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西
に
由
来
す
る
と
は
い
え
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
江
兆
民
は

『
一
年
有
余
』（
一
九
〇
一
年
）
で
こ
う
慨
嘆
し
て
い
る
。

「
わ
が
日
本
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
哲
学
な
し
。
本
居
篤
胤
の
徒
は
古
陵

を
探
り
、
古
辞
を
修
む
る
一
種
の
考
古
家
に
過
ぎ
ず
、
天
地
性
命
の
理
に

至
て
は
瞢
焉
た
り
。
仁
斎
徂
徠
の
徒
、
経
説
に
つ
き
新
意
を
出
せ
し
こ
と

あ
る
も
、
要
、
経
学
者
た
る
の
み
。
た
だ
仏
教
僧
中
創
意
を
発
し
て
、
開

山
作
仏
の
功
を
遂
げ
た
る
も
の
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
、
こ
れ
終
に
宗
教
家

範
囲
の
事
に
て
、
純
然
た
る
哲
学
に
あ
ら
ず
。
近
日
は
加
藤
某
、
井
上
某
、

　

本
論
の
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
ま
ず
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
今

か
ら
半
年
ほ
ど
前
で
あ
っ
た
か
、
琉
球
大
学
国
際
沖
縄
研
究
所
よ
り
、
沖

縄
学
の
祖
・
伊
波
普
猷
に
つ
い
て
書
い
て
欲
し
い
と
の
依
頼
を
受
け
た
と

き
、
筆
者
は
、
第
二
回
ア
ジ
ア
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
学
会
で
「《
多
島
海
シ
ス

テ
ム
》
論
入
門
」
と
題
し
た
連
続
講
義
を
行
う
一
方
で
、
か
つ
て
小
林
秀

雄
が
「
哲
学
」
と
題
さ
れ
た
エ
セ
ー
で
最
大
級
の
賛
辞
を
送
っ
た
西
周

（1829︲1897

）
の
活
動
と
思
想
を
起
点
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
「
哲

学
」
の
誕
生
を
書
き
直
そ
う
と
し
て
い
た
。「
哲
学
」
と
い
う
術
語
こ
そ

特
集
　「
沖
縄
研
究
」
に
お
け
る
理
論
と
出
来
事

珊
瑚
虫
の
教
え
　
　
群
島
と
「
奇
怪
な
シ
ス
テ
ム
」

合
田
正
人

メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
、
彼
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
諸
特
徴
を
す
で
に
下
書
き
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
も
っ
て
、

過
程
（processus

）
と
し
て
の
、
群
島
（archipel

）
と
し
て
の
世
界
の
肯
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
ピ
ー
ス
を
つ
な
げ
る
と
ひ
と
つ
の

全
体
が
再
び
構
成
さ
れ
る
よ
う
な
パ
ズ
ル
で
さ
え
な
く
、
セ
メ
ン
ト
で
固
め
ら
れ
ざ
る
自
由
な
石
か
ら
成
る
壁
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で

は
各
々
の
要
素
が
そ
れ
自
体
と
し
て
、
し
か
し
他
の
諸
要
素
と
の
関
係
で
価
値
を
持
つ
。
隔
離
さ
れ
た
も
の
に
し
て
漂
う
諸
関
係
で

あ
り
、
島
々
に
し
て
島
々
の
間
で
あ
り
、
動
く
諸
点
に
し
て
曲
が
り
く
ね
っ
た
数
々
の
線
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
真
理
は
「
引
き
裂

か
れ
た
縁
」
を
つ
ね
に
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（Gilles D

eleuze: Critique et clinique, M
inuit, 1993, p.110

）
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ド
イ
ツ
留
学
中
に
井
上
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
東
洋
語
学
校
で
日
本
語
を
教

授
し
、
独
仏
の
ア
ジ
ア
学
者
た
ち
と
交
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、

「
国
民
道
徳
」
の
代
表
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
る
井
上
が
「
日
本
民
族
」
の

起
源
を
め
ぐ
る
当
時
の
論
争
の
な
か
で
、
人
類
学
者
・
鳥
居
龍
蔵
ら
の
仕

事
を
援
用
し
て
「
日
本
民
族
」
の
「
雑
種
性
」
を
説
き
、「
太
陽
神
話
」

の
系
譜
を
辿
り
な
が
ら
南
洋
諸
島
か
ら
の
北
進
と
い
う
ル
ー
ト
を
仮
定
し

て
い
た
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
。

　

伊
波
普
猷
が
鳥
居
龍
蔵
を
沖
縄
の
実
地
調
査
に
誘
っ
た
こ
と
は
ご
存
知

の
と
お
り
だ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
思
い
が
け
な
く
伊
波
と
井
上
が
筆
者
の

な
か
で
連
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、「
中
学
の
思
い
出
」

と
い
う
小
文
の
な
か
で
、
伊
波
自
身
、
井
上
の
『
教
育
と
宗
教
の
衝
突
』

な
ら
び
に
そ
れ
が
惹
起
し
た
論
争
に
言
及
し
て
い
た
の
だ
が
。「
日
本
民

族
」
の
「
雑
種
性
」
を
語
り
な
が
ら
沖
縄
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
こ
と

の
な
か
っ
た
哲
学
者
と
『
古
琉
球
』
の
著
者
と
の
あ
い
だ
に
、
ど
の
よ
う

な
架
空
の
対
話
・
議
論
が
あ
り
え
た
の
か
、
そ
れ
を
探
ろ
う
と
し
た
の
が

前
作
で
あ
る
。
思
え
ば
、
伊
波
の
『
古
琉
球
』
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
に
井

上
の
『
国
民
道
徳
論
概
論
』
は
出
版
さ
れ
て
い
る
。
い
や
、
す
で
に
前
作

で
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
年
は
西
田
の
『
善
の
研
究
』
が
出
版
さ
れ
た
年

で
も
あ
っ
た
。
従
来
の
日
本
思
想
史
の
試
み
の
な
か
で
、
こ
う
し
た
同
時

性
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
作
で
は
、
一
見
す
る

と
「
日
本
」
へ
の
「
同
化
」
を
推
奨
す
る
か
に
見
え
る
伊
波
の
姿
勢
に
孕

自
ら
標
榜
し
て
哲
学
科
と
為
し
、
世
人
も
ま
た
あ
る
い
は
こ
れ
を
許
す
と

い
へ
ど
も
、
そ
の
実
は
己
れ
が
学
習
せ
し
所
の
泰
西
某
々
の
論
説
を
そ
の

ま
ま
に
輸
入
し
、
い
は
ゆ
る
崑
崙
に
箇
の
棗
を
呑
め
る
も
の
、
哲
学
者
と

称
す
る
に
足
ら
ず
。」

　

西
周
に
つ
い
て
は
そ
の
名
前
す
ら
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。「
井
上
某
」

と
あ
る
の
は
、
西
田
の
東
京
帝
国
大
学
時
代
の
恩
師
で
西
と
も
親
交
が
深

か
っ
た
井
上
哲
次
郎
（1856︲1944
）
の
こ
と
だ
が
、
今
で
も
大
勢
は
、

日
本
初
の
哲
学
者
を
西
田
幾
多
郎
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
初
の
本
格
的
哲

学
書
を
『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
年
）
と
み
な
し
て
疑
う
と
こ
ろ
が
な

く
、
そ
の
た
め
、
西
や
井
上
と
西
田
と
の
あ
い
だ
に
口
を
開
け
た
断
絶
は

ま
っ
た
く
塞
が
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
若
き
西
田
へ
の
儒
教
や

道
教
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
と
同
様
、
井
上
の
西
田
へ
の
影
響
を
過
小
評

価
す
る
傾
向
が
根
強
く
存
続
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
と
無
関
係
で

は
あ
る
ま
い
。

　

予
科
生
と
し
て
疎
外
感
に
苛
ま
れ
て
い
た
西
田
に
と
っ
て
、
井
上
は
予

科
生
を
差
別
す
る
こ
と
の
な
い
唯
一
の
教
師
で
あ
り
、
そ
の
井
上
の
イ
ン

ド
哲
学
講
義
を
西
田
は
熱
心
に
聴
講
し
た
の
み
な
ら
ず
、
東
京
を
去
っ
て

か
ら
も
交
流
を
続
け
た
、
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
分
か
っ
て
い
る
。
が
、

哲
学
的
連
関
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
二
人
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
な
疎

通
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
思
い
で
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら

『
井
上
哲
次
郎
集
』（
ク
レ
ス
出
版
）
を
繙
い
た
著
者
は
、
七
年
に
わ
た
る
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「
現
象
」
と
「
実
在
」
と
の
こ
の
よ
う
な
二
元
論
は
中
途
半
端
な
も
の
で

し
か
な
く
、「
更
に
一
歩
を
進
め
て
之
れ
を
考
え
れ
ば
、
実
在
と
現
象
は

畢
竟
同
一
の
世
界
な
り
、
現
象
が
実
在
に
よ
り
て
生
ぜ
ら
れ
た
り
と
云
う

よ
り
も
現
象
其
物
が
即
ち
実
在
な
り
、
実
在
と
現
象
と
は
吾
人
抽
象
し
て

之
れ
を
区
別
す
れ
ど
も
、
是
れ
本
と
一
身
両
様
同
体
不
離
に
し
て
根
柢
よ

り
異
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
現
象
を
離
れ
て
実
在
な
く
、
実
在
を
離
れ
て

現
象
な
く
、
両
者
は
合
一
し
て
世
界
を
成
せ
り
、
世
界
は
吾
人
に
両
様
に

表
象
せ
ら
る
、
吾
人
は
客
観
的
に
経
験
し
て
之
れ
を
現
象
と
し
て
表
象
し
、

又
主
観
的
に
想
考
し
て
之
れ
を
実
在
と
し
て
表
象
す
、
世
界
は
此
の
如
く

両
面
を
有
せ
り
」（IX

⊘347︲348

）。

「
現
象
」
と
「
実
在
」
は
、
同
一
の
事
象
を
「
差
別
」
の
方
面
か
ら
考
察

す
る
か
「
無
差
別
」
の
方
面
か
ら
考
察
す
る
か
に
応
じ
た
二
つ
の
ア
ス
ペ

ク
ト
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
井
上
の
発
想
は
、
心
身
「
平
行
論
」
と
も
呼
ば

れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
発
想
に
近
い
が
、
井
上
自
身
は
、《
一
》
に
さ
え
先
立

つ
未
分
化
な
「
道
」
か
ら
「
陰
」
と
「
陽
」
の
よ
う
な
差
別
が
生
じ
る
と

す
る
老
荘
思
想
に
着
想
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
井
上
は
、

「
東
亜
に
於
け
る
指
導
原
理
と
し
て
の
道
」
を
強
力
に
打
ち
出
し
て
、
満

州
事
変
以
降
の
大
日
本
帝
国
の
侵
攻
を
思
想
的
に
正
当
化
し
た
哲
学
者
で

あ
っ
た
。
日
本
は
「
道
の
国
」
で
あ
り
、
こ
の
「
神
な
が
ら
の
道
」
が
普

遍
に
し
て
無
形
に
し
て
「
オ
ム
ニ
プ
レ
ゼ
ン
ト
」〔
遍
在
〕
で
あ
る
こ
と

が
、
満
州
お
よ
び
新
支
那
の
合
流
の
み
な
ら
ず
、「
将
来
世
界
各
国
に
健

ま
れ
た
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
努
め
た
が
、
井

上
と
西
田
と
の
思
想
的
連
関
を
め
ぐ
る
考
察
を
起
点
と
し
て
、
伊
波
普
猷

と
西
田
幾
多
郎
と
い
う
問
い
を
提
起
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
　

井
上
哲
次
郎
の
哲
学
は
「
現
象
即
実
在
論
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

「
円
融
実
在
論
」（Einheitlicher 

Realism
us

）
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
諸
感
に
に
よ

っ
て
経
験
す
る
も
の
、
そ
れ
は
「
現
象
」
で
あ
り
、
主
観
的
世
界
も
客
観

的
世
界
も
「
現
象
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。
諸
「
現
象
」
か
ら
成
る
世
界
は
、

例
え
ば
個
物
と
個
物
の
「
差
違
」
の
世
界
で
あ
り
、
常
住
不
変
で
な
い
と

い
う
意
味
で
も
、
そ
れ
は
「
変
化
」
と
い
う
「
差
違
」
の
世
界
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
特
殊
な
「
現
象
」
の
他
に
「
無
限
の
通

性
（U

nendliche 
A

llgem
einheit

）
た
る
実
在
」
の
観
念
を
多
少
な
り

と
も
有
し
て
い
る
。「
現
象
」
が
「
差
違
」「
差
別
」
で
あ
る
と
す
る
と
、

「
実
体
」
は
「
無
差
別
」「
平
等
」
で
あ
る
。「
実
在
」
な
い
し
「
物
自
体
」

「
本
体
」
を
不
可
知
と
す
る
立
場
も
、「
現
象
」
の
一
元
論
を
標
榜
す
る
立

場
も
含
め
て
、
哲
学
、
宗
教
、
科
学
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
こ
の
「
実

在
」
を
、
通
常
の
「
現
象
」
と
は
異
質
な
こ
の
何
か
を
探
求
し
て
き
た
。

　

し
か
し
、「
世
界
解
釈
」（W

elterklärung

）
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
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こ
の
寓
言
を
踏
ま
え
て
、
井
上
は
「
混
沌
で
な
く
な
っ
て
初
め
て
人
間

が
出
来
て
居
る
」（V

⊘136

）
と
言
う
。
同
様
に
、「
意
識
界
は
混
沌
界
か

ら
切
開
い
た
」
も
の
な
の
だ
が
、
た
だ
こ
の
場
合
は
、「
意
識
界
」
が
成

立
し
て
も
「
混
沌
界
」
は
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
円
の
周
囲

の
ギ
ザ
ギ
ザ
、
す
な
わ
ち
「
暈
彩
」
と
し
て
「
混
沌
界
」
は
残
存
す
る
の

だ
。「
意
識
界
の
周
辺
に
は
何
処
か
に
限
界
が
あ
る
。
限
界
が
少
し
ボ
ン

ヤ
リ
し
て
居
る
。
即
ち
フ
リ
ン
ジ
で
あ
る
、
暈
彩
で
あ
る
。
そ
う
し
て
意

識
界
は
即
ち
吾
々
の
知
識
経
験
の
存
す
る
所
で
あ
る
。
一
切
の
知
識
経
験

は
意
識
界
に
限
ら
れ
て
居
る
。
意
識
界
は
即
ち
可
知
界
で
あ
る
。（
…
…
）

そ
れ
で
意
識
界
は
即
ち
可
知
界
だ
が
此
の
暈
彩
以
外
に
広
大
無
辺
の
不
可

知
界
が
あ
る
。」（V

⊘137.

強
調
は
原
文
）

「
混
沌
界
」
と
「
意
識
界
」
を
井
上
は
「
無
際
限
な
砂
漠
」
と
「
オ
ア
シ

ス
」
に
譬
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、「
意
識
界
」

の
「
暈
彩
」
と
し
て
「
現
象
」
す
る
と
は
い
え
、「
意
識
界
」
の
ほ
う
が
、

砂
漠
に
出
来
た
裂
け
目
に
水
が
溜
ま
る
よ
う
に
し
て
「
切
開
」
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、「
意
識
界
」
が
「
何
か
非
常
な
大
き
な
も
の
に
接

し
て
い
る
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、「
何
か
非
常
な
大
き
な
も
の
」
の

な
か
に
「
意
識
界
」
が
小
さ
な
裂
け
目
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
井
上
の
比
喩
を
逆
転
し
て
、
大
洋
の
な
か
の
島
の
ご
と
き
も
の
と
し

て
「
意
識
界
」
を
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
そ
う
言

う
か
と
い
う
と
、
多
方
向
か
ら
多
様
な
民
族
の
到
来
と
い
う
先
史
的
過
去

実
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
新
な
る
文
化
の
隆
盛
を
促
す
」

（V
II⊘174

）、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
現
象
」
即
「
実
在
」
は
単
な
る
同
一
性
で
は
な
い
。
両
者
は
「
差
別
」

と
「
無
差
別
」
と
し
て
あ
く
ま
で
相
対
立
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、「
一

身
両
様
同
体
不
離
」
と
い
う
井
上
の
表
現
に
は
、
相
矛
盾
し
た
も
の
が
同

一
的
で
あ
る
と
い
う
緊
張
が
感
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
に
西

田
が
「
絶
対
的
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
名
づ
け
る
も
の
の
先
蹤
を
そ
こ
に

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
た
西
田
と
の
つ
な
が
り
が
垣
間
見
ら
れ
る
箇
所
だ
が
、
井
上
は
、

「
現
象
」
と
「
実
在
」
と
の
連
関
を
『
哲
学
と
宗
教
』（
大
正
五
年
、
一
九

一
五
年
）
で
い
ま
一
度
取
り
上
げ
て
、
今
度
は
そ
れ
を
「
意
識
界
」
と

「
混
沌
界
」（
不
可
知
界
）
と
の
連
関
と
み
な
し
、「
暈
彩
」（fringe

）
と

い
う
語
で
、「
意
識
界
」
を
厖
と
囲
む
「
混
沌
界
」
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
「
暈
彩
」
と
い
う
語
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
か
ら
取
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、「
混
沌
界
」
に
つ
い
て

も
、
老
荘
思
想
と
の
係
り
を
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、「
混

沌
界
」
を
説
明
す
る
に
際
し
て
、
井
上
は
荘
子
の
『
應
帝
王
』
篇
を
引
用

し
て
い
る
。「
混
沌
」
は
中
央
の
帝
で
、「
混
沌
」
に
厚
遇
さ
れ
た
南
洋
の

帝
と
北
洋
の
帝
は
そ
の
御
礼
に
、「
何
だ
か
訳
の
分
か
ら
ぬ
形
」
を
し
て

い
た
「
混
沌
」
に
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
七
つ
の
穴
を
開
け
て
や
る
。
す

る
と
、「
混
沌
」
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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「
宇
宙
の
天
体
は
秩
序
的
に
活
動
し
て
居
る
。
複
雑
の
中
に
秩
序
が
あ
る
。

其
処
に
生
命
と
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
変
だ
、
そ
れ

を
生
命
と
い
う
の
は
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
か
と
言
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ

ぬ
。
吾
々
は
斯
う
し
て
口
や
手
足
を
持
っ
て
居
る
か
ら
生
命
と
い
う
け
れ

ど
も
、
宇
宙
に
は
何
処
に
口
が
あ
る
か
、
何
処
に
手
が
あ
る
か
、
何
処
に

足
が
あ
る
か
。
宇
宙
の
生
命
な
ん
と
云
う
こ
と
は
荒
唐
無
稽
で
は
な
い
か
、

と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。

生
命
あ
る
も
の
は
皆
口
が
あ
る
と
は
限
ら
ぬ
。」（V

⊘198︲199

）

　

ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
が
唱
え
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
や
ジ
ル
・
ド

ゥ
ル
ー
ズ
と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
て
き

わ
め
て
重
要
な
哲
学
的
概
念
と
化
し
た
「
器
官
な
き
身
体
」（corps 

sans organes

）
の
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
実
際
、
ド

ゥ
ル
ー
ズ
に
あ
っ
て
は
、「
器
官
な
き
身
体
」
は
「
道
」
の
観
念
と
無
縁

で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
想
起
も
あ
な
が
ち
無
根
拠
な
も
の
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。

二
　

西
田
は
「
縁
暈
」
と
訳
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
い
う

「
フ
リ
ン
ジ
」
は
井
上
と
西
田
が
分
か
ち
持
つ
観
念
で
あ
っ
た
。『
善
の
研

究
』
に
お
い
て
す
で
に
西
田
は
そ
れ
を
援
用
し
て
い
た
。「
抽
象
的
概
念

な
ら
び
に
そ
し
て
多
様
な
民
族
と
の
出
会
い
の
現
在
の
な
か
で
「
国
体
」

「
国
民
」
の
統
一
性
を
弁
証
し
よ
う
と
し
た
井
上
の
姿
を
こ
こ
で
思
い
起

こ
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
だ
。

　

た
し
か
に
、
井
上
が
人
間
的
生
命
の
本
義
と
し
て
強
調
し
た
の
は
、

「
混
沌
」
を
切
開
し
て
秩
序
を
創
り
出
す
意
志
作
用
と
そ
の
目
的
論
的
統

一
作
用
で
あ
り
、
生
理
的
で
も
あ
れ
ば
心
理
的
で
も
あ
る
よ
う
な
「
欲

動
」（T

rieb

）
の
「
同
化
作
用
」（A

ssim
ilation

）
で
あ
っ
た
。
こ
こ

に
も
、
多
様
な
民
族
の
「
天
孫
民
族
」
に
よ
る
「
同
化
」
と
い
う
発
想
と

の
平
行
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
能
動
的
活
動
に
よ
っ

て
は
作
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
生
命
の
土
台
」
と
な
る
の
が
「
混
沌
界
」

な
の
で
あ
る
。「
混
沌
界
」
は
結
局
は
「
宇
宙
全
体
」
で
あ
り
、
ア
ー
ト

マ
ン
と
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
梵
我
一
如
を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
、「
宇
宙

全
体
」
は
「
絶
対
我
」〔
大
我
〕
と
も
呼
ば
れ
、
無
限
と
一
体
た
る
「
絶

対
我
」
か
ら
の
「
個
体
我
」
の
個
体
化
が
語
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

例
え
ば
死
に
よ
っ
て
「
個
体
我
」
は
再
び
「
混
沌
界
」
に
帰
し
て
し
ま
う
。

「
無
限
か
ら
出
て
来
て
無
限
に
行
く
」（V

⊘166

）
の
で
あ
る
。

「
混
沌
」
は
「
秩
序
」
の
対
義
語
で
あ
る
。
が
、「
一
つ
の
大
な
る
宇
宙

の
秩
序
」「
宇
宙
全
体
の
法
則
」
と
も
井
上
は
言
っ
て
い
る
。
人
間
に
は

不
可
知
で
あ
る
と
し
て
も
、「
混
沌
」
は
そ
れ
な
り
の
「
秩
序
」
と
「
法

則
」
を
有
し
て
い
る
の
だ
。「
複
雑
の
中
の
秩
序
」、
と
井
上
は
言
っ
て
い

る
。
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と
を
証
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
決
し
て
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

曰
く
、「
真
の
経
験
の
体
系
は
〔
、〕
無
内
容
と
見
る
べ
き
思
惟
対
象
の
体

系
、
即
ち
数
の
体
系
及
び
之
に
基
く
空
間
時
間
の
体
系
の
如
き
も
の
よ
り
、

漸
次
内
容
の
豊
富
な
る
に
従
ひ
、
直
に
内
容
其
者
に
よ
っ
て
考
へ
ら
れ
た

純
な
内
面
的
統
一
の
経
験
に
至
る
ま
で
、
同
一
形
式
の
体
系
の
程
度
的
差

異
と
考
へ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
か
」（2⊘36

）。
因
み
に
同
書
で

は
、「（
具
体
的
経
験
の
）
創
造
的
体
系
」「
自
発
自
展
的
経
験
の
体
系
」

と
い
っ
た
表
現
が
新
た
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
芸
術
と
道
徳
』（
一
九
二
三
年
）
に
な
る
と
、「
体
系
」

と
い
う
語
の
使
用
頻
度
は
極
端
に
減
少
す
る
。
た
だ
一
度
、「
社
会
的
意

識
に
於
い
て
も
各
個
人
的
の
意
識
は
無
体
系
的
に
結
合
し
て
は
居
な
い
」

（3⊘137

）
と
い
う
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
こ
の
事
態
は

『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』（
一
九
二
七
年
）
で
も
同
様
に
確
認
さ
れ

る
も
の
で
、「
価
値
の
体
系
」（3⊘305

）、「
色
の
体
系
」（3⊘395

）
と
い

う
む
し
ろ
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
な
ら
ざ
る
使
用
を
別
に
す
る
と
、
わ
ず
か

二
箇
所
で
「
体
系
」
と
い
う
語
彙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
た

だ
し
、
こ
の
二
箇
所
で
の
使
用
は
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
西
田
は
体
系
を
「
閉
じ
た
体
系
」
と
「
開
か
れ
た
体

系
」
と
に
二
肢
化
し
て
い
る
。「
閉
ぢ
ら
れ
た
体
系
の
中
に
は
、
時
は
な

い
、
開
か
れ
た
体
系
の
中
に
於
て
の
み
、
時
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
時

は
一
つ
の
閉
ぢ
ら
れ
た
体
系
か
ら
、
之
を
包
容
す
る
背
後
の
体
系
へ
の
結

と
い
っ
て
も
決
し
て
超
経
験
的
の
者
で
は
な
く
、
や
は
り
一
種
の
現
在
意

識
で
あ
る
。
幾
何
学
者
が
一
個
の
三
角
を
想
像
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
以
て

凡
て
の
三
角
の
代
表
と
な
す
よ
う
に
、
概
念
の
代
表
的
要
素
な
る
者
も
現

前
に
お
い
て
は
一
種
の
感
情
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（Jam

es, T
he Princi- 

ples of Psychology, vol. I, Chap.V
II

）。
そ
の
外
い
わ
ゆ
る
意
義
の
縁

暈fringe

な
る
も
の
を
直
接
経
験
の
事
実
の
中
に
入
れ
て
み
る
と
、
経

験
的
事
実
間
に
お
け
る
種
々
の
関
係
の
意
識
す
ら
も
、
感
覚
、
知
覚
と
同

じ
く
皆
こ
の
中
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
（Jam

es, A
 W

orld of Pure 

Experience

）。」

　

こ
の
一
節
に
は
後
で
立
ち
戻
る
が
、「
縁
暈
」
は
西
田
に
お
け
る
「
体

系
」
や
「
場
所
」
の
観
念
の
展
開
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。『
善
の
研
究
』
に
は
、「
意
識
（
の
）
体
系
」「
意
識
の
体
系
的
発
見
」

「
思
惟
の
体
系
」「
表
象
の
体
系
」「
運
動
表
象
の
体
系
」「
自
己
の
体
系
」

「
一
の
体
系
を
成
せ
る
有
機
体
」「
実
在
体
系
」
な
ど
の
表
現
が
鏤
め
ら
れ

て
い
て
、
筆
者
が
ざ
っ
と
数
え
た
だ
け
で
も
五
〇
箇
所
近
く
で
「
体
系
」

と
い
う
語
彙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。『
善
の
研
究
』
に
続
く
「
悪
戦
苦
闘

の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
と
も
言
う
べ
き
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』

（
一
九
一
七
年
）
で
は
、
そ
の
序
の
冒
頭
か
ら
す
で
に
、「
余
が
此
論
文
の

稿
を
起
し
た
目
的
は
余
の
所
謂
自
覚
的
体
系
の
形
式
に
依
っ
て
す
べ
て
の

実
在
を
考
え
」（2⊘5

）
と
記
さ
れ
て
い
る
し
、
同
じ
序
の
次
の
一
節
な
ど
、

こ
の
論
文
集
が
ま
さ
に
「
諸
体
系
論
」
の
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
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た
、
そ
の
身
振
り
は
ど
の
よ
う
な
効
果
を
及
ぼ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、

何
よ
り
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
う
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も

「
体
系
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
実
際
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い

た
の
か
。

　

一
方
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
い
う
「
直
接
性
の
呪
縛
」
を
強
く
印
象
づ
け

る
語
彙
で
綴
ら
れ
た
「
直
接
経
験
」
を
、『
善
』
で
の
西
田
が
何
ら
困
難

を
感
じ
る
風
も
な
く
、「
体
系
」
と
い
う
語
彙
と
観
念
で
捉
え
直
す
こ
と

が
で
き
た
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、
や
は
り
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ

ー
ム
ズ
の
存
在
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

西
田
の
「
体
系
」
論
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
「
縁

暈fringe

」
の
観
念
が
、『
善
』
の
冒
頭
で
す
で
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
心

理
学
原
理
』
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
の
に
加
え
て
、
西
田
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ

の
一
九
〇
四
年
の
論
考
「
純
粋
経
験
の
世
界
」
を
参
考
文
献
と
し
て
引
い

て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
論
考
を
読
ん
で
み
る
と
、
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
の

博
士
論
文
『
英
米
の
多
元
主
義
哲
学
』（
一
九
二
〇
年
）
か
ら
、
バ
ー
ト

ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
ら
の
い
う
「
関
係
の
外
在
性
」
な
る
考
え
を
学
ん
だ

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
彷
彿
さ
せ
る
調
子
で
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
「
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
経
験
論
」
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
分
か
る
。

「
経
験
ど
う
し
を
結
び
つ
け
る
関
係
は
そ
れ
自
体
が
経
験
さ
れ
る
関
係
で

あ
り
、
経
験
さ
れ
る
い
か
な
る
種
類
の
関
係
も
、（
…
…
）
そ
の
体
系
に

合
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。」（3⊘287

）　

そ
し
て
第
二
の
箇
所

で
は
、「
体
系
」
概
念
の
こ
の
よ
う
な
二
肢
化
が
「
体
系
」
と
「
場
所
」

へ
の
二
肢
化
に
変
貌
し
て
い
る
の
だ
。

「（
…
…
）
対
象
と
対
象
と
が
互
に
相
関
係
し
、
一
体
系
を
成
し
て
、
自

己
自
身
を
維
持
す
る
と
云
ふ
に
は
、
か
か
る
体
系
自
身
を
維
持
す
る
も
の

が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
共
に
、
か
か
る
体
系
を
そ
の
中
に
成
立
せ
し

め
、
か
か
る
体
系
が
そ
れ
に
於
て
あ
る
と
云
ふ
べ
き
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
有
る
も
の
は
何
か
に
於
い
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
…
…
）

我
と
非
我
と
の
対
立
を
内
に
包
み
、
所
謂
意
識
現
象
を
内
に
成
立
せ
し
め

る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
如
き
イ
デ
ヤ
を
受
取
る
も
の
と
も
云

ふ
べ
き
も
の
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
の
語
に
倣
う
て
場
所
と
名

づ
け
て
置
く
。」（3⊘415

）

「
体
系
」
は
「
場
所
」
に
お
い
て
成
立
す
る
。
こ
こ
に
い
う
「
場
所
」
が

先
の
「
開
か
れ
た
体
系
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て

取
れ
る
が
、
こ
う
し
て
「
場
所
」
と
い
う
語
彙
が
確
立
さ
れ
て
以
降
は
、

「
体
系
」
と
い
う
語
は
、
本
質
的
な
プ
ロ
ブ
レ
マ
チ
ッ
ク
を
成
す
も
の
と

し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
る
。
例
え
ば
『
一
般
者
の
自
覚
的

体
系
』（
一
九
三
〇
年
）
で
は
、
そ
の
題
名
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
体
系
」

の
こ
と
は
ま
っ
た
く
話
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
で
は
、「
体
系
」
か
ら

「
場
所
」
へ
と
い
う
こ
の
変
容
を
な
ぜ
西
田
は
敢
行
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
身
振
り
に
は
い
か
な
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
ま
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が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
衝
突
は
一
方
で
は
「
一
層
大
な
る
体
系
発

展
の
端
緒
」、
他
方
で
は
自
己
反
射
・
自
己
射
影
に
よ
る
「
判
断
」
お
よ

び
「
意
味
」
の
発
生
で
も
あ
る
。

『
善
』
で
は
、
こ
う
し
て
分
化
し
た
複
数
の
「
体
系
」
間
の
衝
突
は
、
あ

く
ま
で
「
自
ら
己
を
発
展
」（1⊘21

）
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、

「
他
と
の
関
係
に
入
る
」（1⊘14

）
と
い
う
言
い
回
し
で
も
表
現
さ
れ
て
い

る
の
だ
が
、
こ
こ
で
二
つ
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
く
と
、
ひ
と
つ
は
、
こ

の
複
雑
な
過
程
が
「
個
体
」「
個
体
化
」
を
前
提
と
し
て
は
い
な
い
と
い

う
こ
と
。「
経
験
は
時
間
、
空
間
、
個
人
を
知
る
が
故
に
時
間
、
空
間
、

個
人
以
上
で
あ
る
。
個
人
あ
っ
て
経
験
あ
る
の
で
は
な
く
、
経
験
あ
っ
て

個
人
あ
る
の
で
あ
る
。」（1⊘24

）

　

第
二
に
、「
他
と
の
関
係
に
入
る
」
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
は
、
微
妙

な
相
違
を
感
じ
さ
せ
る
い
く
つ
か
の
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
。
ま
ず
は
、「
我
々
の
意
識
現
象
に
は
一
つ
も
孤
独
な
る
者
が
な
い
、

必
ず
他
と
の
関
係
の
上
に
於
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
」（1⊘118

）
と
あ
る

よ
う
に
、
他
と
の
関
係
の
先
行
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
箇
所
。
次
に
、

「
凡
て
意
識
は
体
系
的
で
あ
っ
て
、
表
象
も
決
し
て
孤
独
で
は
起
ら
な
い
、

必
ず
何
か
の
体
系
に
属
し
て
居
る
」（1⊘25

）
と
、
先
の
引
用
文
と
同
様

「
孤
独
」
と
い
う
語
を
用
い
た
後
で
、「
之
ま
で
非
自
己
で
あ
っ
た
者
も
自

己
の
体
系
の
中
に
入
つ
て
く
る
や
う
に
な
る
」（1⊘27︲28

）
と
い
う
言
葉

か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
他
へ
の
い
わ
ば
曝
露
で
は
な
く
、
Ｅ
・
メ
イ
エ

お
い
て
「
実
在
的
な
も
の
」
と
し
て
数
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」（『
純

粋
経
験
の
哲
学
』
岩
波
文
庫
、
四
九
頁
。
強
調
は
原
文
）

「
直
接
に
与
え
ら
れ
る
と
お
り
の
経
験
の
体
系
全
体
は
、
そ
れ
自
体
と
し

て
は
半
カ
オ
ス
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
お
り
、
そ
の
内
で
、
最
初
の
項

か
ら
多
数
の
方
向
に
経
路
が
引
か
れ
、
次
か
ら
次
へ
と
非
常
に
多
く
の
可

能
な
経
路
が
生
じ
な
が
ら
、
同
じ
終
着
点
に
辿
り
着
く
と
い
う
の
で
あ

る
。」（
同
上
六
九
頁
）

『
善
の
研
究
』
で
の
西
田
の
「
体
系
」
論
は
、
彼
自
身
「
有
機
物
」「
種

子
」「
細
胞
」
な
ど
の
語
彙
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
、
有
機
体
に
お
け
る

細
胞
分
裂
を
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
大
過

な
い
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
よ
っ
て
「
半
カ
オ
ス
的
」
と
形
容
さ
れ
た
状
態
は

そ
こ
で
は
、「
初
生
児
の
意
識
の
（
…
…
）
混
沌
た
る
統
一
」（1⊘11

）
に

対
応
し
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
の
「
意
識
」
の
「
全
体
」
は
「
含
蓄
的

im
plicit

」「
潜
在
的
」
で
あ
り
、
逆
説
的
な
が
ら
「
無
意
識
的
」
で
あ
る
。

　

た
だ
、「
半
カ
オ
ス
」
は
あ
く
ま
で
「
半
カ
オ
ス
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ

ゆ
え
「
純
粋
経
験
の
体
系
」
は
「
混
沌
無
差
別
」
で
は
な
く
「
差
別
相
を

具
え
た
者
」（1⊘13

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
ス

ピ
ノ
ザ
的
実
体
に
も
比
す
べ
き
ひ
と
つ
の
「
実
在
体
系
」
は
複
数
の
「
下

位
体
系
」「
部
分
体
系
」
へ
と
分
化
発
展
し
、
そ
の
結
果
、「
種
々
な
る
体

系
の
矛
盾
衝
突
」（1⊘21

）
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
西
田

自
身
念
頭
に
置
い
て
い
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
「
ポ
レ
モ
ス
」〔
争
い
〕
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記
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
エ
デ
ィ
プ
ス
複
合
に
も
早
く
か
ら
関
心

を
向
け
て
い
た
西
田
の
こ
う
し
た
物
言
い
は
、
こ
の
時
期
の
西
田
が
、
一

方
で
は
諸
体
系
間
の
衝
突
と
争
い
を
強
調
し
つ
つ
も
、「
統
一
」「
関
係
」

に
つ
い
て
調
和
志
向
的
な
考
え
方
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。

　

私
と
汝
、
内
在
と
超
越
、
主
体
と
客
体
、
一
と
多
な
ど
様
々
な
項
の
あ

い
だ
に
西
田
が
設
け
た
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
は
す
べ
て
「
体
系
の
縁

暈
」「
交
叉
面
」
で
生
じ
る
「
出
来
事
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
「
縁
暈
」
ゆ
え
に
、
後
年
「
体
系
」
は
「
場
所
」
に
お
い
て

あ
る
も
の
と
化
し
た
の
だ
し
、
逆
に
言
う
と
、「
一
般
者
」
な
ど
の
「
自

己
限
定
」（1⊘149

）
も
可
能
に
な
る
の
だ
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、「
体

系
」
と
い
う
語
彙
を
ほ
と
ん
ど
放
棄
し
た
西
田
は
他
方
で
、「
現
実
の
世

界
は
実
に
無
限
の
縁
暈
を
有
の
で
あ
る
」「
世
界
は
無
限
の
周
辺
を
有
つ
」

（8⊘493

）
と
こ
の
「
縁
暈
」
の
重
要
性
を
強
調
し
始
め
る
。
そ
し
て
、
か

つ
て
「
虚
幻
夢
」
を
斥
け
た
の
と
は
逆
に
、
現
実
が
「
デ
ィ
チ
ュ
ラ
ム
ボ

ス
」
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
語
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、

「
現
実
の
世
界
は
い
つ
も
危
機
の
上
に
立
つ
、
危
機
の
上
に
立
つ
か
ぎ
り

現
実
の
世
界
で
あ
る
の
で
あ
る
。」（「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」

一
九
三
四
年
）
こ
こ
で
、「
図
式
的
説
明
」（
一
九
三
五
年
）
の
次
の
一
節

を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
（
Ｍ
は
破
線
の
円
で
そ
の
な
か
に
実
線
で
Mx
が

描
か
れ
て
い
る
）。

ル
ソ
ン
的
と
も
井
上
哲
次
郎
的
と
も
言
え
る
他
の
「
同
化
・
吸
収
」
の
過

程
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
箇
所
。「
他
人
と
い
ふ
も
の
の
抵
抗
を
全
く

感
じ
得
な
い
西
田
氏
の
孤
独
」
と
い
う
小
林
秀
雄
の
『
学
者
と
官
僚
』
で

の
指
摘
は
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
箇
所
を
暗
に
踏
ま
え
た
も
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
次
の
一
節
は
、
西
田

が
「
同
化
・
吸
収
」
に
対
す
る
他
性
の
抵
抗
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。「
何
ご
と
に
せ
よ
我
々
に
直
接
の
事
実

で
あ
る
も
の
は
説
明
で
き
ぬ
、
理
性
で
あ
っ
て
も
其
根
本
で
あ
る
直
覚
的

原
理
は
説
明
で
き
ぬ
。
説
明
と
は
一
つ
の
体
系
の
中
に
他
を
包
容
し
得
る

の
謂
で
あ
る
。」（1⊘33

）

　

こ
う
し
た
曖
昧
さ
は
、
自
他
の
間
に
「
は
つ
き
り
と
し
た
分
界
線
」

（1⊘33

）
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
の
帰
結
で
あ
っ
て
、『
善
の
研

究
』
で
は
ま
だ
明
確
に
語
ら
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
西
田
は
こ
の
ニ
ュ

ー
ト
ラ
ル
な
体
系
境
界

―
無
限
（unendlich

）
な
限
界
（Ende
）

―
ジ
ェ
ー
ム
ズ
的
「
縁
暈
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
推
察
さ

れ
る
。
最
後
に
こ
の
展
開
を
一
瞥
す
る
に
先
立
っ
て
、『
善
の
研
究
』
で

の
「
体
系
」
論
の
大
き
な
特
徴
と
見
え
る
も
の
を
挙
げ
て
お
こ
う
。「
実

在
は
自
分
に
て
一
の
体
系
を
な
し
た
者
で
あ
る
。
我
々
を
し
て
確
実
な
る

実
在
を
信
ぜ
し
む
る
者
は
此
性
質
に
由
る
の
で
あ
る
。
之
に
反
し
体
系
を

成
さ
ぬ
事
例
は
夢
の
如
く
之
を
実
在
と
は
信
ぜ
ぬ
の
で
あ
る
。」（1⊘57

）

別
の
箇
所
で
も
「
虚
幻
無
の
如
く
、
支
離
滅
裂
な
る
も
の
」（1⊘59

）
と
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て
単
純
な
一
方
向
の
過
程
で
は
な
い
。「
全
体
的
か
ら
個
別
的
多
へ
、
個

別
的
多
か
ら
全
体
的
一
へ
」（8⊘501

）
と
あ
る
よ
う
に
、
世
界
の
自
己
限

定
は
「
逆
限
定
」
と
で
も
言
え
る
動
き
を
伴
っ
て
お
り
、
興
味
深
い
こ
と

に
、
西
田
は
「
収
縮
」（Systole

）
と
「
膨
張
」（D

iastole

）
と
い
う
語

（
こ
の
語
は
後
出
の
マ
ル
デ
ィ
ネ
が
用
い
る
語
で
も
あ
る
）
の
双
方
向
性

を
形
容
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
動
き
は
「
無
限
過
程
」
と
み
な
さ
れ
て

い
る
。「
自
己
と
い
う
の
は
自
己
自
身
の
限
定
面
に
於
て
無
限
に
自
己
自

身
を
限
定
し
て
い
く
」（V

⊘293

）
の
で
あ
っ
て
、「
自
己
」（Self

）
は
決

し
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
自
己
」
は
「
他
者
」

（O
ther

）
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
運
動
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
西
田
が
、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ロ

イ
ス
の
一
八
九
九
年
の
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
義
の
記
録
『
世
界
と
個
人
』
に
補

遺
と
し
て
収
め
ら
れ
た
「
一
、
多
、
無
限
」（T

he 
O

ne, 
the 

M
any 

and the Infinite

）
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
、
西
田
自
身
様
々
な
箇
所

で
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ロ
イ
ス
が
「
自
己
代
表
的
体

系
」〔
自
己
表
象
的
体
系
〕（self-representative system

）
な
る
も
の

を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
た
地
図
作
成
の
比
喩
。
英
国
の
完
璧
な
地
図
を
、

描
か
れ
る
べ
き
表
面
の
一
部
に
描
く
と
す
れ
ば
、
地
図
に
は
こ
の
地
図
そ

れ
自
体
が
描
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
地
図
の
な
か
の
地
図
に
も
こ

の
地
図
が
描
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
完
璧
な
地
図
は
い
つ
ま
で

経
っ
て
も
得
ら
れ
な
い
。
ロ
イ
ス
そ
の
ひ
と
は
こ
の
不
可
能
性
を
肯
定
的

「
絶
対
矛
盾
的
自
己
統
一
の
世
界
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
。
Ｍ
が
Mx
と

し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
作
ら
れ
た
も
の
か
ら

作
る
も
の
へ
と
、
世
界
が
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、
ポ
イ
エ
シ
ス
的
に
動

き
行
く
立
場
で
あ
る
。（
…
…
）
そ
こ
に
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界

が
自
己
自
身
を
顕
現
す
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
象
即
実
在
と
云
う

こ
と
が
で
き
る
。」（8⊘500
）

　

西
田
は
意
図
的
に
「
現
象
即
実
在
」
と
い
う
井
上
哲
次
郎
の
表
現
を
用

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、「
暈
彩
」

「
縁
暈
」
の
観
念
が
二
人
の
哲
学
者
を
結
び
つ
け
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、

他
な
ら
ぬ
「
縁
暈
」
の
観
念
を
焦
点
化
す
る
こ
と
で
、
師
の
「
現
象
即
実

在
論
」
継
承
し
完
成
す
る
と
い
う
意
図
を
西
田
が
ど
こ
か
で
抱
い
て
い
た

と
い
う
仮
定
も
無
下
に
斥
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
暈
彩
」「
縁
暈
」
を
め
ぐ
る
井
上
と
西
田
の
叙
述
を
読
み
比
べ
て
い
て

想
起
さ
れ
る
の
は
、
作
家
エ
ル
ン
ス
ト
・
ユ
ン
ガ
ー
の
還
暦
を
記
念
し
た

論
文
集
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
寄
せ
た
論
考
「
線
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
そ
こ

で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ユ
ン
ガ
ー
は
「
線
」
を
踏
み
越
え
る
べ
き
も
の
と
み

な
し
て
い
る
と
し
つ
つ
、
自
分
は
む
し
ろ
「
線
」
そ
の
も
の
、「
線
上
に

あ
る
こ
と
」
を
ト
ポ
ロ
ジ
カ
ル
に
思
考
し
た
い
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
同

様
に
西
田
も
、「
項
」（
タ
ー
ム
）
を
想
定
し
た
そ
の
「
あ
い
だ
」
と
し
て

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
項
」
そ
れ
自
体
が
そ
こ
で
形
成
さ
れ
る
よ
う
な

「
ポ
イ
エ
イ
シ
ス
」
の
力
動
的
な
場
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
そ
れ
は
決
し
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の
で
あ
り
ま
す
。」（
七
／
一
〇
）

　

別
稿
（「
同
化
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
」）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
日
琉

同
祖
論
」
に
も
と
づ
い
て
「
日
本
人
化
」
を
説
く
か
に
見
え
る
言
説
の
な

か
で
の
「
特
異
性
」
の
こ
の
肯
定
は
、
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
伊
波
の
営
為
を
考
え
る
う
え
で
最
重
要
な
挙
措
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
各
々
の
思
索
の
根
幹
に
係
る
地
点
で

西
田
と
伊
波
は
共
に
ロ
イ
ス
の
『
世
界
と
個
人
』
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
完
璧
な
自
己
写
像
が
写
像
の
無
限
連
鎖
（K

ette

）
と
し
て
し

か
あ
り
え
な
い
と
い
う
事
態
は
い
か
に
し
て
、
唯
一
無
二
の
特
異
性

―

ロ
イ
ス
の
用
語
で
は
「
個
体
性
」（Individuality

）

―
の
肯
定
た
り

う
る
の
か
。
こ
の
問
い
の
な
か
で
西
田
と
伊
波
は
出
会
っ
て
い
た
の
だ
。

　

目
的
論
的
な
意
志
の
超
越
的
志
向
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
ロ
イ
ス
自
身

は
、
限
界
の
不
在
を
否
定
的
に
で
は
な
く
、
現
勢
的
（
ア
ク
チ
ュ
エ
ル
）

な
経
験
を
超
え
て
果
て
な
く
広
が
る
可
能
的
経
験
の
無
限
の
全
体
を
「
個

体
性
」
の
汲
み
尽
く
し
え
な
い
豊
穣
さ
と
し
て
捉
え
う
る
と
考
え
て
い
た
。

西
田
や
伊
波
と
同
じ
く
、
ロ
イ
ス
に
多
大
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
フ
ラ
ン

ス
の
哲
学
者
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
私
の

現
在
的
・
現
勢
的
経
験
の
狭
い
囲
い
の
周
囲
に
可
能
的
経
験
の
無
際
限
な

余
白
（m

arge
）
が
拡
が
っ
て
い
る
」（Gabriel M

arcel: La m
étaphy- 

sique de R
oyce, LʼH

arm
attan, 1945, p.35

）
と
言
っ
て
い
る
。
ロ
イ

ス
も
ま
た
「
余
白
」
の
、「
縁
暈
」
の
哲
学
者
だ
っ
た
の
だ
。

に
捉
え
直
す
た
め
に
、
こ
れ
ま
た
西
田
が
準
拠
し
て
い
る
よ
う
に
、「
集

合
Ｓ
は
、
も
し
真
部
分
集
合
と
相
似
で
あ
る
な
ら
、〈
無
限
〉
で
あ
る
」

と
い
う
デ
デ
キ
ン
ト
の
定
義
に
移
行
し
て
い
る
。
た
だ
、
西
田
は
こ
の
定

義
を
「
或
体
系
が
自
分
の
中
に
自
分
を
写
し
う
る
時
に
無
限
で
あ
る
」
と

言
い
換
え
て
い
る
。
ロ
イ
ス
を
踏
ま
え
た
こ
の
よ
う
な
展
開
が
西
田
哲
学

に
と
っ
て
い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
西
田
を
論
じ
る
多
く
の

論
者
た
ち
が
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
　

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
伊
波
普
猷
が
ロ
イ
ス
の
『
世
界
と
個
人
』
を
手
に

し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
伊
波
は
遅
く
と
も
一
九
〇
八
年
に

は
同
書
を
入
手
し
て
お
り
、
同
年
の
講
演
「
郷
土
史
に
就
い
て
の
卑
見
」

で
、『
世
界
と
個
人
』
を
引
用
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
各
人
が
も
っ
て
い
る
所
の
個
性
は
無
双
絶
倫
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
各
人

は
神
意
を
確
実
に
且
つ
無
双
絶
倫
な
る
状
に
発
現
せ
る
者
で
あ
り
ま
す
。

換
言
す
れ
ば
各
個
人
は
こ
の
宇
宙
に
あ
っ
て
他
人
の
到
底
占
め
得
べ
か
ら

ざ
る
位
置
を
有
し
、
又
他
人
に
よ
っ
て
重
複
し
得
ら
る
べ
か
ら
ざ
る
状
に

神
意
を
発
現
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。（
ロ
イ
ス
氏
『
世
界
と
個
人
』
参

照
。）
此
に
由
っ
て
、
之
を
観
れ
ば
、
天
は
沖
縄
人
な
ら
ざ
る
他
の
人
に

よ
っ
て
は
決
し
て
自
己
を
発
現
せ
ざ
る
所
を
沖
縄
人
に
よ
っ
て
発
現
す
る
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う
で
も
、
近
づ
い
て
見
る
と
、
多
く
は
菊
石
（
あ
ば
た
）
の
よ
う
な
格
好

を
し
て
い
て
、
そ
の
凸
凹
（
で
こ
ぼ
こ
）
の
と
こ
ろ
に
は
、
細
螺
（
し
た

だ
み
）
な
ど
が
無
数
に
た
か
っ
て
い
る
。
那
覇
市
の
波
の
上
神
社
の
ヒ
シ

は
、
筍
が
叢
生
し
た
よ
う
な
奇
抜
な
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
清
朝
の
詩

人
は
之
に
筍
崖
の
名
を
与
え
た
。」（
五
／
一
四
二
―
一
四
三
）

「
ワ
カ
ワ
ル
（
若
石
）、
ヒ
シ
の
出
来
た
て
で
、
珊
瑚
虫
の
新
し
い
ア
ル

バ
イ
ト
。
幹
あ
り
枝
あ
り
、
宛
然
密
林
の
観
が
あ
る
。
大
抵
、
ウ
リ
ヅ
ン

の
頃
に
は
繁
茂
す
る
が
、
能
く
怒
濤
の
為
に
荒
ら
さ
れ
る
。
其
時
樹
枝
の

折
れ
る
の
を
ワ
カ
ウ
ル
ノ
落
テ
ユ
ン
と
い
う
。
私
な
ど
は
子
供
の
時
分
、

若
石
（
ワ
カ
ウ
ル
）
の
落
ち
る
頃
に
は
、
能
く
之
を
取
り
に
出
か
け
た
も

の
だ
。
そ
の
か
け
ら
が
渚
な
ど
に
落
ち
て
生
命
を
失
い
、
日
光
な
ど
に
あ

た
っ
て
、
固
く
白
く
な
っ
た
も
の
を
ウ
ル
（
石
）
と
い
っ
て
い
る
。」（
五

／
一
四
三
）

「
ヒ
シ
」
や
「
ワ
カ
ウ
ル
」
は
、
珊
瑚
虫
た
ち
の
途
方
も
な
い
生
存
過
程

の
ほ
ん
の
一
端
が
あ
ち
こ
ち
に
現
出
し
た
も
の
で
、
そ
の
破
片
た
る

「
石
」
は
、
沖
縄
の
民
間
伝
承
で
は
、
生
命
、
魂
の
出
入
り
す
る
も
の
と

み
な
さ
れ
、
魂
と
落
と
し
て
心
が
虚
ろ
に
な
っ
た
者
の
治
療
に
も
力
を
発

揮
し
た
。
伊
波
は
「
石
の
も
つ
大
生
命
の
片
割
れ
で
あ
る
と
い
う
哲
学
的

な
考
え
方
が
、
オ
モ
ロ
人
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
、
石
に
出

入
り
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
考
え
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
に
違
い
な
い
」

と
言
っ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
石
は
神
々
と
も
連
動
し
て
い
た
。
そ
れ

　

無
限
な
る
「
縁
暈
」
の
観
念
が
、「
海
を
な
が
め
る
の
も
無
限
に
深
い

意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
余
は
唯
無
限
に
遠
い
海
の
う
ね
り
を
眺
め
る

だ
け
に
て
飽
く
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
い
っ
た
西
田
の
感
慨
と
響
き
合
う

も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
に
は
異
論
の
余
地
が
な
い
だ
ろ
う
が
、
伊
波
に

と
っ
て
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
縁
暈
」
と
い
う
無
限
過

程
は
、「
群
島
性
」
と
筆
者
が
呼
ぶ
も
の
と
ど
の
よ
う
に
係
わ
り
う
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

伊
波
が
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
、
ど
の
程
度
ま
で
『
世
界
と
個
人
』
を
読

み
込
ん
だ
の
か
は
分
か
ら
な
い
し
、
そ
も
そ
も
西
田
の
解
釈
と
比
較
で
き

る
よ
う
な
論
議
を
伊
波
が
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
筆
者
は

「
生
長
す
る
石
」
と
い
う
試
論
に
注
目
し
て
み
た
い
。
石
に
関
す
る
方
言

が
ま
ず
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、「
ヒ
シ
」（
干
瀬
）
と
「
ワ
カ
ウ
ル
」（
若

石
）
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
こ
う
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
南
の
島
々
が
出
現
し
て
か
ら
今
日
に
至
る
迄
、
目
に
見
え
ぬ
珊
瑚
虫
は
、

絶
え
ず
造
化
の
国
土
拡
張
の
事
業
に
参
与
し
て
い
る
が
、
彼
等
が
創
造
し

た
ヒ
シ
は
至
る
所
の
渚
や
沖
に
あ
っ
て
、
そ
の
風
光
に
一
入
の
美
観
を
添

え
て
い
る
。
ヒ
シ
も
だ
ん
だ
ん
隆
起
し
て
、
海
水
に
浸
ら
な
い
よ
う
に
な

る
と
、
陸
地
の
一
部
に
繰
込
ま
れ
た
り
、
小
島
に
な
っ
た
り
し
て
、
も
う

ヒ
シ
と
は
い
わ
れ
な
く
な
る
が
、
沖
ツ
小
島
に
は
海
水
に
は
少
し
も
浸
ら

な
い
の
に
、
何
々
ヒ
シ
と
い
う
固
有
名
詞
に
な
っ
て
、
昔
の
名
残
を
留
め

て
い
る
の
が
あ
る
。
ヒ
シ
の
表
面
は
遠
く
か
ら
眺
め
る
と
、
滑
ら
か
な
よ
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れ
の
課
題
な
の
だ
、
と
答
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
も
う
ひ
と
つ
是
非
と
も

付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、『
お
も
ろ
そ
う
し
』
な
ど
の
困
難
き
わ
ま

り
な
い
解
釈
に
つ
い
て
伊
波
み
ず
か
ら
語
っ
て
い
る
文
章
を
読
ん
で
い
る

と
、
た
と
え
伊
波
自
身
が
「
干
瀬
」
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
の
で
は
な
い

と
し
て
も
、「
干
瀬
」
の
よ
う
な
場
所
を
、
建
築
で
あ
る
の
か
反
建
築
で

あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
地
帯
を
探
索
す
る
伊
波
の
姿
が
彷
彿
と
浮

か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
箇
所
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
兎
に
角
、
私
の
研
究
も
、
ど
う
や
ら
目
鼻
が
つ
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
東
恩
納
君
の
言
葉
を
拝
借
し
て
言
う
と
、
私
の
三
十
年
の
努
力
は
、

「
漸
く
泥
と
破
片
と
を
選
り
分
け
、
目
に
も
止
ま
ら
ぬ
よ
う
な
破
片
を
つ

な
ぎ
合
わ
せ
て
、
漸
く
全
形
の
予
想
が
つ
い
た
と
云
う
所
ま
で
進
ん
で
来

た
」
よ
う
で
す
。」（
五
／
二
四
七
）

「
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
が
一
通
り
す
ん
だ
。
私
は
い
つ
も
こ
う
し
て

砂
原
か
ら
真
珠
を
あ
さ
っ
て
歩
く
よ
う
な
気
長
い
仕
事
を
し
て
い
る
。
論

理
の
飛
躍
の
出
来
る
人
達
の
目
か
ら
見
た
ら
、
な
ま
ぬ
る
い
に
違
い
な
い

が
、
事
実
そ
う
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
時
と
し
て
は
、
こ
ん
な
苦
心
し
て

築
き
上
げ
た
も
の
が
、
都
合
の
悪
い
た
っ
た
一
つ
の
例
外
の
為
に
、
根
底

か
ら
ぐ
ら
つ
き
出
す
こ
と
も
あ
る
が
、
其
の
都
度
私
は
「
や
は
ら
い
ぢ
」

を
出
し
て
、
そ
れ
を
ぶ
ち
こ
わ
し
て
い
る
。」（
六
／
三
六
六
）

　

泥
の
な
か
の
「
破
片
」。「
か
け
ら
」「
断
片
」
と
い
う
語
も
使
わ
れ
て

い
る
。
実
を
言
う
と
、
ロ
イ
ス
の
『
世
界
と
個
人
』
に
は
「
断
片
」（frag- 

は
例
え
ば
火
の
神
の
「
ヨ
リ
マ
シ
」〔
神
霊
が
取
り
憑
く
対
象
物
〕
で
あ

り
、
火
の
神
以
外
に
も
海
辺
の
石
に
座
す
神
々
が
お
り
、
海
か
ら
上
が
っ

た
石
を
神
体
と
し
て
拝
所
や
、
霊
石
の
置
か
れ
た
御
獄
も
あ
る
。
荒
神

〔
新
神
〕
を
取
り
上
げ
た
箇
所
で
は
、
伊
波
は
こ
の
神
を
「
一
旦
澳
（
お

う
）
を
足
溜
り
と
し
て
、
本
土
に
上
陸
す
る
神
」（
五
／
三
二
六
）
と
あ

り
、「
澳
」
が
「
ヒ
シ
」
と
同
様
、「
お
と
お
し
」

―
パ
サ
ー
ジ
ュ

―

の
特
異
な
中
間
地
帯
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
伊
波
が
紹
介
し
て
い
る
今

帰
仁
の
方
言
で
言
う
と
、「
イ
ノ
ー
」（
干
瀬
の
内
側
の
遠
浅
）
と
「
パ

ー
」（
端
即
ち
海
辺
の
義
）
の
中
間
で
あ
る
。

「
で
こ
ぼ
こ
」「
密
林
」「
奇
怪
な
形
」「
表
面
の
凹
凸
」
と
い
っ
た
表
現

が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
複
雑
怪
奇
で
あ
り
な
が
ら
、
珊
瑚

は
フ
ラ
ク
タ
ル
＝
自
己
相
似
的
な
秩
序
と
構
造
を
有
し
て
い
て
、
個
体
と

群
体
と
の
区
別
も
曖
昧
な
ま
さ
に
大
小
の
「
半
カ
オ
ス
」
の
散
在
。
時
に

そ
れ
は
海
上
に
浮
上
し
、
時
に
そ
れ
は
海
中
に
潜
る
。
と
い
う
よ
り
も
む

し
ろ
、「
干
瀬
」
は
「
深
さ
」
と
「
表
面
」
の
区
別
を
揺
る
が
す
も
の
な

の
だ
。「
生
長
す
る
石
」
は
「
根
石
」
と
も
云
わ
れ
る
。
門
外
漢
ゆ
え
に

的
外
れ
な
発
言
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
ニ
ラ
イ
・
カ
ナ
イ
」
の
語

源
を
探
り
な
が
ら
、
伊
波
が
、
地
下
の
鼠
た
ち
、「
根
国
」「
国
の
根
」
な

ど
「
底
」
の
意
を
そ
こ
に
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

「
ヒ
シ
」
は
た
し
か
に
興
味
深
い
事
象
だ
が
、
伊
波
に
そ
の
哲
学
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
、
と
言
わ
れ
そ
う
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
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ど
こ
か
深
く
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
、
伊
波
が
「
汝
の
立
つ
処
を

深
く
掘
れ
、
其
処
に
は
泉
が
あ
る
」
と
い
う
文
献
学
者
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉

を
最
も
好
き
な
言
葉
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
事
実
、

『
悲
劇
の
誕
生
』
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
伊
波
が
知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

自
分
自
身
の
解
釈
的
営
為
と
の
相
似
を
直
覚
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。

「
そ
の
た
め
〔
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
の
本
質
を
洞
察
す
る
た
め
〕

に
は
、
い
わ
ば
一
石
一
石
を
取
り
壊
し
、
か
く
し
て
建
物
が
そ
の
上
に
築

か
れ
て
い
る
基
礎
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（『
悲
劇
の
誕
生
』
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、
四
三
頁
）

「
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
根
源
は
そ
れ
を
迷
路
と
呼
ば
ざ
る
を
え
な
い
。（
…
…
）

古
代
の
伝
承
た
る
ぼ
ろ
布
が
す
で
に
幾
度
か
様
々
な
組
み
合
わ
せ
で
縫
い

合
わ
さ
れ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
た
か
と
思
え
ば
ま
た
引
き
裂
か
れ
る
。」（
同

上
六
六
頁
）

　

先
に
、
西
田
が
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
祭
的
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い

る
の
を
見
た
。
け
れ
ど
も
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、「
干
瀬
の
解
釈
学
」
こ
そ
が

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
ど
う
だ

ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
伊
波
の
解
釈
学
が
音
素
、
音
韻
、
リ
ズ
ム

（
律
動
）、
所
作
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
は
、
単
に
民
俗
学
的
な
理

由
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
現
象
で
は
あ
る
ま
い
。
生
物
学
で
言
う
「
リ
ズ

ム
振
動
」
は
た
し
か
に
「
成
形
」（Gestaltung

）
を
可
能
に
す
る
。
け

m
ent

）、「
断
片
的
」（fragm

entary

）
と
い
っ
た
語
が
鏤
め
ら
れ
て
い

て
、
無
限
論
の
様
々
な
パ
ラ
ド
ク
ス
を
意
識
し
な
が
ら
も
、「
自
己
表
象

的
体
系
」
が
「
断
片
」
の
寄
せ
集
め
と
な
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
ロ

イ
ス
の
強
い
意
志
を
そ
こ
に
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ロ
イ
ス
の

言
う
「
個
体
」「
個
性
」
は
「
断
片
」
で
は
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
た
と

え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
泥
の
な
か
か
ら
「
断
片
」
を
拾
い
上
げ
て
、
模
索

と
試
行
錯
誤
と
や
り
直
し
を
繰
り
返
し
つ
つ
そ
れ
ら
を
繫
ぎ
合
わ
せ
よ
う

と
す
る
こ
と
で
し
か
、「
個
性
」
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。「
今
や
吾
々

は
歴
史
に
お
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
レ
ミ
・
ド
・
グ
ー
ル
モ
ン
の

言
葉
を
伊
波
は
好
ん
で
著
書
の
題
辞
に
選
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、「
歴
史
」

の
圧
力
の
な
か
で
、「
無
双
絶
倫
」
の
「
個
性
」
は
こ
こ
ま
で
「
断
片
化
」

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
う
伊
波
は
呟
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
井

上
哲
次
郎
が
こ
の
よ
う
な
「
断
片
化
」（
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
化
）
を
恐
れ
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
で
語
っ
た
が
、
西
田
の
い
う
「
絶
対
矛
盾
自

己
同
一
」
も
か
か
る
「
断
片
化
」
を
阻
止
す
る
論
理
で
あ
ろ
う
。

　

伊
波
は
ロ
イ
ス
を
理
解
し
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
無
理
解
に
よ

っ
て
彼
は
、
本
論
の
題
辞
と
し
て
掲
げ
た
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
、「
群

島
性
」
を
め
ぐ
る
言
葉
に
接
近
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
は
こ
の
無
理
解

に
よ
っ
て
何
か
大
き
な
も
の
を
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
伊
波
自
身

は
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
が
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
そ
う
で
は

な
い
、
時
代
的
制
約
も
仮
想
あ
っ
て
大
し
た
知
識
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
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処
理
で
き
な
い
発
散
と
分
岐
（
差
異
化
）
の
動
き
を
告
げ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
邦
武
『
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
多

元
的
宇
宙
論
』
岩
波
書
店
、
を
も
参
照
）。
鶴
見
俊
輔
と
米
盛
裕
二
が
パ

ー
ス
の
紹
介
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
こ

の
並
存
に
意
義
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
「
日
本
」
思
想
史
が
、
伊
波
普
猷

の
再
解
釈
と
共
に
書
か
れ
て
も
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ

と
は
、
伊
波
の
真
の
業
績
の
細
部
も
、
伊
波
を
め
ぐ
る
膨
大
な
解
釈
も
知

ら
な
い
門
外
漢
が
、
海
外
の
思
想
家
を
恣
意
的
に
持
ち
出
し
て
語
り
う
る

こ
と
で
し
か
な
い
と
揶
揄
す
る
者
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
小
論
の

目
的
は
さ
し
あ
た
り
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

＊
本
論
で
使
用
し
た
『
井
上
哲
次
郎
全
集
』
に
つ
い
て
は
ロ
ー
マ
数
字
、

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
新
版
）
に
つ
い
て
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
、『
伊
波

普
猷
全
集
』
に
つ
い
て
は
漢
字
で
巻
数
と
頁
数
を
示
し
た
。

れ
ど
も
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
ら
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
フ
ラ
ン
ス
の

哲
学
者
ア
ン
リ
・
マ
ル
デ
ィ
ネ
（H

enri M
aldiney, 1912︲2013

）
は
、

言
語
学
者
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
指
摘
を
承
け
て
、「
律
動
」（
リ
ズ
ム
）
を

「
動
く
も
の
、
動
体
、
流
動
的
な
も
の
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
た
瞬
間

に
お
け
る
形
式
」
と
定
義
し
、
更
に
そ
れ
を
「
水
の
渦
・
動
揺
」
に
比
し

て
い
る
（cf., H

enri M
aldiney: R

egard Parole E
space, LʼA

ge 

dʼhom
m

e, 1973, pp.157︲158
）。
例
え
ば
「
皇
室
」
な
ど
の
原
理
に
よ

っ
て
「
国
体
」
が
成
形
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
そ
の
リ
ズ
ム
を
擾
乱

す
る
複
数
の
リ
ズ
ム
が
「
干
瀬
」
で
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

「
国
体
」
に
は
統
合
さ
れ
な
い
「
断
片
」
群
の
動
的
散
在
を
告
げ
て
い
る

の
だ
。『
悲
劇
の
誕
生
』
が
『
音
楽
の
精
神
か
ら
の
悲
劇
の
誕
生
』
で
あ

っ
た
こ
と
を
改
め
て
思
い
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ニ
ー
チ
ェ
だ
け
で
は
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
と
同
様
、
エ
マ
ソ
ン
の
読
者
で

も
あ
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｓ
・
パ
ー
ス
。
こ
の
不
遇
の
哲
学
者
へ
の
学
恩

を
ロ
イ
ス
は
『
世
界
と
個
人
』
で
も
隠
す
こ
と
な
く
誠
実
に
表
明
し
て
い

る
け
れ
ど
も
、
パ
ー
ス
が
語
る
「
解
釈
項
」（interpretant

）
の
果
て
な

き
連
鎖
は
、
自
己
写
像
の
無
限
連
鎖
に
類
似
し
て
い
る
か
に
見
え
る
け
れ

ど
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
逸
早
く
パ
ー
ス
に
着
目
し
た
デ
リ
ダ
が
「
超

越
論
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
批
判
に
際
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
イ
ス
言
う
と

こ
ろ
の
「
絶
対
者
」
に
も
、
西
田
の
言
う
「
一
般
者
」
や
「
絶
対
無
」
に

は
収
斂
す
る
こ
と
の
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
観
念
に
よ
っ
て
は


