連
関

と
糟
神
科
学
は
、
デ
ュ
ナ
ー
ミ
ッ
シ
ュ
な
、
そ
し
て
又
緊
張
を
孕
ん
だ
解
釈
学
的
循
霞
の
内
に
在
る
。
糖
神
科
学
及
び
そ
れ
が
用
い
る
概
念

猪
装
騒
は
、
そ
れ
ら
が
、
そ
の
把
握
の
た
め
に
関
わ
っ
て
い
く
当
の
連
関
か
ら
成
立
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
い
つ
も
既
に
規
定
さ
れ
て

生
と
学
の
あ
い
だ

は
あ
く
ま
で
実
存
的
真
理
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
ず
、
実
存
的
真
理
と
は
、
ま
さ
し
く
自
己
が
根
源
的
に
露
わ
に
な
る
こ
と
と
し
て
の
、
先
駆

的
決
意
性
を
伴
っ
た
単
独
の
本
来
的
自
己
の
開
示
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
来
的
か
つ
全
体
的
な
実
存
論
的
分
析
論
に
と
っ
て
、
実
存
的
レ
ベ

ル
に
お
け
る
本
来
的
在
り
方
は
灸
そ
の
展
開
に
と
っ
て
の
理
念
と
な
る
の
で
あ
る
。
実
存
的
理
解
は
、
さ
し
あ
た
り
大
て
い
は
、
世
界
内

部
存
在
者
の
方
か
ら
己
れ
を
企
投
し
、
必
ず
し
も
本
来
的
で
あ
る
必
要
が
な
い
の
に
対
し
て
、
実
存
論
的
理
解
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な

日
常
的
理
解
に
お
け
る
隠
蔽
を
力
づ
く
で
打
ち
破
り
、
本
来
的
理
解
に
根
差
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
実
存
論
的
な
分
析
乃

至
学
的
解
釈
は
、
こ
の
よ
う
に
現
存
在
の
本
来
的
理
解
か
ら
、
及
び
日
常
性
に
お
け
る
存
在
理
解
に
対
す
る
力
づ
く
の
解
釈
か
ら
成
立
す
る

も
の
で
あ
り
、
盗
意
的
な
、
現
存
在
の
本
質
措
定
・
世
界
解
釈
で
も
な
け
れ
ば
、
客
体
的
に
現
存
在
を
考
察
・
分
析
す
る
も
の
で
も
な
い
。

そ
の
よ
う
な
客
体
的
分
析
は
、
現
存
在
を
事
物
的
存
在
者
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
実
存
を
把
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。

一一
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い
る
。
そ
れ
故
に
こ
こ
で
は
、
理
解
す
る
者
と
理
解
さ
れ
る
も
の
は
ひ
と
つ
の
包
括
的
な
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
概

念
的
方
法
的
に
彫
琢
さ
れ
た
生
の
自
己
解
釈
活
動
と
し
て
の
精
神
科
学
は
、
思
惟
に
よ
る
背
後
遡
行
不
可
能
な
生
の
究
め
難
さ
に
由
来
す
る

己
れ
の
営
為
の
有
限
性
を
自
覚
し
つ
つ
、
所
与
の
歴
史
的
現
実
の
た
だ
中
で
、
可
能
な
限
り
明
噺
な
認
識
へ
と
衝
迫
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ

の
現
実
性
に
照
ら
し
て
己
れ
の
賭
前
提
を
吟
味
・
修
正
し
、
再
び
生
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
へ
と
己
れ
を
組
み
込
ん
で
い
く
開
か
れ
た
循
理
の
内

に
在
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
生
の
自
己
解
釈
活
動
の
概
念
的
言
膳
的
媒
体
が
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
生
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
は
、
解
釈
学
的
循
理
の
内
を
運
動
す
る
も
の
と
し
て
、
生
と
学
の
あ
い
だ
に
在
る
の
で
あ
り
、
両
者
の
基
本
的
性
格
を
保
持
し
て
い

る
と
い
え
る
。
即
ち
一
方
で
そ
れ
は
、
理
解
の
オ
ル
ガ
ン
と
し
て
、
生
の
把
握
を
可
能
に
す
る
条
件
と
い
う
意
味
に
お
い
て
超
越
輪
的
な
機

能
を
有
し
、
可
能
な
限
り
生
を
概
念
的
明
断
化
に
も
た
ら
す
よ
う
な
言
悟
的
把
握
様
式
と
し
て
、
あ
く
ま
で
学
的
な
解
釈
の
手
段
で
あ
る
。

そ
し
て
他
方
で
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
れ
自
体
生
の
連
関
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
と
は
異
質
な
も
の
に
外
か
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
適
用
さ
れ

た
り
付
加
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
生
そ
の
も
の
の
構
造
諸
形
式
の
表
現
と
し
て
、
あ
く
ま
で
歴
史
的
な
生
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
あ

る
。
そ
れ
故
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
認
識
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
同
時
に
存
在
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
そ
し
て
又
、
超
越
論
的
で
あ
る
と
同

時
に
歴
史
的
で
あ
る
。

だ
が
、
・
他
な
ら
ぬ
こ
の
性
質
乃
至
位
置
づ
け
故
に
、
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
し
て
追
考
し
よ
う
と
す
る
と
、
独
特
な
暖
昧
さ
に
我
々
は
直

面
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
態
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の
両
義
的
な
問
題
設
定
・
基
本
戦
略
に
起
因
し
て
い

る
。
こ
の
両
義
性
は
、
我
々
が
次
の
問
い
を
提
起
す
る
際
に
露
呈
す
る
と
い
え
る
、
即
ち
、
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
如
何
に
し
て
導
出
さ
れ
た

の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
霊
し
て
、
「
生
が
生
を
紐
え
る
」
と
い
う
と
き
、
把
握
主
体
と
し
て
の
生
は
ｌ
別
言
す
れ
ば
、
生
の
「
自
己

働

薑
」
に
お
け
る
「
自
己
」
と
は
ｌ
繼
癒
の
か
、
と
図

デ
ィ
ル
タ
イ
の
諸
テ
ク
ス
ト
か
ら
解
読
可
能
な
さ
し
あ
た
り
の
説
明
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
生
の
単
位
（
個
人
）
の
内
在
的
反
省
性
と

生
と
学
の
あ
い
だ
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
意
識
哲
学
的
問
題
設
定
に
お
い
て
は
、
導
出
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
間
主
観
的
基
礎
を
如
何
に
し
て
確
保
す
る
か

と
い
う
ア
ポ
リ
ア
に
適
遇
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
だ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ア
ナ
ロ
ー
グ
な
も
の
の
確
認
と
い
う
決
し
て

菖
明
と
は
い
え
な
い
前
提
の
も
と
に
、
｜
樋
に
人
間
性
の
同
形
性
・
共
謹
を
想
定
す
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
に
基
づ
い
て
ｌ
特
に

⑪

「
霊
的
Ｉ
分
析
的
心
理
学
へ
の
イ
デ
ー
ン
」
に
お
い
て
ｌ
心
的
生
の
、
普
遍
的
櫛
遭
譜
規
定
の
提
一
水
に
従
噸
す
る
の
で
あ
る
．
そ
し
て
そ

印

と
に
お
い
て
こ
の
構
造
賭
規
定
と
し
て
提
一
不
さ
れ
る
諸
概
念
の
多
く
は
、
生
の
カ
ー
プ
ゴ
リ
ー
の
諸
概
念
と
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。
し
か
し

潅
鉱
ら
、
こ
の
よ
う
趣
解
決
に
よ
っ
て
は
、
生
の
カ
ー
ア
ゴ
リ
ー
の
開
放
性
に
Ｉ
そ
れ
故
「
人
間
は
た
だ
歴
史
に
お
い
て
の
み
己
れ
を
潔
織

図

す
る
」
と
い
う
彼
自
身
の
主
張
に
ｌ
露
す
る
よ
う
な
率
鵬
が
生
じ
て
し
ま
う
と
い
え
る
．
即
ち
、
可
変
的
で
開
か
れ
た
存
寡
一
ア
ゴ
リ

ー
と
し
て
の
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
無
時
間
的
形
式
的
な
存
在
規
定
と
な
り
、
デ
ュ
ナ
ー
ミ
ッ
シ
ュ
な
人
間
の
発
展
史
が
、
同
一
形
式
の
反

復
の
舞
台
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
方
向
性
に
お
い
て
は
、
歴
史
性
の
た
だ
中
で
の
生
の
発
展
的
Ｉ
創
造
的
な
解
釈
活

動
に
お
け
る
、
生
成
と
適
用
の
循
琿
と
し
て
把
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
、
こ
の
循
霞
の
外
へ
と
突
出
し
、
超
歴
史
的
ｌ
普
遍
妥
当
的
な
基
礎

づ
け
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
前
提
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
諭
し
、
デ
ィ
ル
ク
イ
の
生
の
爆
撃
的
間
雲
走
が
徹
底
さ
れ
る
な
ら
ｌ
彼
は
一
方
で
、
覚
知
に
基
づ
く
自
己
理
解
の
道
具
立

田

て
の
、
。
ム
ニ
カ
テ
ィ
ー
フ
な
作
周
に
よ
る
変
容
を
霊
し
て
い
た
が
ｌ
生
の
カ
ー
ア
ゴ
リ
ー
は
、
彼
が
戯
か
に
で
は
あ
れ
、
一
貴
及
し
て

囚

伸
長
六
｝
せ
る
の
で
あ
る
。

し
て
の
覚
知
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
悟
性
に
は
汲
み
尽
く
し
難
い
生
の
連
関
は
、
覚
知
に
対
し
て
は
確
か
な
も
の
で
あ
い
、
生
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
は
、
そ
の
際
に
は
、
覚
知
（
及
び
外
的
感
覚
的
経
験
の
内
面
化
）
に
基
づ
く
内
的
経
験
（
体
験
）
に
与
え
ら
れ
る
内
容
に
対
す
る
、
原

初
的
及
び
論
証
的
な
思
惟
作
用
の
媒
介
か
ら
成
立
す
る
。
そ
れ
故
、
説
明
の
こ
の
方
向
に
お
け
る
基
本
的
定
位
点
は
個
別
主
観
で
あ
り
、
生

の
単
位
と
し
て
の
わ
れ
は
、
ア
ナ
ロ
ー
グ
な
も
の
の
確
潔
に
基
づ
い
て
、
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
自
己
か
ら
他
者
、
さ
ら
に
は
生
の
連
関
へ
と

生
と
学
の
あ
い
だ
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だ
が
我
々
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
他
方
で
、
生
の
把
握
に
関
し
、
独
自
の
言
語
的
性
質
へ
の
洞
察
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は

な
い
．
即
ち
デ
ィ
ル
タ
イ
健
、
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
ｌ
そ
れ
ら
が
、
生
の
究
め
蕊
さ
を
譲
り
越
え
ら
れ
趣
い
制
約
と
し
つ
つ
も
、
生
を
理

解
に
も
た
ら
さ
ね
ば
趣
ら
潅
い
以
上
ｌ
一
義
的
癒
這
概
念
や
、
そ
れ
に
鑿
づ
く
対
襄
定
的
な
鰭
一
寳
蝋
と
は
霧
っ
施
蟇
的
鬚
と

し
て
、
即
ち
、
表
現
さ
れ
る
も
の
が
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
我
々
に
対
し
開
示
さ
れ
つ
つ
現
前
す
る
よ
う
な
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々

の
眼
差
し
が
開
か
れ
る
よ
う
な
言
語
様
式
と
し
て
把
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
言
語
的
性
質
の
基
礎
の
提
示
に
際

し
て
は
、
次
の
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
葉
が
考
虜
に
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
「
…
生
の
究
め
難
さ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
生
は

国

比
噛
的
書
口
語
に
よ
っ
て
の
み
表
現
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
彼
が
い
う
比
礒
的
言
語
と
は
、
．
例
え
ば
詩
や
宗
教
や
形
而
上
学

に
お
け
る
象
徴
言
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
異
な
っ
た
形
に
お
い
て
、
同
一
の
生
の
、
決
し
て
科
学
的
言
語
に
よ
る
論
証
的
思
惟
に
は
近
づ

け
な
い
意
義
を
明
る
み
に
も
た
ら
す
よ
う
な
、
言
葉
の
原
初
的
現
象
で
あ
る
。
そ
し
て
精
神
科
学
が
、
人
間
的
生
に
つ
い
て
明
断
性
を
漣
得

し
、
そ
の
方
法
的
に
規
定
さ
れ
た
解
釈
活
動
に
他
な
ら
ぬ
以
上
、
そ
れ
が
用
い
る
概
念
的
言
語
は
、
そ
の
よ
う
な
原
初
的
現
象
と
し
て
の
言

葉
の
系
譜
に
組
み
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
に
む
け
て
の
解
釈
学
的
理
論
の
彫
琢
が
要
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
性
質
及
び
そ
の
導
出
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
索
に
は
、
そ
れ
故
、
意
織
哲
学
的
説
明
と
歴
史
的
ｌ
社
会
的
な
生

の
連
関
の
解
釈
学
的
脱
明
と
が
混
溺
し
て
い
る
。
従
っ
て
又
、
超
越
論
的
な
反
省
次
元
と
し
て
の
自
己
省
察
の
遂
行
主
体
の
提
示
及
び
そ
の

性
質
規
定
が
（
生
の
単
位
か
ら
包
括
的
な
生
の
連
関
に
亙
る
生
概
念
の
多
鍵
性
も
相
俟
っ
て
）
暖
昧
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
の
責
任
の
一
端
は
、
世
界
及
び
自
己
に
対
す
る
理
解
構
成
の
根
源
的
な
言
語
性
へ
の
考
恵
の
不
足
に
帰
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

い
る
よ
う
脚
、
「
客
観
的
糖
神
」
に
お
け
る

行
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

生
と
学
の
あ
い
だ

に
お
け
る
共
通
の
シ
ン
ボ
ル
を
媒
介
に
し
た
、
間
主
観
的
ｌ
相
互
作
用
的
な
、
生
活
世
界
的
基
礎
的
理
解
遂
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生
と
学
の
あ
い
だ

と
の
こ
と
の
具
体
的
遂
行
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
弟
子
の
ミ
ッ
シ
ュ
ヘ
と
引
き
継
が
れ
る
形
で
の
課
題
と
な
っ
た
。

国

ミ
ッ
シ
ュ
は
、
精
神
科
学
の
存
立
基
盤
確
保
に
む
け
て
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
哲
学
的
基
本
戦
略
を
犬
宕
わ
に
発
展
さ
せ
、
解
釈
学
的
視
座

の
も
と
に
、
と
り
わ
け
悟
性
的
科
学
的
言
明
と
は
異
な
っ
た
言
語
的
諸
表
現
の
性
質
と
可
能
性
を
追
究
し
、
そ
の
復
梅
を
め
ざ
す
。
そ
の
た

め
に
彼
は
、
論
理
学
の
基
礎
を
拡
大
し
、
前
理
瞼
的
な
知
か
ら
猪
事
物
の
純
粋
に
論
証
的
な
科
学
的
諸
言
明
へ
至
る
よ
う
な
発
生
的
方
向
性

に
、
生
の
ヨ
リ
根
源
的
な
基
盤
か
ら
発
生
し
、
論
証
的
な
形
態
に
至
っ
て
も
そ
の
独
特
の
性
質
を
保
持
し
て
い
る
よ
う
な
表
現
の
方
向
性
を

対
時
さ
せ
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
生
き
生
き
し
た
た
ぐ
い
の
概
念
が
、
即
ち
「
言
葉
の
言
及
に
よ
っ
て
揺
動
す
る
よ
う
な
対
象
の
独
自
の

助

表
現
性
格
に
基
づ
い
て
出
て
く
る
」
概
念
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
ミ
ッ
シ
ュ
は
そ
の
よ
う
な
概
念
を
「
呼
び
出
し
的
（
の
ぐ
。
且
①
円
の
ロ
。
）
」
な

概
念
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
概
念
に
お
い
て
は
、
一
義
的
な
悟
性
の
自
明
性
に
お
い
て
は
隠
さ
れ
て
い
る
事
物
の
深
み
、
即
ち
事
物
本

来
の
有
意
銭
性
が
呼
び
出
さ
れ
、
開
示
さ
れ
、
理
解
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
際
ｙ
呼
び
出
し
と
い
う
解
釈
学
的
現
象

は
、
詩
、
宗
教
、
形
而
上
学
及
び
糟
神
科
学
の
諸
表
現
に
求
め
ら
れ
、
そ
し
て
呼
び
出
し
的
概
念
の
例
と
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
も
し
そ
の
よ
う
な
解
釈
学
的
諸
形
象
の
中
で
呼
び
出
し
的
に
語
ら
れ

田

ろ
．
も
の
は
「
遂
行
に
お
い
て
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
概
念
は
た
だ
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
う
る
の
み
で
あ
る
」
な
ら
、
そ
し
て
又
、
そ
れ
は

田

理
解
し
て
い
く
迫
遂
行
と
い
う
形
で
魏
者
を
「
実
現
し
て
い
く
現
前
化
」
へ
と
強
い
る
と
い
う
、
コ
ム
ニ
カ
ー
ナ
イ
ー
ブ
な
ア
ス
ペ
ク
ト
に
お

い
て
も
問
題
と
さ
れ
る
な
ら
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
実
存
の
信
号
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
概
念
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
実
存
の
信
号
は
、
意
識
一
般
に
よ
る
一
義
的
で
対
象
規
定
的
な
科
学
的
言
明
と
異
な
り
、
可
能
的
実
存
の
内
的
行
為
に

お
い
て
の
み
意
味
を
有
し
、
再
題
さ
れ
、
内
容
が
吟
味
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
暁
者
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
歴
史
的
に
新
た
に
充
実
さ
れ
る
べ

囮

き
、
つ
ま
り
実
存
の
実
現
へ
の
訴
え
を
’
も
っ
た
覚
醒
的
な
象
徴
で
あ
ら
ん
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

実
存
の
信
号
は
ｖ
実
存
を
科
学
的
に
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
超
越
的
運
動
の
道
し
る
べ
で
あ
り
、
現
実
的
実
存
へ
の
飛
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畷
に
よ
る
本
来
的
現
実
性
に
対
す
る
媒
介
と
し
て
解
消
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
又
、
そ
れ
ら
は
実
存
的
遂
行
を
離
れ
た
中
立
性
を
保

持
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
超
越
的
運
動
に
お
い
て
し
か
意
味
を
も
た
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
実
存
の
信
号
は
、
現
実
的
実
存
と
科

学
的
規
定
ど
の
あ
い
だ
に
在
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
性
質
故
に
そ
れ
ら
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
心
理
学
的
諸

規
定
に
我
々
が
看
取
し
た
両
義
性
を
免
れ
て
い
る
。
即
ち
、
実
存
の
信
号
を
「
汝
自
身
に
従
う
」
た
め
の
象
徴
乃
至
メ
タ
ブ
ァ
ー
と
し
、
科

学
的
規
定
と
し
て
は
こ
れ
は
断
念
す
る
と
い
う
、
実
存
に
関
す
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
基
礎
づ
け
思
考
の
放
棄
は
、
心
理
学
的
ｌ
人
間
学
的
共
通

性
の
措
定
と
そ
の
歴
史
的
制
約
と
の
ジ
レ
ン
マ
を
回
避
し
う
る
の
で
あ
り
、
実
存
開
明
の
対
象
的
言
述
は
、
そ
の
つ
ど
新
た
に
我
々
の
歴
史

的
震
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
．
つ
ま
り
思
惟
の
共
遂
行
の
蓋
に
お
い
て
Ｉ
そ
の
際
我
々
臓
さ
し
あ
た
り
己
れ
の
歴
史
的
状
況
の
内

に
し
か
存
在
し
え
趣
い
が
ｌ
伝
逮
さ
れ
る
人
間
存
在
の
可
能
性
に
出
会
い
、
そ
れ
を
己
れ
圓
身
の
薪
た
な
、
あ
る
い
は
本
来
的
瀬
可
繼
性

と
し
て
引
き
受
け
、
己
れ
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
実
存
の
信
号
あ
る
い
は
実
存
開
明
の
共
遂
行
に
関
し
て
さ
ら
に
追
考
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
問
い
が
惹
起
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
問
い
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
的
意
味
で
の
実
存
が
、
例
え
ば
汎
神
鰭
的
背
最
を
も
っ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
的
生
概
念
と
異
な
り
、
端
的
に
唯

一
的
・
代
替
不
能
的
と
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
、
蟇
雪
的
科
学
知
ｌ
彼
は
「
学
壽
…
…
）
」
概

念
を
こ
の
意
味
に
限
定
し
て
い
る
わ
け
だ
が
ｌ
と
個
別
的
覚
知
の
二
分
法
と
い
う
鶴
議
論
的
先
行
決
定
の
下
に
、
直
ち
に
あ
ら
…
形
で

の
普
遍
性
を
も
実
存
に
関
す
る
言
表
に
対
し
て
断
念
し
て
し
ま
う
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
た
し
か
に
実
存
の
信
号
は
、
実
存
に
関
す
る
経
・

験
的
諸
規
定
で
も
な
け
れ
ば
、
実
存
的
経
験
を
可
能
に
す
る
前
提
と
し
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
諸
制
約
で
も
な
い
。
だ
が
、
実
存
の
信

●
●

号
が
他
者
の
超
越
的
運
動
の
媒
介
と
し
て
そ
の
実
存
の
覚
醒
に
導
き
う
る
（
と
少
な
く
と
も
想
定
し
う
る
）
の
は
、
そ
も
そ
も
何
故
で
あ
ろ

う
か
。
我
々
は
、
個
別
的
覚
知
乃
至
可
能
的
実
存
の
自
己
理
解
が
（
言
語
的
な
）
共
同
性
に
よ
っ
て
既
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
定
し

Ⅲ

て
は
い
け
趣
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
－
１
謬
萱
薊
別
の
所
で
試
み
た
よ
う
灯
ｌ
上
述
し
た
二
分
銭
を
雲
的
に
流
鋤
化
し
、
そ

生
と
学
の
あ
い
だ
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れ
に
よ
っ
て
彼
の
哲
学
の
知
の
枠
組
を
拡
張
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
こ
の
二
分
法
に
固
執
し
、
従
っ
て
信
号
に
基
づ
く
実
存
開
明
の
言
葉
の
普
遍
性
を
否
定
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
が
《
己

れ
の
可
能
的
実
存
か
ら
そ
れ
を
迫
遂
行
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
限
り
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
生
じ
て
こ
よ
う
、
即
ち
第
一
に
、
止
揚
さ
れ

る
べ
き
単
な
る
思
惟
の
手
引
き
と
し
て
の
性
格
の
み
が
付
与
さ
れ
る
た
め
に
、
折
角
の
内
実
豊
か
な
信
号
と
実
存
の
具
体
的
叙
述
が
消
極
的

囮

な
意
蔑
し
か
も
た
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
一
一
に
、
実
存
開
明
の
迫
遂
行
的
我
物
化
に
よ
っ
て
、
読
者
は
挫
折
乃
至
限
界
状
況
の

四

必
然
性
を
、
つ
ま
り
実
存
開
明
の
帰
結
を
先
取
り
す
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
第
一
二
に
、
・
実
存
が
「
自
己
自
身
に
関
係

伽

し
、
そ
う
す
る
と
と
に
お
い
て
超
越
者
に
関
係
す
る
」
と
定
義
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
実
存
的
自
己
理
解
は
、
世
界
ｌ
人
間
１
神
と
い

う
ヘ
プ
ラ
イ
的
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
の
人
間
解
釈
の
枠
内
を
動
く
と
い
え
る
が
、
可
能
的
実
存
の
翼
に
よ
る
実
存
開
明
の
迫
遂
行
を
要
諦
す

る
こ
と
は
、
そ
の
際
に
は
、
特
定
の
思
惟
、
特
定
の
実
存
的
可
能
性
を
読
者
に
強
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
も
そ
も
何
故
そ
の
よ
う
に
特
定
の

伝
統
に
従
っ
て
生
き
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
反
省
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
点
を
実
存
開
明
が
招
来
す
る
理
由
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
実
存
に
対
し
て
超
越
輪
的
な
問
題
股
定
を
と
ら

旧

ず
、
従
っ
て
具
体
的
な
実
存
遂
行
に
対
し
、
反
省
的
Ｉ
批
判
的
距
離
化
が
成
立
し
難
く
な
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
ヤ
ス
パ
ｊ
ス
が
実
存

●
●
●
●

開
明
の
学
問
性
を
否
定
す
る
理
由
は
、
実
存
の
非
対
象
性
と
並
ん
で
そ
の
一
回
性
・
唯
一
性
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る

掴

実
存
に
共
通
な
側
面
を
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
と
な
れ
ば
、
実
存
の
認
識
不
可
能
性
は
、
直
ち
に
そ

の
潜
在
的
な
普
遍
的
側
面
の
否
定
を
意
味
し
え
な
い
し
、
一
回
的
な
実
存
の
可
能
性
が
そ
の
枠
内
で
実
現
さ
れ
る
普
通
的
な
実
存
的
可
能
性

の
猪
規
定
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
対
象
性
へ
の
固
定
に
よ
る
自
由
の
消
失
を
虞
れ
る
が
故
に
、
実

存
に
関
す
る
存
在
論
を
峻
拒
す
る
。
し
か
し
具
体
的
猪
実
存
の
レ
ベ
ル
で
の
限
界
な
き
自
由
は
、
そ
れ
を
限
定
す
る
超
越
論
的
な
枠
内
に
お

い
て
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
実
存
の
信
号
を
そ
の
よ
う
な
超
越
論
的
な
学
的
規
定
と
し
て
も
な
お
、
そ
れ
ら
が
具
体
的
な
実
存

生
と
学
の
あ
い
だ
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だ
が
、
我
々
は
魚
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
に
は
別
の
形
で
の
超
越
論
的
な
問
題
次
元
の
展
開
が
あ
る
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
即

ち
、
理
性
的
思
惟
全
体
の
反
省
的
体
系
化
と
し
て
の
哲
学
的
論
理
学
が
そ
れ
で
あ
る
。
哲
学
的
論
理
学
に
お
い
て
め
ざ
さ
れ
る
の
は
、
存
在

経
験
が
そ
れ
に
従
っ
て
可
能
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
前
提
と
し
て
の
諸
形
式
の
開
明
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
、
存
在
意
識
の
充
実
自
体

は
留
保
さ
れ
て
い
る
。
超
越
論
的
開
明
と
し
て
の
哲
学
的
論
理
学
は
、
一
切
が
そ
の
中
で
現
れ
る
諸
形
式
の
認
識
と
し
て
、
可
能
性
の
領
域

を
動
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
存
開
明
に
お
い
て
到
達
さ
れ
る
歴
史
的
一
回
的
真
理
と
異
な
り
、
万
人
の
存
在
経
験
に
対
す
る
共
通
の
思
惟

の
枠
組
と
し
て
（
科
学
的
認
識
を
越
え
た
レ
ベ
ル
に
お
い
て
）
普
遍
性
を
主
張
し
う
る
の
で
あ
る
。

存
在
と
思
惟
の
超
越
論
的
開
明
と
し
て
の
哲
学
的
論
理
学
は
、
内
実
に
満
ち
た
実
存
的
歴
史
的
存
在
経
験
の
形
式
と
限
界
を
提
示
す
る
。

実
存
の
歴
史
的
真
理
は
、
理
性
に
よ
っ
て
他
者
に
対
し
て
普
遍
的
思
惟
に
お
い
て
弁
明
、
公
明
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
で
も
っ
て
歴
史
的
な
実
存
の
自
己
理
解
が
超
歴
史
的
普
遍
的
な
理
性
の
図
式
の
内
に
一
方
的
に
搦
め
捕
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
帰
結
し

な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
哲
学
的
論
理
学
の
超
越
論
的
な
反
省
主
体
は
、
理
性
的
か
つ
歴
史
的
な
可
能
的
実
存
と
い
え
る
か
ら
で
あ
り
、
可
能

的
な
実
存
は
『
あ
く
ま
で
そ
の
思
惟
内
実
を
そ
の
つ
ど
の
歴
史
的
諸
状
況
・
諸
形
象
か
ら
汲
み
取
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
以
上
、
哲
学
的
論

理
学
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
超
越
論
的
な
諸
形
式
に
は
歴
史
性
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
キ
ス
パ
ー
ス
は
、
哲
学
的
論
理

学
に
対
し
開
か
れ
た
浮
動
的
な
体
系
性
以
上
の
何
も
の
も
要
求
し
な
い
の
で
あ
る
。
．
』
，

肋

こ
こ
に
我
々
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
歴
史
性
と
超
越
論
性
と
の
緊
張
関
係
を
看
取
で
き
る
ｐ
歴
史
的
な
実
存
的
運
動
は
、
理
性
に
よ

っ
て
明
断
化
さ
れ
論
理
化
さ
れ
、
理
性
は
存
在
経
験
が
可
能
と
な
る
諸
形
式
を
提
示
す
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
た
諸
形
式
は

（
新
た
な
、
あ
る
い
は
他
の
）
歴
史
的
な
可
能
的
実
存
に
迫
遂
行
乃
至
共
遂
行
さ
れ
て
こ
そ
充
実
さ
れ
る
の
で
あ
る
以
上
、
あ
く
ま
で
そ
の

的
諸
可
能
性
を
提
示
す
る
限
り
、
本
来
的
な
自
己
存
在
へ
教
導
す
る
覚
醒
的
働
き
を
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
む
し
ろ
実
存
開
明
に
説
得

性
と
開
か
れ
た
可
能
性
を
付
与
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
な
、
あ
る
い
は
他
の
）

生
と
学
の
あ
い
だ
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つ
ど
歴
史
的
に
解
釈
さ
れ
た
諸
形
式
で
し
か
原
理
上
あ
り
え
な
い
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
実
存
と
理
性
の
運
動
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
性

と
超
越
瞼
性
と
の
、
あ
る
い
は
普
遍
的
開
放
性
と
唯
一
的
求
心
性
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
の
信
号
と
異
な
り
、
前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
当
初
か
ら
具
体
的
な
実
存
的

諸
棟
態
に
対
す
る
超
越
鯖
的
な
職
手
の
下
に
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
、
特
殊
的
に
歴
史
的
な
も
の
を
、
非
歴
史
的
な
も
の
と
の
区
別
に
お
い
て
表

現
に
も
た
ら
す
、
と
い
う
課
題
遂
行
故
に
ハ
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
継
承
し
つ
。
さ
ら
に
そ
れ
を
存
在
謄
的
に
徹
底
化
す

烟

ろ
。
そ
し
て
又
、
科
学
知
を
前
提
と
し
て
受
容
し
そ
の
残
余
領
域
に
お
い
て
実
存
的
絶
対
的
意
識
を
問
題
に
す
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
的
一
一
一
元
論

を
、
前
主
観
的
で
ヨ
リ
根
源
的
な
思
惟
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
を
目
輪
む
実
存
輪
的
分
析
鯰
は
、
実
存
開
明
と
異
な
り
、
あ
く
ま
で
人
間

存
在
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
規
定
を
め
ざ
し
た
学
的
な
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
。

実
存
論
的
分
析
蹄
は
、
現
存
在
の
存
在
の
、
究
極
的
に
は
存
在
一
般
の
意
味
の
前
存
在
鯖
的
な
先
行
理
解
に
基
づ
く
解
釈
学
的
循
理
の
遂

行
の
提
示
そ
の
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
精
神
科
学
的
対
象
と
し
て
の
人
間
の
分
析
の
た
め
に
、
い
わ
ば
「
外
か
ら
」
派
生
的
な
理
解
的
方
法

と
し
て
の
解
釈
学
を
適
用
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
の
現
存
在
分
析
は
、
学
的
ｌ
形
式
的
解
釈
で
あ
る
と
同
時
に
、
具
体
的
実
存

的
理
解
を
、
つ
ま
り
実
存
的
諸
可
能
性
を
そ
の
内
実
と
し
て
踏
ま
え
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
叙
述
の
性
質
に
お
い
て
特
殊
な
働
き
を
も
つ
こ

と
と
な
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
現
存
在
（
読
者
）
に
対
し
て
、
具
体
的
な
特
定
の
実
存
遂
行
自
体
は
留
保
し
つ
つ
も
、
彼
が
か
つ
て
経
験
し
口

蓋
し
た
で
あ
ろ
う
そ
の
襄
蔓
行
を
、
彼
の
内
に
ｌ
琴
は
一
度
反
省
し
た
ら
曇
以
前
に
浸
る
こ
と
は
で
き
鮫
い
、
即
ち
既
知
の
事

柄
か
ら
背
繭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
Ｉ
鋭
く
想
い
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
．
そ
れ
故
に
ｌ
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
信
号
が
臺
的
な
鬘
で
あ

圏

っ
た
の
と
同
棟
１
１
実
存
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
叙
述
は
、
そ
の
言
濡
的
性
質
に
お
い
て
「
呼
び
出
し
的
で
挑
発
的
」
な
の
で
あ
る
。
。
、

だ
が
、
実
存
鼈
的
分
析
論
は
こ
の
超
越
論
的
Ｉ
形
式
的
態
学
的
鬮
鬮
設
定
故
に
Ｉ
従
っ
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
壽
開
明
に
お
け
る
鰭
間
題

と
は
ま
さ
に
反
対
方
向
か
ら
到
来
す
る
よ
う
な
Ｉ
ｌ
い
く
つ
か
の
問
題
に
、
し
か
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
存
在
史
的
思
惟
へ
の
藤
回
と
も
決

生
と
学
の
あ
い
だ
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し
て
無
関
係
と
は
い
え
な
い
問
題
に
適
遇
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
は
そ
れ
ら
の
う
ち
相
互
に
関
連
し
た
二
点
を
こ
こ
で
は
提
示
し
た

い
。
即
ち
第
一
に
、
た
し
か
に
現
存
在
分
析
論
は
、
現
存
在
を
事
物
存
在
と
し
て
把
握
す
る
伝
統
的
態
度
を
退
け
て
い
る
が
、
し
か
し
な

●
●

が
ら
、
人
間
的
実
存
を
何
ら
か
の
形
で
概
念
的
分
析
の
対
象
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

図

い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
学
的
解
釈
で
あ
ら
ん
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
実
存
に
対
し
て

客
観
的
理
論
的
態
度
を
と
り
、
実
存
を
考
究
対
象
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
実
存
論
的
分
析
論
は
、
実
存
的
理

図

解
及
び
前
存
在
輪
的
存
在
理
解
に
「
実
存
的
乃
至
存
在
的
に
根
付
い
て
い
る
」
こ
と
が
そ
の
前
提
と
な
る
。
し
か
し
、
た
と
え
本
来
的
実
存

の
内
に
在
る
こ
と
が
分
析
の
た
め
に
要
舗
さ
れ
る
と
し
て
も
、
実
存
的
に
本
来
的
な
全
体
存
在
し
う
る
こ
と
を
先
駆
的
決
意
性
と
し
て
超
越

論
的
－
存
在
論
的
に
反
省
し
、
叙
述
す
る
こ
と
は
、
己
れ
の
本
来
的
在
り
方
へ
と
実
際
に
踏
み
入
っ
て
い
る
こ
と
と
は
必
ず
し
も
同
一
と
は

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
又
、
存
在
の
意
味
の
開
示
の
た
め
に
は
、
己
れ
の
本
来
的
実
存
的
可
能
性
へ
の
先
駆
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、

理
艤
的
ｌ
形
式
的
問
題
股
定
は
、
そ
の
こ
と
を
具
体
的
内
実
と
し
て
既
に
そ
の
理
講
的
枠
組
の
内
に
説
明
し
つ
つ
取
り
込
ん
で
し
ま
い
、
こ

の
先
駆
に
よ
っ
て
生
起
す
る
で
あ
ろ
う
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
が
、
理
論
そ
れ
自
体
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
可
能
性
が
欠
如
し
て
し
ま
い
う
る
の

で
あ
る
。
そ
の
時
生
じ
る
の
は
、
形
式
／
内
容
、
理
論
／
実
践
の
相
変
わ
ら
ず
の
二
項
対
立
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
解
釈
学
的
循
現
の
閉
鎖

国

性
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
に
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
生
じ
る
ヨ
リ
重
要
な
問
題
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的
ｌ
超
越
論
的
問
題
設
定
は
、
そ
の
分

析
「
内
実
」
と
し
て
の
歴
史
的
事
実
性
に
よ
っ
て
報
復
さ
れ
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
存
篭
的
分
析
輪
に
お
い

て
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
露
開
さ
れ
提
示
さ
れ
た
現
存
在
の
存
在
体
制
自
体
が
、
歴
史
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
内
実
を
示
し
て
お
り
、

国

歴
史
的
に
特
定
の
企
投
の
性
格
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
実
が
露
呈
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
皮
肉
に
も
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー

の
神
学
上
の
盟
友
で
あ
る
プ
ル
ト
マ
ン
の
叙
述
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
プ
ル
ト
マ
ン
は
、
実
存
論
的
分
析
論
が
実
存
の
存

生
と
学
の
あ
い
だ



7８－

在
体
制
を
中
立
的
形
式
的
に
告
知
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
へ
神
話
的
表
象
で
脱
明
さ
れ
て
い
る
信
仰
的
実
存
的
自
己
理
解
を
現
代
人
に
理

解
さ
せ
る
た
め
の
実
存
論
的
轍
造
一
般
の
解
明
と
し
て
そ
れ
を
利
用
し
う
る
と
考
え
た
。
》
し
か
し
同
時
に
彼
は
、
「
現
存
在
の
実
存
論
的
解

闘

明
は
、
ま
さ
に
人
間
存
在
に
関
す
る
新
約
聖
薔
的
観
方
の
世
俗
的
、
哲
学
的
叙
述
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
・

世
界
内
存
在
で
あ
る
現
存
在
は
、
事
実
的
実
存
と
し
て
既
に
特
定
の
歴
史
的
世
界
の
内
に
被
投
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
時
間

的
ｌ
歴
史
的
で
あ
る
。
時
間
性
（
歴
史
性
）
は
、
現
存
在
の
存
在
意
味
と
し
て
超
越
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
り
、
従
『
て
超
越
論
的
－
存
在

田

輪
的
な
現
存
在
の
在
り
方
の
制
約
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
帰
結
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
い
う
よ
う
に
、
存
在
へ
の
問
い
自

体
が
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
実
存
論
的
分
析
論
が
実
存
的
理
解
に
実
存
的
に
根
付
い
て
い
る

限
り
、
そ
し
て
現
存
在
の
歴
史
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
先
行
理
解
の
内
を
動
か
ざ
る
を
え
な
い
限
り
、
そ
こ
で
露
開
さ
れ
た
現
存
在
の
存

在
体
制
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
不
可
避
な
の
で
あ
る
。
現
存
在
の
時
間
性
の
方
か
ら
存
在
一
般
の
時
間
を
把
え
ん
と
す
る
試
み

は
、
こ
の
現
存
在
の
歴
史
的
性
格
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
そ
の
超
越
論
的
思
惟
が
既
に
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
時

間
性
ｌ
歴
史
性
を
も
は
や
超
越
論
的
に
基
礎
づ
け
で
き
な
い
わ
け
で
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
展
開
の
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
即
ち
、
実
存
瞼
的
分
析
論
そ
れ
自
体
が
、
既
に
（
後
期
の
位
相
の
言
葉
で
い
え
ば
）
「
存
在
の
命
運
」
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

こ
う
し
て
我
々
は
、
こ
こ
に
お
い
て
前
期
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
思
索
に
お
け
る
歴
史
性
と
超
越
論
性
と
の
交
錯
の
問
題
圏
域
に
出
会
う
の
で
あ

る
。
即
ち
そ
れ
は
自
己
理
解
（
そ
れ
故
同
時
に
世
界
理
解
）
の
超
越
論
的
枠
組
自
体
の
歴
史
性
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
デ
ィ

ル
タ
ィ
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
異
な
り
、
歴
史
的
１
社
会
的
生
活
連
関
と
思
惟
と
の
デ
ュ
ナ
ー
ミ
ッ
シ
１
で
開
か
れ
た
循
環
的
発
展
的
関
係
で
も

な
け
れ
ば
、
実
存
的
主
体
性
と
対
他
者
的
開
放
性
と
の
緊
張
関
係
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
超
越
論
的
枠
組
が
根
拠
と
し
て
あ
る
限

り
、
も
は
や
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
は
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
、
そ
れ
自
身
の
、
根
拠
自
体
の
歴
史
的
有
限
性
・
事
実
性
な
の
で
あ
る
。
そ
の
歴

生
と
学
の
あ
い
だ
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以
上
に
お
い
て
我
々
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
人
間
理
解
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
巡
る
諸
問
題
を
考
察

し
た
。
三
者
は
共
に
、
自
然
科
学
的
認
織
枠
組
の
、
人
間
的
ｌ
粉
神
的
諸
事
象
へ
の
一
元
論
的
適
用
に
異
織
を
申
し
立
て
、
こ
の
認
織
枠
組
に

よ
っ
て
は
掴
え
ら
れ
潅
い
人
間
髪
の
特
質
乃
襄
厨
を
理
解
に
も
た
ら
す
よ
う
趣
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
譲
念
を
ｌ
カ
ン
ト
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
の
区
別
に
お
い
て
ｌ
提
出
す
る
・
だ
が
、
カ
ー
ア
ゴ
リ
ー
の
性
質
規
定
や
内
実
あ
る
い
は
、
彼
ら
の
篁
的
休
養
の
中
で
そ
れ
ら
が
有

す
る
位
圃
価
は
、
各
自
の
思
想
的
前
提
や
設
定
課
題
の
相
違
、
否
へ
文
字
通
り
各
自
の
「
人
間
理
解
」
の
相
違
に
従
っ
て
、
様
々
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
ィ
は
、
創
造
的
な
歴
史
的
生
成
、
つ
ま
り
予
め
歴
史
の
目
的
や
生
の
本
質
を
措
定
す
る
こ
と
な
く
、
新
た
な
経
験
や
異
質
な
も

の
に
開
か
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
歴
史
的
生
を
己
れ
の
立
場
と
す
る
。
彼
の
思
考
遂
行
原
理
は
、
超
歴
史
的
普
遍
妥
当
的
認
識
へ
の
直
線
的

進
捗
で
も
な
け
れ
ば
、
（
例
え
ば
枠
念
枠
組
の
）
相
対
性
で
も
な
く
、
こ
の
二
者
択
一
の
彼
岸
の
論
理
、
即
ち
、
所
与
の
歴
史
的
現
実
性
の

た
だ
中
で
、
そ
の
全
体
は
究
め
難
い
こ
と
を
承
認
し
つ
つ
、
可
能
な
限
り
客
観
的
な
認
識
へ
と
明
断
化
し
な
が
ら
、
再
び
現
実
性
の
生
動
性

へ
と
組
み
込
ん
で
い
く
開
か
れ
た
循
理
の
論
理
に
他
な
ら
な
晦
・
そ
の
意
味
で
は
、
彼
の
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
存
在
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う

史
的
事
実
性
は
、
，
発
展
的
ｌ
創
造
的
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
変
容
さ
せ
う
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
人
間
存
在
の
主
体
的
能
動
性
に
よ
っ
て
打

破
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
我
々
が
そ
の
歴
史
的
地
平
の
内
に
在
る
限
り
、
問
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
反
省
以
前
の
規
定
性
で
あ

る
。
従
っ
て
そ
れ
が
我
有
の
意
織
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
我
々
が
別
の
超
越
論
的
枠
組
の
地
平
へ
と
編
入
さ
せ
ら
れ
た
と
き
の
み
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
根
源
的
有
限
性
を
抗
し
難
い
事
実
と
し
て
承
認
し
つ
つ
、
な
お
我
々
の
自
己
理
解
・
世
界
理
解
の
反
省
と
し
て
の
学
が
如

何
に
し
て
成
立
し
う
る
か
が
、
こ
こ
で
の
重
要
な
問
い
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

生
と
学
の
あ
い
だ

結
語
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生
と
学
の
あ
い
だ

師

よ
り
む
し
ろ
、
生
成
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
え
よ
》
っ
。
・

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
そ
し
て
と
り
わ
け
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
、
他
者
や
精
神
的
諸
形
象
の
理
解
の
た
め
に
あ
る
デ
ィ
ル
タ
イ

田

的
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
、
存
在
理
解
の
た
め
の
も
の
へ
と
転
換
す
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
何
の
支
え
も
な
い
我
・
々
に
対
し
、
新
た
な
存
在
体
験

●

を
も
つ
こ
と
を
促
し
、
そ
の
た
め
に
超
越
す
る
こ
と
に
よ
る
存
在
意
識
の
変
革
を
訴
え
る
。
そ
こ
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
存
在
の
知
で
は

●
●

な
く
、
・
そ
の
確
証
と
し
て
の
態
度
変
更
で
あ
る
が
故
に
、
・
実
存
の
信
号
は
単
な
る
媒
介
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
存
開
明
は
、
我
々
が
己
れ

の
存
在
意
識
を
変
革
し
新
た
な
世
界
経
験
に
身
を
開
く
実
践
的
行
為
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
己
れ
の
真
実
の
在
り
方
を
主
体
的
な
意

志
に
よ
っ
て
実
現
し
う
る
、
と
い
う
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
人
間
理
解
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
真
実
な
在
り
方
の
開
示
の
た
め
に
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る

独
断
論
に
抗
議
し
、
固
定
さ
れ
た
も
の
を
瓦
解
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
え
ず
批
判
的
良
心
を
目
覚
ま
せ
て
お
く
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
を

果
た
す
も
の
こ
そ
理
性
で
あ
っ
た
。
実
存
と
理
性
、
主
体
的
生
と
（
広
譲
で
の
）
学
問
性
は
、
彼
の
哲
学
的
対
位
法
を
形
成
す
る
緊
張
に
満

ち
た
二
旋
律
で
あ
る
。
．

そ
し
て
前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
的
な
生
の
哲
学
の
基
本
モ
チ
ー
フ
を
継
承
し
、
人
間
存
在
の
特
質
を
そ
の
歴
史
性

（
時
間
性
）
に
見
る
○
だ
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
付
き
纏
う
伝
統
的
意
識
哲
学
的
二
元
論
を
払
拭
し
て
そ
れ
を
存
在
論
的
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
化
す

る
。
即
ち
、
理
解
は
第
一
義
的
に
は
、
、
精
神
科
学
の
方
法
的
営
為
で
は
な
く
、
現
存
在
の
存
在
様
態
そ
の
も
の
と
し
て
の
被
投
的
企
投
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
現
存
在
自
体
の
存
在
構
造
が
副
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
覚
知
（
自
己
意
識
の
根

、
●
●

源
）
か
ら
直
ち
に
導
出
さ
れ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
異
な
り
、
前
意
識
的
な
事
実
性
に
基
づ
き
現
存
在
は
さ
し
あ
た
り
大
て
い
類

落
し
て
い
る
ｌ
こ
こ
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
塾
本
的
人
間
理
解
が
窺
え
る
が
ｌ
叢
に
、
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
”
現
存
在
の
翼
存
豊
解

田

に
対
す
る
力
づ
く
の
雲
に
異
す
る
の
で
あ
る
．
そ
し
て
又
、
巍
襄
の
存
在
意
味
と
し
て
の
Ｉ
葉
諭
的
な
１
時
間
性
（
蜑

性
）
は
、
脱
自
的
な
も
の
と
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
的
実
存
哲
学
も
そ
の
一
変
種
で
あ
る
近
代
の
主
体
性
の
哲
学
の
基
礎
を
破
域
す
る
の
で
あ
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り
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
は
現
存
在
分
析
自
体
が
、
つ
ま
り
哲
学
的
反
省
を
遂
行
す
る
主
体
自
体
が
、
そ
れ
が
そ
の
中
に
あ
る
と
こ
ろ
の
歴
史

的
事
実
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
デ
ィ
ル
タ
イ
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
、
限
界
状
況
に
お
け
る
挫
折
に
よ
る
存
在
確
証
と
い
う
主
張
は
、
生
の
も

図

つ
創
造
力
の
忘
却
と
し
て
映
ろ
う
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
へ
の
問
い
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
同
様
の
ア
プ
リ
オ
リ
ス
ム
ス
を
嗅
付
け
る
で
あ

ろ
う
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
か
ら
す
れ
ば
、
デ
ィ
ル
ク
イ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
共
に
、
己
れ
自
身
の
存
在
を
問
わ
な
い
そ
の
理
瞼
的
「
識
埋
哲
学
」
的

，
．
⑪

０

態
度
故
に
問
題
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
問
題
設
定
か
ら
す
れ
ば
、
デ
イ
・
ル
タ
イ
は
人
間
存
在
を
未
だ

オ
ッ
テ
イ
ワ
レ
ユ

存
在
的
な
次
元
で
把
え
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
伝
統
的
な
主
体
性
哲
学
の
極
み
と
映
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
栢
違
や
対
立
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
鬘
人
間
的
生
の
本
質
に
そ
の
’
鑿
規
定
の
相
違
は
あ
れ
ｌ
歴

史
的
在
り
方
を
見
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
人
間
が
い
つ
も
特
定
の
歴
史
的
状
況
の
内
で
思
惟
せ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
有
限
性
の
自
覚
撞
憲
味
し
て
い
る
．
そ
れ
故
、
人
間
理
解
の
た
め
の
墨
鯖
的
慧
を
確
保
し
つ
つ
ｌ
彼
ら
は
共
に
、
霧
の
濤

擾
を
経
験
に
麺
元
す
る
経
験
主
鍵
讃
乃
至
遡
元
主
趨
寳
で
は
な
い
’
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
枠
組
は
、
歴
史
性
の
刻
印
を
帯
び
る
の
で

あ
る
。
彼
ら
は
決
し
て
自
己
同
一
的
で
静
的
な
自
己
理
解
の
確
実
性
を
許
容
し
な
い
。
即
ち
、
人
間
が
有
限
で
あ
り
限
り
、
そ
の
自
己
理
解

に
は
、
い
つ
も
差
異
性
（
ず
れ
）
が
付
極
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
新
た
な
、
あ
る
い
は
真
な
る
理
解
へ
む
け
て
の
循
理
を
生
み
出
し
て

い
く
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
我
々
に
は
、
自
ら
の
有
限
性
を
自
覚
し
、
こ
の
有
限
性
と
超
越
論
性
と
の
「
あ
い
だ
」
に
踏
み
入

っ
て
、
思
索
し
反
省
す
る
こ
と
の
灌
化
が
誓
れ
て
く
る
の
で
あ
る
．
そ
し
て
こ
の
課
題
の
遂
行
の
た
め
に
は
ｌ
経
験
が
反
省
に
先
立

た
ざ
る
を
え
鱈
ぃ
こ
と
、
あ
る
い
は
震
が
反
省
を
凌
駕
す
る
こ
と
が
有
限
性
の
鯛
で
あ
る
な
ら
ば
ｌ
新
た
な
震
に
開
か
れ
て
い
る
こ

と
が
何
よ
り
も
要
騎
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

生
と
学
の
あ
い
だ
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⑥
覚
知
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
ｏ
の
・
旨
〆
．
ｍ
・
の
巴
．

、
四
・
画
・
○
・
ｍ
・
仁

⑧
Ｆ
・
ロ
ー
デ
ィ
『
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
と
「
伝
統
的
」
解
釈
》
室
（
大
野
駅
「
思
想
」
一
九
八
四
年
一
一
月
号
岩
波
轡
店
）
三
二
頁
。

⑨
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
発
生
的
考
察
が
な
さ
れ
た
の
は
、
専
ら
中
期
デ
ィ
ル
タ
イ
（
大
体
一
八
八
○
年
’
一
九
○
○
年
）
に
お
い
て
で
あ
り
、

後
期
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
彩
轡
の
下
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
性
質
の
肥
述
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
。
ご
巴
“
○
ｍ
。
ご
目
．
⑩
．
こ
『
（
な
お
、
ｏ
・
Ｆ
・
ポ
ル
ノ
ー
「
デ

イ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
」
〔
高
橋
駅
岩
波
香
店
一
九
八
六
年
〕
八
三
頁
参
照
・
）
そ
れ
故
、
以
下
の
臘
述
で
は
特
に
中
期
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
蹟
に
焦
点
を
お

く
こ
と
と
す
る
。

⑪
○
の
．
Ｈ
員
の
．
②
巴
Ｆ
ご
目
の
．
ｇ
『

伽
た
だ
し
後
期
の
叙
述
で
は
、
「
時
間
性
」
及
び
「
意
義
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
基
礎
的
で
包
括
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ぐ
、
］
・
○
の
｛
「
［
閂
・
の
。
】
忠
巨
．

。
、
。
■
い
い

⑫
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
科
学
（
雪
〕
朋
呂
の
。
ｐ
禺
芹
）
概
念
の
一
一
一
つ
の
意
味
を
区
別
し
て
い
る
。
（
幻
円
匡
の
ｐ
ｍ
ｏ
冨
津
伝
ロ
ロ
シ
ロ
骨
一
旨
弄
〔
富
国
ロ
○
戸
の
ロ
后
巴
〕

の
．
巴
○
〕
即
ち
、
普
遍
妥
当
的
真
理
に
関
わ
る
近
代
科
学
、
の
方
法
的
体
系
的
な
哲
学
的
全
体
知
、
の
思
惟
に
お
い
て
明
白
に
な
る
櫓
仰
の
真
．
理
。
そ
し

、
て
彼
は
い
つ
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
萌
芽
を
持
ち
つ
つ
も
近
代
に
な
っ
て
初
め
て
確
立
さ
れ
た
、
の
意
味
に
己
れ
を
限
定
し
て
い
る
。

慨
以
下
の
叙
述
は
、
拙
稿
『
実
存
と
解
釈
』
（
「
倫
理
学
年
報
」
第
三
五
集
〔
日
本
倫
理
学
会
縄
一
九
八
六
年
〕
所
収
）
と
一
部
重
複
す
る
こ
と
を
お
断
わ
り

し
て
お
く
。

側
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
「
覚
知
」
は
、
対
象
的
思
惟
に
お
い
て
同
時
に
、
非
対
象
的
存
在
を
感
じ
と
る
働
き
を
指
し
て
お
り
、
こ
の
場
合
は
己
れ
の
実
存

の
砿
信
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
実
現
さ
せ
ね
ば
没
落
す
る
と
い
う
確
信
で
も
あ
る
。
．
～

伽
や
嵐
】
ｏ
８
ｇ
荷
（
Ⅱ
国
・
）
■
Ｓ
関
】
旨
自
国
）
の
・
旨

㈹
ｍ
・
画
．
。
・
の
．
】
、
［
【
・
丘
・
勺
巨
◎
８
℃
三
ｍ
◎
ず
⑩
ｏ
］
：
己
の
目
、
①
の
一
．
三
ｍ
。
崗
訂
ロ
ワ
周
回
ロ
、
（
」
９
画
）
ｍ
・
扇
亀
・

伽
金
子
武
蔵
（
「
実
存
理
性
の
哲
学
」
〔
弘
文
堂
一
九
五
三
年
〕
三
○
三
頁
）
、
鈴
木
三
郎
（
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
研
究
」
〔
創
元
社
一
九
五
三
年
〕
一
九
三
頁
）
、
草

姓⑪
デ
ィ
ル
タ
イ
と
（
初
期
の
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
関
係
の
鰭
考
と
し
て
は
、
例
え
ば
Ｆ
・
ロ
ー
デ
ィ
ズ
イ
デ
ガ
ー
と
デ
イ
ル
タ
イ
』
（
丸
山
他
訳
「
思

想
」
一
九
八
六
年
十
一
月
号
岩
波
脅
店
所
収
）
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
の
関
係
の
報
告
と
し
て
は
、
例
え
ば
ヤ
ス
パ
ー
ス
ヌ
イ
デ
ガ
ー
と

の
対
決
」
（
児
島
他
訳
紀
伊
國
屋
笹
店
一
九
八
一
年
）
に
お
け
る
Ｈ
・
ザ
ー
ナ
ー
に
よ
る
序
曾
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。

図
冨
・
口
］
苫
①
］
・
○
の
８
日
目
の
】
蔚
肝
冒
虜
の
ロ
（
Ⅱ
ｏ
の
．
）
ぐ
・
の
・
召
＆
．

四
○
ｍ
・
日
ロ
・
の
．
】
巳

０
■

日
○
ｍ
・
円
・
・
・
の
．
※
ご
日

の
対
決
」
（
児
ロ

図
冨
・
口
］
苫
①
景

剛
○
の
・
閂
・
ｍ
Ｅ
９

生
と
学
の
あ
い
だ
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薙
正
夫
（
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
入
門
」
〔
以
文
社
一
九
七
三
年
〕
五
八
頁
）
、
林
田
新
ニ
ヨ
ャ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
学
」
〔
弘
文
堂
一
九
七
一
年
〕
七
七

頁
）
は
、
信
号
に
対
し
て
実
存
（
範
）
噸
と
い
う
言
葉
を
適
用
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
が
こ
れ
の
原
籍
と
党
し
き
言
葉
を
循
号
に

対
し
て
用
い
て
い
る
箇
所
は
、
管
見
で
は
発
見
で
き
な
い
。
（
た
だ
し
プ
ル
ト
マ
ン
と
の
臓
争
の
中
に
は
、
屡
厨
芹
の
函
◎
国
§
□
の
『
句
円
の
言
の
岸
菖
と
い
う
言

い
方
が
見
出
さ
れ
る
。
ご
巴
・
【
・
］
画
⑩
ロ
⑩
『
の
克
団
巳
目
四
目
》
。
】
の
同
日
、
の
』
の
『
団
員
曰
ゴ
ロ
・
】
・
ぬ
】
⑪
】
⑩
日
ゴ
由
〔
言
ロ
ロ
・
ロ
の
ロ
ｇ
巴
〔
后
殿
〕
〕
の
．
』
圏
）

お
そ
ら
く
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
慣
号
を
カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
比
較
し
て
い
る
ｅ
ロ
・
目
印
旨
【
・
）
と
こ
ろ
か
ら
適
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
僧
号
は
、
人
間
存
在
の
実
存
構
造
に
対
す
る
存
在
瞼
的
規
定
で
は
な
い
故
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
（
も
っ
と
も
そ
の
諸
内
実
に
関
し
て
は
、
両
者
と
も
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
索
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
あ
る
が
。
）
・

伽
勺
巨
目
の
。
ご

伽
理
性
の
機
能
の
全
体
は
、
理
性
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
た
る
「
哲
学
的
麓
理
学
」
全
体
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
。
哲
学
的
鰭
理
学
は
、
理
性
的

思
惟
全
体
の
反
省
の
体
系
化
で
あ
り
、
（
公
刊
さ
れ
た
聴
囲
で
は
）
存
在
の
賭
様
態
と
そ
れ
に
相
応
す
る
思
惟
の
形
式
と
に
関
す
る
超
越
鯖
的
開
明
の
体

系
化
で
あ
る
。

四
二
Ｆ
『
日
目
津
ロ
ロ
ロ
ロ
凶
の
芹
の
日
（
画
巳
ｓ
）
の
．
「
』
・

剛
己
の
『
句
目
。
８
９
再
ゲ
の
。
】
：
馬
（
三
口
ロ
・
ロ
の
口
割
后
巴
）
の
．
四
℃

鰯
冨
・
■
の
】
○
侭
、
５
ｍ
の
ご
ロ
己
園
島
（
Ⅱ
日
）
白
日
ご
鷺
貝
亘
冨
巴
口
后
司
〔
Ⅱ
○
・
シ
・
陣
】
・
国
〕
）
の
．
ご

剛
ご
ｍ
］
・
句
・
‐
二
・
国
胃
：
四
目
了
普
こ
の
鳶
口
且
、
四
冊
旨
（
印
四
口
鳳
目
冒
巴
ロ
后
忌
）
の
。
§
・

四
Ｍ
ヤ
ハ
イ
デ
ガ
ー
「
現
象
学
と
神
学
」
（
渡
部
訳
理
想
社
一
九
八
一
年
）
四
一
頁
以
降
参
照
。
な
お
、
ぐ
、
Ｐ
○
・
勺
○
恩
①
］
の
『
・
ロ
の
『
□
の
鳥
ミ
①
、
冨
閂
（
ご

田
の
団
偶
四
国
⑩
ｅ
冒
旨
ロ
、
の
口
喧
ｇ
）
の
。
⑭
息
ロ
臼
の
・
・
四
国
ロ
の
、
、
の
『
ロ
且
□
】
の
ロ
月
日
の
ロ
の
：
闇
冨
勺
冨
】
。
ｇ
已
昼
の
９
『
の
び
日
飼
へ
冨
回
目
目
目
后
困
）

剛
四
・
四
・
○
・
ｍ
と
巴

剛
自
己
省
察
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
○
ｍ
・
〆
員
．
ｍ
・
巴
巨
・
印
・
ろ

の
。
⑬
、
⑭

閲
の
凶
・
》
ｍ
・
巴

鯛
⑩
９
．

卿
四
・
四
・
○
・
ｍ
・
“
ｇ

剛
の
、
．
ご
・
の
。
届
の
寓

則
ご
ｍ
】
・
○
の
．
『
・
の
・
巴
冒
・
○
の
．
「
国
・
の
・
四
ｓ

脳
の
の
．
ご
目
．
⑩
・
圏
の

卿
と
れ
に
関
し
て
は
拙
稿
五
感
職
と
生
苣
（
実
存
思
想
協
会
編
「
存
在
へ
の
問
い
」
以
寺
全
区
一
九
八
八
年
）

卿
と
れ
に
関
し
て
は
拙
稿
冤

剛
「
巴
・
の
叩
・
ぐ
目
・
の
．
ｇ
四

生
と
学
の
あ
い
だ

八
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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剛
Ｐ
四
・
○
・
ｍ
・
澤
殿

醜
も
っ
と
も
ヘ
ャ
ス
パ
ー
ス
は
科
学
知
の
限
界
を
越
え
た
地
点
に
お
い
て
実
存
的
賭
概
念
を
把
え
る
点
で
、
前
科
学
的
な
基
礎
へ
遡
行
し
そ
こ
か
ら
言
葉
の

根
源
的
働
き
を
取
り
上
げ
て
く
る
ミ
ッ
シ
ュ
と
は
相
違
し
て
い
る
と
い
え
る
。

畑
拙
稿
『
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
実
存
開
明
』
（
日
本
ヤ
ス
パ
ー
ス
協
会
網
「
コ
ム
ニ
カ
チ
オ
ン
」
第
三
号
一
九
八
六
年
所
収
）
筆
者
は
そ
こ
に
お
い
て
、
実

存
の
個
号
の
導
出
に
絡
ん
で
ヤ
ス
パ
１
ス
の
「
根
源
的
理
解
」
と
い
う
概
念
に
新
目
し
た
。
そ
れ
は
、
科
学
的
緬
職
を
含
め
た
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る

ヨ
リ
包
括
的
な
「
知
」
の
作
用
で
あ
る
。

鰯
こ
の
よ
う
な
批
判
と
し
て
、
○
・
句
・
ロ
》
】
百
・
コ
・
国
風
の
肩
口
国
円
け
の
］
】
目
、
目
口
旦
邑
】
。
ｇ
ご
営
偶
ロ
、
レ
ョ
岳
司
・
日
ご
凪
ｐ
冒
叩
国
・
野
口
の
『
（
淨
碕
・
）
房
閏
】

］
画
、
鳳
刷
冒
口
閂
目
鼻
冨
凰
○
口
（
ｇ
ロ
ロ
島
の
ロ
后
困
）
、
．
】
ｇ
及
び
急
・
回
閂
】
⑩
》
ロ
の
倭
員
耳
。
且
○
個
の
ご
ロ
日
勺
宮
】
◎
８
℃
嵐
の
ご
◎
ロ
宍
。

．
］
四
⑩
ご
関
〃
】
目
勺
・
缶
・
砕
嵐
］
弓
（
国
、
．
）
【
閂
］
］
ｍ
ｍ
ｂ
Ｒ
ｍ
（
の
目
＃
ぬ
Ｒ
芹
ら
巴
）
の
．
日
印
南
を
参
照
。
い
う
な
れ
ば
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
風
呂
の
水
と

一
緒
に
赤
ん
坊
ま
で
流
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

㈱
こ
の
よ
う
な
批
判
と
し
て
は
、
回
・
伊
ロ
旨
の
］
】
貝
①
回
【
富
二
目
、
ｑ
の
『
ｏ
『
の
ロ
、
巴
目
鼻
一
。
□
の
Ｐ
一
目
田
・
の
目
の
【
（
固
い
．
）
画
・
凹
・
○
・
ｍ
・
旨
①
口
・
の
・
后
画
及

び
Ｈ
・
ク
ー
ン
「
虚
無
と
の
出
会
い
」
（
吉
沢
訳
以
文
社
一
九
七
一
年
）
二
一
二
頁
、
さ
ら
に
は
前
掲
拙
稿
『
実
存
と
解
釈
』
を
参
照
。

幽
囿
戸
自
・
の
．
勗

鯛
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
蹟
的
分
析
鯰
を
端
的
に
否
定
し
て
い
る
。
く
い
】
・
寿
．
］
四
ｍ
月
Ｈ
の
局
・
国
巳
目
：
ロ
・
画
・
貝
○
・
の
・
患
、

鯛
こ
の
こ
と
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
の
言
葉
に
も
確
認
で
き
る
。
即
ち
彼
は
「
実
存
開
明
は
曲
が
り
な
り
に
も
…
諸
実
存
に
と
っ
て
共
通
な
も
の
を
解
明
す
る

…
」
Ｓ
ロ
・
目
印
屋
、
）
と
言
っ
て
い
る
。
Ｆ

㈹
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
の
「
歴
史
性
」
の
定
曇
は
、
実
存
と
、
認
識
可
能
で
経
験
的
な
現
存
在
と
の
統
一
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ぐ
ぬ
］
・
勺
ロ
・
眉
・
の
・
・
巴

鯛
の
ロ
・
》
。
及
び
凶
・
‐
の
．
○
輿
は
日
ｇ
尋
昌
巨
餃
の
】
芹
：
Ｐ
旨
①
昏
巳
①
（
日
ロ
ロ
ロ
、
の
ロ
Ｃ
ｓ
『
、
）
の
・
い
ち
電
を
参
照
。

㈱
○
・
勺
。
、
、
の
】
の
『
・
Ｕ
Ｒ
Ｃ
の
己
３
の
函
冨
口
『
冒
四
の
苞
の
、
用
例
、
．
四
・
○
・
ｍ
・
日
い

剛
ご
ｍ
岸
の
。
。
且
の
ョ
・
Ｄ
Ｒ
ｍ
の
四
露
口
の
Ｈ
円
昏
８
］
。
Ｂ
⑪
圓
○
耳
目
ロ
因
巨
］
§
：
ロ
》
ご
ｍ
］
・
幻
：
旨
、
。
ｐ
目
・
ロ
．
（
国
、
．
）
、
の
『
、
Ｂ
→
①
『
の
田
の
苞
の
隠
周

色
日
日
の
弓
蓉
８
］
◎
日
の
（
園
目
呂
へ
の
薗
洋
恩
臥
后
震
）
の
．
Ｂ
の
な
お
渡
辺
二
郎
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
思
想
」
（
勁
草
香
房
一
九
七
四
年
）
二
四
七

頁
以
降
参
照
。

闘
○
の
・
〆
貝
・
の
．
ｇ
「

鯛
ミ
ッ
シ
ニ
に
つ
い
て
は
、
○
・
句
・
ロ
。
］
〕
ロ
◎
員
の
目
日
の
目
Ｎ
日
國
の
『
日
の
ロ
①
ロ
芹
涛
ロ
□
・
目
（
両
【
の
】
す
日
巳
冨
皀
己
呂
の
ロ
后
忠
）
の
．
Ｂ
［
［
及
び
、
同
詞
○
ｓ
》

貝
］
夢
の
］
・
巳
の
勺
ロ
蝕
口
◎
日
の
目
。
】
。
Ｂ
の
ご
ロ
。
○
の
○
日
三
賞
】
戸
】
日
向
・
ヨ
【
。
『
畳
（
国
、
．
）
目
】
岳
①
『
戸
口
ロ
臼
の
勺
三
】
。
⑩
。
。
図
の
ロ
の
『
の
⑩
、
①
ロ
ム
二
回
『
芹

（
匂
『
凰
目
『
、
へ
言
ロ
ロ
島
①
己
邑
忠
）
の
．
］
呂
寓
を
参
照

師
の
．
】
房
ロ
ゴ
ご
く
○
日
い
の
ず
の
口
中
ｌ
巨
己
の
①
８
口
尻
目
汀
国
の
二
悪
屋
の
冑
ロ
ロ
】
一
号
の
］
⑪
（
句
『
四
口
［
日
巨
罵
凰
ロ
』
の
ｓ
）
の
．
ミ

鯛
司
・
殉
。
＆
・
凹
・
四
・
○
・
ｍ
・
』
認

生
と
学
の
あ
い
だ
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剛
の
国
・
Ｐ
届

図
こ
の
種
の
問
題
意
識
の
展
開
と
し
て
、
溝
口
宏
平
『
解
釈
学
的
哲
学
の
基
礎
と
課
題
』
（
梅
原
他
繍
「
解
釈
学
の
課
題
と
展
開
」
晃
洋
誓
房
一
九
八
一
年

所
収
）
特
に
五
八
頁
以
降
を
参
照
。
な
お
、
ご
巴
・
雪
・
勺
凹
目
の
□
ず
の
『
甲
田
の
目
の
ロ
の
巨
鼻
ロ
日
ロ
員
ぐ
の
厨
巴
、
服
◎
寓
目
芹
の
．
一
日
国
・
‐
○
・
○
回
目
日
関

口
・
口
．
（
国
、
．
）
ロ
の
餌
の
目
の
ロ
の
ロ
鼻
目
色
日
の
言
⑩
の
の
ｐ
ｍ
９
島
の
ロ
（
甸
日
『
烏
冒
風
へ
冒
巴
目
邑
囹
）
の
．
ｇ
『

卿
く
い
］
・
○
・
勺
○
碩
帰
】
の
ｎ
．
開
園
ロ
の
、
帰
甸
：
。
＆
①
ロ
の
『
日
の
口
①
目
：
可
の
勺
旨
］
ｏ
８
ｐ
嵐
の
》
画
．
四
・
○
・
ｍ
・
圏
属
及
び
【
・
‐
。
・
し
月
】
》
日
日
口
碗
さ
『
日
島
◎
ロ

ロ
①
『
勺
豆
－
．
の
Ｃ
ｃ
ｐ
瀞
国
ｇ
Ｈ
ｍ
。
固
い
黒
，

図
Ｒ
・
プ
ル
ト
マ
ン
「
新
約
聖
密
と
神
話
輪
」
（
山
岡
訳
新
教
出
版
社
一
九
八
○
年
）
五
五
頁
、

鯛
、
国
・
印
呂

㈱
そ
れ
故
、
例
え
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
の
孫
弟
子
た
る
ポ
ル
ノ
ー
は
、
不
安
を
根
本
情
状
性
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
分
析
を
一
面
的
と
み
な
し
（
ｏ
・
Ｆ
・
ボ
ル

ノ
ー
「
気
分
の
本
質
」
〔
藤
縄
訳
筑
摩
轡
房
一
九
七
三
年
〕
一
五
頁
以
降
）
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
解
論
に
循
畷
の
閉
鎖
性
を
み
る
の
で
あ
る
（
同
「
解

釈
学
的
鶴
理
学
の
概
念
に
つ
い
て
」
〔
ｏ
・
ペ
ゲ
ラ
ー
編
「
解
釈
学
の
根
本
問
題
」
高
山
他
訳
晃
洋
轡
房
一
九
八
○
年
所
収
〕
一
六
六
頁
）
。

剛
「
ぬ
］
・
○
・
旨
、
◎
戸
Ｄ
ｍ
ｍ
祠
８
ヶ
一
ｍ
日
：
甸
冨
の
夢
。
□
の
“
四
円
目
の
ロ
目
鼻
巨
己
○
日
。
］
Ｃ
巴
の
》
ご
坤
司
・
”
§
曰
鬮
四
・
（
国
、
．
）
冒
貝
①
１
ｍ
］
芦
の
ロ
吋
貝

勺
匡
】
。
ｇ
旨
の
ヨ
旨
巴
日
貝
］
昏
昌
の
白
イ
自
慰
日
亘
冨
凰
曰
后
Ｅ
）
の
・
后
四

鯛
Ｐ
・
リ
ク
ー
ル
「
解
釈
の
革
新
」
（
久
米
他
訳
白
水
社
一
九
八
二
年
）
一
六
一
頁
以
降
参
照
。
・

醐
辻
村
は
、
プ
ル
ト
マ
ン
と
の
出
会
い
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
現
存
在
の
時
間
性
（
歴
史
性
）
の
思
惟
を
一
挙
に
現
勢
化
さ
せ
る
直
接
の
機
縁
に
な
っ

た
と
主
張
し
て
い
る
（
辻
村
公
一
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
論
孜
」
〔
創
文
社
一
九
七
一
年
〕
二
二
八
頁
以
降
）
。
た
し
か
に
、
一
九
二
二
年
に
始
ま
る
マ
ー
ル
プ

ル
ク
に
お
け
る
「
共
同
研
究
」
の
時
代
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
プ
ル
ト
マ
ン
両
者
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の
時
期

の
両
者
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
国
・
Ｉ
の
．
⑦
且
囚
日
賀
冨
閏
蔑
ロ
国
①
】
○
の
恩
の
『
ロ
日
日
の
冨
閏
ワ
ロ
『
聰
司
曰
澤
の
。
】
○
四
の
．
蔦
国
の
甘
の
、
８
回
｛
の
ｐ
Ｈ

（
目
号
ご
用
ロ
」
の
ｓ
）
の
．
⑭
周
．
な
お
プ
ル
ト
マ
ン
の
歴
史
観
に
つ
い
て
は
、
Ｒ
・
プ
ル
ト
マ
ン
「
歴
史
と
終
末
輪
」
（
中
川
訳
岩
波
書
店
一
九
五
九
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。
・

㈱
ぐ
巳
・
○
・
富
、
；
ご
◎
『
ず
周
】
呂
日
冊
出
の
『
目
の
ｍ
８
の
厨
》
旨
他
言
・
ロ
ー
】
曾
の
］
・
の
ｍ
・
く
・
の
．
ｏ
〆
国

剛
例
え
ば
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
ズ
イ
デ
ガ
１
と
の
対
決
」
（
前
掲
書
）
九
八
頁
以
降
を
参
照
。

生
と
学
の
あ
い
だ


