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叢
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第
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貌
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人
間
悟
性
論
に
お
け
る
自
由
に
つ
い
て
の
ロ
ツ

ク
の
思
想

太

可

夫

回

人
間
悟
性
論
と
自
由
に
タ
い
て
の
ロ

y

グ
の
思
想

しす

V
H
H
F。
口
付
。
の
自
由
に
づ
い
て
の
思
想
は
、

が
れ
の
ニ
タ
の
著
作
か
ら
讃
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、

kr
ロ
国
田
富
山
『
。
。
ロ
a

市
叩
吋
ロ
宮
町
阿
国
民
S
P
H
H
dロハ目白
H
由

E
ロ
a
E
m
(
H
a唱
。
)
で
あ
り
、
他
は
、
吋
，
d
g
寸

8
9江
田
四
回
。
問
。
。
4
m
g
s
m
E
(尽
き
)
で
あ
る
。

人
間
悟
性
論
第
二
巻
第
二
十
一
章
に
お
い
て
、
か
れ
は
自
由
を
論
じ
て
い
る
。
あ
と
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
悟
性
論
は
か
れ
の
思
想
韓
系

そ
の
も
の
で
は
た
い
。
そ
れ
は
あ
る
偶
然
の
動
機
か
ら
か
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
護
者
へ
の
書
簡
は
こ
の
事
情
を
う
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。
数
人
の
友
人
と
と
も
に
、

あ
る
問
題
に
づ
い
て
議
論
し
て
い
た
が
、

い
ろ
い
ろ
の
困
難
が
で
て
き
て
、
議
論
が
ゆ
き
づ
ま
っ
て

仲

O
O
M
P
S
E
o
o
d吋
0
4
『ロ

P
E
H
E
g
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

し
ま
れ

J

た
の
で
、

ロ
ッ
ク
は
、
道
が
ち
が
ヲ
て
い
た
こ
Le--
に
気
づ
き
、

こ
と
に
気
づ
き
、
し
た
が
づ
て
、
た
に
が
本
来
、
悟
性
に
と
う
て
と
り
あ
づ
か
う
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
見
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
り
た
の
で
あ
れ
J

た
。
悟
性
そ
の
も
の
を
研
究
の
封
象
曹
と
す
る
、
人
間
悟
性
論
は
こ
う
し
て
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
ク
た
。

ぞ
れ
は
惑
絡
た
し
に
か
か
れ
、
長
い
間
中
断
さ
れ
た
あ
と
で
一
再
び
始
め
ら
れ
、
晩
年
の
閑
暇
の
中
で
、
よ
う
や
く
現
在
の
形
に
ま
&
め
ら

ー'
句.. 
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れ
た
も
め
で
あ
る
。

¥ 

こ
の
よ
う
た
悟
性
論
の
成
立
事
情
か
ら
み
れ
ぽ
、
そ
れ
は
一
つ
の
思
想
韓
系
で
あ
る
ま
り
は
、
む
し
る
、
そ
の
準
備
で
あ
る
。
そ
れ
は

た
に
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
と
は
悟
性
論
が
そ
の
背
後
に
一
タ
の
思
想
樫
系
を
務
想
し
え
た
こ
と
と
は
す
と
し
も
矛

，，
 

盾
し
た
い
。

V
し
ろ
、
思
想
瞳
系
た
し
に
は
、
た
と
え
、
こ
の
と
き

a
z
Eけ
た
韓
系
が
み
ら
れ
な
・
い
と
き
で
も
、

5
1
E仲
た
糟
系

が
た
い
と
き
に
は
、
悟
性
論
は
成
立
し
え
な
か
れ

J

た
で
あ
ろ
う
。
悟
性
論
自
韓
が
一
ヲ
の
思
想
韓
系
で
あ
る
と
、
と
は
ひ
と
は
だ
れ
も
疑
わ

た
い
。
し
か
し
、
悟
性
が
認
識
能
力
で
あ
る
か
ぎ
り
、
悟
性
に
よ
れ
ノ

τ成
し
と
げ
ら
れ
た
認
識
の
杢
睦
の
把
握
l
l
a
そ
れ
は
と
こ
で
思
想

樫
系
と
よ
ぼ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
ー
ー
が
可
能
で
な
ぎ
た
た
ら
ぽ
、
ど
う
し
て
悟
性
の
能
力
や
そ
の
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
劃
象
に
タ

い
て
立
論
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

費
践
哲
朗
牢
の
領
域
で
は
ロ
ッ
ク
は
ポ
ズ
ィ
テ
ィ
ず
な
研
究
を
公
に
し
て
い
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
政
治
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
理

論
哲
撃
の
領
域
で
は
か
れ
は
悟
性
論
を
公
に
し
て
い
る
だ
け
で
、
世
界
す
た
わ
ち
、
自
然
お
よ
び
人
聞
に
の

J

い
て
の
認
識
の
成
果
の
杢
鶴
一

を
公
に
し
て
い
た
い
。
人
間
悟
性
論
は
一
づ
の
韓
系
と
も
考
え
る
と
と
が
で
き
る
が
、
明
ら
か
に
一
づ
の
目
的
申
告
も
っ
て
著
わ
さ
れ
た
悟

性
論
は
「
人
聞
の
認
識
」
と
は
考
え
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
理
論
哲
撃
の
領
域
で
は
か
れ
は
、
認
識
能
力
に
ク
い
て
は
語
っ
て
い
る
け
れ

E
も
、
そ
れ
を
使
用
し
て
た
に
を
認
識
し
た
か
に
ク
い
て
は
た
に
ご
と
も
語
っ
て
い
な
い
。

ナ
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、

ロ
ッ
グ
が
悟
性
白
樺
の
研
究
に
専
心
し
て
、
認
識
成
果
の
睡
眠
系
化
を
志
さ
な
か
づ
た
の
は
、
自
然
認
識
そ
の

も
の
に
劃
ナ
る
か
れ
の
考
え
方
が
理
由
で
あ
づ
た
の
か
も
し
れ
た
い
。

ロ
ッ
グ
に
、
よ
れ
ば
自
然
は
人
聞
に
そ
の
全
容
を
現
わ
き
た
い
。
従

。
て
、
自
然
に
か
ん
す
る
入
閣
の
認
識
は
確
貫
性
を
も
た
た
い

q
と
れ
に
劃
し
て
、
道
徳
の
原
理
は
詮
明
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
づ
て
、
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守
橋
論
v

護

持
，
確
貫
性
を
も
ち
う
る
。
自
然
哲
皐
よ
り
も
道
徳
哲
壌
を
重
視
す
る
か
れ
の
理
論
的
態
度
炉
、
認
識
成
果
の
睡
系
化
よ
り
も
、
認
識
の
進
行

を
能
力
の
側
で
、
す
た
わ
ち
、
主
観
の
側
で
把
握
し
よ
う
曹
と
す
る
態
度
を
と
ら
せ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
?

と
れ
ら
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ

y
ク
は
、
た
と
え

aHニ
片
山
仲
に
樫
系
化
さ
れ
た
か
づ
た
と
は
い
え
、
理
論
的
盟
系
を
も
っ
て
い
た
主
い

え
る
。
そ
れ
に
縦
割
臆
し
て
悟
性
論
を
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
4

一積一

150 

倍
性
論
の
成
立
事
情
や
か
れ
の
人
間
認
識
に
劃
す
る
考
え
方
か
ら
、
悟
性
論
の
基
底
を
形
づ
く
る
も
の
が
、
か
な
り
複
雑
た
も
の
で
あ

、
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
第
一
に
、
そ
と
に
は
か
れ
の
理
論
的
睡
系
の
構
成
要
素
が
組
織
的
に
で
は
た
い
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
諸
要
素
は
自
然
哲
阜
、
道
徳
哲
撃
の
み
エ
領
域
に
わ
た
っ
て
い
る
。
悟
性
論
と
同
じ
よ
う
な
意
園
を
も
タ
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
批
判
と
艶

¥
照
す
れ
ば
、
理
論
理
性
と
賓
践
理
性
と
を
カ
ン
ト
は
き
び
し
く
区
別
す
る
が
、
し
た
が
っ
て
、
純
粋
理
性
批
剣
に
は
理
性
の
理
論
的
使
用

に
づ
い
て
の
み
批
剣
が
た
さ
れ
て
い
る
が
、
悟
性
請
で
は
こ
の
匿
別
は
な
い
。
ま
た
、
純
粋
理
性
批
剣
の
背
後
に
珠
想
さ
れ
る
自
然
認
識

は
、
カ
ン
ト
の

ω口
Z
B
H
"
に
し
た
が
う
て
原
理
的
に
排
列
さ
れ
て
い
る
が
、
悟
性
論
で
は
そ
う
で
は
た
い
。
第
二
に
、
悟
性
論
の
意
聞

に
謝
癒
す
る
よ
う
に
、
ま
た
、
封
臨
隠
す
る
限
度
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
荷
要
素
は
取
り
あ
づ
か
わ
れ
る
の
が
嘗
然
で
あ
る
の
に
、

ロ
ッ
ク

は
と
き
に
、
そ
れ
を
忘
れ
る
か
あ
る
い
は
無
視
す
る
こ
と
が
あ
る
。
登
場
す
べ
き
と
き
に
登
場
し
た
設
者
が
、
ふ
り
あ
て
ら
れ
た
役
以
上

を
演
じ
て
、
観
客
を
と
ま
ら
せ
、
ま
た
、

よ
ろ
こ
ぼ
す
よ
う
た
も
の
で
あ
る
。
他
の
箇
所
に
は
見
る
乙
と
の
で
き
ぬ
か
れ
の
思
想
が
明
ら

わ
れ
わ
れ
は
、
金
蝿
胞
の
中
で
し
め
る
べ
き
そ
の
こ
と
の
佼
割
を
見
失
づ
て
闘
記
す
る
。

か
に
さ
れ
る
い
み
で
、
よ
ろ
こ
ぼ
し
h
け
れ
い
C

も、

本
稿
で
問
題
と
す
る
自
由
に
か
ん
す
る
章
が
、
ま
さ
し
く
と
の
例
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。

悟
性
論
を
問
題
に
す
る
と
き
に
は
、
し
た
が
づ
て
、
ニ
タ
の
と
と
が
注
意
さ
れ
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
第
一
に
、
悟
性
論
の
中
心
的
意
圃

主

みd

，-

L 

，私

可思 ， 

f
J
F
h
v
t
 
ぜ

J) 
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苛

ぇ，

を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
基
い
て
、
問
題
を
つ
ね
に
こ
の
中
心
的
意
圃
に
結
び
つ
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
第
二
に
、
悟
性
論
に
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
問
題
を
、
中
心
的
意
固
と
は
結
び
つ
け
ず
、
そ
れ
自
身
と
し
て
考
察
し
、
悟
性
論
を

成
立
さ
せ
る
理
論
的
背
景
を
前
面
に
お
し
だ
し
、

か
れ
が
登
賓
の
機
舎
を
も
た
友
か
っ
た
思
想
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

し
た
が
づ
て
、
悟
佐
論
か
ら
ロ
ッ
ク
の
自
由
に
づ
い
て
の
思
想
を
諌
み
と
る
と
き
に
は
、
ま
ず
、
自
由
の
叡
念
が
た
ぜ
悟
性
論
で
と
り

づ
い
で
、
自
由
の
観
念
そ
の
も
の
を
か
れ
の
思
想
髄
系
の
中
で
、
明
ら
か
に
し
-
た
け
れ
ぽ
な
ら
友
い
。

あ
げ
ら
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、

悟
性
論
第
二
巻
第
二
十
一
意
は
「
力
(
H
U
0
4
司

2
)
に
つ
い
て
」
主
帯
さ
れ
て
げ
る
。
そ
れ
は
け
の
J

し
て
一
自
由
を
論
ず
る
た
め
の
特
別

の
章
で
は
た
く
、
一
般
に
カ
の
観
念
が
左
う
し
て
え
ら
れ
る
か
を
論
ず
る
章
で
あ
る
。
自
由
の
観
念
が
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
も
タ

ば
ら
自
由
が
力
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
重
監
は
力
よ
り
も
む
し
ろ
自
由
に
移
づ
て
し
ま
っ
党
よ
う
に
見
え
る
章
で
あ
る
。

と
』
に
困
難
た
問
題
が
ま
と
た
わ
れ

J

て
い
る
。

悟
性
論
か
ら
み
た
自
由
の
思
想
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
が
?
政
治
論
か
ら
み
た
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら

に
す
ナ
ん
で
、
悟
性
論
か
ら
み
た
自
由
と
政
治
論
か
ら
み
#
ん
そ
れ
と
開
蓮
さ
せ
て
み
る
と
き
に
は
、
ま
た
別
た
困
難
が
生
ず
る
。
こ
れ
ら

D
諸
問
題
を
め
ぐ
タ
て
、

ロ
ッ
ク
の
自
由
に
づ
い
て
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
自
由
に
つ
い
て
の
思
想
の
研

究
に
あ
た
っ
て
、
必
要
以
上
に
思
わ
れ
る
ほ

E
悟
性
論
そ
の
も
の
の
主
題
に
ふ
れ
る
の
は
、
問
題
の
性
質
上
や
む
を
え
た
い
。

人
間
倍
性
論
の
認
識
論
的
性
格

31 

人
間
悟
性
論
は
人
聞
の
悟
性
自
身
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
人
聞
の
認
識
の
起
原
公
立
区

E
C
確
貫
性
、

人
関
嵐
四
位
倫
に
お
付
る
自
由
に
ヲ
い
て

c
n
y
タ
の
思
想
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お
工
び
限
界
と
、



一
橋
論
叢
，
第
二
十
八
魯
第
二
貌

32 

あ
わ
せ
て
、
信
仰
、
意
見
、
お
よ
び
同
意
の
根
一
環
な
ら
び
に
程
度
と
を
研
究
し
よ
う
と
み

M40
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
認
識
は
、
鹿
念
の
一

致
不
一
致
の
同
叫
ん
配

(
3
3氏
。
と
に
ほ
か
た
ら
ぬ
か
ら
、
観
念
の
起
原
を
探
求
す
る
こ
と
が
そ
の
出
議
平
と
た
る
。

ロ
ッ
グ
に
よ
れ
ば
人
聞
は
生
ま
れ
た
と
き
に
は
、
心
の
中
に
な
ん
ら
の
観
念
を
も
も
た
な
い
。
心
は
そ
の
と
き
白
紙
で
あ
る
。
い
か
た

'152 

る
意
味
で
も
生
得
麗
念
公

5-pg
広

gる
は
否
定
さ
れ
る
。
悟
性
論
は
、
と
う
し
て
生
得
観
念
の
否
定
の
章
か
ら
始
め
ら
れ
、
諸
観
念

の
起
原
を
論
ず
る
章
が
そ
れ
に
タ
づ
く
。
と
と
陀
も
多
〈
の
問
題
が
あ
る
け
れ
左
も
本
稿
は
そ
れ
に
ふ
れ
た
い
。
た
だ
観
念
の
意
味
と
そ

の
背
後
に
橡
恕
さ
れ
る
も
の
と
に
づ
い
て
だ
け
、
考
察
を
加
え
る
。

観
念
は
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
あ
る
と
明
瞭
に
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
意
識
さ
れ
る
と
い
う
と
き
、
意
識
は
意
識
以
下
の
意
識
ま

も
ん
は
潜
在
意
識
ま
た
は
無
意
識
の
意
識
の
意
味
で
の
意
識
で
は
な
い
。
す
た
お
に
人
聞
に
そ
れ
と
気
が
づ
か
れ
、
認
め
ら
れ
る
も
の
が
意

識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
心
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
で
、
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
心
の
中
に
あ
っ
て

意
識
さ
れ
て
い
た
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
払
ぺ
。
こ
と
に
、
生
得
観
念
。
否
定
し
に
お
す
る
:
ク
の
有
力
た
論
醸
の
一
づ
が
あ
る
。

観
念
は
、
，
し
た
が
っ
て
、
一
定
の
限
定
を
も
づ
た
現
在
的
た
、
表
面
的
た
も
の
で
あ
る
。
現
貫
の
ふ
聞
の
現
賓
の
意
識
の
限
定
で
あ
る
。

人
聞
の
認
識
活
動
に
お
け
る
成
果
と
し
て
の
、
い
わ
ぽ
論
理
的
た
も
の
と
し
て
の
観
念
は
と
と
で
は
考
え
ら
れ
て
い
た
い
。
そ
れ
は
抽
象

的
で
は
た
い
。
個
と
の
人
聞
の
現
賓
の
意
識
に
、
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
登
場
し
て
く
る
心
的
た
も
の
で
あ
る
。
普
遍
的
観
念
ー
ー
た

と
え
そ
れ
が
論
理
的
に
ど
れ
ほ

E
A
J
よ
く
要
請
さ
れ
る
べ
き
ね
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
ー
ー
は
官
ツ
ク
に
は
認
め
ら
れ
た
い
。
人
間
の
認
識
、

意
識
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
き
で
も
、
理
想
型
と
し
て
の
人
聞
の
そ
れ
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
た
く
、
個
と
の
人
間
の
そ
れ

が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
と
は
、
と
く
に
注
意
し
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
こ
主
で
あ
る
。
こ
の
鮮
で
は
ロ
ッ
グ
は
ホ
タ
プ
ス
と
同
じ

電L

L 
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e 
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の
立
場
に
立
タ
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
か
ら
み
れ
ば
ロ
ヅ
グ
の
観
念
は
論
理
的
で
あ
る
よ
り
は
心
理
的
性
格
を

も
っ
と
思
わ
れ
る
。
論
理
的
た
も
の
を
排
し
て
の
心
理
的
た
も
の
で
は
な
く
、
か
れ
の
観
念
の
理
論
を
づ
う
じ
て
論
理
的
た
も
の
の
す
べ

て
を
心
理
的
な
も
の
に
か
え
す
こ
と
を
試
み
る
意
味
で
心
理
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。
心
理
的
と
い
う
と
と
が
誤
解
を
招
く
お
そ

円

4
V

れ
が
あ
る
た
ら
、
経
験
的
、
意
識
的
と
い
L

か
え
て
も
よ
い
。
経
験
は
感
受
ム
」
反
省
を
い
み
す
る
。
こ
の
雨
者
は
タ
ね
に
個
と
の
人
聞
に

意
識
さ
れ
て
い
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

〈

b
v

人
が
考
え
る
と
き
に
、
悟
性
の
謝
象
と
た
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
な
ん
ぞ
も
観
念
で
あ
る
。
考
え
る
こ
と
(
笹
山
口

EDMも
は
知
費
す
る
こ

と

(
H
V
0
3
3
t
oと
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
観
念
は
人
聞
の
意
識
の
金
領
域
を
お
お
う
。

観
念
が
人
聞
の
意
識
の
全
領
域
を
お
お
い
、
認
識
は
観
念
の
限
界
の
内
部
の
仕
事
で
あ
る
け
れ
い
と
も
、
ロ

y
グ
は
観
念
以
外
の
た
に
も

の
の
存
在
を
も
認
め
た

h
ろ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
き
わ
め
て
重
大
で
あ
る
。
存
在
と
認
識

と
は
あ
い
お
お
わ
た
い
。
認
識
の
限
界
は
存
在
の
限
界
の
内
部
に
あ
る
。
物
瞳
の
第
一
性
質
、
第
二
性
質
、
第
三
性
質
、
賓
瞳
の
観
念
等

に
づ
い
て
の
か
れ
の
思
想
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

い
い
か
え
る
と
、
こ
の
こ
と
は
存
在
が
必
ず
し
も
す
べ
て
観
念
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
う
ら
か
ら
い
え
ば
、
観

念
か
ら
存
在
を
眺
め
る
こ
と
に
怠
る
が
、
観
念
か
ら
存
在
を
眺
め
る
こ
と
は
、
主
観
的
た
も
の
で
客
観
的
な
も
の
を
眺
め
、
ま
た
、
構
成

ザ
る
意
味
と
も
た
る
が
、
ロ
ッ
グ
の
場
合
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
観
念
は

T
だ
認
識
で
は
た
い
。
ま
た
、
観
念
に
は
、
外
界
に
そ
の
原
型

(
m
V同
守
口
同
同
叩
件
一
喝
。
叩
一
)

を
も
れ

J

も
の
も
あ
る
け
れ

E
も
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
。
外
国
作
の
物
瞳
と
闘
係
の
あ
る
観
念
に
は
、
外
国
仲
の
物
種

33 

153 

の
本
質
を
示
す
と
思
わ
れ
る
も
の
の
ほ
か
に
、
な
お
そ
う
で
た
い
も
の
が
あ
る
。
観
念
の
一
致
不
一
致
の
感
費
が
認
識
で
あ
る
'
と
い
う
と

、
人
間
梧
般
論
に
お
け
る
自
由
引
に
勺
い
て
の
ロ
タ
ク
の
尽
J

想



一

橋

論

議

第
一
一
貌

き
の
観
念
に
は
、
こ
れ
ら
の
性
質
の
ち
が
っ
た
観
念
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
タ
て
認
識
は
、
た
と
え
ば
、

品
川
ン
ト
に
お
い
て

の
よ
う
に
、
主
観
的
観
念
ー
ー
ー
純
粋
悟
性
概
念
を
こ
う
よ
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う

l
iが
感
覚
の
所
輿
を
構
成
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

主
観
と
客
鹿
と
の
関
係
で
は
た
い
。
客
観
的
世
界
は
観
念
を
奥
え
る
も
の
々
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ロ
ッ
ク
の
認
識
調
象
の
全
部
で
は
な
い
。

認
識
、
認
識
謝
象
の
意
味
は
、
カ
ン
ト
お
よ
び
そ
の
後
継
者
た
ち
|
|
認
識
論
が
カ
ン
ト
的
認
識
論
の
概
念
構
成
を
そ
の
ま
L

う
け
づ
い

で
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
l
l
i
と
ロ
ッ
ク
で
は
ち
が
づ
て
い
る
。

そ
う
は
い
う
も
の
の
、

し
か
し
、

ロ
ッ
ク
に
お
い
て
も
、
外
界
の
鞠
象
に
か
ん
す
る
認
識
は
成
立
す
る
。
外
界
の
艶
象
か
ら
親
念
が
奥

一
致
不
一
致
の
感
畳
が
あ
る
か
ぎ
り
認
識
は
成
立
す
る
。
認
識
そ
れ
自
身
が

え
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
輿
え
ら
れ
た
親
念
群
の
間
に
、

劃
象
に
関
係
す
る
の
で
は
た
く
、
認
識
の
要
素
で
あ
る
観
念
が
封
象
に
蹄
係
す
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
認
識
の
内
容
を
形
づ
く
る
感

一
律
に
、
直
観
の
形
式
で
あ
る
と
こ
ろ
の
宰
間
お
よ
び
時
間
の
中
に
典
え
ら
れ
、
昼
間
お
よ
び
時
聞
は
こ
う
し
て
、

性
的
直
観
の
多
様
は
、

現
象
の
か
く
こ
と
の
で
き
ぬ
制
約
に
た
る
。
裁
象
的
世
界
は
空
間
時
間
の
形
式
の
下
で
の
ほ
か
に
は
現
象
し
え
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
。
叫
到

象
的
存
在
と
そ
の
認
識
と
は
こ
の
意
味
で
は
同
じ
も
の
と
た
る
。
認
識
主
観
は
劃
象
的
存
在
を
構
成
す
る
。
と
こ
に
主
観
的
規
念
論
が
成

立
す
る
の
で
あ
る
が
、

ロ
ッ
ク
で
は
、
封
象
的
存
在
の
存
在
の
一
般
的
保
件
l
l
i
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
直
観
形
式
と
し
て
空
間
お
よ
び
時

問
ー
ー
は
考
え
ら
れ
た
い
。
針
象
的
世
界
は
そ
れ
自
瞳
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
般
的
保
件
を
論
理
的
に
と
り
あ
げ
る

と
と
は
で
き
た
い
。
封
象
的
世
界
に
つ
い
て
、
認
識
を
も
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
認
識
は
封
象
か
ら
奥
え
ら
れ
た
観
念
の
間

の
一
致
不
一
致
の
感
受
で
あ
る
に
す
ぎ
友
い
か
ら
、
謝
象
の
構
造
そ
の
も
の
を
必
ず
し
も
表
わ
さ
な
い
。
封
象
的
世
界
は
認
識
と
は
別
に

げ
ん
然
と
存
在
す
る
。
す
た
わ
ち
、
認
識
は
劃
象
的
秩
序
の
把
握
で
は
た
く
、
ま
れ
J

た
く
、
い
ろ
い
ろ
の
し
か
穴
で
え
ら
れ
た
観
念
の
間

.. ，-
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句

雌少

の
聞
係
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
。

す
た
わ
ち
、

カ
ン
ト
に
お
.
い
て
は
封
象
的
世
界
は
認
識
に
よ
れ

J

て
構
成
さ
れ
る
、

い
』
か
え
れ
ば
、
存
在
と
認
識
と
は
あ
い
お
お
う
。

と
れ
に
反
し
て
、

ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
艶
象
的
世
界
は
認
識
と
は
無
関
係
で
は
た
い
け
れ
ど
も
、
別
の
世
界
で
あ
り
、
別
の
原
理
を
も

噌・・、

っ
て
い
る
。
い
L

か
え
れ
ば
、
存
在
と
認
識
と
は
あ
い
お
お
わ
な
い
。
カ
ン
ト
の
物
自
憶
の
概
念
は
す
と
し
も
こ
の
解
轄
の
妨
げ
に
は
な

ち
た
い
。
カ
ン
ト
は
現
象
の
背
後
に
、
物
白
樺
(
ロ
宮
内
自
白
山
口
町
)

を
お
く
。
「
外
的
封
象
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

わ
れ
わ
れ
の
感

性
の
観
念
(
〈
0
3芯
ロ
ロ
ロ

mwg)
に
す
ぎ
ず
、
:
:
:
そ
の
震
の
相
闘
者

(
4
5
E
2
闘
。
司
色
伊
丹

HHB〉
す
友
わ
ち
、
物
自
嶋
胞
は
そ
れ
に
よ
づ

て
は
認
識
さ
れ
札
札
。
」
物
自
躍
が
認
識
さ
れ
た
い
と
い
レ
削
れ
る
か
ら
、
存
在
是
認
識
と
は
、
お
お
わ
な
い
と
い
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
と
で
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
け
れ
ど
も
、
カ
ン
ト
の
物
自
閣
の
概
念
は
い
く
つ
か
の
意
味
を
も
ち
、
物
自
瞳
が
認
識
さ
れ

¥ 

た
い
と
い
う
と
き
に
お
い
て
も
、
人
間
の
自
然
的
認
識
一
般
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
た
く
、
む
し
ろ
、
自
然
を
規
則
に
し
た
が

っ
て
認
識
す
る
た
め
に
、

カ
ン
干
は
こ
の
概
念
を
お
い
た
の
で
あ
る
。
物
自
瞳
の
概
念
は
現
象
の
異
な
る
相
闘
者
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、

わ
れ
わ
れ
が
外
的
物
穂
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
。
封
象
的
世
界

は
現
象
界
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
物
自
瞳
の
概
念
を
考
慮
し
た
上
で
も
、
た
お
存
在
と
認
識
と
は
お
お
う
す
と
い

え
る
。
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
も
、
同
じ
主
う
に
、
物
自
樫
は
認
識
で
き
ぬ
と
も
い
え
る
。
費
瞳
の
観
念
を
論
ず
る
章
で
は
、
た
し
か
に
ロ
7

ク

も
外
的
物
躍
の
真
理
の
す
べ
て
が
人
聞
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
左
は
い
わ
な
い
。
し
か
し
、

'
現
象
は
た
ん
な
る
心
的
般
象

(ω
ロ
Faる
で
は
た
く
、

ロ
ッ
ク
に
は
外
的
物
瞳
が
一
う
の
存
在
と
し
て
、

人
間
的
存
在
か
ら
匿
則
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
確
信
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
物
自
韓
は
こ
れ
ほ
ど
強
い
意
味
を
も
た
な
い
。
こ
の
外
的
封

象
は
人
聞
に
は
た
ら
き
か
け
る
。
こ
の
は
た
ら
き
か
け
は
カ
ジ
干
の

と
は
ち
が
れ
/
て
酎
象
の
秩
序
の
一
部
を
人
間
に
し
ら

1.):) 

丘同町付吋両日一ロ

人
閉
僚
候
紛
に
お
け
ぢ
自
由
に
つ
い
て
の
"
ク
タ
の
思
想



戸

櫓
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議

h

第
二
十
入
品
位

s

第
二
蛾
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V

却
、
せ
ろ
。
こ
う
し
て
知
ら
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
あ
る
種
の
、
封
象
に
ク
い
て
の
観
念
?
あ
る
。
観
念
に
主
づ
て
輯
象
の
秩
序
が
し
ら
さ
れ
る

前
に
、
そ
し
て
そ
れ
と
は
別
に
、
劃
象
が
存
在
し
て
い
る
。
封
象
が
人
間
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
白
樺
も

l
lこ
れ
に
よ
ヴ
て
観
念
が

人
聞
に
興
え
ら
れ
る
|
|
封
象
の
カ
と
し
て
把
握
さ
れ
確
信
さ
れ
て
い
る
。
も
し
も
、
カ
ン
+
的
に
い
う
の
で
あ
る
な
ら
、
謝
象
が
と
の

156 

一
円
/
の
認
識
と

-
よ
う
な
カ
を
も
ち
、
調
象
が
こ
の
カ
の
は
た
ら
き
に
工
づ
て

A
間
に
あ
る
種
の
観
念
を
興
え
う
る
と
い
う
こ
と
自
髄
が
、

い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
い
か
に
し
て
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
が
と
わ
れ
た
け
れ
ば
た
ら
た
か
う
た
。
ロ
ッ
グ
で
は
そ
う
で
た
か

づ
た
と
と
は
す
で
に
明
ら
か
と
た
づ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
の
前
提
で
あ
づ
た
。

ロ
y
ク
が
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
観
念
が
経
験
か
ら
、
す
た
わ
ち
も
感
費
正
反
省
か
ら
え
ら
れ
る
と
の
べ
た
と

E
か
ら
、
経
験
主
義
が

か
れ
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
謝
し
て
疑
問
が
あ
る
け
れ

E
も
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
た
い
。
し
か
し
、

一
つ
だ
け
護
者
の
注
意
を
う
た
が
し
た
い
と
司
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
経
験
主
義
の
意
味
に
ク
い
て
で
あ
る
。
経
験
主
義
は
、
一
般
に
、
認
識

が
経
験
か
ら
殻
生
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
定
義
か
ら
'
す
れ
ば
た
し
か
に
ロ
ッ
ク
は
経
験
主
義
者
で
あ
る
。
し
か
し
、

J

経
験
の
概
念
は
じ
ク
さ
い
に
は
多
義
牲
を
も
の
/
て
い
る
。
一
人
の
哲
朗
宇
者
の
経
験
の
概
念
は
他
の
哲
撃
者
の
そ
れ
と
ち
が
づ
て
い
る
。
こ

と
に
ロ
ッ
ク
の
場
合
に
は
、
経
験
は
感
畳
の
ほ
か
に
反
省
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
反
省
は
論
理
的
思
惟
作
用
を
も
含
ん
で
い
る
。
し

た
が
づ
て
、
経
験
が
論
理
的
た
も
の
と
矛
盾
す
る
と
は
、

ロ
ッ
ク
の
場
合
防
は
い
え
た
い
。
認
識
論
で
は
、

カ
ン
ト
的
概
念
構
成
の
線
に

そ
う
か
ぎ
り
、
経
験
は
認
識
に
必
然
性
を
興
え
え
な
い
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、

ロ
ッ
ク
は
経
験
主
義
と
い
わ
れ
た
が
ら
、
敢
闘
宇
お
よ
び

道
徳
性
に
ヲ
い
て
は
必
然
性
を
も
っ
認
識
を
確
立
し
よ
う
'
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
経
験
と
必
然
性
、
と
は
矛
盾
し
た
い
も
の
ξ
考
え

ら
れ
て
い
る
。
と
れ
が
注
意
し
た
い
第
一
の
と
主
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
経
験
主
義
の
も
と
に
、
主
観
主
義
的
経
験
主
義
が
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

ロ
ッ
ク
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
す
べ
て

の
認
識
が
主
観
的
経
験
か
ら
殻
生
す
る
と
考
え
る
経
験
主
義
に
工
れ
ば
、
経
験
か
ら
濁
立
す
る
客
観
的
艶
象
の
世
界
は
否
定
せ
ら
れ
が
ち

で
あ
る
。
経
験
主
義
の
論
理
的
障
結
を
懐
疑
主
義
左
考
え
る
一
群
の
人
と
は
こ
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
の
一
場
A
口
に
は
、
経
験

そ
れ
白
樫
が
主
づ
て
立
タ
基
礎
が
あ
る
。
す
た
わ
ち
、
人
間
の
認
識
は
す
べ
て
経
験
か
ら
え
ら
れ
た
観
念
に
基
い
て
形
づ
く
ら
れ
る
が
、

人
聞
が
こ
の
よ
う
た
経
験
を
も
の
ノ
い
わ
ば
存
在
論
的
地
盤
が
あ
る
。
さ
き
に
存
在
と
認
識
之
が
あ
い
お
お
わ
た
い
と
の
べ
た
こ
と
が
こ
れ

ム
」
封
慮
し
て
い
る
。
形
而
上
壌
を
カ
ン
干
の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
存
在
の
原
理
的
把
握
、
と
考
え
て
い
い
た
ら
、
と
の
黙
に
ロ
ッ
ク

の
・
形
而
上
事
的
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
は
形
而
上
同
学
的
基
礎
を
も
う
て
い
γ

た
と
い
わ
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

ロ
?
ク
の
経
験
主
義
は
形
而
上
皐
的
基
礎
の
上
に
立
ク
て
い
る
。
こ
れ
が
注
意
し
た
い
第
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
今
少

し
く
詳
論
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
悟
性
論
の
性
格
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

認
識
の
基
礎
に
あ
る
こ
の
形
市
上
皐
的
世
界
は
す
く
た
く
と
も
ニ
ク
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

一
う
は
宗
教
的
要
素
で
あ
り
、
他
は
近

代
的
自
然
哲
朗
学
的
要
素
で
あ
る
。

第
一
の
宗
教
的
要
素
は
、
も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
干
教
的
要
素
で
あ
る
。
世
界
が
紳
に
よ
っ
て
創
造
せ
ら
れ
、
支
配
せ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
思
想
が
、
人
間
の
宗
教
的
救
揖
の
思
想
と
は
別
に
、
一
ク
の
世
界
離
と
し
て
、

F

ッ
ク
の
理
論
の
基
礎
に
あ
る
。
そ
れ
は
理
論
的
研
究

ゆ
結
論
と
し
て
措
定
さ
れ
た
も
の
で
は
た
く
、
も
の

J

と
根
源
的
に
理
論
を
支
え
る
も
の
と
し
て
確
信
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
の
確

信
に
基
い
て
、
翠
純
期
観
念
の
あ
る
も
の
と
そ
の
原
型
(
伊
丹
耐
え
可
苦
)

と
の
掛
懸
の
保
詮
が
興
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
と
の

37 
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p
y
グ
の
宗
教
的
世
界
観
の
も
ク
意
味
を
あ
ま
り
に
も
強
調
ナ
る
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
か
ら
み
れ
ば
、

ロ
?
ク
の
哲
率
的
功
績
を
・
低
め
る

-
人
間
情
性
論
に
お
け
る
自
由
に
ワ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
思
想



二

橋

論

議

第
二
十
八
巻

第
二
銭

38、

こ
と
に
な
右
。
か
れ
の
哲
撃
が
こ
の
基
礎
の
上
に
の
み
た
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
ん
に
紳
壊
的
で
あ
っ
て

γ
近
代
的

哲
接
的
と
は
い
い
え
た
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
第
二
の
要
素
と
結
合
し
て
の
み
哲
接
的
意
味
を
も
ク
。
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第
二
の
自
然
哲
聞
学
的
要
素
は
近
代
的
要
素
で
あ
る
。

近
代
の
自
然
哲
聞
学
は
自
然
を
反
省
さ
れ
、
確
立
さ
れ
た
方
法
論
に
基
い
て
把
握
し
た
。
自
然
は
教
事
の
諸
原
理
に
従
う
も
の
と
し
て
、

賞
験
的
に
把
握
さ
れ
た
。
自
然
は
、

た
だ
た
ん
に
紳
に
創
造
さ
れ
た
も
の
E

と
し
て
、
聖
た
る
秩
序
を
も
づ
も
の
と
し
て
で
は
た
く
、
と
の

人
間
的
諸
原
理
に
よ
づ
て
把
握
さ
れ
う
る
秩
序
を
も
ク
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。
と
の
自
然
の
秩
序
は
、
聖
た
る
秩
序
を
う
ら
に
珠
想

す
る
と
と
に
よ
ク
て
、
人
聞
に
秩
序
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
聖
な
る
秩
序
が
あ
る
こ
と
が
確
信
さ
れ
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
現
賞
に
は
、
人
間
の
認
識
活
動
|
|
ロ

y
ク
の
意
味
す
る
認
識
活
動
で
は
な
い

l
ー
に
よ
っ
て
、
護
見
さ
れ
た
悲
序
が
、
聖
な
る

秩
序
の
現
わ
れ
と
し
て
考
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
人
間
の
認
識
が
前
進
す
る
。
そ
れ
に
し
た
が
づ
て
、
聖
た
る
秩
序
は
貧
際
に
は
後
退

す
る
の
で
あ
る
け
れ

E
も
、
人
間
の
認
識
を
自
己
の
表
現
と
考
え
る
こ
と
に
よ
タ
て
、
同
じ
よ
う
に
前
進
す
る
。
し
か
し
、
聖
た
る
秩
序

は
ど
こ
ま
で
も
、
自
然
の
方
法
的
認
識
と
同
一
で
あ
る
主
は
い
え
た
い
。
そ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
。
自
然
解
躍
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
は

そ
う
で
は
た
い
が
、
嘗
然
そ
れ
に
づ
づ
い
て
く
る
、
人
間
の
解
揮
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
は
、
南
者
は
衝
突
す
る
。
ロ
ッ
ク
は
そ
の
限
界

鮫
に
立
っ
て
い
る
。
か
れ
は
人
閣
の
自
然
認
識
を
そ
の
ま
ま
に
聖
た
る
秩
序
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
も
、
か
れ
は
合
理

的
精
神
の
前
進
こ
そ
人
聞
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
る
。
不
合
理
主
考
え
ら
れ
た
と
E

と
も
あ
づ
た
信
仰
は
、

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
理
性
と
矛

盾
し
た
い
と
考
え
ら
れ
る
。
同
，
v
m
H
u
g
o
B
E
3
2田
O
W

の
可
富
山
P
E叶旬、

E
R
r
-日

4
・
叩
叶
広
吉
伸
げ
叩

切
の

Hiq合
同
司
m
v
p
H
内山一山
M
M
・
は
こ
の
よ

う
た
意
園
の
下
に
か
か
れ
た
。
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喝勧

古
い
ア
リ
ス
ト
テ
V

ス
の
形
而
上
製
や
六
ヨ
ラ
哲
壌
と
は
別
な
新
し
い
自
然
哲
壊
が
か
れ
に
新
し
い
世
界
観
を
輿
え
る
。

E
g
M
g
g

な
る
小
論
文
で
、
ロ
ッ
グ
は
物
質
と
運
動
、
宇
宙
、
太
陽
系
、
地
球
、
地
球
上
の
無
生
物
お
よ
び
生
物
、

そ
の
昔
時
の
自
然
哲
阜
の
成
果
と
思
わ
れ
る
も
の
を
の
べ
て
い
一
記
。
そ
の
内
容
に
ク
い
て
は
こ
こ
に
詳

五え

庵宮
人言
問己
の
悟 :p
'性忌J

tこ〆話

てつ 毛
ぃ ε
て

し
く
の
ベ
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
宇
宙
論
の
最
後
に
人
間
の
悟
性
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
と
れ

は
ホ
ッ
プ
ス
が
巴
町

8
4
0
8
(物
瞳
論
)
の
最
後
で
感
畳
、
意
志
た

E
を
論
じ
た
の
に
完
全
に
封
勝
し
て
い
る
。
す
た
わ
ち
、
人
聞
の

認
識
の
問
題
は
宇
宙
論
的
に
眺
め
ら
れ
た
。
人
聞
の
宇
宙
論
的
た
護
生
に
ク
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
た
い
が
、
宇
宙
の
自
然
的
秩
序

の
内
部
で
人
聞
が
、
そ
し
て
人
聞
の
悟
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
と
ク
て
は
重
要
で
あ
る
。
悟
性

に
づ
い
て
の
物
理
的
乱
附
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
か
れ
の
こ
の
世
界
観
に

論
に
は
し
ば
し
ば
、
感
覚
の
観
念
(
広

gm
え

8
5
E
Z
D
)

基
い
て
い
る
。

ロ
?
グ
の
一

た
お
、
豆
閥
的
世
界
の
ほ
か
に
、
徴
観
的
世
界
も
か
れ
の
理
論
に
大
き
た
え
い
き
ょ
う
を
典
え
た
。
回
口
問
に
よ
れ
ば
、

六
八
五
年
六
月
二
二
日
の
日
記
に
、
か
れ
が
検
微
鏡
に
よ
る
い
く
づ
か
の
観
察
を
し
、
そ
れ
に
驚
嘆
し
た
こ
と
が
詳
し
く
し
る
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
一
記
。
悟
性
論
第
二
巻
第
二
十
一
章
の
最
後
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
、
微
細
た
物
櫨
を
感
一
党
し
う
る
ほ
ど
鋭
敏
な
能

(
叩

M

)

・4

〔
日
)

力
が
人
間
に
あ
ク
た
た
ら
ぽ
、
色
彩
、
主
一
日
等
諸
感
費
の
性
質
が
も
タ
ム
」
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
思
想
は
、
列
。
ぴ
四
三
回
o
u
L
O

の
え
い
き
よ
う
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
・
と
も
に
、
こ
の
徴
観
的
世
界
の
え
い
き
よ
う
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ロ
岬
ノ
グ
の
時
代
の
指
導
的
哲
闇
宇
は
も
ち
ろ
ん
デ
カ
ル
ト
の
哲
壊
で
あ
ク
た
。
ロ

y

ク
は
そ
こ
か
ら
多
ぐ
の
え
い
き
ょ
う
を
受
け
た
。
デ
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カ
ル
+
の
合
理
主
義
的
た
方
法
論
、
認
識
論
か
ら
は
も
の

J

と
も
夫
き
い
え
い
き
ょ
う
を
う
け
て
い
る
J

は
情
性
論
第
四
巻
第
二

kF98ロ

川
入
間
悟
性
輸
に
お
け
る
"
自
由
に
づ
い
て

u
n
守
ク
の
怠
怨

r、
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章
治宝
フ同

コむも

Jレ
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宮禽
宮 叢 、 列
島。。
の
開
巻
の
部
分
と
類
似
し
て
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
…
出
。
第
四
巻
第
二
章
は
認
識
の
程
度
に
つ
い
て
の
章

第
二
十
八
巻

第
二
務

で
あ
る
が
、
こ
の
章
の
基
調
は
直
観
主
義
的
で
あ
っ
て
、

吉
吉
注
目
。
ロ
の
観
念
は
か
れ
の
思
想
と
し
て
は
明
瞭
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
委
理

論
瞳
系
の
中
で
は
、
あ
ま
り
に
も
か
ん
た
ん
に
古
典
的
哲
皐
の
停
統
を
そ
の
ま
L

に
う
け
い
れ
た
よ
う
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
く
た

〈
'
と
も
第
二
巻
と
は
調
子
が
い
ち
じ
る
し
く
襲
。
て
い
る
。
明
詮
性
の
問
題
す
た
わ
ち
、
。
-
m
p
司
戸
出
血
佳
目
立
ロ
立
の
問
題
も
か
れ
は
デ
カ

ル
ト
に
お
う
て
い
る
。
し
か
し
悟
性
論
の
基
調
は
反
デ
カ
ル
干
的
で
あ
る
。
デ
カ
ル
干
に
民
劃
す
る
理
由
は
デ
カ
ル
ト
が

(時
)

a

e

で
あ
h
v
敷
撃
的
で
あ
っ
た
け
れ

E
も
、
そ
の
瞳
系
を

E
S
W
の
上
に
た
て
た
た
め
で
あ
る
。

s
t
o
g
-
R
]
U
2
5
8仲
間
目
白
色
。
宮

2
g
a

を
扶
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
い
L

か
え
れ
ば
、
ぺ
イ
コ
ン
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
哲
襲
の
停
統
で
あ
る
賓
験
と
観
察
と
に
よ
る
自
然

間

]umoβ-mwZ4m

件

H
O
口白

解
躍
の
精
紳
が
デ
カ
ル
ト
に
た
か
づ
た
こ
と
が
ロ
ッ
ク
の
反
艶
の
理
由
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
形
而
上
接
的
に
物
躍
を
延
長
3

と
し
て
規
定

官
ツ
ク
は
自
然
哲
菌
学
的
に
、
回
瞳
性
(
田

0
5
3
)
と
し
て
物
樫
を
規
定
九
ふ
。
も
づ
色
、
も
強

P
Lア
カ
ル
ト
に
反
劃
し
た
の
は
と

す
る
が
、

の
離
で
あ
づ
た
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
口
叩
君
主

E
o
s
-
q
の
問
題
が
あ
れ

J

た。

さ
き
に
認
識
の
基
礎
に
あ
る
形
市
上
接
的
た
も
の
が
ニ
ク
あ
る
と
い
づ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
第
二
の
も
の
は
こ
の
意
味
の
賓
験
と
観
察

エ
」
に
基
礎
を
お
く
自
然
哲
朗
宇
で
あ
の
ー
た
。

は
さ
き
に
あ
げ
た
筒
所
で
、

ロ
ツ
グ
の
い
う
合
理
的
費
験
主
朝
刊
察
に
基
い
た
自
然
哲

九
戸
田

H
O
ロ

間
申
官
と
は
-
一
?
?
ト
ン

E
ポ
イ
ル
の
そ
れ
を
き
し
て
い
る
主
の
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ニ
ー
ウ
下
ン
に
代
表
き
れ
る
古
典
的
物
割
問
申
が
官

ヲ
グ
の
認
識
理
論
の
基
礎
に
あ
る
自
然
哲
撃
で
あ
る
。
そ
こ
で
ロ
ッ
ク
の
世
界
像
は
づ
ぎ
の
よ
う
に
た
る
。

世
界
の
創
建
者
で
あ
り
、
支
配
者
で
あ
る
紳
が
賓
在
す
る
。
紳
の
貴
在
は
詮
明
で
き
る
。
と
れ
が
宗
教
的
た
要
素
で
あ
る
。
さ
て
、

ぎ
に
、
物
瞳
と
運
動
と
の
秩
序
の
綿
瞳
ξ
し
て
の
自
然
界
が
存
在
す
る
。
自
然
的
物
種
の
内
部
的
構
遣
は
微
視
的
で
あ
る
た
め
に
人
聞
に

‘-、

一、

j 

d

，
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は
ま
だ
認
識
で
き
な
い
。
物
韓
は
物
髄
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
と
も
に
人
聞
に
は
た
ら
き
か
け
る
。
物
韓
の
人
間
に
射
す
る
は
た
ら
き
か

ら
、
第
一
に
物
惜
の
第
一
性
質
守
立

H
E
q
o
g
H庄

内

田

)

に
ぞ
く
す
る
諦
観
念
が
、
第
二
に
、
特
に
人
間
の
感
官
に
劃
す
る
は
た
ら
き

か
ら
、
第
二
性
質
合

2
3
a
p
q
c
c
p
E
w
m〉
に
ぞ
く
す
る
諸
観
念
が
え
ら
れ
る
。
前
者
は
物
瞳
の
本
質
民
ぞ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
後

者
は
物
瞳
の
感
覚
的
性
質
に
ぞ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
の
場
合
に
、
観
念
が
え
ら
れ
る
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
え
ら
れ
た

観
念
と
、
そ
の
劃
爆
者
と
の
闘
係
、
劃
鹿
服
者
に
劃
し
て
、
観
念
が
本
質
上
た
ん
で
あ
る
か
は
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
ホ
ッ
プ
ス

に
お
け
る
よ
う
に
、
観
念
は
、
運
動
で
あ
る
感
畳
の
う
す
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ

5
に。

自
然
的
物
糟
か
ら
の
は
た
ら
き
は
物
理
的
で
あ
る
。
物
理
酌
運
動
の
結
果
は
あ
く
ま
で
物
理
的
蓮
動
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
黙
で

r

は
ホ
ッ
プ
ス
は
コ
ン
セ
ク
ェ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
に
謝
し
て
ロ
ッ
ク
同
よ
れ
ば
蓮
動
の
結
果
が
観
念
で
あ
る
の
か
、
は
た
ら
か
れ
た
こ
と

に
劃
醸
し
て
、
そ
れ
を
機
株
と
し
て
、
精
神
的
な
も
の
と
し
て
観
念
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
は
明
瞭
比
さ
れ
て
い
た
い
。
た
だ
わ
れ
わ
れ

の
意
識
の
現
賓
と
し
て
観
念
を
示
す
に
止
ま
タ
て
い
る
。

と
れ
ら
の
諸
性
質
を
ロ
ッ
ク
は
カ
(
望
者
四
叶
)
と
よ
ん
で
い
る
。

人
聞
は
物
岨
胞
と
は
ち
が
っ
た
も
の
と
じ
て
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
自
己
保
存
の
瞳
系
で
あ
り
、
他
の
無
生
物
お
よ
び
生
物
を
そ
の
生
命
維

持
の
た
め
に
は
利
用
で
き
る
特
殊
た
紳
の
思
寵
を
う
け
た
存
在
で
あ
る
。
人
聞
は
諸
種
の
、
物
韓
と
し
て
の
第
一
、
第
二
性
質
の
ほ
か
に
、

カ
を
も
う
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
力
を
は
た
ら
か
せ
る
。
と
の
人
聞
の
内
面
的
諸
力
お
よ
び
そ
の
は
た
ら
き
は
、
反
省
的
に
人
間
に
そ
の

41 
F

観
念
を
あ
た
え
る
。
こ
仰
が
反
省
の
麗
念
と
、

v

よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

官
ツ
グ
で
は
感
息
死
(
由

g
F
8
5
9丘
O
ロ
)
と
観
念
と
を
し
い
て
直
別
し
た
い
。
赤
の
観
念
は
、

一
般
観
念

Q
S
O
S
-
広

g)
と
し
て
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の
赤
の
観
念
を
意
味
し
な
い
で
、
あ
る
花
の
赤
さ
の
観
念
を
意
味
さ
せ
る
と
き
で
も
、
現
に
み
て
い
る
赤
さ
と
記
憶
の
中
に
あ
る
赤
さ
で

は
観
念
の
し
か
た
が
ち
が

γ
と
思
わ
れ
る
の
に
、
そ
の
匿
別
を
問
題
に
し
な
い
で
、
同
じ
よ
う
に
感
費
の
観
念
と
よ
ば
れ
る
。
観
念
の
劃

象
を
問
題
に
し
た
い
で
、
観
念
の
み
を
問
題
と
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
意
識
に
お
い
て
明
瞭
に
限
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
観
念
な
の
で
あ
る
か

ら
、
相
関
象
と
の
関
係
を
そ
れ
ほ

E
深
く
追
求
す
る
必
要
を
認
め
た
か
れ

J

た
の
で
あ
ろ
う
。
観
念
の
。
比
例
宮
内
乙

題
で
あ
づ
た
の
で
あ
れ
J

て
、
そ
れ
の
内
部
構
造
は
主
わ
れ
た
か
れ
J

た。

ム
」
し
て
の
封
象
世
界
が
問

反
省
の
観
念
に
つ
い
て
も
そ
う
い
え
る
。
反
省
に
よ
っ
て
い
か
に
し
て
観
念
が
え
ら
れ
る
か
が
問
題
で
は
な
く
、
・
ま
た
心
的
諸
カ
の
全

種
的
内
部
構
遣
が
問
題
で
は
た
く
、
反
省
に
感
じ
て
明
ら
か
と
た
る
反
省
の
諸
観
念
が
の
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
反
省
の
諸
親
念
は
、
し
-

た
が
れ

J

て
、
デ
カ
ル
ト
の
の
O
E
H
O

の
意
識
が
も
の
J

主
う
た
認
識
主
観
的
危
意
味
を
も
た
た
い
。
人
聞
の
も
づ
諸
カ
の
活
動
が
内
面
性
で

あ
る
が
、

ロ
ッ
グ
は
そ
れ
を
理
論
の
根
基
に
す
え
て
、
そ
こ
か
ら
か
帆
の
髄
系
を
く
み
た
て
よ
う
と
は
し
な
い
。
認
識
主
観
、
内
面
的
な

も
の
が
官

y
グ
に
た
い
の
で
は
た
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
は
ロ
ッ
ク
の
理
論
の
う
し
ろ
に
あ
る
も
の
で
あ
ク
て
、
封
象
的
世
界
が
存
在
す
る

と
確
信
し
た
が
ら
、
全
面
的
に
は
認
識
と
た
ら
た
か
っ
た
よ
う
に
、
主
観
的
世
界
が
存
在
す
る
と
ム
」
を
確
信
し
た
が
ら
、
ぞ
れ
を
原
現
的

に
論
理
的
に
把
握
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
』
か
え
れ
ば
認
識
論
で
い
う
よ
う
た
主
盟
客
観
の
概
念
は
ロ
?
グ
は
も
た
-
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
主
観
的
世
界
と
客
糊
倒
的
世
界
と
は

区
別
さ
れ
て
、

か
れ
の
認
識
理
論
の
基
礎
に
あ
る
。
物
瞳
が
人
聞
に
は
た
ら
き
、
人
聞
は
物
煙
か
ら
観
念
ー
密
う
る
。
人
間
は
人
間
の
認
識

に
つ
い
て
の
み
で
は
な

4
諸
カ
を
も
ち
、
物
瞳
に
も
は
た
ら
き
か
け
、
自
己
自
身
に
も
は
た
ら
き
か
け
る
が
、
こ
の
諸
力
と
そ
の
は
た
ら

き
は
反
省
さ
れ
て
反
省
の
諸
観
念
を
興
え
る
。
す
た
わ
ち
、
針
象
的
世
界
の
構
誼
と
人
間
の
構
誼
と
が
は
た
ら
き
あ
う
と
3

と
を
前
提
と
し

4‘ー-喝υ

'. 
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R
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主

， 

て
)
そ
の
結
果
人
間
の
観
念
と
な
る
も
の
だ
け
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
臨
念
の
現
象
壊
と
い
え
ば
ロ
ッ
ク
の
認
識

理
論
の
性
格
を
い
く
ぶ
ん
で
も
分
り
や
す
く
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

封
象
的
世
界
と
人
間
と
の
関
係
ー
ー
そ
の
関
係
に
よ
タ
て
人
聞
に
観
念
が
生
ず
る
|
ー
は
:
ク
に
と
づ
て
は
い
わ
ば
物
理
的
関
係
で

あ
れ

J

て
認
識
論
的
関
係
で
は
た
い
。
認
識
は
観
念
の
間
の
一
致
不
一
致
の
感
畳
で
あ
う
た
。
観
念
の
基
礎
に
あ
る
こ
の
封
象
的
世
界
と
人

聞
と
の
関
係
は
、
す
で
に
の
べ
ら
れ
た
よ
う
に
自
然
哲
単
に
よ
ク
て
把
握
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
観
念
は
自
然
哲
朗
学
的
に
殻
生
す
る
。
そ

れ
は
一
づ
の
自
然
秩
序
で
あ
る
。
観
念
か
ら
自
然
認
識
l
i
A
N
ン
干
的
意
味
に
お
い
て
の
認
識
ー
ー
が
生
ず
る
の
で
は
た
く
、
観
念
が
自

然
の
基
礎
の
上
に
成
立
す
る
。

悟
性
論
は
構
遣
を
も
た
ぬ
と
い
わ
れ
る
。
国
-
H
w
d回
目
色
は
ロ

y
ク
の
哲
関
学
は

EM)日刊の
m
B
g
y
ロw
m
B
Wロ片山片山口

4
4
2
F
ロ
。
寸
回
Z

Z
・

か
れ
が
人
聞
の
認
識
の
性
格
を
謙
厳
に
把
握
し
た
た
め
で

。回
ρHHOHHロ仏

HHHH
。同

P
M
)日向。巾

3

ム
」
い
う
。
悟
快
論
が
断
片
的
で
あ
る
の
は
、

あ
り
、
も
タ
ム
」
本
質
的
に
は
、
こ
の
観
念
主
た
れ

J

た
断
片
を
支
え
る
自
然
的
秩
序
を
確
信
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

、
あ
ら
わ
に
た
づ
た
ど
の
断
片
も
、
あ
ら
わ
に
は
た
ら
な
い
秩
序
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

観
念
の
基
礎
を
形
づ
く
る
第
一
、
一
第
二
の
要
素
は
と
も
に
重
要
で
あ
る
。
第
二
の
要
素
と
矛
盾
し
な
い
か
ぎ
り
、
第
一
の
要
素
は
ロ
ツ

グ
の
折
口
鼠
干
の
僚
値
を
減
ず
る
も
の
で
は
た
い
。

(
1
U
 

岡
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町
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日
付
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皆
目
印
刷

w国
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以
内
仏
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M
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H
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内

w

H∞
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9
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F
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同
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岡
、
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口
付
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H
-
唱
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ロ
N
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N
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F
O吋
仏
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国
側

W
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口
同
ゆ
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E
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H
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o
p
H
∞ω
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1
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H
L
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ω
g

阿
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-
F
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S
F
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D吋

E
F
c
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H
n
y
F
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色

o
p
H
S
〆
HU-HKH

〔
M
H
)

拙
稿
ロ

y

ク
の
「
人
間
情
性
論
」
に
お
け
る
概
念
の
認
識
論
的
意
味

r¥ 
11 、J

(
u
u
 

〉
阻
H
o
p

。目u・
口
広

-wHY
己

F
O口
W
9
J
1
0
H
・
了
間
u・
N
口同・

f旬、

13 、J

九
一
日
)

kr但
吋

o
p
o
H
y
a
f
H
U・
HN

fB 

一
橋
論
叢
第
九
品
位
第
二
放

な
お
こ
と
で
、
デ
カ
ル
ト
と
の
比
較
も

さ
れ
て
い
る
。

(

口

)

国

-
m
c
g
o
-
-
w
k
p
出
山
田
件
。
ミ
弘
司

2
8
B
H
V
E
-
o
g
H
Uげ凶
J
F
oロ
a
g
u
H
翠∞
w]u
・
8ω

カ
の
観
念
と
自
由
の
観
念

ロ
ッ
ク
は
悟
性
論
第
二
巻
第
二
十
一
章
「
力
に
タ
い
て
」
で
自
由
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
章
は
力
を
論
ず
る
の
が
主
題
と
し
て

掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
に
づ
い
て
は
五
五
頁
の
う
ち
わ
ず
か
に
四
頁
が
さ
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
ぞ
れ
も
自
由
の
観
念
を
導
き
だ
す
た

め
の
準
備
と
み
注
さ
れ
る
か
ら
、
賓
際
は
白
白
が
主
題
だ
ム
」
い
、
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
に
も
す
こ
し
ふ
れ
た
よ
う
に
、
悟
性
論
に
た
ぜ

こ
の
よ
う
に
詳
細
に
自
由
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
か
は
あ
ま
り
明
瞭
で
は
た
い
。
自
由
の
概
念
が
営
時
の
思
想
界
で
、
し
た
が

A
Y
て
ま
た
か
れ
の
思
想
の
中
で
重
要
た
意
味
を
も
ヲ
て
い
た
こ
在
、

か
れ
が
そ
れ
に
封
し
て
一
つ
の
新
し
い
解
轄
を
も
っ
て
い
た
之
左
は

す
で
に
明
瞭
で
あ
る
け
れ

E
も
、
悟
性
論
の
こ
の
章
で
そ
れ
を
と
れ
ほ

E
に
展
開
十
る
こ
と
は
所
を
え
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。

悟
性
論
の
第
二
版

(
H
a
Z
)
で
は
こ
の
章
は
内
容
に
ク
い
て
本
質
的
に
改
訂
さ
れ
た
。
意
志
の
最
後
の
決
定
に
か
ん
す
る
思
想
が
費
更

さ
れ
た
。
こ
の
と
ξ
に
づ
い
て
ロ
ッ
ク
は
請
者
へ
の
書
簡
で
、
人
聞
の
心
の
は
た
ら
き
(
君
。
品
庄
内
)
を
も
っ
L
」
精
密
に
検
査
し
、
心
を

を
も
っ
止
巌
密
に
吟
味
し
た
上
で
費
更
の
理
由
を
認
か
抗
、
と
の
べ
て
い
る
。
と
の
こ
と
は
こ
の

動
か
す
諸
動
機
や
諸
見
解
(
乱
。
羽
田
)

a
'
1
4
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〆 e

164 

L 



‘ 
¥ 

へ， 

， 

-、宅
、必

章
が
ロ
ッ
グ
の
重
大
た
閥
心
の
謝
象
で
あ
づ
た
と
と
を
有
力
に
も
の
が
た
ク
て
い
る
。
三
れ
に
よ
れ
/
て
み
れ
ば
、
親
念
の
起
原
を
問
題
に

也
九
す
る
巻
で
自
由
を
詳
論
す
る
の
は
、
他
に
遁
嘗
た
場
所
主
機
舎
が
た
く
、
し
か
も
詳
論
を
し
な
い
に
は
あ
ま
り
に
も
重
要
だ
内
容
を
自
由

に
つ
い
て
か
れ
が
も
?
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
由
の
思
想
が
カ
の
章
で
展
開
さ
れ
る
の
は
、

ロ
ッ
ク
に
し
た
が
え
ば
、
・
日

自
が
カ
エ
」
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

し
た
が
づ
て
ま
ず
力
の
観
念
を
明
瞭
に
し
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。

カ
の
観
念
が

E
う
し
て
え
ら
れ
る
か
か
ら
鉱
越
が
始
ま
る
。

カ
は
感
畳
ξ
反
省
か
ら
う
け
と
ら
れ
る
単
純
観
念
で
あ
る
。

人
間
の
も
づ
す
べ
て
の
観
念
は
開
単
純
観
念
公
首
G
F
広

gm〉
と
複
合
観

一
様
に
、
典
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ノ
て
、

念
と
に
分
け
ら
れ
る
。
皐
純
観
念
は
い
ろ
い
ろ
の
仕
方
で
興
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
闘
係
た
く
、

人
聞
に
ま
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
は
た
い
。
人
聞
の
心
は
こ
の
場
合
完
全
に
受
動
的
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
皐
純
観
念
は
心
に
提
供
さ
れ
た
と

き
、
悟
性
は
こ
れ
を
も
づ
と
と
を
桓
む
こ
ξ
は
で
き
ず
、
ま
た
刻
み
づ
け
ら
れ
た
と
き
費
え
る
こ
止
は
で
き
ず
、
‘
ま
た
拭
い
さ
れ
ゾ
て
悟
性

自
身
に
よ
っ
て
新
ら
し
い
も
の
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

単
純
観
念
を
く
り
か
え
し
、
比
較
し
、
結
令
す
る
と
主
に
よ
っ
て
複
合
観
念
が
え
ら
れ
る
。
車
純
観
念
の
結
合
に
よ
れ

J

て
複
令
観
念
が

え
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
は
原
子
論
の
え
い
き
ょ
う
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
単
純
観
念
は
感
畳
と
反
省
か
ら
え
ら
れ
る
か
ら
、
感
畳
か
ら

え
ら
れ
る
単
純
観
念
だ
け
を
と
ク
て
、

ロ
y
グ
の
翠
純
観
念
の
理
論
を
考
え
て
は
た
ら
な
い
。
感
費
の
場
合
に
は
心
が
受
動
的
で
あ
る
こ

ム
」
は
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
力
の
観
念
は
そ
の
え
ら
れ
方
が
む
づ
か
し
い
も
の
で
あ
る
。
カ
の
章
は
カ
の
車
純

観
念
が
い
か
に
し
て
え
ら
れ
る
か
を
問
題
に
す
る
。

165 
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カ
の
観
念
は
の
J
V
a
の
工
う
に
し
て
え
ら
れ
る
。

ふ
関
情
性
論
に
お
け
る
自
由
に
つ
い
て
の
ロ
ヲ
ク
の
思
想



策
二
十
八
巻

「
心
は
、
毎
日
外
国
沖
の
事
物
の
中
に
認
め
る
か
の
諸
単
純
観
念
の
措
型
化
を
、
諸
感
官
に
よ
っ
て
し
り
、
い
か
に
し
て
一
つ
の
込
の
が
終

り
、
た
く
な
り
、
前
に
は
た
か
づ
た
他
の
も
の
が
存
在
し
始
め
る
か
に
注
意
し
、
ま
た
、
か
れ
自
身
の
(
心
の
)
中
で
起
る
も
の
を
反
省

に
よ
づ
て
、
ま
た
あ
る
と
き
は
、
自
己
自
身
の
え

166 

し
、
あ
る
と
き
は
外
見
の
封
象
が
そ
の
諸
感
官
に
奥
え
る
諸
印
象
。

H
3
8
g
H
O口
白
)

ら
ん
だ
決
定
に
よ
づ
て
そ
の
諸
観
念
の
不
断
の
費
化
を
認
め
る
。
存
在
し
た
と
た
え
ず
認
め
た
と
こ
ろ
の
，
も
の
か
ら
、
同
様
の
諸
費
化
が

rr

一

未
来
も
同
様
ゆ
諸
事
物
の
中
に
同
様
の
諸
作
用
者
に
ど
れ

J

て
同
様
の
仕
方
に
よ
れ
ノ
て
起
る
こ
と
を
結
論
す
る
。
そ
し
て
一
方
の
も
の
に
そ

の
諸
翠
縄
駐
念
の
ど
れ
か
が
費
え
ら
れ
る
可
能
性
を
考
え
、
他
方
の
も
の
に
こ
の
費
化
を
生
ぜ
し
め
る
可
能
性
を
考
え
る
。
こ
う
し
て
、

力
と
よ
ぷ
か
の
観
念
を
う
る
の
で
私
列
。
」
こ
う
し
て
、
火
は
金
を
と
か
す
力
を
、
金
は
火
に
よ
タ
て
と
か
さ

i
る
カ
を
も
っ
と
わ
れ

る
。
す
た
わ
ち
カ
は
二
種
で
あ
る
。
費
化
を
お
こ
さ
せ
る
力
1
1
1
8己
2
3
4司

2
ξ
、
掛
型
化
を
う
け
る
カ
|
|
吉
田
由
円
・

4
0
3
4司
2
と
で

あ
る
。ラ

イ
プ
ニ
ツ
は
そ
の
ロ
ッ
グ
批
剣
で
、
t

力
の
章
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
主
う
に
の
べ
て
い
る
。
か
れ
は
カ
は
一
般
に
は
費
化
の
可
能
性
で

あ
る
と
の
ペ
、
さ
ら
に
能
動
的
な
カ
ム
」
受
動
的
友
カ
と
は
カ
の
一
一
種
で
あ
る
と
す
る
官
ツ
グ
の
思
想
を
、

一
般
に
費
化
は
一
方
の
き
σ・

守
口
件
に
は
能
動

(
s
t
oロ
)
で
あ
り
、
他
方
の
由
ロ
立
叩
♀
に
は
受
動
(
H
U
P

出
回
目
。
ロ
)
で
あ
る
酷
か
ら
、
支
持
し
て
い
る
。
ラ
イ
ブ
ニ
ツ
は

(

6

)

 

さ
ら
に
か
れ
自
身
の
思
想
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
引
用
し
た
が
ら
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
深
く
た
ち
い
る
づ
も
り
は
た
い
。

カ
を
二
種
に
考
え
る
の
は
、
自
然
哲
患
に
お
け
る
形
而
上
率
的
要
素
の
残
り
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。
〉
号
。
ロ
の
い
う
よ
う
に
、

の
思
想
に
は
こ
の
結
局
し
て
脅
さ
が
か
け
て
及
。
か
れ
は
カ
の
観
念
を
警
官
1

1
署

員

会

ら

で

は

た

い

。

力

は

皐

純

叡
念
で
き
て
直
接
的
に
し
か
え
ら
れ
な
い
。

l
l説
明
し
よ
う
と
す
る
。

2
1と
き
に
、
費
化
の
現
象
自
憧
を
説
明
し
よ
う

ιす
る
の

ロ
ッ
ク
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で
は
た
く
、
費
化
の
原
因
を
求
め
、
原
因
に
は
た
に
か
費
化
を
ひ
き
お
こ
す
、
ー
あ
る
い
は
産
出
す
る
な
に
か
が
あ
る
と
考
え
る
。
ぞ
れ
が

カ
で
あ
る
。
能
動
的
た
カ
と
受
動
的
た
カ
と
に
ク
い
て
は
、
紳
が
真
に
能
動
的
た
力
を
も
内
J
'
F

」
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
カ
の
閤
念
の
中

に
は
、
ひ
そ
か
に
紳
の
創
造
力
の
思
想
が
混
入
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
思
想
が
ロ

y
ク
に
あ
る
か
ぎ
り
力
の
観
念
に
は
形
而
上

闘
牢
的
た
色
彩
が
の
こ
ら
ざ
る
を
え
た
い
。
じ
か
も
官
ツ
グ
は
能
動
的
な
カ
を
カ
の
よ
り
本
質
的
た
意
味
と
考
え
て
い
る
か
ら
、
形
而
上
事

的
た
色
彩
は
一
一
暦
こ
い
と
い
え
る
。

こ
の
章
の
目
的
は
力
の
起
原
を
論
ず
る
こ
と
で
は
た
く
、
カ
の
観
念
を
い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
が
う
る
か
を
論
ず
る
と
と
に
あ
る
。
そ

れ
が
果
し
て
成
功
し
た
か
ど
う
か
を
み
よ
う
。

上
に
あ
げ
た
ロ
ッ
ク
の
引
用
文
か
ら
づ
ぎ
の
こ
ξ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
カ
は
費
化
を
前
提
す
る
。
時
現
化
は
質
化
を
お
こ
す
も
の
と
、
費

化
を
受
け
る
も
の
と
を
前
提
と
す
る
。
備
型
化
を
お
こ
し
、
費
化
を
う
け
る
可
能
性
が
カ
で
あ
る
。
従
A
J

て
カ
の
観
念
は
費
化
と
作
用
と
可

能
性
と
の
観
念
を
前
提
と
す
る
。
費
化
と
作
用
と
は
別
で
あ
る
。
作
用
に
は
原
因
結
果
の
観
念
が
含
ま
れ
る
。
カ
の
観
念
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
は
こ
れ
ら
諾
観
念
す
な
わ
ち
、
措
型
化
・
原
因
結
果
・
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
友
け
れ
ば
た
ら
ぬ

0

・

費
化
に
づ
い
て
は
特
別
に
た
に
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
場
所
の
掛
型
化
で
あ
↑
る
蓮
動
が
、
数
箇
の
感
官
に
工
る
間
早
純
観
念
で
あ
る
と

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
費
化
は
問
単
純
観
念
で
あ
る
4
0

と
が
ま
え
に
第
二
巻
第
五
章
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
費
化
は
ク
ね
に
費
化
し
な
い
も
の
を
そ
の
根
祇
に
議
想
し
て
い
る
。
費
化
し
た
い
同
一
の
も
の
の
根
抵
の
上
に
、
あ
る
存
在
が

非
存
在
に
費
る
こ
と
が
費
化
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
制
捜
化
の
観
念
は
同
一
性
と
差
異
性
の
上
に
基
く
論
理
的
概
念
で
あ
る
。

ロ
ッ
グ
は
同
一

47 
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性
一
と
差
異
性
と
の
観
念
を
闘
係
の
観
念
を
論
ず
る
場
所
で
、
論
じ
て
い
る
。
運
動
は
場
所
的
時
間
的
境
化
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

人
同
州
悟
性
倫
に
お
け
る
自
由
に
ヲ
い
て
の
ロ

y
タ
の
思
想

主主

ぜ



一
橋
論
議
第
一
一
十
八
巻
第
二
銭

蓮
勤
が
翠
純
観
念
で
あ
る
か
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ロ
ツ
グ
理
論
の
一
ヲ
の
扶
陪
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

168 

か
れ
は
別
に
章
を
設
け
る
。
第
二
単
位
第
二
十
六
章
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
章
は
関
係
の
諸
観
念
を
論

ず
る
相
場
所
の
う
ち
に
お
か
れ
て
い
る
。
噛
係
は
様
相

づ
ぎ
に
原
因
結
果
に
づ
い
て
は
、

(
居
。
骨
と
、
貫
樫
ム
」
B

と
も
に
単
純
観
念
か
ら
の

J

く
ら
れ
る
左
と
ろ
の
複
合
観
念

(ggHv-R 民向。
h
H
)

の
一
づ
で
あ
る
。
し
た
が
づ
て
力
が
箪
純
観
念
で
あ
る
た
ら
ば
、
ぞ
れ
は
少
く
と
も
、
原
因
結
果
の
闘
係
で
あ
れ

J

て
は
小
け
な
い
。
か
え
の
ノ
て
原
因
結
果
は
力
の
皐
純
観
念
を
そ
の
基
礎
と
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
し
か
も
原
因
と
カ
ム
」
は
ロ
ッ
グ
で
は

非
常
に
近
い
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
原
因
は
そ
れ
自
身
で
原
因
で
は
あ
り
え
た
い
。
原
因
は
結
果
を
A
J

く
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
原
因
で
あ
り
う
る
。

b
た
が
づ
て
原
因
は
結
果
と
の
開
係
に
お
い
て
の
み
原
因
で
あ
る
。
原
因
に
づ
い
て
語
る
と
v
と
は
論
理
的
に
は
明

瞭
に
結
果
に
づ
い
て
語
る
こ
主
で
あ
る
。
原
因
に
の
み
強
調
を
お
く
と
主
は
ゆ
る
さ
れ
た
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
た
ら
ぽ
、
原
因
ξ
カ
と

を
同
じ
意
味
比
づ
か
う
と
之
は
で
き
た
い
。
し
か
も
ロ
ヅ
グ
は
悶
じ
意
味
と
ま
で
は
ゆ
か
た
い
ま
で
も
、
き
わ
め
て
近
い
意
味
で
と
れ
ら

の
観
念
を
使
用
し
て
い
る
。
と
と
に
一
づ
の
混
乱
が
あ
る
。
プ
レ
ー
ザ
ァ
は
第
二
十
一
章
の
重
版
の
度
毎
の
改
訂
の
理
由
を
と
の
離
に
闘

蓮
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
営
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

原
因
結
呆
の
観
念
は
づ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
感
畳
に
よ
れ

J

て
、
わ
れ
わ
れ
は
事
物
の
費
化
に
気
づ
く
。
そ
れ
に
よ
れ
J

て
個
と
の

も
の
が
、
す
た
わ
ち
性
質
も
賓
樫
も
左
も
に
、
存
在
し
は
じ
め
、
し
か
も
こ
の
存
在
そ
の
も
の
を
、
な
に
か
他
の
も
の
の
仏
戸
8
9
M
M
U
ロ
gs

)

(

日

山

)

か
ら
う
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
た
い
。

4EeOHM
一
巳
白
血

O
M
U
O叶
札
昨
日

O
D

こ
の
観
察
か
ら
原
因
と
結
果
と
の
観
察
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
と
の

べ
ら
れ
る
。
皐
純
甑
念
で
も
複
合
観
念
で
も
観
念
此
生
ず
る
(
育

oEo乙
も
の
を
原
因
と
い
う
一
般
的
名
稿
で
よ
ぶ
。
生
じ
た
も
の
は

、
結
果
で
あ
る
。
加
熱
に
よ
づ
て

4
3
M

が
と
け
た
と
き
は
、
熱
が
原
因
で
あ
り
々
と
け
る
こ
と
が
結
果
で
あ
る
。

.， 
'，y 

一

守2
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金供

"' 

再

‘ . 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
原
因
結
果
の
観
念
は
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
主
う
で
あ
る
が
、
じ
づ
は
そ
う
?
は
た
い
。
個
と
の
相
場
合
に
す

で
に
問
題
が
あ
る
。

一
定
の
観
念
に
他
の
一
定
の
観
念
が
規
則
的
に
継
起
す
る
と
と
だ
け
で
因
果
関
係
の
観
念
が
つ
き
る
か

E
う
か
が
ま

ず
問
題
で
あ
る
。
づ
き
る
と
し
て
も
、
こ
の
規
則
的
継
起
の
原
因
が
事
物
の
中
に
貫
在
し
て
い
て
1
1
l
ロ
ッ
ク
は
こ
の
考
え
方
を
多
分
に

も
ク
て
い
る
こ
と
を
さ
き
に
あ
げ
た
|
|
規
則
的
躍
起
は
そ
の
一
ク
の
現
れ
と
し
て
見
ら
れ
る
場
合
に
は
問
題
は
な
い
と
し
て
え
そ
う

で
た
く
、
わ
れ
わ
れ
の
観
念
の
側
か
ら
こ
れ
を
み
る
場
合
に
は
、
営
然
に
規
則
的
構
起
の
習
慣
的
感
受
の
問
題
が
生
ず
る
は
ず
で
あ
る
。

ぞ
れ
は
ヒ
ュ
ウ
ム
を
た
や
ま
し
た
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
こ
の
黙
は
す
こ
し
も
問
題
に
し
て
い
な
い
。
か
れ
は
た
だ
糟
起
の
感

， 

畏
と
そ
れ
を
ひ
き
お
と
す
カ
を
考
え
て
因
果
関
係
の
観
念
を
考
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
一
般
的
問
題
と
し
て
考
え
る
と
問
題
は
い
づ
そ
う
難
し
く
た
る
。
因
果
関
係
の
個
別
的
問
題
を
は
た
れ
て
、
因
果
律
そ
の
も
の

を
ど
う
し
て
観
念
し
う
る
か
を
問
題
に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ロ
ッ
ク
か
ら
は
答
え
ら
れ
た
い
。
自
然
を
構
成
す
る
原
理
と
し
て
の
因
果
律
の

問
題
は
は
る
か
に
か
れ
の
閥
心
の
外
に
あ
づ
た
。

要
す
る
に
、
ロ
ッ
ク
の
因
果
関
係
の
説
明
は
卒
凡
で
あ
づ
た
。
か
れ
は
規
則
的
櫨
起
の
観
念
叫
ん
け
で
割
り
き
る
ほ

E
澄
明
な
態
度
を
と

り
え
た
か
れ
ノ
た
。
因
果
関
係
は
た
ん
な
る
躍
起
の
開
係
で
は
た
く
、
訟
に
か
そ
れ
以
上
の
要
素
を
含
ん
で
い
た
。
結
果
は
原
因
に
た
ん
に

そ
の
ノ
く
の
で
は
な
く
、
原
因
か
ら
で
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
「
そ
れ
以
上
の
も
の
」
は
ロ
ッ
ク
に
と
づ
て
は
相
嘗
に
強
い
意
味
を
も
の

J

て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
黙
に
、
力
と
原
因
左
の
観
念
が
接
近
し
て
考
え
ら
れ
、

r

そ
の
た
め
に
多
く
の
混
乱
を
び
き
お
こ
し
た
理
由

の
一
づ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
観
念
の
背
後
に
自
然
的
秩
序
の
存
在
を
確
信
し
た
結
果
、
自
然
的
秩
序
そ
の
も
の
の
構
成
を
き

49 

り
こ
ん
で
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
づ
党
、
か
れ
の
理
論
的
態
度
と
こ
れ
は
闘
係
が
あ
る
問
題
で
あ
る
。

人
間
民
間
性
論
に
お
付
る
自
司
自
に
づ
い
て
の
ロ
タ
タ
白
思
想

1.69 



一

橋

論

叢

第
二
鋭

第
二
十
入
品
位
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原
因
の
観
念
は
カ
の
観
念
に
む
す
び
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
原
因
が
関
係
の
艶
念
で
あ
る
な
ら
、
カ
も
闘
保
の
観
念
で
あ
る
べ
き

は
ず
で
あ
る
。
カ
の
概
念
の
例
の
一
づ
に
は
熱
と
金
と
の
閥
係
が
あ
げ
ら
れ
た
が
、
因
果
の
観
念
の
例
に
も
熱
と

dEM
と
の
関
係
が
あ

‘、

げ
ら
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん

y-同
じ
例
で
あ
る
。
差
異
は
、
カ
の
場
合
に
は
、
原
因
の
場
合
ー
に
は
な
い
と
こ
ろ
の
可
能
性
の
観
念
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
可
能
性
に
タ
い
て
は
あ
と
で
論
ず
る
け
れ
い
乙
も
、
可
能
性
は
現
賓
性
に
よ
っ
て
の
み
考
え
る
べ
き
で
あ
る
友
ら
、
カ
が
可
能

性
で
あ
る
こ
と
に
よ
れ
J

て
、
単
純
観
念
と
た
る
と
と
は
理
解
し
に
く
く
一
怒
る
。
現
賓
性

L
可
能
性
と
の
関
係
を
考
え
る
と
き
に
、

E
ロ0

・

位
。
ロ
巴
(
関
係
的
に
、
機
能
的
に
)
に
考
え
た
い
で
、
い
わ
ば
形
而
上
製
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
す
た
わ
ち
、
可
能
性
が
ま
ず
貫
在
し
、
そ

と
か
ら
現
貫
性
が
展
開
さ
れ
て
く
る
ξ
考
え
る
た
ら
ぽ
、
い
L

か
え
れ
ば
、
可
能
性
を

E
V却
E
E
E
(貴
種
的
に
)
に
考
え
る
た
ら
ぽ
、

問
題
は
ま
た
費
A
J

て
く
る
。
す
た
わ
ち
、
た
に
が
可
能
で
あ
る
か
は
、
た
に
が
現
賓
的
に
た
り
え
た
か
に
よ
れ
ノ
て
考
え
た
い
で
、
可
能
性

を
多
く
の
現
責
を
う
み
叫
ん
し
う
る
な
に
か
賓
在
す
る
貴
瞳
的
な
も
の
と
考
え
る
と
き
、
問
題
は
襲
っ
て
く
る
。
ロ
ヅ
グ
は
と
の
考
え
方
に

立
っ
て
い
る
。
カ
は
原
因
と
同
じ
よ
う
に
み
ら
れ
た
が
ら
、
原
因
と
は
ち
が
っ
て
車
純
概
念
で
あ
り
う
る
の
は
こ
の
立
場
で
の
み
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
の
考
え
方
が
問
題
を
含
む
こ
と
は
、
し
か
し
、
前
の
ま
L
費
り
は
た
い
。
し
た
が
っ
て
因
果
関
係
か
ら
み
れ
ば
力

が
翠
純
観
念
で
あ
る
の
は
疑
問
と
な
っ
て
く
る
。

作
用
令
官
叶
伊
丹
窓
口
)
、
産
出
す
る
(
買
え

50)
は
規
則
的
稽
起
か
ら
本
来
は
逆
に
考
え
る
べ
き
性
質
の
観
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
観

念
を
因
果
関
係
の
説
明
に
ロ
ッ
ク
が
使
用
す
る
の
は
、

か
れ
が
因
果
関
係
を
規
則
的
糧
起
以
上
の
も
の
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
作
用
の
観

念
は
常
識
的
に
使
用
す
る
場
A
n
惜
別
と
し
て
、
因
果
関
係
を
説
明
す
る
に
た
る
皐
術
用
語
で
は
た
い
。
因
果
閥
係
を
機
能
的
に
み
た
い
で
、

貴
韓
的
カ
の
は
た
ら
き
と
み
る
立
場
で
の
み
現
わ
れ
る
観
念
で
あ
る
。
作
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
作
用
の
結
果
か
ら
の
み
み
う
る
の
で

'-'叩匂費F

， 
K 

• 
ザJ
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あの
J

て
、
や
は
り
こ
の
概
念
の
根
抵
に
は
閥
係
の
観
念
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
と
の
酷
か
ら
み
て
も
作
用
の
観
念
は

間
単
純
観
念
で
は
な
い
。

可
能
性
は
現
貧
性
か
ら
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
他
の
も
の
の
原
因
と
な
タ
て
他
の
も
の
に
は
た
ら
き
か
け
る
可
能
性
は
、
そ
れ
が
か

つ
て
は
た
ら
い
た
か
、
そ
れ
と
同
じ
も
の
が
は
た
ら
い
た
か
に
か
か
っ
て
き
め
ら
れ
る
。
自
然
の
整
一
性
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
前
提
で
あ
る
。

ぞ
れ
は
承
-
認
す
る
。
経
験
に
ゆ
い
づ
の
概
念
の
起
原
を
求
め
る
ロ
ッ
ク
の
思
想
動
機
か
ら
み
れ
ば
、
い
つ
か
現
賓
的
と
放
っ
た
も
の
の
み

が
可
能
的
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
相
場
合
に
は
、
そ
の
も
の
の
構
成
要
素
が
す
で
に
可
能
性
を
明
瞭
に
し
た
賄
に
タ
い

て
だ
け
、
可
能
性
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
可
能
性
は
現
貫
性
に
闘
係
的
で
あ
る
。
と
う
み
れ
ば
、
可
能
性
か
ら
み
て
も
力
の

観
念
は
閥
係
的
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
複
合
観
念
で
あ
の

J

て
、
間
早
純
概
念
で
は
友
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

ロ
ッ
グ
は
力
は
翠
純
観

念
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

ロ
ッ
ク
解
樟
の
困
難
の
一
タ
が
こ
こ
に
現
わ
れ
て
く
る
。

ロ
?
ク
が
こ
の
よ

5
に
考
え
る
理
由
は
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
か
れ
は
色
を
親
畳
を
つ
う
じ
て
車
純
観
念
と
し
て
う
け
と
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
カ
を
賞
濯
す
る
客
観
的
な
も
の
と
し
て
、
感
畳
と
反
省
と
を
つ
う
じ
て
車
純
観
念
と
し
て
う
け
と
る
と
ξ
が
で
き
る

左
考
え
た
む
感
畳
の
襲
化
を
タ
う
じ
セ
は
、
出
現
化
は
し
り
え
て
も
、
カ
の
感
畳
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
感
費
と
反
省
か
ら
カ
の

開
早
純
観
念
を
う
る
と
い
い
・
な
が
ら
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
反
省
か
ら
カ
の
内
部
的
感
覚
を
、

し
た
が
っ
て
そ
の
間
単
純
観
念
を
え
よ
う
と
し
た

め
で
あ
る
。
カ
の
観
念
の
理
論
は
こ
う
し
て
つ
ぎ
の
段
階
に
う
つ
る
。
か
れ
は
受
動
的
な
力
よ
り
も
、
・
能
動
的
な
カ
を
よ
り
本
来
的
た
カ

3

と
考
え
る
が
、
外
的
世
界
に
現
わ
れ
る
力
は
受
動
的
な
カ
で
あ
る
と
し
、
内
的
世
界
す
な
わ
ち
人
聞
の
内
部
に
現
わ
れ
る
能
動
的
た
カ
が
、

171 

51 

本
来
的
た
カ
の
甑
念
を
輿
え
る
と
考
え
る
。
こ
の
思
想
の
動
き
は
、
紳
に
能
動
的
な
力
の
典
型
を
み
よ
う
と
す
る
か
れ
の
理
論
的
態
度
と

人
い
判
傍
佐
齢
酬
に
お
け
る
自
由
聞
に
つ
い
て
の
胃
ッ
タ
の
思
想
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も
掛
臆
し
て
い
る
。
カ
は
能
動
的
な
宮
江
O
ロ
と
受
動
的
た
匂
虫
色
。
ロ
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、

172 

ロ
ッ
ク
は

9
2日

o
p
に
力
の
車
純
観
念
の

起
原
を
求
め
よ
う
と
す
/
る
。
こ
こ
に
物
理
皐
の
カ
の
概
念
か
ら
哲
準
的
な
力
の
概
念
へ
の
う
づ
り
ゆ
き
が
み
ら
れ
る
。

H
H
O

色
。
ロ
と

H
U
E
-

，

ao口
と
に
カ
を
分
け
る
こ
と
自
陣
胞
が
す
で
に
物
理
準
的
で
は
た
い
。
そ
れ
は
す
で
に
P
口片山
O
ロ
に
力
の
本
来
の
姿
を
求
め
主
う
と
し
て
い

る
態
度
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
物
理
曲
学
的
に
は
虫
色
。
ロ
に
は
詰
P
口
氏
。
回
が
軒
立
さ
れ
る
べ
き
で
、
反
動
は
M
U

虫
色
。
ロ
と
そ
の
性
格
を
と

を
に
し
て
い
る
。

目
立
O
ロ
と

H
U
P
一
阻
回
目
。
ロ
と
に
力
を
分
け
る
考
え
方
は
、
す
で
に
外
的
自
然
に
艶
立
し
た
た
に
か
人
間
的
な
も
の
、

u、
し、

か
え
れ
ば
、
客
観
的
た
も
の
に
艶
立
し
た
主
観
的
な
も
の
を
務
想
し
て
い
・
る
。
す
な
わ
ち
、
自
裂
性
の
観
念
が
そ
の
底
に
ひ
そ
ん
で
い
る

主
み
一
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
、
自
護
性
の
観
念
こ
そ
、

ロ
ッ
ク
の
カ
の
単
純
観
念
の
本
質
を

た
す
も
の
で
あ
れ

J

た
。
ホ
ッ
プ
ス
は
力
の
こ
の
解
樟
を
と
ら
ず
物
理
皐
の
力
の
観
念
で
お
し
と
お
し
た
。
観
念
の
起
原
は
も
う
ば
ら
感
費

に
求
め
ら
れ
た
。
ロ
ッ
ク
が
観
念
の
起
原
と
し
て
感
覚
の
外
に
反
省
を
加
え
た
の
は
、
ホ
ッ
プ
ス
の
合
理
主
義
的
唯
物
論
に
劃
す
る
反
省

で
あ
り
、
修
正
で
あ
づ
た
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
こ
の
離
に
ク
い
て
:
ク
ム
」
同
じ
歩
調
を
と
づ
て

h
d。
ス
ピ
ノ
ザ
も

問
H
H
H
仙の
mw

に
お
い
て
、
や
L
ち
が
づ
た
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、

p
o
t
oロ
ム
』

H
U
P
白
色
。
ロ
と
を
匿
別
し
、

E
b
t
oロ
に
人
間
の
行
潟
の
基
礎
を
お

と
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
自
己
宮
口
を
重
視
す
る
哲
事
者
は
一
様
に
人
間
の
自
費
性
を
重
視
す
る
人
と
で
あ
っ
た
。
吉
田
・

回
目
。
ロ
は
力
と
し
て
は
受
動
で
あ
る
が
、
ま
た
、
人
間
的
に
情
念
を
も
意
味
し
て
い
る
。
情
念
は
人
聞
の
受
動
性
を
意
味
す
る
も
の
と
も

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
劃
し
て
回
忌
山
O
ロ
は

λ
聞
の
自
裂
性
に
基
く
行
潟
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

s
t
oロ
は
、

と
の
よ
う
に
、
物
理
接
的
意
味
と
哲
準
的
意
味
(
倫
理
皐
的
意
味
〉
と
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
。

ロ
ッ
ク
は
と
れ
ら
を
亙
確
に
は
匿
別
し

〆

て
い
な
い
。
し
か
し
第
二
十
一
章
の
調
子
に
よ
れ
ば
、
カ
の
物
理
曲
学
的
意
味
か
ら
そ
の
哲
皐
的
意
味
へ
の
う
づ
り
ゆ
き
が
感
じ
ら
れ
る
@

A

ア
伊

. 

畠
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日
?
ク
に
よ
れ
ば
、
能
動
的
た
力
?
の
片
山
。
ロ
)

は
、
我
h
A

が
そ
の
観
念
を
わ
か
ち
う
る
も
の
と
し
て
は
、
た
だ
二
種
で
あ
る
。
す
た
わ

ち
、
思
考

(
F
E
E口
問
)
と
運
動

(
S。
昨
日
。
己
主
で
あ
る
。
物
瞳
は
思
考
の
観
念
を
奥
え
な
い
?
物
瞳
は
ま
た
運
動
の
始
ま
り
(
宮
内
山
口
・

ロ
山
口
問
)
の
観
念
を
奥
え
た
い
。
静
止
し
て
い
る
物
抽
胞
は

P

ミ
戸
2
H
4
0
H
V
0
4『
2

Z

8

0

4
叩
の
観
念
を
興
え
た
い
。
そ
れ
が
動
か
さ
れ
て

い
る
と
き
は
、
そ
の
蓮
動
は
宮
昨
日
。
ロ
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
吉
田
色
。
ロ
で
あ
る
。
あ
る
も
の
が
他
の
も
の
か
ら
動
か
さ
れ
る
と
き
に
は
、

蓮
動
の
停
搬
が
あ
る
だ
け
で
、
始
動
は
た
い
。
そ
こ
に
は
、
カ
の
漠
然
た
る
観
念
が
あ
る
だ
け
で
、
物
瞳
の
中
に
は
た
ら
い
て
い
る
能
動

的
た
カ
の
観
念
は
な
い
。
そ
れ
は
一
七
の

p
o
t
。
ロ
を
産
出
す
る
も
の
で
は
た
く
、
た
だ
宮
田
回
目
O
H
H

の
耀
積
に
す
ぎ
な
い
。
蓮
動
の
開
始

の
観
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
部
の
で
き
ご
と
を
反
省
す
る
こ
と
に
の
み
よ
づ
て
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
た
だ
意
志
す
る
こ
と
に
よ
れ
/
て
、

た
ん
に
心
の
思
考

(50再開
H

C

に
よ
れ
/
て
、
ま
え
に
静
止
し
て
い
た
身
瞳
の
諸
部
分
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
経

験
に
よ
づ
て
知
っ
て
い
る

Q

感
畳
に
よ
る
物
瞳
の
作
用
の
観
察
か
ら
は
、
能
動
的
た
カ
の
不
完
全
た
漠
然
と
し
た
観
念
を
う
る
だ
け
で
あ

る
。
第
四
節
で
上
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
の
べ
て
い
る
。
さ
き
に
、
白
後
性
と
よ
ん
だ
運
動
の
開
始
の
意
識
が
能
動
的
な
力
の
観
念
を
わ
れ

わ
れ
に
奥
え
る
と
か
れ
は
考
文
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
意
志
の
自
費
に
求
め
る
。
こ
こ
か
ら
、
自
由
が
こ
の
章
で
と
ゆ
あ
げ
ら
紅
る
理
由
も

，
ほ
ぼ
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
は
意
志
に
深
い
関
係
を
も
の
ソ
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
第
五
節
で
意
志
に
つ
い
て
の
ベ
は
じ
め
る
け

れ
E
も
、
意
志
と
自
由
の
問
題
に
う
つ
る
ま
え
に
、
カ
の
観
念
を
こ
の
新
し
い
要
素
を
考
慮
に
い
れ
た
上
で
、

さ
ら
に
明
瞭
に
し
て
お
か

た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

た
し
か
に
人
聞
は
意
志
に
よ
る
戸
袋
持
る
自
費
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

一
円
ノ
の
考
え
か
ら
身
瞳
の
運
動
を
始
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
考
え
が
運
動
を
始
め
る
の
は
、

1.ct3 

は
た
し
て
ロ
ヲ
グ
の
い
う
よ
う
に
産
出
で
あ
ろ
う
か
。
手
を
上
げ
る
と
と
を
例
に
し
て

人
間
情
怯
輸
に
お
け
る
自
由
に
づ
い
て
の

"

y
ク
の
ぷ
恕
・
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時

論

議

吟
味
し
て
み
よ
う
。
手
を
上
げ
よ
う
と
思
う
。
こ
の
考
え
と
手
を
上
げ
る
動
作
が

E
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
は
し
ら
な
い
け
れ
ど

174 

も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
考
え
に
う
ぜ
い
て
手
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
考
え
た
か
っ
た
な
ら
ば
手
を
上
げ
た
か
づ
た
ろ
う
し
、
と

う
考
え
れ
ば
い
つ
で
も
手
を
上
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
考
え
が
手
の
運
動
の
前
に
あ
づ
て
、
そ
の
僚
件
と
た
づ
て
い
る
こ
と
に
は
少
し
も

疑
は
な
い
。
し
か
し
、
考
え
が
手
を
あ
げ
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
が
動
機
(
物
理
率
的
意
味
で
は
な
く
心
理
皐
意
味
に
お
い
て
)

、
と
た
の

J

て
手
が
上
げ
ら
れ
る
け
れ

E
も
、
乙
の
運
動
の
原
因
は
人
聞
の
肉
糟
的
た
た
に
か
で
は
た
い
だ
ろ
う
か
。
運
動
の
み
が
運
動
の
原

困
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
考
え
が
そ
れ
自
身
運
動
で
あ
る
か
、
心
が
運
動
の
原
因
で
あ
り
う
る
か
で
た
け
れ
ば
、

と
う
は
い
え
た
い
。
ロ

y
グ
は
心
身
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
に
な
に
ぢ
の
べ
て
い
な
い
。
ヲ
イ
プ
ニ
ツ
の
不
満
も
そ
の
黙
に
あ
っ
た
。
ラ

イ
プ
ニ
ツ
は
身
憧
の
す
べ
て
の
費
化
は
心
の
す
べ
て
の
饗
化
に
態
ず
る
と
考
え
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
外
的
運
動
は
別
と
し
て
人
間
の
身
髄

の
運
動
は
、
肉
的
の
側
の
原
因
と
、
意
志
の
側
の
原
因
と
ニ
タ
の
原
因
を
も
の
J

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
す
く
た
く
と
も
考
え
が
蓮
動
・
を
お

と
す
の
は
、

一円
J

の
物
理
的
原
因
が
他
の
物
理
的
結
呆
を
ひ
き
お
こ
す
の
と
、
完
全
に
同
じ
で
あ
る
主
は
い
え
た
い
。
カ
ン
ト
が
明
ら
か

に
し
た
よ
う
に
と
こ
に
は
、
因
果
関
係
の
ご
系
列
が
考
え
ら
れ
る
。

よ
る
因
果
関
係
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
自
由
の
因
呆
関
係
に
よ
づ
て
た
に
を
意
味
し
た
か
は
あ
・
と
に
の
べ
る
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
い
う
考
え

一
方
は
、
い
わ
ゆ
る
現
象
の
因
果
関
係
で
あ
り
、
他
方
は
、
自
由
に

に
よ
タ
て
運
動
が
始
め
ら
れ
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
、

さ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

カ
ン
ト
が
人
聞
に
お
い
て
、
叡
知
的
性
格
と

経
験
的
性
格
と
が
共
在
し
て
い
る
と
考
え
る
と
き
、
人
間
の
中
に
始
源
を
も
の
J

運
動
と
、
物
理
的
現
象
の
因
果
の
必
然
的
系
列
の
中
に
完

全
に
制
約
さ
れ
て
い
る
運
動
と
が
、
あ
る
と
考
え
る
と
き
、

ロ
ッ
ク
が
営
面
し
穴
そ
の
同
じ
問
題
を
解
緯
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

議e

L 

也

、
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こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、

ロ
ッ
グ
は
力
の
観
念
を
う
る
源
泉
と
し
て
意
志
の
白
売
を
問
題
と
す
る
だ
け
で
は
た
く
、
自
然
界
に
お
け

る
人
聞
の
特
殊
の
位
置
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
も
、
意
志
を
問
題
と

L
た
と
い
え
る
。

(

M

V

 

さ
き
に
の
ベ
た
ロ
ッ
グ
の

p
o
t
oロ
に
か
ん
す
る
思
想
に
よ
れ
ば
、
物
悼
の
運
動
は
宮
田
氏
。
ロ
を
も
づ
の
み
で
あ
る
。
受
動
は
能
動
が

た
け
れ
ば
存
在
し
え
た
い
か
ら
、
物
樟
の
運
動
は
、

ど
こ
か
そ
の
外
に
能
動
の
原
因
を
も
た
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
し
た
が
づ
て
物
櫨
の

運
動
に
は
第
一
原
因
す
な
わ
ち
世
界
の
運
動
に
第
一
の
始
動
を
奥
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
物
種
の
外
に
存
在
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
あ

る
い
は
人
聞
が
そ
の
能
勤
者
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
た
ら
友
い
。
人
間
は
能
動
者
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
切
の
物
櫨
の
運
動
の
原
固
と
は

考
え
ら
れ
た
い
か
ら
、
物
岨
胞
の
運
動
の
第
一
原
因
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
こ
の
第
一
一
原
因
は
p

y
ク
に
と
づ
て
は
、

い
う
ま

で
も
た
く
紳
で
あ
ろ
う
。
運
動
の
概
念
を
こ
の
よ
う
に
、
第
一
原
因
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
考
え
る
の
は
、
近
代
自
然
科
墜
に
お
け
る

運
動
の
諸
法
則
を
タ
う
じ
て
考
え
ら
れ
る
運
動
の
概
念
と
は
い
ち
じ
る
し
く
境
づ
て
い
る
。
そ
れ
は
形
而
上
園
学
的
で
あ
る
。
か
れ
ノ
そ
れ
は

機
能
的
に
把
握
さ
れ
た
蓮
動
の
概
念
で
は
な
く
、
賞
髄
的
に
把
握
さ
れ
た
運
動
の
概
念
で
あ
る
。
機
能
的
と
い
う
の
は
閥
係
的
と
い
う
こ

-
と
で
あ
り
、
貧
瞳
的
と
い
う
の
は
、
関
係
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
、
あ
る
一
づ
の
賞
雌
躍
が
そ
れ
を
含
む
よ
う
に
考
え
る
考
え
方
で

あ
る
。
ロ

y
グ
は
闘
係
を
考
え
た
か
の
ノ
た
わ
け
で
は
た
い
が
、
関
係
を
も
で
き
る
だ
け
賓
樟
的
に
考
え
た
と
い
え
る
。
因
果
関
係
に
お
い

て
原
因
が
結
果
を
産
出
す
る
と
考
え
る
な
ど
は
、
原
因
を
い
わ
ぽ
賞
理
的
に
考
え
る
と
主
で
あ
る
。
と
の
貸
瞳
的
友
考
え
方
の
ゆ
え
に
、

運
動
の
基
礎
に
カ
の
観
念
が
お
か
れ
る
。
蓮
動
を
貧
韓
的
に
把
握
し
た
も
の
が
カ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
力
の
概
念
で
は
放
く
、
カ
の
皐
純
観
念
が
い
か
に
し
て
え
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
に
あ
る
。
人
間
の
意
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志
を
の
γ

う
じ
て
現
わ
れ
る
運
動
の
開
始
の
自
費
は
は
た
し
て
カ
の
草
純
観
念
を
輿
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
傍
性
輸
に
お
仲
り
あ
伯
尚
に
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い
て
白
ロ
ッ
ク
の
息
怒

ー
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一

橋

議

叢

第

二

十

久

容

第

二

毅

ノ
わ
れ
わ
れ
は
あ
き
ら
か
に
意
志
的
運
動
の
自
覚
を
も
づ
て
い
る
。
意
志
が
た
け
れ
ぽ
存
在
し
え
‘
な
か
っ
た
運
動
の
存
在
を
矧
づ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
と
き
、
あ
る
考
え
、
ナ
た
わ
ち
あ
る
観
念
が
ま
ず
意
識
さ
れ
、
さ
き
の
例
に
よ
れ
ば
手
を
上
げ
主
う
と
思
う
こ
ξ
、
そ
れ
に

タ
づ
い
て
手
が
上
げ
ら
れ
た
こ
と
の
意
識
が
あ
る
だ
け
で
は
た
か
づ
た
か
。
一

E
こ
に
カ
の
観
念
が
あ
う
た
ろ
う
か
。
観
念
が
運
動
を
お
こ

し
た
と
い
え
る
の
は
、

一
円
ノ
の
観
念
が
ま
ず
意
識
さ
れ
、
そ
の
観
念
に
感
ず
る
運
動
が
お
き
、
そ
れ
が
意
識
さ
れ
て
始
め
て
い
え
る
こ
と

で
あ
る
。
観
念
だ
け
あ
れ

J

て
、
そ
れ
に
伴
う
運
動
が
た
け
れ
ば
、
ぞ
う
は
い
え
た
い
。
し
た
が
ヲ
て
観
念
だ
け
で
は
カ
の
単
純
観
念
は
あ

、

り
え
な
い
。
観
念
と
運
動
と
の
関
係
的
た
考
察
の
あ
と
で
、
観
念
が
運
動
の
原
因

l
l
ロ
ッ
ク
に
し
た
が
れ
ノ
て
こ
う
い
う
と
し
て

l
lで

あ
る
と
い
L

う
る
の
で
あ
る
。

¥
 

カ
は
作
用
の
観
念
泳
、
む
に
は
成
立
し
た
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
も
ま
た
成
立
し
た
い
。
現
貫
の
作
用
を
可
能
性
に
お
い
て
眺
め
、
か
っ
、

そ
の
可
能
性
は
一
つ
の
賓
瞳
に
属
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
と
き
に
力
の
観
念
は
生
ず
る
。
力
は
賓
瞳
の
観
念
か
ら
き
り
は
た
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
賓
瞳
の
観
念
は
、

の
観
念
の
批
剣
は
悟
性
論
の
中
心
課
題
の
一
ク
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
が
全
力
を
あ
げ
て
詮
明
す
る
こ
と
を
企
て
た
よ
う
に
、
複
合
親
念
で
あ
る
。
事
貝
樫

ロ
ッ
ク
に
、
よ
れ
ば
貧
障
の
観
念
は
カ
の
単
純
離
念
か
ら
複
合
観
念
正
し
て
把
握

さ
れ
る
。
力
が
貫
瞳
の
観
念
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
放
し
に
は
、
観
念
さ
れ
た
い
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
官
ツ
グ
に
反
劃
す
る
と
と
守

あ
る
。
ロ
?
ク
に
し
た
が
え
ぽ
力
が
賓
睦
に
関
係
す
る
の
は
、
カ
が
賓
韓
の
構
成
要
素
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
考
え
る

の
は
、
カ
の
観
念
自
醐
胞
が
費
瞳
の
観
念
と
関
係
す
る
こ
と
な
し
に
は
成
立
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
と
の
こ
と
は
た
お
説
明
を
必
要
冒
と
す
る
。

悟
性
論
で
貫
髄
の
観
念
と
力
の
観
念
冒
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
場
所
は
主
と
し
て
第
二
巻
第
八
章
と
同
じ
く
第
二
十
三
章
主
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
八
章
で
は
問
単
純
観
念
の
進
ん
だ
考
察
が
た
さ
れ
る
の
で
あ
り
て
、
そ
と
で
は
、
物
障
の
諸
性
質
と
人
聞
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
、

> -
ヤ

‘♂ 、τ

t 

“' 

176 

L 



-

、 目延
山、

物
一
挫
の
諸
性
質
が
力
を
主
韓
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
諸
山
荘
一
質
と
物
慢
と
の
関
係
が
カ
と
賞
韓
と
の
開
係
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
第
二

事

十
三
章
で
は
貫
睡
の
複
合
観
念
を
構
成
す
る
単
純
観
念
が
主
と
し
て
カ
で
あ
る
こ
と
が
の
べ
ら
れ
、
貫
躍
の
観
念
を
中
心
と
し
て
、
カ
と

費
韓
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
。
問
題
の
提
出
の
し
か
た
は
ち
が
ク
て
い
る
が
、
問
題
そ
の
も
の
ば
同
じ
で
あ
る
。
賓
鯉
に
か
ん
す
る
か

れ
の
理
論
を
完
全
に
こ
と
に
の
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
必
要
な
も
の
だ
け
で
満
足
し
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
心
に
観
念
を
生
そ
し
め
る
力
を
ロ
ッ
ク
は
物
瞳
の

わ
れ
わ
れ
の
心
が
そ
の
中
に
認
め
る
も
の
は
す
べ
て
観
念
で
あ
る
が
、

性
質
と
よ
ぶ
。
こ
の
関
係
で
考
え
ら
れ
る
物
瞳
の
性
質
は
三
種
で
あ
る
。

第
一
に
、
物
種
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
献
態
に
お
か
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
に
関
係
な
く
費
化
し
た
い
、

か
ク
そ
の
物
韓
か
ら
分
離
し
え

た
い
性
質
を
も
う
て
い
る
。
い
わ
ば
物
髄
の
本
質
を
構
す
る
性
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
源
的
性
質
ま
た
は
第
一
性
質
と
よ
ば
れ
る
。
第
一

性
質
は
わ
れ
わ
れ
に
国
瞳
性
、
延
長
、
形
態
、
運
動
あ
る
い
は
静
止
お
主
び
敷
の
諸
観
念
を
興
え
る
。

第
二
に
、
物
髄
は
、
そ
の
第
一
性
質
、
す
な
わ
ち
そ
の
感
畳
し
え
た
い
諸
部
分
の
大
き
さ
、
形
態
、
組
織
、

お
よ
び
運
動
に
よ
ク
て
、

わ
れ
わ
れ
の
中
に
色
、
普
、
味
等
の
い
ろ
い
ろ
の
感
費
を
生
ず
る
カ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
は
劃
象
自
瞳
に
お
い
て
は
た
に

も
の
で
も
た
心
、
た
だ
カ
で
あ
る
。
(
口
。

S
E
M
Z
D
B巾

O
Z
E
Z
5
0
5
8
-
4
0田
、
げ
H
H昨
日

以

04『
母
由
:
:
:
〉
こ
れ
は
第
二
性
質
と
よ
ば
れ
る
。

第
三
に
、
物
種
は
他
の
物
韓
に
は
た
ら
き
か
け
る
カ
を
も
づ
で
い
る
。
そ
れ
は
第
三
性
質
と
よ
ば
れ
る
。
そ
れ
は
物
瞳
の
中
に
あ
る
賞

在
的
な
一
グ
の
性
質
で
あ
る
。
信
二
性
質
は
物
躍
と
人
聞
と
の
聞
の
|
|
感
莞
能
力
を
も
づ
存
在
を
含
め
て
|
|
関
係
で
考
え
ら
れ
る
力

の
観
念
で
あ
る
が
、
第
三
性
質
は
物
憧
と
他
の
物
瞳
と
の
閣
の
闘
係
で
考
え
ら
れ
る
力
の
観
念
で
あ
る
。
カ
の
観
念
、
と
し
て
は
第
二
性
質

/ 
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第
三
性
質
と
は
同
じ
も
の
と
見
る
と
と
が
で
き
る
。

人
間
管
位
輸
に
お
付
る
自
由
に
ワ
い
て
の
R
y
h
y
C
思
想
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第
三
十
入
品
位
然
二
銭

第
一
性
質
は
カ
と
臨
よ
ば
れ
て
い
た
い
。
そ
れ
は
物
性
を
他
の
も
の
と
は
無
関
係
に
そ
れ
白
髄
と
し
て
眺
め
る
と
き
に
生
ず
る
観
念
で

178 

一
人
制
刊
は
設

、
あ
る
。
第
一
性
質
は
諸
闘
係
の
基
髄
と
た
る
物
館
の
性
質
で
あ
る
。
第
二
、
三
性
質
は
第
一
性
質
の
ゆ
え
に
物
種
が
他
の
も
の
に
輿
え
う

る
作
用
を
問
題
と
し
て
、
そ
の
作
用
が
カ
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
と
考
え
、
そ
の
カ
を
そ
う
よ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
物
簡
は
他
の
物
樫
と
の

闘
係
に
お
い
て
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
み
れ
ば
、
カ
は
閥
係
の
中
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
観
念
で
あ
る
。

第
一
性
質
は
カ
で
は
た
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
第
一
性
質
の
諸
観
念
が
人
間
に
乞
う
し
て
奥
え
ら
れ
る
か
を
説
明
す
る
と
き
に
、

第
一
性
質
の
カ
の
問
題
が
愛
生
し
て
く
る
。
外
的
劉
象
は
わ
れ
わ
れ
の
心
主
結
合
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
第
一
性
質
を
わ
れ
わ
れ
が

し
る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
は
、
「
あ
き
ら
か
に
、
あ
る
運
動
が
、
そ
こ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
紳
経
あ
る
い
は
生
気

(
P
E
S色
国
立
ユ
仲
田
)
に
よ

タ
て
、
ま
た
身
憧
の
諸
部
分
に
よ
っ
て
、
脳
髄
す
た
わ
ち
感
畳
の
座
ま
で
づ
づ
け
ら
れ
て
、
そ
と
で
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
、
と
れ
ら
の

物
躍
に
か
ん
す
る
諸
観
念
を
生
抗
出
」
か
ら
で
あ
る
。
と
の
場
合
の
運
動
は
す
で
に
寸
の
べ
た
よ
う
に
カ
を
諒
想
し
た
い
で
は
考
え
ら
れ
ぬ

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
れ

J

て
、
物
岨
胞
の
性
質
は
カ
'
と
し
て
み
れ
ば
、
ま
ず
、
第
一
性
質
を
人
聞
に
し
ら
せ
る
主
う
た
運
動
を
お
と
す
カ
と

し
て
、

づ
ぎ
に
、
人
聞
に
感
売
を
生
ぜ
し
め
る
カ
・
と
し
て
、

さ
ら
に
、
他
の
物
馳
胞
に
は
た
ら
を
か
け
る
カ
'
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
物
樫
は

受
動
的
な
カ
を
も
づ
の
み
で
、
能
動
的
た
カ
を
も
た
ぬ
・
と
す
れ
ば
、
と
れ
ら
の
物
憾
の
諸
カ
は
ど
と
に
そ
の
根
訴
を
も
の
J

の
で
あ
ろ
う
か
・

第
二
、
第
三
性
質
の
作
用
は
理
解
し
庁
す
い
け
れ

E
も
、
第
一
性
質
の
作
用
は
こ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
不
十
分
で
理
解
し
が
た
い
。
物
髄

の
本
質
的
構
遣
を
運
動
に
よ
れ
ノ
て
停
え
る
こ
と
と
、
本
質
的
構
造
に
づ
い
て
諸
観
念
を
も
の
ノ
と
と
と
は
同
じ
で
あ
る
か
、
い
L

か
え
れ
ば

運
動
は
観
念
た
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
も
品
い
の
か
、
問
題
で
あ
る
。
人
聞
の
諸
観
念
が
物
種
に
関
係
し
て
把
握
さ
れ
よ
う
と
じ

て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
に
理
解
さ
れ
、
ま
た
正
し
い
と
し
て
承
認
さ
れ
る
ベ
き
も
の
で
あ
る
が
、
仰
明
細

f
附
献
に
づ
い
て
は
た
お
疑
問
が

， 
?東伊
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あ
る
。こ

の
第
八
章
で
は
ロ
ッ
グ
の
意
味
す
る
賞
瞳
の
観
念
は
表
面
に
は
現
わ
れ
て
い
た
い
。
し
か
し
貨
際
に
は
力
の
観
念
と
賞
岨
涯
の
親
念
と

は
す
で
に
こ
こ
で
関
係
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
@
と
と
は
あ
と
で
明
ら
か
に
す
る
と
し
て
第
二
十
三
章
に
う
つ
る
。

ロ
?
ク
に
と
ク
て
賞
櫨
の
観
念
は
多
く
の
皐
純
観
念
の
結
A
口
に
ほ
か
友
ら
な
い
。
特
殊
の
費
瞳
の
中
に
存
在
す
る
諸
単
純
観
念
の
最
大

多
数
を
集
め
、
結
合
し
た
場
合
に
は
、
最
も
完
全
た
賓
糟
の
観
念
が
え
ら
ル
必
。
そ
の
諸
問
早
純
観
念
の
中
に
は
能
動
的
た
諸
カ
ム
」
受
動
的

た
諸
力
(
口
出
-
宮

F

口
庄
司
白
)
が
教
え
ら
れ
る
。
「
そ
れ
ら
は
皐
純
観
念
で
は
た
い
け
れ
い
と
も
、
と
の
世
相
'
に
闘
し
て
は
、
か
ん
た
ん
に
す
る
た
め

に
、
便
宜
的
に
そ
れ
ら
の
中
に
数
え
ら
れ
で
も
十
分
で
あ
ふ
問
。
」
と
と
に
一
つ
の
重
要
た
手
が
か
り
が
え
ら
れ
る
。
官
岬
ノ
グ
は
カ
を
回
早

純
観
念
と
考
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
こ
こ
に
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ほ
ん
と
う
は
輩
純
観
念
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
第
二

巻
第
二
十
一
章
第
三
節
に
お
い
て
も
、
カ
が
関
係
を
そ
の
内
に
ふ
白
む
こ
左
を
き
わ
め
て
暗
示
的
に
、
か
っ
か
ん
た
ん
に
の
べ
て
い
る
が
、

も
し
力
が
関
係
を
含
む
た
ら
ぽ
、
そ
れ
は
皐
純
観
念
で
は
た
い
。
し
か
し
、
悟
性
論
の
全
韓
を
貫
く
調
子
は
カ
が
車
純
観
念
で
あ
る
こ

k

宣
布
し
て
い
る
。
便
宜
の
た
め
に
カ
が
翠
純
観
念
ξ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
許
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
。
カ
が
本
来
車
純
観
念
で
た
い
た
ら

(
四
阿
佐
な
ロ
ロ
巾
)
、
統

(
ロ
ロ
芯
〕
『
)

も
同
じ
主
う
に
、
便
宜
の
た
め

ぽ
、
ぞ
れ
と
と
も
に
、
重
要
た
単
純
観
念
'
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
存
在

に
皐
純
観
念
に
た
ん
に
教
え
ら
れ
る
も
の
に
す
ぎ
た
い
、
'
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
に
の
ノ
い
て
は
上
の
よ
う
に
明
瞭
に
の
ベ

ち
れ
る
け
れ
vc
も
‘
カ
と
同
じ
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
、
他
の
こ
つ
の
観
念
に
は
、
た
に
ご
と
も
の
べ
ら
れ
て
い
た
い
。
こ
こ
の
問
題
を

い
と
う
解
決
す
る
か
に
よ
れ

J

て
悟
性
論
は
す
く
た
く
と
も
、
観
念
の
起
原
の
理
論
に
か
ん
し
て
は
、
す
く
た
か
ら
ぬ
影
響
を
う
け
る
。
悟
性

179 
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論
の
理
論
的
統
一
性
の
こ
と
は
別
と
し
て
、
カ
を
翠
純
観
念
で
た
い
と
す
る
ロ
ヲ
ク
の
考
え
は
、

わ
れ
わ
れ
に
は
き
わ
め
て
重
大
な
結
果

、
人
間
悟
性
輸
に
お
付
る
自
由
に
つ
い
て
@
ロ
ヲ
タ
の
思
想
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橋

論

叢

第
二
十
人
名

第
二
裁

を
も
た
ら
す
。
カ
が
闘
係
的
で
あ
る
と
止
を
明
ら
恥
に
す
る
こ
と
が
営
面
の
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
力
が
単
純

観
念
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
に
つ
い
て
は
と
こ
で
終
決
苛
輿
え
て
も
い
L

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
れ
の
理
論
の
全
種

的
関
蓮
の
中
で
、
友
お
こ
の
問
題
を
吟
味
し
、
力
の
観
念
の
本
質
を
明
み
か
に
す
る
た
め
に
、
さ
き
へ
進
ま
た
け
れ
ば
友
ら
た
い
。

18') 

一円
J

の
貫
糟
を
構
成
し
て
い
る
貧
質
は
大
部
分
わ
れ
わ
れ
に
は
分
台
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
第
二
性
質
で
あ
る
諸
カ
に
よ
う
て
一
。

の
賞
瞳
と
他
の
賓
鰹
と
を
匿
別
す
る
。
し
た
が
れ
/
て
、
貴
簡
の
観
念
を
構
成
す
る
観
念
は
主
と
し
て
賓
煙
の
諸
カ
の
観
念
で
あ
る
。
貴
睡

は
そ
の
大
部
分
、
そ
の
諸
カ
の
観
念
の
結
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

費
睡
の
第
二
性
質
で
あ
る
諸
力
は
、
も
し
も
人
聞
が
賛
樫
の
極
僚
の
部
分
の
樺
遁
を
し
る
と
と
が
で
き
ろ
ほ
y
」
鈍
い
感
費
を
も
づ
て
い

事
件
友
ら
、
別
の
も
の
に
た
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
第
二
性
質
が
物
樫
の
カ
で
あ
る
こ
と
に
は
費
り
は
た
い
。

上
の
二
章
の
か
れ
の
思
想
に
ま
う
て
賓
樫
の
観
念
と
カ
の
観
念
と
の
開
係
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ロ
ヅ
グ
に
在
っ
て
カ
の
観
念
は
こ
っ

の
意
味
を
も
れ

J

て
い
る
o

カ
は
、
ま
ず
、
物
睡
で
は
た
く
、
物
轄
の
う
ち
に
存
在
す
る
た
に
か
で
あ
る
。
ヵ
は
、
つ
ぎ
に
、
賃
醐
胞
の
概
念

を
構
成
す
る
主
要
た
観
念
で
あ
る
。
ま
え
の
場
合
に
は
カ
は
箪
滴
に
で
も
考
え
う
る
。
そ
と
で
は
、
カ
ム
」
力
の
関
係
が
問
題
で
た
く
、
カ

在
、
そ
れ
を
そ
の
中
に
存
在
せ
し
め
る
物
種
主
の
、
関
係
が
問
題
主
た
っ
て
い
る
。
あ
左
の
場
合
に
は
、
支
え
の
カ
の
観
念
の
ほ
か
に
、

他
の
詩
カ
と
結
合
し
て
一
つ
の
貴
糟
の
観
念
を
構
成
す
る
主
と
ろ
の
、
カ
の
観
念
が
問
題
と
だ
づ
て
い
る
。
あ
主
の
場
A
口
に
は
諸
カ
の
結

合
が
主
た
る
問
題
で
あ
る
た
め
に
、
カ
と
そ
の
支
え
と
の
問
題
が
前
面
に
目
さ
れ
て
い
た
い
。
あ
-v
と
の
場
合
に
の
み
賓
樫
主
力
主
の
観
念

の
関
係
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
ほ
ん
、
.
と
う
は
、
.
ま
え
の
場
合
に
す
で
に
そ
れ
が
ち
っ
た
の
で
あ
る
。

官
-
y
b
/

は
責
鰹
の
観
念
を
論
ず
る
場
合
に
、
個
と
の
質
陸
を
構
成
す
る
諾
観
念
が
た
ん
で
あ
る
か
に
注
意
を
し
す
ぎ
た
。
た
と
え
ば
、

， -
'''''、

J_  、

L 
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金
の
賓
鰻
の
観
念
を
構
成
す
る
諸
観
念
は
、
黄
色
、
大
き
い
重
さ
、
展
性
、
可
熔
性
、
手
水
に
と
け
る
い
一
日
な
H

と
の
観
念
で
あ
る
と
い
う

↑
ま
う
に
。
ロ
ヲ
グ
は
こ
れ
ら
の
、
カ
に
す
ぎ
た
い
観
念
の
結
合
の
背
後
に
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
、
そ
れ
ら
と
は
ま
っ
た
く

直
則
さ
れ
た
あ
る
も
の
と
し
て
の
貴
櫨
の
観
念
を
排
斥
し
よ
う
と
し
た
。
費
睡
の
観
念
は
諸
観
念
の
結
合
に
す
ぎ
た
い
こ
と
を
強
調
す
る

た
め
に
一
ク
の
問
題
を
見
落
し
て
い
る
。
カ
と
、
そ
の
支
え
と
し
て
の
物
韓
、
ま
た
は
作
用
者
と
の
関
係
は
、
論
理
的
に
み
て
賞
瞳
の
観

念
に
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
、

ロ
ッ
ク
は
そ
れ
に
注
意
し
た
か
ク
た
。
物
躍
が
貴
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
内
部
に
人
聞
に
は
見
え
ぬ
複

雑
た
構
成
を
も
の
J

て
い
る
。
物
岨
阻
は
他
の
物
瞳
に
は
た
ら
き
か
け
る
力
を
も
づ
て
い
る
。
カ
は
も
ち
ろ
ん
物
韓
の
内
部
的
組
織
か
ら
で
る

.
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
た
が
っ
て
物
煙
た
し
に
カ
は
存
在
し
え
た
い
け
れ
ど
も
、
物
惜
の
組
織
自
憶
と
は
区
別
さ
れ
る
。
し
た
が
れ
ソ
て
カ

は
物
惜
の
組
織
を
構
成
す
る
こ
と
な
し
に
、
そ
れ
に
属
し
て
い
る
。
力
と
物
憧
と
の
関
係
は
貧
憾
と
そ
の
性
質
、
ま
た
は
属
性
と
の
閥
係

で
あ
る
。
ロ
ッ
グ
は
の
ち
に
も
ふ
れ
る
こ
と
が
あ
る
ま
う
に
、
力
を
物
瞳
お
主
び
作
用
者
に
ぞ
く
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
こ

の
閥
係
が
費
韓
首
と
そ
の
性
質
と
の
関
係
で
あ
る
と
と
は
意
識
し
て
い
る
け
れ

E
も
、
と
の
閥
係
を
さ
ら
に
深
く
き
り
と
ん
で
吟
味
し
よ
う

'
と
し
て
は
い
た
い
。
す
た
わ
ち
、
カ
の
観
念
は
た
お
形
市
上
皐
に
物
髄
の
、
あ
る
い
は
作
用
者

l
iも
っ
と
も
典
型
的
に
は
人
間
で
あ
る

1
1
の
性
質
と
考
え
、
賓
瞳
と
性
質
と
の
論
理
的
関
係
が
た
ん
で
あ
る
か
に
は
す
と
し
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
第
二
十
三
章
に
お
け
る
貧
憧

の
観
念
の
批
剣
に
は
こ
の
こ
と
に
ふ
れ
る
も
の
が
す
と
し
も
み
い
だ
さ
れ
た
い
。

カ
は
そ
れ
白
樺
で
け
う
し
て
存
在
し
だ
い
。
そ
れ
は
あ
る
、
そ
の
も
の
の
根
祇
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
基
髄
の
性
質
と
し
て
の
み
存
在

し
為
る
。
力
は
、
、
す
で
に
ま
え
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

一
台
の
作
用
の
可
能
性
で
あ
る
。
可
能
性
が
費
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
一
づ
の

61 
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基
韓
に
可
能
的
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
で
あ
る
。
あ
る
可
能
性
は
い
ま
は
現
貫
性
で
は
た
い
け
れ

E
も
、
あ
る
賞
惜
に
含
ま
れ
、
そ
の

人
間
慢
性
晶
聞
に
お
け
る
自
由
に
つ
い
て
、
の
ロ
ッ
ク
の
思
想
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様

設

設

第
二
十
八
巻
第
二
務
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費
慢
が
現
貨
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
貴
髄
の
現
貫
性
に
捲
わ
れ
て
存
在
す
る
と
い
え
る
@
た
い
る
の
が
あ
る
現
貫
性
に
含
ま
れ
て
い

る
長
と
が
可
能
性
の
一
づ
の
性
格
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
の
一
観
念
は
そ
の
根
祇
に
そ
れ
を
支
え
る
同
一
性
を
保
持
す
る
賓
館
の
観
念

を
務
想
し
-
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
念
が
一
つ
の
意
識
|
|
一
づ
の
感
覚
と
し
て

l
lで
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
た
ら
、
カ
の
観
念
が
成
立
し
う

る
た
め
に
は
同
一
性
の
意
識
が
-
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
恐
ら
く
そ
の
同
一
性
の
意
識
は
カ
ン
ト
の
先
験
的
統
費
の
よ
う
に
先
験
的
論
理
接
的

性
格
を
も
た
ぬ
で
あ
ろ
う
け
れ

E
も
、
な
お
同
じ
よ
う
た
性
格
を
も
つ
も
の
左
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
の
統
受
は
ア
プ
リ
オ
リ
た
も
の
で

あ
る
の
に
劃
し
、

ロ
ツ
'
ク
に
t

と
っ
て
は
、

ロ
ッ
ク
の
同
一
性
の
意
識
は
経
験
的
す
な
わ
ち
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
訟
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

同
一
性
の
要
請
で
は
た
く
、
そ
の
現
貨
の
意
識

1
1ー
し
か
も
個
と
の
人
聞
の
ー
ー
が
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
こ
の
黙
で
は
ロ
ッ
ク
は
あ
ま

り
に
も
心
理
皐
的
で
あ
る
と
ま
で
い
わ
れ
う
る
で
あ
石
う
。
人
聞
は
親
念
を
原
因
と
す
る
運
動
を
始
動
す
る
。
今
は
し
た
い
で
も
、
人
聞

が
自
己
同
一
を
保
持
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
可
能
性
と
し
て
人
聞
の
中
に
保
持
さ
れ
る
。
ぞ
れ
が
カ
の
観
念
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
み
て
く
る
主
き
、
カ
の
観
念
が
二
重
に
関
係
的
で
あ
る
と
ξ
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
ず
、
背
後
に
あ
る
同
一
性
に
封
し

て
、
す
た
わ
ち
貫
間
性
に
劃
し
て
性
質
で
あ
る
意
味
で
、
カ
は
閥
係
的
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
は
た
ら
き
と
し
て
、
た
に
も
の
か
に
は
た
ら

〈
も
の
と
し
て
、
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
る
も
の
に
劃
し
て
、
カ
は
閥
係
的
で
あ
る
。

P
2
H
O
ロ
K
H
M
虫
色
。
ロ
と
が
二
種
の
力
で
あ
る
と
い

う
の
は
カ
の
種
類
が
こ
の
J

で
あ
る
と
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
た
く
、
カ
が
闘
係
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
@
し
た
が
づ

て
ロ

y
グ
が

mvotoロ
が
同
封
印
回
目
。
ロ
よ
り
も
優
れ
た
意
味
で
カ
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、

ち
に
ほ
か
た
ら
た
い
。

か
れ
が
さ
ら
に
別
た
問
題
を
考
慮
し
て
い
る
か

と
の
よ
う
に
カ
は
あ
き
ら
か
に
閥
係
の
観
念
で
あ
る
。
ロ
ヲ
グ
も
そ
れ
を
承
認
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
か
れ
が
そ
れ
を
鼠

h 

ゐ F

A拘町

、

身、
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4民

純
観
念
と
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
恐
ら
く
つ
ぎ
の
主
う
た
理
由
に
基
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

釘
一
に
、
カ
は
賓
韓
の
複
合
観
念
の
主
要
友
要
素
で
あ
る
。
多
く
の
力
が
賓
館
の
観
念
を
構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
カ
は
そ
の
要
素
で

あ
る
意
味
で
単
純
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
複
合
的
た
も
の
を
構
成
す
る
要
素
が
単
純
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

明
単
純
観
念
の
い
ろ
い
ろ
た
性
質
よ
り
も
、
ぞ
れ
と
複
合
観
念
と
の
関
係
が
、
，
よ
り
の
ソ
よ
く
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
カ
は
賀
健
の
概
念
の
主
要

た
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
た
か
ら
、
た
お
さ
ら
ζ

の
裁
が
重
視
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

-
第
二
に
、
翠
純
観
全
は
人
間
の
つ
く
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
う
け
と
る
も
の
で
あ
る
。
閥
係
は
翠
純
翻
念
か
ら
結
令
さ
れ
形
成
さ

れ
る
。
カ
は
物
韓
お
よ
び
人
聞
の
う
ち
に
あ
る
賓
在
的
た
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
づ
て
、
力
の
観
念
は
貧
在
性
に
う
ら
づ
け

ら
れ
る
意
味
で
草
純
観
念
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
の
観
念
究
け
に
の

J

い
て
み
て
も
単
純
観
念
ム
」
複
令
観
念
と
の
鹿
別
は
多
く

の
困
難
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
他
の
諸
観
念
に
づ
い
て
み
て
も
同
じ
よ
う
た
問
題
が
あ
る
に
ち
が
い
た
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で

ロ
ッ
グ
の
単
純
観
念
の
思
想
を
排
斥
す
る
と
と
も
で
き
た
い
。
カ
の
観
念
が
け
の

J

き
ょ
く
は
闘
係
の
観
念
で
あ
る
こ
と
を
の
ベ
る
だ
け
で

，
岨
喝

他
の
問
題
に
は
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
た
い
で
お
く
。

ロ
ッ
ク
の
カ
の
麗
念
に
か
ん
す
る
理
論
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
う
る
。

カ
の
観
念
は
、
単
純
観
念
で
あ
る
と
の
べ
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
は
必
ず
し
も
理
由
が
た
く
は
な
い
が
、
け
っ
き
ょ
く
、
関
係
的
で
あ
る
@

関
係
の
観
念
が
す
べ
て
複
令
的
で
あ
る
た
ら
ぽ
、

そ
れ
は
複
合
観
念
で
あ
る
。
関
係
が
た
お
車
純
観
念
で
あ
り
う
る
た
ら
ぽ
問
題
は
別
で

あ
る
。
カ
が
開
係
的
で
あ
づ
て
、
本
来
車
純
観
念
で
は
た
い
と
と
は
、

ロ
ッ
ク
も
認
め
て
い
る
。

63 
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カ
は
そ
れ
白
煙
で
は
存
在
し
た
い
。
そ
れ
は
あ
る
賞
瞳
的
存
在
の
た
か
に
存
在
す
る
た
に
か
で
あ
る
。
賓
僅
を
閥
係
に
分
解
す
る
考
え

人
間
候
性
除
に
必
け
る
自
由
に
ワ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
思
想
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一

橋

論

議

方
を
ロ
ッ
ク
は
と
ら
た
い
。
む
し
ろ
、
逆
に
か
れ
は
関
係
を
賞
瞳
に
か
え
そ
う
と
す
る
考
え
方
を
と
る
。
カ
は
費
韓
の
性
質
で
あ
る
。
カ

18-1 

は
と
の
場
合
二
重
に
関
係
的
で
あ
る
。
第
一
に
力
は
賓
憧
の
性
質
と
し
て
、
賓
館
に
閥
係
的
で
あ
る
。
第
二
に
、
力
は
、

一
円
/
の
貫
慌
の

他
の
賓
瞳
へ
の
は
た
ら
き
の
原
因
と
し
て
闘
係
的
で
あ
る
。

賃
憧
の
観
念
と
力
の
観
念
と
は
つ
'
ぎ
白
主
う
た
関
係
に
お
か
れ
る
。
貴
簡
は
大
部
分
力
の
観
念
の
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
を
問

題
の
外
に
お
け
ば
、
賞
瞳
は
物
櫨
と
人
間
で
あ
る
。
ま
ず
、
物
障
は
ニ
ヲ
の
力
を
も
の
ノ
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
物
髄
は
、
ま
ず
、
人

聞
に
物
韓
の
第
一
性
質
を
感
畳
を
タ
う
じ
て
奥
え
る
カ
を
も
ち
、
づ
い
で
、
人
聞
の
感
畳
に
色
・
昔
・
た
ど
の
い
わ
ゆ
る
感
受
的
性
質
を

-
F
 

‘
興
え
る
カ
を
も
の
J

。
こ
の
カ
は
物
瞳
の
第
二
性
質
と
主
ぼ
れ
る
。
物
瞳
に
づ
い
て
の
す
べ
て
の
人
間
の
観
念
は
こ
の
賃
龍
の
カ
に
よ
れ
ノ
て

奥
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
物
韓
は
他
の
物
瞳
に
は
た
ら
き
か
け
る
、
ま
た
は
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
る
力
を
も
づ
て
い
る
。
こ
れ
は
物
館
の

第
三
性
質
と
よ
ぼ
れ
る
。

。
ぎ
に
、
人
聞
は
物
髄
の
も
の

J

以
上
ニ
ク
の
力
の
ほ
か
に
、
物
鵠
の
感
覚
的
性
質
に
は
た
ら
か
れ
て
、
感
畳
を
う
け
と
る
受
動
的
な
力

J

を
も
の
1

0

感
畳
は
物
瞳
の
第
二
性
質
に
よ
タ
て
お
こ
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
感
畳
が
物
瞳
相
互
間
の
運
動
に
お
け
る
能
動
と
受
動
と

の
関
係
に
お
い
て
み
ら
れ
る
受
動
で
あ
る
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
た
い
。
人
聞
は
さ
ら
に
、
反
省
を
づ
う
じ
て
自
己
自
身
、

の
は
た
ら
き
を
意
識
す
る
。
人
聞
は
考
え
、
ま
た
考
え
ら
れ
た
観
念
に
よ
っ
て
蓮
動
を
お
こ
し
、
他
の
も
の
に
は
た
ら
き
か
け
る
力
を
も

づ
て
い
る
。
考
え
る
力
は
悟
性
で
あ
り
、
運
動
を
お
こ
す
力
は
意
志
で
あ
る
。
こ
の
人
聞
の
力
は
、
人
聞
の
外
部
か
ら
お
と
さ
れ
た
い
で
、

内
部
か
ら
、
す
な
わ
ち
自
己
自
身
に
よ
づ
て
お
と
さ
れ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
か
ら
真
た
る
力
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
は
出
現
化
を
典
え
る
も
の

を
考
え
ら
れ
る
が
、

い
わ
ゆ
る
物
瞳
の
聞
の
物
理
的
力
は
ま
さ
し
く
そ
れ
に
あ
た
る
。
人
間
の
意
識
の
力
は
物
理
的
建
化
の
原
因
で
は
な

， 
肘守

[L 
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y 

ぞー

豆、

ぃ
。
こ
こ
で
あ
き
ら
か
に
カ
の
観
念
は
物
理
的
力
1

1
感
葺
を
生
ず
る
と
い
わ
れ
る
物
韓
の
第
二
性
質
で
す
ら
、
た
お
物
理
的
カ
と
考
え

ら
れ
て
い
た

l
lの
観
念
か
ら
他
の
カ
の
観
念
に
移
動
し
て
い
る
。
物
理
的
カ
は
古
典
的
物
理
皐
の
運
動
の
法
則
に
し
た
が
う
も
の
で
あ

る
の
に
、
人
聞
の
力
た
と
え
ぽ
意
志
の
力
は
運
動
率
法
則
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
タ
て
物
理
的
蓮
動
に
あ
ら
わ
れ
る
カ
の
麗
念
と

は
別
た
も
の
が
こ
こ
に
現
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
後
者
す
な
わ
ち
人
聞
の
力
が
異
の
意
味
の
カ
で
あ
る
と
の
べ
る
が
、
そ

一
、
れ
が
真
の
カ
と
い
わ
れ
る
た
め
に
は
、
物
理
的
力
が
そ
の
上
に
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
た
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
物
理
的

カ
は
人
間
的
力
と
は
ま
ク
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
物
理
的
力
の
概
念
構
成
が
人
間
的
カ
の
意
識
に
よ
れ
ノ
て
可
能
と
た
る
と

い
う
よ
う
に
、
認
識
論
的
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、

ロ
y

ク
が
そ
う
で
あ
る
と
は
そ
の
ま
』
い
う
こ
と
は
で
き
た
い
。

意
志
は
身
瞳
を
つ
う
じ
て
運
動
を
お
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
離
か
ら
い
え
ば
、
意
志
は
物
理
的
力
と
完
全
に
無
関
係
で
ち
る
と
は

い
え
た
ふ
。
し
か
し
、
思
考
は
、

た
と
え
ば
、

一

円

J

の
観
念
と
他
の
観
念
と
を
比
較
す
る
思
考
は
、
運
動
で
は
た
い
。

運
動
と
思
考
と
を
共
通
に
含
む
観
念
は
質
化
で
あ
る
。
カ
は
醐
型
化
の
可
能
性
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
を
か
れ
が
思
考
に
求
め
た
の
は
タ
ぎ

の
理
由
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

蝿
理
化
を
お
こ
す
も
の
が
カ
で
あ
る
。
お
こ
す
こ
と
は
そ
の
も
の
、
を
あ
り
は
じ
め
さ
せ
る
、
す
た
わ
ち
、
あ
ら
し
め
る
こ
主
で
あ
る
が
、

そ
の
も
の
を
あ
ら
せ
よ
う
と
意
識
し
て
、
そ
の
意
識
に
し
た
が
れ

J

て
あ
ら
し
め
る
こ
と
が
お
と
す
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
手
を
あ
げ
る
こ

ム
}
を
意
識
し
て
、
手
を
あ
げ
る
た
ら
ぽ
、
手
を
あ
げ
る
こ
と
は
手
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
意
識
か
ら
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
こ

と
を
お
こ
す
こ
と
は
、

ロ
ッ
グ
に
と
れ

J

て
は
、
と
の
上
う
に
観
念
か
ら
存
在
が
始
ま
る
場
合
に
づ
い
て
い
め
れ
る
。
物
理
的
生
成
は
お
と

6S 

185 

す
こ
と
と
は
考
え
ら
れ
た
い
。
観
念
か
ら
存
存
が
始
め
ら
れ
る
と
考
え
る
の
は
目
的
論
立
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
ロ
岬
'
'
ク
の
カ
の
観
念
は

人
間
情
性
論
に
お
け
る
自
由
に
ヲ
い
て
の
/
ロ
ッ
ク
の
思
想
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論

叢

第
二
裁

第
一
一
十
八
巻

乙
の
意
味
か
ら
い
え
ば
目
的
論
的
で
あ
る
。

カ
の
観
念
が
目
的
論
的
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
こ
の
意
味
の
力
の
甑
念
が
異
な
る
力
の
観
念
で
あ
る

186 

主
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
は
反
謝
し
な
け
れ
ば
た
ム
た
い
。
物
種
的
力
は
す
べ
て
受
動
的
で
あ
り
、
受
動
的
な
も
の
は
す
べ
て
能
動
的
な
も

の
か
ら
お
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
能
動
的
な
も
の
は
目
的
論
的
に
把
握
さ
れ
た
カ
で
あ
る
た
ら
ぽ
、
-
カ
か
ら
み
ら
れ
る
か
ぎ
り
世
界
は

目
的
論
的
瞳
系
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
考
え
る
の
は
ゆ
い
つ
の
道
で
は
念
い
。
能
動
と
受
動
と
の
相
閥
を
許
し
た
と
し
て
も
、
-
能

動
が
意
識
か
ら
出
費
し
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
論
理
的
理
由
は
す
と
し
も
考
え
ら
れ
な
い
。
形
而
上
聞
学
的
に
第
一
一
原
因
も
考
え
ら
れ
る
し
、
第

一
一
原
因
が
結
果
を
意
識
し
て
、
そ
れ
を
存
在
せ
し
め
る
原
因
で
怠
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
は
考
え
る
必
要
は
た
い
。
物
理
的
世
界
に
お
け
る
能

動
お
よ
び
受
動
と
、
意
識
的
能
動
お
よ
び
受
動
と
は
ま
タ
た
く
別
た
世
界
に
ぞ
く
す
る
。
意
識
的
能
動
の
み
が
能
動
で
あ
り
、
ぞ
れ
の
み

が
虞
の
力
の
観
念
を
輿
え
る
と
考
え
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
真
意
は
人
間
的
世
界
を
こ
の
概
念
を
づ
う
じ
て
、
物
理
的
世
界

か
ら
く
っ
き
り
と
直
別
し
よ
う
と
す
る
と
と
に
あ
の
ー
た
と
思
わ
れ
る
。

カ
の
観
念
は
こ
の
よ
う
に
人
間
的
世
界
の
基
本
的
概
念
と
な
ク
て
く
る
。
こ
こ
か
ら
そ
れ
が
倫
理
由
学
的
意
味
を
え
て
く
る
こ
と
は
も
は

や
説
明
す
る
必
要
は
た
い
で
あ
ろ
う
。
悟
性
論
が
第
二
巻
に
お
い
て
観
念
の
起
原
を
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
た
ら
ぽ
、
第
二
十
一

章
は
以
上
で
完
了
し
た
は
ず
で
あ
る
。
貧
際
に
は
官
ヲ
グ
は
力
の
観
念
か
ら
意
志
の
観
念
に
う
タ
り
、

さ
ら
に
自
由
の
観
念
に
う
れ
J

り
と

の
章
の
大
部
分
を
自
由
の
観
念
を
明
ら
か
す
る
存
め
に
費
す
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
グ
は
意
志
も
自
由
も
と
も
に
カ
ム
」
考
え
る
か
ら
、
こ
の
こ

と
は
必
ず
し
も
不
嘗
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
た
い
。
し
か
し
不
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ッ
ク
の
カ
の
観
念
が
上
に
の
べ
た
よ

ろ
に
倫
理
接
的
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
売
と
と
、
ま
た
、

か
れ
が
理
論
哲
事
よ
り
も
安
践
折
凶
暴
に
よ
り
深
く
、

よ
り
強
い
関
心
を
も
の

J
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