
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
る
「
超
越
的
人
間
学
」
の
発
見

　
　
　
－
「
内
在
か
超
越
か
」
と
い
う
解
釈
枠
組
み
か
ら
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
解
放須

　
　
藤

孝
　
　
也
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「
医
者
な
ら
、
完
全
に
健
康
な
人
問
な
ど
と
い
う
も
の
は
お
そ

ら
く
一
人
も
い
は
し
な
い
と
言
う
で
あ
ろ
う
が
、
同
じ
よ
う
に
、

人
問
と
い
う
も
の
を
本
当
に
知
っ
て
い
る
人
な
ら
、
少
し
も
絶
望

し
て
い
な
い
人
間
な
ど
、
そ
の
内
心
に
動
揺
、
軋
櫟
、
不
調
和
、

不
安
と
い
っ
た
も
の
を
宿
し
て
い
な
い
人
間
な
ど
、
一
人
も
い
な

い
と
い
う
言
う
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
」
（
冨
一
〇
。
－
）
と
い
う
一
節

が
『
死
に
至
る
病
』
に
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
人
間
（
…
①
…
①
一

ω
訂
）
と
い
う
も
の
を
本
当
に
知
う
て
い
る
人
」
と
は
、
著
作
の

文
脈
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
本
人
の
こ
と
で
あ

る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
人
間
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
関
わ

づ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
こ
の
記
述
以
外
に
お
い
て
も
、
し
ば
し

ば
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
付
け
を
行
い
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、

「
人
聞
」
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

従
っ
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
人
間
学
と
い
う
研
究
領
域
に
お
い
て

対
象
化
す
る
こ
と
は
、
グ
リ
ュ
ン
ら
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

決
し
て
奇
異
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
私
見
に
よ
れ
ぱ
、
人
間
理
解
の
た
め
に
有
用
な
思
想
家
と
し

て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
捉
え
る
こ
と
は
、
従
来
徹
底
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
を
そ
の
手
が
か
り
と
し
つ
つ
、
人
問
を
思
想

的
に
研
究
す
る
者
が
展
開
し
て
き
た
議
論
は
、
そ
の
可
能
性
を
十

分
発
揮
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
第
一
の
理
由

は
、
彼
の
思
想
が
、
人
間
の
も
つ
認
識
能
力
に
限
界
を
付
し
、
そ

の
限
界
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
超
越
的
前
提

を
持
ち
込
む
と
い
う
性
格
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下

で
示
す
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
恩
想
に
お
い
て
前
提
が
超
越
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的
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
の
事
態
は
、
決
し
て
専
ら
神
学
的

に
の
み
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
哲
学
的
に
も
扱
わ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
に
お
い
て
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
内

在
と
超
越
を
相
互
関
係
的
に
捉
え
て
い
る
点
に
注
目
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
間
学
と
し
て
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
研
究
に
、
新

た
な
問
題
枠
を
提
示
し
た
い
。

過
去
の
問
題
枠
と
そ
の
帰
結

　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
が
人
問
学
と
い
う
思
想
領
域
の
な
か
で

ど
う
現
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
彼
の
同
時
代
人
、
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
が
白
ら
の
恩
想
を
「
人
問
学
（
＞
鼻
～
O
葛
一
〇
σ
q
邑
」
と

し
た
こ
と
を
受
け
て
、
展
開
さ
れ
て
き
た
。
「
神
的
本
質
は
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

的
本
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
神
学
を
人
間
学
へ
引
き
下

げ
よ
う
と
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
対
し
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
内
在
へ
の
解
消
を
不
可
能
と
す
る
。

両
者
は
、
格
好
の
比
較
対
象
と
し
て
登
場
せ
し
め
ら
れ
る
。
こ
の

二
人
の
思
想
家
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
態
度
を
比
較
す
る
こ
と

か
ら
、
両
者
の
相
違
点
を
理
解
す
る
こ
と
は
驚
く
ほ
ど
容
易
で

〔
3
）

あ
る
。

　
し
か
し
我
々
が
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ

の
両
者
の
相
違
に
つ
い
て
の
理
解
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
恩
想
の
人

間
学
的
性
格
を
探
る
研
究
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
問
題
枠
を
、
決

定
的
に
規
定
し
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去

の
研
究
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
問
学
が
宗
教
的
前
提
か
ら

自
由
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
人
間
理

解
が
キ
リ
ス
ト
教
的
前
提
か
ら
自
由
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に

携
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
過
去
の
研
究
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思

想
が
人
間
学
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
題
を
、
そ
れ
が

キ
リ
ス
ト
教
的
前
提
に
対
し
て
自
由
を
保
持
し
て
い
る
か
と
い
う

問
題
に
置
き
換
え
て
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
べ
き
究
極
的
な
問
題

と
見
な
し
て
き
た
。
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
は
こ
の
問
題
を
、
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
や
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
用
い
る
鏡
の
比
楡
を
受
け
、
「
何

が
映
す
も
の
で
、
何
が
映
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
人
間

的
自
已
が
信
仰
に
自
ら
を
映
す
の
か
、
あ
る
い
は
信
仰
が
人
問
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

自
已
に
自
ら
を
映
す
の
か
？
」
と
定
式
化
し
て
い
る
が
、
彼
に
代

表
さ
れ
る
過
去
の
研
究
が
関
わ
っ
て
き
た
問
題
は
、
ま
さ
し
く
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
に
お
け
る
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
問
学
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

自
律
性
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　
で
は
こ
の
よ
う
な
一
連
の
過
去
の
研
究
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
問
題
枠
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に
従
っ
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
そ
の
議
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
結

果
、
彼
が
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
論
拠
が
最
終
的
に
ど
こ
へ
収
敏

し
て
ゆ
く
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
枠
の

な
か
で
、
過
去
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
は
、
彼
の
著
作
に
登
場
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
立
場
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
基
礎
付
け
の
終
局

点
を
探
求
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
発
展
段
階
と
見
な
し
た
。

こ
う
し
て
、
最
終
的
な
論
拠
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
ど
こ
に

帰
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
研
究
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

の
著
作
の
内
部
に
お
い
て
、
人
間
学
が
自
ら
の
根
拠
を
突
き
崩
し

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
跳
躍
を
迫
れ
ら
れ
る
こ
と
を
跡
付
け
て
、
終
る

　
　
（
6
）

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
新
た
な
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
れ
は
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
う
キ
リ
ス
ト
教
が
明
ら
か
に
な
る
過
程
に
お
い

て
浮
上
し
て
く
る
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
と
は
、
ト
イ

ニ
ッ
セ
ン
等
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
に
人
間
学
を
認
め
な
い
解
釈

者
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
本
人
と
の
問
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
理

解
が
食
い
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
的

な
も
の
は
信
じ
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
理
解
す
る
（
げ
①
o
q
『
旨
①
）

の
は
、
人
問
的
な
も
の
に
関
係
す
る
人
間
の
領
域
で
あ
る
」
（
員

－
ミ
）
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
言
う

キ
リ
ス
ト
教
は
概
念
把
握
を
免
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ

の
よ
う
な
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
が
展
開
す
る
議
論
に
同
伴
し
、
人
間
学
を
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ

て
否
定
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
解
釈
者
の
そ
れ
と
は
相
容
れ
な
い
も

の
と
な
ウ
て
い
る
。
前
述
の
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
は
「
従
っ
て
必
要
な

の
は
、
最
終
的
に
救
う
の
は
神
だ
け
で
あ
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
テ
ー
ゼ
の
証
明
は
、
人
問
学
的
な

予
想
を
越
え
る
神
学
を
仕
上
げ
る
こ
と
、
救
世
主
と
し
て
の
神
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
〕

念
（
O
O
ヰ
窃
ま
①
q
H
罧
）
の
展
開
を
要
求
す
る
」
と
彼
の
論
文
を

締
め
く
く
っ
て
い
る
が
、
彼
は
人
問
学
の
先
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教

に
つ
い
て
も
概
念
に
よ
る
論
証
を
行
お
う
と
す
る
。
こ
こ
で
、
彼

の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
そ
れ
と
、
概
念
把
握

の
可
能
性
に
お
い
て
質
的
に
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

　
こ
の
相
違
は
し
か
し
、
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
流
の
キ
リ
ス
ト
教
観
と

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
流
の
キ
リ
ス
ト
教
観
と
の
相
違
の
問
題
で
あ
る
だ

け
で
は
な
く
、
論
理
的
に
循
環
し
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
人
問
学
的

解
釈
の
議
論
も
実
際
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
に
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
恩
想
に
お
け
る
人
問
学
の
自
律

性
を
否
定
し
た
解
釈
が
よ
っ
て
立
つ
根
拠
は
、
実
は
解
釈
者
が
考
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え
て
い
る
よ
う
に
は
機
能
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ト
イ
ニ
ッ

セ
ン
流
の
解
釈
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
追
う
過
程
に
お
い
て
、

人
問
学
の
自
律
性
を
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
づ
て
否
定
し
た
の
で
あ
る

が
、
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
の
行
う
否
定
は
、
そ
の
否
定
に
用
い
た
キ
リ

ス
ト
教
の
概
念
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
そ
れ
と
異
な
っ
た
も
の
で
あ

る
以
上
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
行
っ
た
そ
れ
と
同
じ
次
元
に
お
い
て

は
機
能
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
下
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
私
見
に
よ
れ
ぱ
、
過
去
の
議
論
は
、

そ
れ
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
う
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
な
る
も
の
を

積
極
的
に
キ
リ
ス
ト
教
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
失
敗
し
た
の
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
過
去
の
議
論
の
混
乱
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
本
人
は
敏
感
に
意
識
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
キ
リ
ス
ト
教
を
人

問
が
論
ず
る
と
い
う
こ
と
に
付
随
す
る
問
題
、
す
な
わ
ち
超
越
的

真
理
を
内
在
的
・
学
問
的
に
論
じ
る
際
に
生
じ
る
問
題
に
つ
い
て

の
無
自
覚
に
、
そ
の
原
因
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

過
去
の
研
究
者
が
見
逃
し
て
き
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
恩
想
の
側
面
を
、

そ
の
内
在
と
超
越
と
の
関
係
付
け
に
注
目
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し

て
ゆ
こ
う
。二

　
内
在
と
超
越
の
峻
別

　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
議
論
の
組
み
立
て
方
に
お
い
て
特
徴
的
な
の

は
、
そ
の
二
元
論
的
構
成
で
あ
る
。
彼
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も

の
」
と
そ
れ
以
外
の
「
人
問
的
な
も
の
」
等
を
突
き
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
超
越
的
真
理
と
内
在
的
真
理
を
峻
別
し
、
そ
の
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
超
越
的
真
理
を
明
確
に
し
て
ゆ
く
。

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
超
越
的
な
真
理
の
所

在
を
徐
々
に
突
き
と
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
裏

面
に
お
い
て
、
内
在
的
認
識
が
こ
の
超
越
的
真
理
に
対
す
る
認
識

能
力
を
も
た
な
い
も
の
と
断
ぜ
ら
れ
る
過
程
で
も
あ
る
。

　
内
在
的
真
理
が
超
越
的
真
理
と
比
せ
ら
れ
る
際
、
そ
の
特
徴
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
相
対
性
で
あ
る
。
例
え
ば
「
こ
の

地
上
の
生
の
不
完
全
さ
、
そ
の
地
上
性
は
、
ま
さ
に
正
し
い
者
と

正
し
く
な
い
者
と
の
違
い
を
、
は
っ
き
り
示
す
こ
と
が
で
き
な
い

と
こ
ろ
に
あ
る
。
…
正
し
さ
は
、
人
問
が
自
分
で
兄
出
し
た
も
の

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
大
多
数
の
人
々
が
そ
う
思
え
ば
、
そ
れ

が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
（
H
ω
L
竃
）
の
よ
う
に
表
現
さ

れ
る
の
は
、
内
在
的
に
認
識
さ
れ
る
真
理
の
相
対
性
に
つ
い
て
で

あ
る
。
内
在
的
真
理
の
不
徹
底
性
を
驚
魔
無
く
暴
き
立
て
る
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
内
在
的
に
人
間
が
認
識
す
る

真
理
が
絶
対
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

033



（93）　キルケゴールによるr超越的人問学」の発見

　
こ
の
よ
う
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
強
烈
に
内
在
的
真
理
に
対
す
る

批
判
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
i
ル
が
絶
対

的
真
理
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
内
在
的

認
識
が
絶
対
的
に
揺
る
が
ぬ
真
理
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
を
、
論
理
的
に
見
抜
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
絶
対
的
に
揺
る
が
な
い
究
極
的
な
基
礎
は
内
在

的
な
論
理
展
開
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
、
人

問
の
論
証
行
為
が
不
可
避
的
に
持
っ
て
い
る
構
造
を
理
解
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
彼
の
理
解
に
よ
れ
ぱ
、
内
在
的
な
論
証
は
、
た
と

え
あ
る
主
張
の
根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
更
な
る
根
拠
付
け
に
場
所
を
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
以
上
、

確
固
た
る
根
拠
の
提
示
に
は
な
り
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
絶

対
的
な
基
礎
は
そ
れ
が
最
高
の
真
理
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
以
外
の

真
理
を
承
認
す
る
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
以
外
の
相
対
的
真
理

か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
理
解
に
従
っ
て
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
内
在
的
に
認
識
さ
れ
る
真
理
の
相
対
性
を
徹

底
的
に
あ
ら
わ
に
す
る
。
人
問
は
こ
の
絶
対
的
な
真
理
を
内
在
的

に
、
論
理
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
が
、
「
そ
れ
白
身
が
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
見
つ

け
出
そ
う
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
恩
考
の
最
高
の
逆
説
で
あ
る
」

（
p
鵠
）
と
あ
る
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ぱ
、
こ
の
試

み
は
不
可
能
な
試
み
で
あ
る
。
あ
る
前
提
が
確
保
さ
れ
た
時
に
だ

け
、
そ
れ
に
従
っ
た
結
論
が
有
効
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
以
上
、
絶

対
的
な
真
理
を
内
在
的
に
突
き
と
め
よ
う
と
す
る
試
み
は
破
綻
せ

ざ
る
を
え
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
内
在
的
に
認
識
さ
れ
る
真
理
の
相
対
性
に

つ
い
て
の
議
論
が
も
う
一
方
で
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
全
て
の
判

断
の
超
越
的
真
理
へ
の
依
存
で
あ
る
。
人
間
は
実
際
何
ら
か
の
態

度
を
決
定
し
て
、
す
な
わ
ち
解
釈
や
判
断
を
下
し
て
、
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
状
況
は
、
基
礎
の
探
求
を
超
越
の
領
域

ま
で
遡
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
内
在
的
に
は
不
可

知
な
究
極
基
礎
へ
の
依
存
の
不
可
避
性
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
事
物
に
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
の
は
、
つ
ね
に
解

釈
（
｝
o
『
巨
嘗
ヲ
⑰
q
）
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
が
根
底
に
横

た
わ
っ
て
い
る
が
、
決
定
を
与
え
る
の
は
解
釈
で
あ
る
。
い
か
な

る
出
来
事
も
、
い
か
な
る
言
葉
も
、
い
か
な
る
行
為
も
、
つ
ま
り

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
多
く
の
仕
方
で
解
釈
さ
れ
う
る
。
…
他
人
の
言

葉
、
行
為
、
思
考
な
ど
に
関
し
て
は
、
い
か
な
る
完
全
な
確
実
性

も
存
在
し
な
い
。
従
う
て
い
か
に
受
け
取
る
か
と
い
う
こ
と
は
実

は
選
択
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
鼻
墨
O
）
と
述
べ
る
キ
ル
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ケ
ゴ
ー
ル
の
理
解
に
よ
れ
ぱ
、
人
問
は
態
度
決
定
を
す
る
際
、
た

と
え
無
意
識
で
あ
ろ
う
と
も
、
前
提
を
定
め
る
た
め
に
、
超
越
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

領
域
へ
と
立
ち
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
解
釈
は
内
在
的
領
域
に
あ

る
理
由
の
み
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、

実
は
意
識
せ
ず
と
も
超
越
の
領
域
に
お
い
て
、
つ
ま
り
内
在
的
理

由
以
外
の
理
由
で
、
選
択
し
た
前
提
に
従
っ
て
導
き
だ
さ
れ
る
の

　
〔
1
0
〕

で
あ
る
。

．
し
か
し
こ
の
内
在
的
認
識
に
対
す
る
批
判
に
お
い
て
見
逃
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
内
在
的
な
認
識
の
営
み

を
、
超
越
的
な
真
理
に
関
係
す
る
営
み
に
よ
っ
て
、
無
に
帰
そ
う

と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
弁
証
法
そ

れ
自
体
は
絶
対
的
な
も
の
を
見
な
い
。
だ
が
弁
証
法
は
個
々
人
を

い
わ
ば
そ
こ
ま
で
導
い
て
い
っ
て
、
告
げ
る
の
で
あ
る
、
こ
こ
に

あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
私
が
保
証
す
る
、
こ
こ
で
君
が
ひ
ざ
ま
づ

い
て
拝
す
る
な
ら
、
君
は
神
を
拝
す
る
の
で
あ
る
、
と
」
（
；

ミ
o
）
と
述
べ
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
理
解
に
お
い
て
は
、
内
在
的

認
識
は
、
自
ら
の
限
界
を
明
確
化
し
、
超
越
性
の
可
能
条
件
を
明

確
化
さ
せ
る
働
き
を
す
る
限
り
に
お
い
て
、
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ

る
。
内
在
の
領
域
に
お
い
て
思
考
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
超
越

的
真
理
と
の
関
わ
り
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
基
礎
を
見
出
す
こ
と

に
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
超
越
的
真
理
と
内
在
的
真
理
と
を
区

別
す
る
こ
と
を
個
人
に
準
備
す
る
限
り
で
、
有
用
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
点
は
「
だ
が
し
か
し
常
に
銘
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と
は
、
反
省
は
自
体
が
或
い
は
自
分
自
身
に
お
い
て
堕
落
さ
せ
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
寧
ろ
逆
に
反
省
の
鍛
錬
は
一
層
強

く
行
為
す
る
た
め
の
条
件
（
雰
ご
晶
①
一
ω
①
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
」
（
H
戸
昌
O
）
の
よ
う
に
強
調
さ
れ
て
、
反
省
と
い
う
内

在
的
な
知
の
営
み
は
、
単
に
有
効
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
超
越

的
真
理
へ
の
関
係
を
準
備
す
る
条
件
と
す
ら
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
決
し
て
内
在
的
認
識
の
有
効
性
を
否
定
し
て

　
　
　
　
　
（
1
1
）

い
る
の
で
は
な
い
。
内
在
的
認
識
は
、
そ
の
限
界
内
に
お
い
て
有

効
で
あ
る
。

　
内
在
的
真
理
の
認
識
と
超
越
的
真
理
の
認
識
を
峻
別
す
る
以
上

の
議
論
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
「
学
問
」
と
い
う
営
み
に
関
わ
る

我
々
に
大
き
な
問
題
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
用
語
法
に
よ
れ
ば
、
「
学
問
」
は
内
在
的
知
の

営
み
に
ほ
か
な
ら
ず
、
決
定
的
な
限
界
の
う
ち
に
存
す
る
か
ら
で

（
螂
〕

あ
る
。
当
然
我
々
は
、
学
問
の
領
域
に
お
い
て
、
学
問
に
対
し
て

限
界
を
設
け
る
思
想
を
研
究
す
る
以
上
、
こ
れ
に
関
す
る
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
議
論
を
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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学
問
の
眼
界
に
関
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
議
論
は
、
彼
の
思
想

に
特
有
の
、
「
領
域
」
の
唆
別
の
議
論
か
ら
導
出
さ
れ
て
い
る
。

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
、
こ
の
領
域
の
峻
別

の
議
論
に
関
し
て
、
ゴ
ー
ウ
ェ
ン
ス
は
正
し
く
も
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
に
よ
れ
ば
、
例
え
ぱ
倫
理
学
、
心
理
学
、
哲
学
、
そ
し
て
教
義

学
と
い
っ
た
各
々
の
領
域
に
関
わ
る
者
は
皆
、
い
か
な
る
概
念
が

そ
の
特
殊
研
究
分
野
に
属
す
る
か
、
特
に
い
か
な
る
概
念
が
〈
前

提
〉
と
し
て
、
．
あ
る
い
は
そ
の
分
野
に
原
理
的
に
根
本
的
な
概
念

と
し
て
、
機
能
す
る
の
か
に
つ
い
て
敏
感
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
く
原
罪
V
は
、
キ
リ
ス
ト
教
教
義
学
に
お
い
て
原
理
的
に

根
本
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
心
理
学
に
お
い
て
そ
う
な
の

で
は
な
い
。
〈
不
安
V
は
心
理
学
的
概
念
で
あ
る
が
、
厳
密
に
は

教
義
学
の
概
念
で
は
な
い
。
さ
ら
に
注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

の
は
、
そ
の
よ
う
な
概
念
は
他
の
領
域
の
概
念
に
は
置
き
換
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
哲

学
と
宗
教
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
理
解
に
よ
れ
ぱ
、
前
提
を
異
に

す
る
領
域
で
あ
り
、
両
者
は
質
的
差
異
に
よ
り
、
等
価
の
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

し
て
通
約
さ
れ
る
こ
と
を
互
い
に
拒
む
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
人
問
の
本
性
が
、
罪
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
本

性
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
心
理
学
的
に
言
え
ぱ
、

金
く
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
罪
の
可
能
性
を
そ
の
ま
ま
現
実

性
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
倫
理
学
を
激
昂
さ
せ
る
し
、

教
義
学
（
O
O
O
q
昌
算
寿
）
に
は
目
冨
漬
な
の
で
あ
る
L
（
9
竃
O
）
と

述
べ
る
よ
う
に
、
領
域
の
相
違
を
無
視
し
て
議
論
を
展
開
す
る
こ

と
は
、
あ
る
領
域
の
も
つ
前
提
を
他
の
領
域
に
持
ち
込
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
混
乱
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
『
死

に
至
る
病
』
に
お
い
て
、
こ
の
著
作
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
扱
う
問

題
の
限
界
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
「
そ
れ
だ
か

ら
彼
〔
ソ
ク
ラ
テ
ス
〕
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
こ
か
ら
取
り
か
か

る
よ
う
な
研
究
に
は
、
も
と
も
と
一
歩
も
踏
み
込
ま
な
い
。
罪
が

前
提
と
さ
れ
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
、
原
罪
の
教
義
に
お

い
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
先
決
問
題
に
は
足
を
踏
み
入
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
私
達
に
し
て
も
、
こ
の
研
究
で
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
の

境
界
ま
で
（
巨
9
竃
穿
昌
）
行
き
着
く
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
あ

る
が
」
（
員
H
亀
）
。
最
高
度
に
厳
格
な
キ
リ
ス
ト
者
の
立
場
で

書
か
れ
た
『
死
に
至
る
病
』
で
す
ら
、
超
越
の
領
域
に
あ
る
キ
リ

ス
ト
教
に
つ
い
て
は
内
在
の
領
域
に
お
い
て
扱
え
る
に
過
ぎ
ず
、

超
越
そ
の
も
の
を
記
述
す
る
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
る
。
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三
　
峻
別
か
ら
関
係
へ

　
「
だ
が
永
生
の
問
題
は
本
質
的
に
学
問
の
（
寂
a
）
問
題
で
は

な
い
。
そ
れ
は
主
体
が
主
体
的
に
な
る
こ
と
に
よ
づ
て
直
面
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
内
面
性
の
間
題
で
あ
る
」
（
㊤
L
忘
）
と
い
う

記
述
に
も
現
れ
る
よ
う
な
領
域
の
峻
別
の
議
論
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
思
想
の
中
心
を
な
す
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
が
指
摘
し
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
質
的
に
別
の
も
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

内
在
と
超
越
の
二
領
域
の
間
に
、
い
か
な
る
関
係
も
な
い
と
い
う

ふ
う
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

（
1
5
）

な
い
。
現
に
彼
自
身
が
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
論
理
的
に
論
じ
、

読
者
を
キ
リ
ス
ト
教
的
に
教
化
す
る
こ
と
を
さ
え
企
て
て
い
る
こ

と
を
考
え
れ
ぱ
、
こ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
ウ
て
次
に
、
内
在

の
領
域
と
超
越
の
領
域
の
関
係
に
つ
い
て
の
更
に
踏
み
込
ん
だ
理

解
が
、
我
々
に
は
必
要
と
な
る
。
こ
の
節
に
お
い
て
は
、
質
的
に

唆
別
さ
れ
る
両
領
域
の
間
に
存
在
す
る
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
内
在
と
超
越
の
間
に
存
す
る
関
係
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
に

基
点
と
な
る
の
は
、
超
越
的
自
己
が
内
在
的
自
己
の
発
展
の
先
に

あ
る
、
と
い
う
前
述
の
議
論
で
あ
る
。
通
説
的
理
解
が
繰
り
返
し

強
調
し
て
き
た
よ
う
に
、
内
在
的
真
理
と
超
越
的
真
理
と
は
質
的

に
断
絶
し
て
い
る
。
し
か
し
単
独
の
人
間
に
よ
る
超
越
的
真
理
の

認
識
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
突
発
的
に
始
ま
る
わ
け
で

は
な
い
。
彼
の
実
存
理
解
に
よ
れ
ぱ
、
人
間
の
実
存
は
各
段
階
を

経
て
、
徐
々
に
発
展
す
る
。
「
神
な
い
し
は
永
遠
の
至
福
に
つ
い

て
の
観
念
が
人
問
に
お
い
て
引
き
起
す
べ
き
こ
と
は
、
人
が
そ
れ

と
の
関
係
に
お
い
て
彼
の
全
実
存
を
変
革
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
こ
の
変
革
は
、
直
接
性
か
ら
の
死
別
で
あ
る
。
こ
の
変
革
は
ゆ

っ
く
り
と
（
一
竃
O
q
ω
O
昌
一
）
成
し
遂
げ
ら
れ
る
」
（
；
し
3
）
と
い

っ
た
記
述
や
「
諸
段
階
」
（
員
冨
ω
）
、
「
発
展
」
と
い
っ
た
主
要

概
念
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
が
超
越
的
自
己
を
内
在
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
〕

自
己
の
発
展
の
後
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
超
越
的
自
己
に
「
内
在
の
発
展

の
結
果
と
し
て
」
と
い
う
性
格
を
与
え
た
以
上
、
彼
の
思
想
が
提

示
す
る
超
越
的
自
己
は
、
内
在
の
領
域
に
あ
る
諸
問
題
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
7
）

を
も
た
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
両
領
域
の
間
に
発
展
と
い
う
関
係
が
確
保
さ
れ
て

い
る
た
め
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
に
お
い
て
、
超
越
的
真
理
は
、

内
在
的
認
識
に
対
し
て
質
的
差
異
を
も
っ
て
現
れ
る
一
方
で
、
人

問
に
と
っ
て
完
全
に
理
解
不
可
能
な
も
の
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は

決
し
て
な
い
。
人
問
の
側
か
ら
の
理
解
と
い
う
行
為
は
、
決
し
て
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（
㎎
）

放
棄
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
理
解
と

い
う
関
係
が
、
内
在
的
真
理
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
超
越
的

真
理
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
否
、

キ
リ
ス
ト
教
は
や
は
り
生
存
に
つ
い
て
の
適
中
す
る
唯
一
の
説
明

で
あ
る
」
（
巾
印
P
只
＞
ω
富
）
や
「
私
は
信
ず
る
と
い
う
こ
と
に

お
い
て
私
自
身
を
理
解
す
る
（
舳
O
『
9
畠
）
こ
と
が
で
き
る
」

（
員
墨
）
と
い
っ
た
記
述
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
趨
越
的
真
理
は
、
内
在
的
真
理
と
は
異
な
っ
て
い
る
以
上
、
こ

の
「
理
解
す
る
」
と
い
う
行
為
は
異
な
る
二
つ
の
仕
方
を
も
つ
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
一
に
こ
こ
で
押
え
て
お
く
べ
き
は
、

超
越
的
真
理
も
人
問
の
側
の
理
解
を
拒
絶
す
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
超
越
的
真
理
が
人
問
に
と
っ
て
理
解
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
意
味

を
も
つ
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
が
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
な
場
面
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
真
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

を
展
開
す
る
際
に
、
如
実
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
例
は
多
数
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
例
え
ぱ
絶
望
に
関
す
る
議
論
も
そ
の
一
例

で
あ
る
。
こ
の
絶
望
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
は
、

神
に
面
す
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
以
外
の
全
て
の
行
為
か
ら
独

立
し
て
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
終
始
す
る
行
為
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
信
仰
は
絶
望
と
い
う
内
在
的
人
間
の
現
象
と
密
接
な

関
係
を
持
っ
て
い
る
。
絶
望
と
信
仰
の
関
係
は
、
「
そ
こ
で
、
絶

望
が
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
た
場
合
の
自
已
の
状
態
を
表
す
定
式
は
、

こ
う
で
あ
る
。
自
己
自
身
に
関
係
し
、
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲

す
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
己
が
、
自
己
自
身
を
措
定
し
た
力
の
う

ち
に
、
透
明
に
根
拠
を
置
い
て
い
る
状
態
」
（
5
ミ
）
と
あ
る

よ
う
に
、
信
仰
す
る
こ
と
に
お
い
て
絶
望
が
消
え
去
る
と
い
う
関

係
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
絶
望
と
信

仰
は
、
無
関
係
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
対
義
語
と
し
て
ぴ
っ
た
り
と

　
　
　
　
（
2
0
〕

相
応
し
て
い
亀
絶
望
が
内
在
的
人
間
の
現
象
で
あ
り
、
超
越
的

真
理
と
の
関
係
が
絶
望
を
解
消
す
る
以
上
、
超
越
的
真
理
と
の
関

係
は
内
在
的
な
領
域
に
お
け
る
人
問
の
現
象
と
関
係
を
も
た
ざ
る

　
　
　
　
　
　
（
”
〕

を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
以
上
で
示
し
た
よ
う
に
、
内
在
的
に
認
識
さ
れ
る
真
理
と

超
越
的
真
理
と
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
関
係
に

お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
に
、
両
者
が
正
反
対
の
仕
方
で
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
内
在
、
超
越
の
二
つ
の
領
域
は
断
絶
し
て

い
る
の
だ
が
、
視
点
が
単
独
の
信
仰
者
に
あ
る
場
合
、
こ
れ
は
特

に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、

「
全
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
は
直
接
的
に
人
間
的
な
も
の
の
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逆
転
で
あ
る
L
（
霊
O
、
曽
N
＞
曽
ω
）
の
よ
う
に
、
両
領
域
に
お

い
て
認
識
さ
れ
る
真
理
の
関
係
は
、
正
反
対
の
関
係
と
し
て
記
述

　
（
2
2
）

さ
れ
る
。
し
－
か
し
、
こ
の
議
論
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
は
、
両
者

の
質
的
断
絶
ぱ
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
正
反
対
と
い
う

関
係
が
も
た
ざ
る
を
え
な
い
対
応
性
、
関
係
性
も
ま
た
理
解
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
正
反
対
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者

が
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
両
者
が
密

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
節
で
述
べ
て
き
た
、
内
在
と
超
越
の
問
に
関
係
が
存
在
す

る
と
い
う
議
論
は
、
超
越
的
真
理
が
内
在
的
に
解
消
さ
れ
る
こ
と

を
全
く
不
可
能
と
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
前
節
の
議
論
と
矛
盾
す

る
ど
こ
ろ
か
、
実
は
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

関
係
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
相
異
な
る
二
者
が
不

可
欠
だ
か
ら
で
あ
り
、
も
し
二
者
が
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
排
除
し
合

う
点
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
関
係
も
解
消
し
て
し
ま
う
か
ら
で

　
（
刎
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
質
的
断
絶
は
、
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
導

出
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
導
出
す

る
の
で
あ
る
。

四
　
キ
リ
ス
ト
教
的
人
問
学

　
周
知
の
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
本
人
が
や
ろ
う
と
し
た
こ
と

は
、
学
問
と
し
て
の
人
間
学
を
提
示
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
読
者
を
教
化
す
る
た
め
に
、

内
在
的
に
基
礎
付
け
不
可
能
な
領
域
へ
と
立
ち
入
り
、
超
越
的
真

理
に
つ
い
て
論
ず
る
。
し
か
し
こ
こ
で
我
々
が
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
領
域
の
差
異
に
敏
感
で
あ
っ
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

は
、
学
間
の
領
域
に
お
い
て
内
在
的
に
キ
リ
ス
ト
教
を
論
じ
尽
く

そ
う
と
は
せ
ず
、
様
々
な
立
場
か
ら
著
作
活
動
を
行
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
意
識
的
な
著
作
態
度
に
つ
い
て
の
領

域
の
峻
別
は
、
翻
っ
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
が
人
間
学
を
有

す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
超
越
的
真
理
に
関
す

る
議
論
は
、
内
在
的
人
間
学
の
議
論
と
不
断
の
循
環
的
関
係
を
も

つ
が
ゆ
え
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
神
の
観
念
が
増
す
に
つ
れ
て
、

そ
れ
だ
け
自
己
も
増
し
、
自
己
が
増
す
に
つ
れ
て
、
そ
れ
だ
け
神

の
観
念
も
増
す
」
（
量
一
窪
）
と
述
べ
、
内
在
的
自
己
と
超
越
的

白
己
を
関
係
さ
せ
つ
つ
発
展
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、

超
越
的
真
理
に
依
存
す
る
こ
と
を
不
可
避
と
み
る
彼
に
よ
れ
ば
、

人
問
学
か
超
越
的
・
宗
教
的
信
条
か
と
い
う
二
分
法
は
、
実
際
は

無
効
で
あ
る
。
総
て
の
人
問
学
は
、
一
切
の
価
値
判
断
か
ら
自
曲

で
な
い
隈
り
、
超
越
的
前
提
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
限
り
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〔
拓
）

で
宗
教
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
論
理
が
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
も
ま
た
人
間
学
で
も
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
我
々
は
学
問
の
領
域
に
お
い
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

の
思
想
か
ら
、
こ
の
人
間
が
超
越
と
い
う
領
域
を
生
き
る
こ
と
を

加
味
し
た
人
問
学
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
で
展
開
し
て
き
た
キ
ル
ケ
ゴ
i
ル
解
釈
は
、
人
問
か
ら
神

へ
と
い
う
方
向
で
説
明
付
け
を
行
う
こ
と
を
徹
底
し
て
批
判
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

我
々
は
、
人
間
学
と
し
て
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
解
釈
に
お
い

て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
が
「
人
の
心
に
思
い
浮
か
び
も
し
な
か

っ
た
こ
と
」
（
第
一
コ
リ
ン
ト
ド
㊤
）
だ
と
い
う
こ
と
を
反
証
し

よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
人
間
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る

と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
学
問
は
、
単
独
者
が
超
越

的
な
問
題
に
関
わ
る
そ
の
場
に
お
い
て
真
理
基
準
を
示
し
、
導
く

こ
と
に
直
接
的
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
か
場
面
を
人

間
が
生
き
る
止
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。

再
び
鏡
の
比
楡
を
用
い
る
な
ら
ぱ
、
我
々
が
学
問
に
お
い
て
間
題

と
す
る
の
は
、
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
ら
が
し
て
き
た
よ
う
な
、
領
域
の

峻
別
を
自
ら
に
適
用
す
る
こ
と
な
く
映
る
も
の
－
映
す
も
の
の
関

係
に
お
い
て
主
導
的
な
も
の
を
決
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
鏡
に

映
る
も
の
を
記
述
し
て
い
る
限
り
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

出
し
、
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
が
人
問
学
的
性
格
を
も
つ
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
が
対
象
と
す
る
の
は
、
宗
教
の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

彼
の
恩
想
は
キ
リ
ス
ト
教
的
性
格
を
纏
い
な
が
ら
も
、
し
か
し
人

間
学
で
も
あ
り
、
人
間
の
問
題
全
般
に
食
い
込
ん
で
く
る
。
人
問

学
的
性
格
を
も
合
わ
せ
持
つ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
は
、
例
え
ば
政

治
と
い
う
よ
う
な
社
会
的
な
問
題
も
、
「
今
は
総
て
が
政
治
的
で

あ
る
か
の
如
く
見
え
る
が
、
し
か
し
、
や
が
て
、
そ
れ
は
宗
教
運

動
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
・
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
勺
葛
．
×
莇
ω

ε
）
と
あ
る
よ
う
に
、
宗
教
の
問
題
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

政
治
は
人
間
の
間
題
で
あ
る
以
上
、
人
問
の
問
題
で
あ
る
宗
教
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
〕

も
関
係
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
人
間
を
内

在
の
領
域
の
み
に
お
い
て
理
解
し
き
れ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
内
在
的
人
問
学
を
不
可
能
と
見
な
す
。

こ
の
意
味
で
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
流
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
解
釈
が
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
恩
想
を
人
問
学
か
ら
区
別
す
る
の
は
正
し
い
。
し
か
し

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
に
お
い
て
、
こ
れ
は
単
な
る
人
問
学
の
破
綻

に
終
ら
な
い
。
彼
は
更
に
人
問
学
の
領
域
を
超
越
の
領
域
に
も
広
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め
、
信
仰
す
る
と
い
う
人
間
の
側
面
を
も
合
め
て
人
間
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
示
し
た
の
は
、
信
仰
と
い
う
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
〕

越
の
領
域
に
ま
で
射
程
を
延
ば
し
た
人
問
学
で
あ
る
。
彼
の
人
問

学
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
づ
て
超
越
の
領
域
へ
の
突
破
を
果
た
し

た
こ
と
を
受
け
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
学

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
本
論
文
で
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
は
旨
§
s
き
Φ
碁
嚢
s
ミ
餉

ぎ
§
§
⑮
く
§
ぎ
ご
巨
o
・
．
黒
＞
』
1
U
冨
g
昌
與
昌
こ
．
－
1
寿
一
－

σ
害
o
q
o
①
q
甲
O
。
－
彗
o
q
P
宍
暮
一
－
o
震
（
原
典
第
三
版
）
か
ら
引
用

し
、
巻
数
と
頁
数
を
示
し
た
。
ま
た
日
誌
・
遺
稿
は
ω
ミ
§
き
ミ
ぎ
－

寒
ミ
豪
き
宮
§
巨
①
q
．
凹
｛
、
1
＞
’
匡
9
σ
胃
四
く
・
穴
巨
ミ
o
o
q
向
・
↓
o
『
．

ω
葦
血
・
一
N
；
鼻
き
α
z
雲
↓
す
巨
琴
ξ
葦
す
二
嚢
，
富
（
日

誌
・
遺
稿
集
第
二
版
、
略
号
霊
p
）
か
ら
引
用
し
、
慣
例
に
従
っ

　
て
、
巻
数
と
整
理
番
号
で
示
し
た
。
さ
ら
に
一
つ
の
整
理
番
号
が
数

　
ぺ
ー
ジ
に
わ
た
る
場
合
は
目
誌
・
遺
稿
集
の
べ
ー
ジ
を
付
し
た
。

（
1
）
　
「
『
死
に
至
る
病
』
は
哲
学
的
か
つ
神
学
的
に
展
開
さ
れ
た
著
作

　
で
あ
る
」
（
o
昌
p
＞
；
p
ω
ミ
g
黒
弐
ミ
“
g
o
的
s
構
ミ
ざ
ミ
鼻
穴
σ
ヌ

　
Ω
く
巨
昌
註
一
一
轟
貫
m
．
墨
①
U
。
こ
の
個
所
で
は
「
神
学
的
」
に
対

　
し
て
、
「
哲
学
的
」
と
い
う
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
人

　
間
学
的
と
言
い
換
え
う
る
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
浮
烏
『
9
身
；
婁
眞
b
富
書
蜆
§
き
眈
9
募
§
§
姜

　
（
ω
巨
言
o
q
彗
戸
｝
「
胃
o
ヨ
目
彗
易
く
o
ユ
品
一
量
o
ω
）
ら
ー
－
↓
．

（
3
）
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
な
ぜ
な
ら
力
強
い
、
血
の
気
の
多
い
神
人

　
同
形
説
（
＞
巨
～
8
o
昌
o
『
昌
后
冒
①
）
と
い
う
も
の
は
、
非
常
に
珍

　
重
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
①
し
2
）
と
述
べ
、
神
と
人
間

　
の
類
似
関
係
に
注
目
し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
指
摘
の
妥
当
性
を

　
承
認
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
「
我
々
が
完
全
に
沈
黙
す
る
の
で
な

　
い
か
ぎ
り
は
、
我
々
人
間
が
神
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
は
、
い
ず
れ

　
に
せ
よ
、
人
間
の
物
差
し
（
ζ
竃
一
鶉
↓
o
河
）
を
使
わ
ざ
る
を
え
な

　
い
」
（
曇
ミ
杜
）
と
述
べ
、
類
似
点
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
キ
リ
ス

　
ト
教
を
人
聞
の
側
か
ら
説
明
で
き
る
と
考
え
る
議
論
を
、
不
当
と
し

　
て
い
る
。
o
申
．
＞
『
σ
里
』
①
日
ダ
o
①
o
H
o
q
o
戸
一
、
穴
斥
『
斥
①
o
q
印
団
『
o
o
目
」
司
匹
』
－

　
胃
冒
9
．
．
一
き
雨
碁
§
萬
ミ
ざ
§
b
（
丙
σ
戸
沌
①
ぎ
♀
－
畠
o
）
ら
ー
印

（
4
）
旨
彗
ま
ω
員
；
9
塞
一
一
、
ぎ
亭
『
o
o
〇
一
〇
〇
・
a
昌
ρ
；
8
一
〇
．

　
①
q
示
σ
9
δ
實
訂
o
q
竃
a
．
．
一
き
ミ
ふ
餐
ミ
乱
完
§
汀
ぎ
ト
o
p
σ
｝

　
ヲ
；
o
訂
』
O
H
的
o
コ
〇
四
℃
O
①
－
O
『
目
凹
目
α
』
O
コ
ω
一
〇
ξ
凹
『
戸
（
穴
一
〕
す
一
〇
〇
〇
H
。
一
』
－

　
言
p
お
塞
）
一
ω
。
冨
o
。
、
な
お
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ツ
ハ
は
「
神
は
人
問
の

　
鏡
で
あ
る
」
（
票
；
『
9
0
戸
O
P
9
二
ω
．
べ
O
。
■
）
と
述
ぺ
、
キ
ル
ケ

　
ゴ
ー
ル
は
「
神
の
言
は
鏡
で
あ
る
ー
私
は
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
す
る

　
こ
と
で
自
分
の
姿
を
鏡
の
な
か
で
見
る
の
で
あ
る
」
（
；
竈
）
と

　
述
べ
て
い
る
。

（
5
）
　
マ
ラ
ン
チ
ェ
ッ
ク
が
「
セ
ー
レ
ン
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る

　
内
在
と
超
越
の
概
念
」
（
ζ
巴
昌
誌
島
巨
珂
Ω
『
品
O
『
一
．
．
黒
①
q
冨
事
；
①

　
－
目
昌
彗
彗
ω
o
血
目
↓
『
彗
ω
o
彗
o
彗
ω
す
o
閉
ω
薯
彗
ら
①
芸
①
o
q
竃
a
．
．
一

　
汽
ざ
喜
餐
ミ
§
§
昌
p
穴
暮
一
刃
①
ξ
具
冨
芸
）
に
お
い
て
展
開
す

　
る
議
論
も
同
様
で
あ
る
。

（
6
）
　
た
と
え
ば
「
人
問
学
が
、
自
ら
が
神
学
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
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い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
、
根
拠
付
け
ら
れ
た
も
の
を

　
単
に
恩
い
こ
ま
れ
た
も
の
か
ら
切
り
離
す
歩
み
は
、
ぱ
っ
た
り
と
途

　
絶
え
る
」
（
↓
す
昌
三
器
昌
一
〇
p
o
戸
ω
。
－
o
。
蜆
．
）
と
い
っ
た
記
述
に
、

　
こ
の
よ
う
な
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
の
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
7
）
掌
o
…
芽
彗
一
〇
P
葦
．
一
ω
」
8
1

（
8
）
　
9
「
こ
の
世
の
（
き
a
ω
＝
o
目
）
知
恵
は
、
愛
は
人
と
人
と
の
間

　
の
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
愛
は
人

　
と
神
と
人
と
の
関
係
で
あ
る
と
、
す
な
わ
ち
神
が
中
間
規
定
で
あ
る

　
と
教
え
る
」
（
鼻
；
べ
）
。
な
お
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
論
じ
て
い
る
真

　
理
は
自
然
科
学
が
認
識
す
る
真
理
と
は
質
的
に
異
な
る
。
「
と
こ
ろ

　
で
、
確
か
に
キ
リ
ス
ト
教
は
、
数
学
的
命
題
や
存
在
論
的
命
題
と
同

　
じ
意
味
に
お
い
て
一
つ
の
永
遠
の
真
理
で
あ
る
の
で
は
な
い
」

　
（
～
p
く
弓
電
寄
一
ω
、
ぎ
）
と
い
っ
た
記
述
に
お
い
て
、
二
元
論
的

　
構
成
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
9
）
　
当
然
、
こ
の
意
識
さ
れ
な
い
超
越
性
へ
の
依
存
に
つ
い
て
は
、

　
意
識
的
な
超
越
へ
の
関
係
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
キ

　
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
が
問
題
に
す
る
の
は
、
専
ら
意
識
的
な
趨
越
へ

　
の
関
係
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
恩
想
の
特
徴
の

　
一
つ
が
、
こ
の
関
係
の
「
意
識
」
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
理
由
に
よ
り
、
彼
が
自
己
意
識
に
つ
い
て
詳
述
す
る
『
死
に
至

　
る
病
』
は
、
人
間
学
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
ま
た
後
述
す
る
領
域

　
の
唆
別
の
議
論
も
、
こ
の
意
識
に
つ
い
て
の
彼
の
議
論
と
密
接
に
関

　
係
し
て
い
る
。

（
1
0
）
　
「
カ
ン
ト
に
抗
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
、

　
思
考
は
自
分
の
領
域
の
限
界
を
認
識
す
る
だ
け
で
な
く
、
哲
学
の
領

　
域
の
外
に
あ
る
領
域
を
独
白
の
仕
方
で
明
確
に
で
き
な
け
れ
ぱ
な
ら

　
な
い
」
（
ζ
巴
凹
葦
ω
〇
三
』
珂
o
篶
o
q
o
『
一
〇
p
o
…
ザ
ω
」
冨
．
）
と
い
う
ふ

　
う
に
マ
ラ
ン
チ
ュ
ッ
ク
は
こ
の
問
麗
を
カ
ン
ト
の
問
題
と
関
係
付
け

　
て
い
る
。
不
安
も
ま
た
、
こ
の
超
越
的
真
理
に
対
す
る
依
存
と
関
連

　
し
て
い
る
。
o
「
ω
－
国
河
旨
す
凹
＝
コ
窃
一
b
膏
ト
s
§
§
9
長
膏

　
き
雨
喜
§
ミ
凄
（
穴
害
一
宛
o
ω
彗
斤
旨
①
…
叫
霊
①
q
①
q
①
『
二
〇
寒
）
一
ω
．

　
A
0
0
・
な
お
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
内
在
の
外
に
真
理
が
要
請
さ
れ
る

　
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い

　
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
な
ぜ
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト

　
教
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
宗
教
性
A
と
宗
教

　
性
B
に
つ
い
て
の
議
論
を
追
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に

　
つ
い
て
は
、
本
論
文
に
お
い
て
扱
う
問
題
に
触
れ
る
限
り
で
、
論
じ

　
る
に
と
ど
め
た
。
ネ
（
勺
凹
p
＝
＞
違
㊤
）
．

（
H
）
　
「
〈
人
間
学
的
反
省
v
と
〈
自
己
－
反
省
〉
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に

　
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
≡
兀
的
な
仕
事
に

　
携
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
も
う
一
方
で
イ
ロ
ニ
カ
ル
に

　
〈
客
観
的
な
〉
仕
事
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
人
問
学
的
反

　
省
は
客
観
的
な
調
査
の
営
み
で
あ
り
、
自
己
に
お
け
る
動
的
な
も
の

　
を
説
明
的
に
明
ら
か
に
す
る
く
科
学
的
な
V
す
な
わ
ち
〈
哲
学
的

　
な
〉
研
究
な
の
で
あ
る
。
し
・
か
し
な
が
ら
、
こ
の
研
究
は
注
目
さ
れ

　
る
必
要
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ぱ
、

　
個
人
の
自
己
反
省
と
い
う
第
二
の
仕
事
を
準
傭
す
る
恩
想
の
適
具
と

　
な
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
（
O
O
巨
ξ
彗
ω
一
U
凹
く
己
■

　
ネ
膏
喜
指
O
S
ミ
　
S
｝
　
ミ
ー
耐
｝
o
皇
吻
　
、
ぎ
｛
S
沖
“
）
　
Z
①
毛
　
く
O
『
珂
　
O
螂
H
目
・

　
耳
己
o
目
①
⊂
三
く
呂
色
q
～
窃
ω
；
8
p
p
割
．
）
と
い
う
ゴ
ー
ウ
ェ
ン
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ス
の
主
張
も
こ
の
議
論
の
な
か
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
o
｛
、

　
ζ
巴
彗
房
9
巨
打
o
冨
o
q
o
『
一
b
｛
ミ
雨
ミ
き
轟
肉
雲
室
§
｝
ぎ
8
吻
ミ
§

き
雨
喜
祭
§
辻
（
穴
享
一
カ
①
豪
色
一
δ
竃
）
一
六
與
p
－
．

（
1
2
）
　
た
と
え
ぱ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
学
問
と
倫
理
の
相
違
に
つ
い

　
て
以
下
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
、
「
在
る
意
味
で
は
、
本
来
は
講
壇

　
か
ら
は
決
し
て
伝
達
さ
れ
え
な
い
と
こ
ろ
の
倫
理
的
伝
達
お
よ
ぴ
倫

　
理
一
宗
教
的
伝
達
に
内
通
し
て
い
る
真
面
目
さ
（
≧
く
o
『
）
は
、
前

　
述
の
学
問
に
内
通
し
て
い
る
真
面
目
さ
と
は
全
く
異
な
っ
た
性
格
の

　
も
の
で
あ
る
」
（
勺
o
p
く
－
弓
｝
o
o
o
〇
一
ω
」
o
0
N
．
）
。

（
1
3
）
　
O
昌
峯
彗
ω
一
U
睾
巳
』
－
一
ε
1
〇
一
一
－
一
P
①
N
1

（
M
）
　
宗
教
と
哲
学
の
領
域
の
峻
別
を
行
う
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
恩
想
に
お

　
い
て
、
教
義
学
は
超
越
的
前
提
を
基
礎
と
し
て
必
要
と
す
る
こ
と
か

　
ら
、
そ
れ
は
宗
教
の
側
に
数
え
ら
れ
る
。

（
1
5
）
　
尾
崎
は
質
的
に
唆
別
さ
れ
る
両
領
域
の
間
に
も
、
あ
る
関
係
が

　
存
在
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
を
看
破
し
、
正
し
く
も
「
と
こ
ろ

　
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
定
義
を
用
い
れ
ぱ
、
宗
教
的
な
も
の
と
は
、
絶

　
対
者
へ
の
絶
対
的
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
絶

　
対
者
と
我
々
の
間
に
は
本
質
的
同
一
性
が
存
在
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

　
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ぱ
く
我
々
の
V
絶
対
者
た
り
え
な
い
か
ら
で
あ

　
る
」
（
尾
崎
和
彦
、
「
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
哲
学
恩
想
の
諸
傾
向
」
、

　
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ス
レ
ー
ク
著
、
尾
崎
和
彦
訳
、
『
実
存
主
義
』
所
収
、

　
法
律
文
化
社
、
一
九
七
六
年
、
二
八
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

　
よ
う
に
、
一
個
の
人
問
が
白
己
と
対
象
と
の
問
に
質
的
断
絶
を
認
識

　
す
る
と
し
て
も
、
学
問
と
い
う
領
域
に
い
る
我
々
は
一
個
の
人
間
と

　
し
て
神
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
隈
り
で
質
的
断
絶

　
を
一
時
中
断
し
て
、
議
論
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
神
に

　
面
す
る
そ
の
人
間
を
観
察
対
象
に
据
え
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か

　
ら
、
質
的
断
絶
と
い
う
状
況
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
神
と
い

　
う
質
的
差
異
を
も
っ
た
対
象
そ
の
も
の
に
対
象
を
定
め
る
わ
け
で
は

　
な
い
。
従
っ
て
こ
の
節
で
展
開
さ
れ
る
議
論
は
、
前
述
の
キ
ル
ケ
ゴ

　
ー
ル
に
よ
る
領
域
の
峻
別
の
議
論
を
否
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な

　
い
。
む
し
ろ
、
領
域
の
峻
別
の
議
論
に
則
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に

　
な
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
人
間
が
超
越
的
な
対
象
を
認
識

　
す
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
関
係
を
成
立
さ
せ
る
二
者
が
存
在
す
る
こ

　
と
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
当
然
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
倫
理
的
段
階
の
省
略
を
認
め
な
い
。

　
o
「
（
o
o
」
ミ
）
－

（
1
7
）
　
「
詩
は
理
性
以
前
の
幻
想
で
あ
り
、
宗
教
は
理
性
以
後
の
幻
想

　
で
あ
る
」
（
；
二
竺
）
と
い
っ
た
、
時
間
的
順
序
に
関
す
る
記
述
も

　
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
在
に
対
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
理
解
は
、

　
彼
の
思
想
に
お
け
る
超
越
性
が
い
か
な
る
も
の
か
を
理
解
す
る
上
で
、

　
決
し
て
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
議
論
は
、

　
一
個
の
人
間
の
認
識
に
お
い
て
超
越
的
真
理
が
後
発
的
に
現
れ
る
と

　
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
超
越
的
真
理
そ
の
も
の
が
後
か
ら
発
生
し
た

　
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
ぺ
き
点
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
「
善
の
一
貫
性
（
旦
9
0
o
ま
ω
O
o
畠
8
く
竃
房
）
」
（
5
；
o
。
）

　
と
い
う
概
念
も
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
概
念
で
あ
る
が
、

　
超
越
と
人
間
の
関
係
付
け
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ

　
て
、
こ
の
よ
う
な
概
念
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
9
）
　
ネ
（
只
昌
①
）
二
霊
P
素
＞
寓
．
ω
．
ω
8
1
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（
2
0
）
　
こ
の
関
係
を
理
解
す
る
ゴ
ー
ウ
ェ
ン
ス
は
「
こ
う
し
て
倫
理
的

　
実
存
と
宗
教
的
実
存
（
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
を
合
む
）
は
、
幸
福
を

　
得
よ
う
と
す
る
前
段
階
が
失
敗
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
起
す
る
ジ
レ

　
ン
マ
を
解
く
為
に
講
じ
ら
れ
た
も
の
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」

　
（
o
o
⊆
ミ
ω
目
μ
U
画
く
こ
ト
一
〇
p
o
声
一
p
o
o
ム
．
）
と
さ
え
言
っ
て
い
る
。

（
2
1
）
　
「
キ
リ
ス
ト
教
の
要
求
は
、
君
の
人
生
は
で
き
る
限
り
激
し
く

　
業
（
9
o
；
一
轟
①
『
）
を
実
現
す
ぺ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

　
る
」
（
；
2
）
と
い
う
記
述
す
ら
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

　
む
し
ろ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
意
識
的
に
両
者
の
間
に
関
係
を
成
立
せ
し

　
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
2
）
　
こ
の
正
反
対
と
い
う
の
は
具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
キ
リ

　
ス
ト
の
卑
賎
性
を
念
頭
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
「
す
な
わ
ち

　
彼
〔
キ
リ
ス
ト
〕
が
全
う
さ
れ
た
者
と
し
て
全
き
世
に
い
た
も
う
の

　
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
現
実
の
、
時
の
な
か
に
あ
り
、
そ
し
て
彼
の

　
栄
光
は
こ
こ
で
は
卑
賎
と
屈
辱
と
い
う
逆
の
形
を
と
っ
て
（
o
目
－

　
く
雪
鼻
）
現
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
彼
が
高
き
と
こ
ろ
か
ら

　
引
き
寄
せ
た
も
う
こ
と
を
感
じ
て
引
か
れ
て
ゆ
く
人
は
、
引
き
寄
せ

　
た
も
う
彼
に
従
う
こ
と
を
内
面
的
な
魂
の
行
為
と
す
れ
ぱ
す
る
ほ
ど
、

　
ま
す
ま
す
高
さ
と
は
正
反
対
の
状
態
（
α
g
昌
a
竃
ミ
①
ヨ
罵
邑
忌
）

　
に
、
つ
ま
り
屈
辱
と
卑
賎
の
な
か
に
引
き
お
ろ
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

　
（
5
ミ
①
）
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
卑
賎
の
議
論
に
お
い
て
、
キ
ル

　
ケ
ゴ
ー
ル
は
超
越
的
真
理
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と

　
す
る
の
で
あ
る
。
「
神
は
人
間
と
し
て
卑
し
い
下
僕
の
姿
を
と
る
、

　
神
は
何
人
も
自
分
を
の
け
者
と
思
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
ま
た
人

　
を
神
に
近
づ
け
る
も
の
が
、
人
間
的
な
名
声
や
人
問
間
の
名
声
だ
な

　
ど
と
考
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
卑
し
い
人
問
で
あ
る
こ
と
が
な

　
ん
で
あ
る
・
か
を
示
し
て
お
ら
れ
る
L
（
5
L
ぎ
）
。
私
見
に
よ
れ
ぱ
、

　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
積
極
的
に
は
、
そ
の
卑
賎
論
に

　
あ
ら
わ
れ
る
。

（
2
3
）
　
正
反
対
の
内
在
と
超
越
の
問
に
、
あ
る
関
係
性
が
存
在
す
る
こ

　
と
は
、
決
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
超
越
－
内
在
の
理
解
に
反
す
る
も

　
の
で
は
な
い
。
彼
自
身
こ
の
対
応
性
を
認
識
し
つ
つ
、
「
神
が
あ
り

　
そ
し
て
摂
理
の
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
者
は
、
情
熱
が
目
覚
め
て
い
る

　
不
完
全
な
世
界
に
お
い
て
、
絶
対
的
に
完
全
な
世
界
に
お
け
る
よ
り

　
も
容
易
に
、
信
仰
を
保
持
し
、
そ
し
て
（
空
想
で
は
な
く
）
信
仰
を

　
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
実
際
、
後
者
に
お
い
て
は

　
信
仰
は
考
え
ら
れ
な
い
。
」
（
ρ
8
）
と
述
ぺ
て
い
る
。

（
別
）
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
つ
ま
り
（
キ
リ
ス
ト
教
は
）
、
罪
は
、
人

　
問
が
正
し
い
こ
と
を
理
解
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は

　
な
く
、
人
間
が
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
欲
し
な
い
こ
と
に
、
人
間
が

　
そ
れ
を
欲
し
な
い
こ
と
に
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
」
（
貢
－
ミ
）

　
と
述
ぺ
、
「
欲
す
る
」
と
い
う
人
間
の
行
為
を
超
越
的
関
係
に
本
質

　
的
な
も
の
と
見
な
し
て
い
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ぱ
、
こ
の
「
欲
す

　
る
」
と
い
う
行
為
は
、
信
仰
と
い
う
行
為
の
持
つ
構
造
を
解
明
す
る

　
の
に
重
要
な
手
引
き
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

　
「
欲
す
る
」
と
い
う
人
間
の
行
為
は
、
「
達
成
し
た
こ
と
」
と
「
達
成

　
し
て
い
な
い
こ
と
」
と
い
う
解
消
不
可
能
な
相
異
な
る
二
者
の
関
係

　
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
2
5
）
　
こ
こ
で
、
超
越
性
、
超
越
論
性
、
宗
教
性
等
と
い
っ
た
、
現
代

　
の
宗
教
哲
学
の
議
論
に
お
い
て
も
重
要
な
問
題
に
関
し
て
、
キ
ル
ケ
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ゴ
ー
ル
恩
想
が
い
か
な
る
ス
タ
ン
ス
を
と
る
の
か
と
い
う
問
題
が
浮

　
上
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
キ
ル
ケ

　
ゴ
ー
ル
に
よ
る
宗
教
性
の
区
別
に
関
す
る
議
論
や
、
伝
達
方
法
に
関

　
す
る
議
論
等
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ

　
い
て
述
べ
る
た
め
に
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
態
度
の
多
様
性
に

　
つ
い
て
の
、
よ
り
徹
底
し
た
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
本
論
文

　
に
お
い
て
は
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
2
6
）
　
こ
れ
に
関
し
て
は
「
と
こ
ろ
が
、
人
間
が
集
ま
ウ
て
、
ア
リ
ス

　
ト
テ
レ
ス
が
動
物
－
規
定
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
群
集

　
に
な
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
抽
象
物
が
〔
こ
れ
は
無
よ
り

　
も
、
ま
た
最
も
卑
し
い
単
独
の
人
間
よ
り
も
、
さ
ら
に
以
下
の
も
の

　
な
の
に
〕
な
に
か
意
味
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
な
ら
、
こ
の
抽
象

　
物
が
や
が
て
神
に
な
る
の
も
遠
か
ら
ぬ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
な

　
る
と
、
そ
れ
は
「
哲
学
的
に
」
神
－
人
の
教
説
と
正
し
く
一
致
す
る

　
こ
と
に
な
る
L
（
員
－
雪
）
等
の
記
述
が
あ
る
。

（
2
7
）
　
ム
ー
二
ー
も
同
様
の
問
題
枠
の
改
新
を
主
張
し
て
い
る
、

　
「
我
々
は
一
方
の
叙
述
が
根
本
的
で
、
他
方
が
派
生
的
で
あ
る
は
ず

　
だ
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
…
し
か
し
そ
れ
ら
を
排
他
的
に
競
合
す
る

　
も
の
と
み
な
す
必
要
が
あ
る
と
は
、
私
は
恩
わ
な
い
」
（
…
O
昌
ξ
一

　
向
口
冬
彗
o
勺
．
一
ω
雨
ざ
8
ぎ
§
防
o
o
＆
昌
s
軋
ミ
8
ざ
♪
z
o
≦
く
o
募
俸

　
－
o
邑
o
戸
カ
o
；
＆
o
q
⑭
二
8
①
一
p
；
8
。

（
2
8
）
　
ま
た
倫
理
の
問
題
も
同
様
で
あ
る
。
「
万
が
一
神
が
存
在
し
な

　
い
と
す
れ
ぱ
、
人
間
が
良
心
（
蟹
昌
三
；
o
q
＝
＆
）
に
何
ら
か
の
葛

　
藤
を
持
つ
こ
と
も
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
長
量
o
）
。

（
2
9
）
　
例
え
ぱ
、
「
あ
ら
ゆ
る
教
義
は
普
遍
的
な
人
聞
意
識
を
よ
り
具

　
体
的
に
拡
張
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
」
（
霊
P
自
＞
宣
O
）
と
い

　
う
記
述
に
は
、
そ
の
人
間
学
的
性
格
が
現
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
歌
㎝
彗
一
朋
舘
議
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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