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罪

に
　
つ
　
い
　
て

ー
と
き
に
は
思
想
史
的
に
ー

（149）

罪について

書
き
出
し
と
し
て

大

井

正

　
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
（
一
八
四
一
年
）
に
お
け
る
罪
の
問
題
に
関
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
見
解
か
ら
叙
述
を
始
め
る
の
は
、
罪
に

対
す
る
わ
た
し
の
関
心
の
始
ま
り
を
再
現
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
問
題
の
要
点
を
強
調
す
る
に
は
ひ
と
ま
ず
都
合
が
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
わ
た
し
が
『
へ
ー
ゲ
ル
学
派
と
キ
リ
ス
ト
教
』
の
な
か
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

贈
罪
の
意
義
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
「
神
学
の
秘
密
は
人
間
学
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
合
言
葉
に
見
る
よ
う
に
、
神
学
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教

の
内
容
は
人
間
・
人
類
に
起
こ
っ
た
事
柄
の
説
明
で
あ
る
と
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
述
べ
る
と
き
、
そ
の
人
間
・
人
類
の
事
柄
と
は
主
に
人
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間
の
悲
惨
さ
、
不
幸
を
指
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
に
と
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
で
な
く
宗
教
は
ど
れ
も
こ
れ
も
人
間
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罪について

の
空
想
的
な
幸
福
願
望
の
表
現
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
『
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
　
序
説
』
（
一
八
四
四
年
）
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

こ
の
思
想
を
素
直
に
受
け
継
い
で
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
人
間
に
お
け
る
罪
の
問
題
は
と
く
に
現
わ
れ
て
い
な
い
。
宗
教
は
民
衆
の
阿

片
で
あ
る
と
い
う
命
題
に
は
、
民
衆
に
お
け
る
自
分
の
罪
を
糊
塗
す
る
意
識
と
か
、
罪
に
麻
痺
し
て
い
る
感
覚
と
か
と
い
う
意
味
は
含
ま
れ
て

は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
民
衆
が
自
分
の
経
済
的
苦
に
慣
れ
溺
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
宗
教
の
批
判
は
…
悩
み
の
谷
の
批
判
で

あ
る
」
と
い
う
と
き
に
も
、
そ
の
悩
み
は
、
罪
の
悩
み
で
は
な
く
、
物
質
生
活
上
の
悩
み
で
あ
る
。
ま
た
、
せ
い
ぜ
い
政
治
的
苦
難
で
あ
る
。

　
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
は
、
人
間
の
罪
と
い
う
と
き
、
そ
れ
を
人
間
の
悟
性
の
事
柄
と
し
て
、
罪
と
義
と
の
対
立
に
お
い
て
扱
っ
て
い
る
。
彼

に
は
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
罪
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
取
り
扱
い
と
み
え
た
。
し
か
し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
場
合
、
神
は
人
間
と
は
情
感
的

に
交
わ
る
と
こ
ろ
に
神
の
本
性
が
あ
る
、
と
説
く
の
が
彼
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
罪
の
領
域
で
神
が
人
間
に
対
し
て
共
感
す
る

と
す
れ
ぽ
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
そ
も
そ
も
罪
感
情
を
悦
楽
を
求
め
る
さ
い
の
感
情
と
み
て
い
る
が
、
そ
れ

な
ら
ぽ
、
悦
楽
に
酔
い
痴
れ
る
の
が
神
の
本
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
罪
に
つ
い
て
神
が
人
間
に
共
感
す
る
の
は
、
罪
に

対
す
る
人
間
の
苦
悩
と
い
う
点
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
で
神
が
人
間
と
共
同
に
苦
悩
す
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
罪
に
苦
悩
す
る

と
い
う
の
は
、
人
間
が
自
分
の
罪
を
自
覚
し
て
、
そ
れ
か
ら
の
脱
却
を
は
か
っ
て
い
る
と
き
の
心
情
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
悔
い
改
め
と

か
回
心
と
か
と
い
わ
れ
る
心
情
で
あ
る
。
こ
れ
は
罪
の
ま
ま
の
状
態
と
い
う
よ
り
、
す
で
に
罪
か
ら
の
救
い
の
状
態
で
あ
る
。
救
い
へ
の
過
程

に
お
け
る
苦
悩
、
も
は
や
こ
れ
に
、
罪
で
は
な
い
。
、

　
「
神
学
の
秘
密
は
人
間
学
で
あ
る
」
と
い
う
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
思
想
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
神
学
か
ら
罪
の
問
題
が
漏
れ
る
可
能
性
が

生
ま
れ
る
。
こ
れ
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
誤
解
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
学
に
土
台
を
す
え
て
そ
こ
か
ら
キ
リ
ス
ト
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罪について
教
を
解
釈
す
る
と
い
う
、
も
う
ひ
と
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
観
で
あ
ろ
う
。
こ
の
傾
向
は
、
ド
イ
ッ
古
典
哲
学
に
は
脈
々
と
し
て
流
れ
て
き
た
新
し

い
傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
詳
し
く
説
明
を
す
る
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
関
連
あ
る
事
柄
と
し
て
キ
ー
ル
ケ
ゴ
ー
ル

を
持
ち
出
し
て
み
よ
う
。

　
今
日
で
は
、
．
キ
ー
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
罪
概
念
は
思
想
史
研
究
に
ひ
と
つ
の
有
力
な
意
味
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
。
『
死
に
い
た
る
病
』
（
一
八

四
九
年
）
の
な
か
で
キ
ー
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
．
「
絶
望
は
罪
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
を
述
べ
て
い
る
。
　
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
や
マ
ル
ク
ス
と
同
時

代
の
も
の
と
し
て
、
こ
れ
も
面
白
い
思
想
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
少
し
吟
味
し
て
み
よ
う
。

　
絶
望
す
な
わ
ち
く
①
旨
≦
⑦
三
琶
σ
q
の
字
義
を
分
析
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
二
つ
に
折
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
キ
ー
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ま
た
、
絶
望

（
＜
o
旨
類
。
田
ロ
昌
σ
q
）
を
ζ
一
゜
。
°
。
〈
霞
げ
似
「
け
且
゜
。
す
な
わ
ち
均
衡
を
失
う
こ
と
、
ア
ン
パ
ラ
ソ
ス
と
も
い
う
。
＜
①
筈
弩
け
三
ω
と
は
、
持
続
的
な
態

度
を
と
る
こ
と
、
均
衡
、
関
係
で
あ
る
。
．

　
こ
れ
だ
け
を
ま
え
置
き
に
し
て
、
さ
て
キ
ー
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
み
る
之
彼
は
、
人
間
は
精
神
（
0
9
鴇
）
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
か
ら
こ
の
問
題

を
解
き
お
こ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
精
神
と
は
、
自
己
ω
Φ
「
げ
雪
で
あ
る
と
続
け
る
。

　
こ
の
自
己
を
、
キ
ー
ル
ケ
ゴ
…
ル
は
、
自
己
自
身
（
ω
①
一
げ
ω
け
）
に
関
係
す
る
さ
い
の
関
係
（
＜
。
島
巴
け
三
゜
・
）
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
ば
、

言
い
換
え
る
ど
、
・
「
関
係
が
自
己
訂
身
に
関
係
し
て
い
る
」
と
い
う
関
係
に
お
い
て
あ
る
自
己
こ
そ
が
、
自
己
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
つ
づ
め
て
い
う
と
、
「
関
係
が
自
己
自
身
に
関
係
し
て
い
る
」
が
自
己
（
ω
o
一
げ
ω
け
）
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
い
ぶ
や
や
こ
し
い
が

次
を
見
る
と
少
し
は
わ
か
ろ
う
。

　
無
限
と
有
限
と
の
総
合
、
時
間
と
空
間
と
の
総
合
、
自
由
と
必
然
性
と
の
総
合
、
こ
の
総
合
は
そ
れ
ぞ
れ
関
係
で
あ
る
が
、
そ
の
う
え
に
あ

（151）151



罪について

る
関
係
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
が
成
り
立
つ
、
い
や
、
そ
の
関
係
が
以
上
の
も
ろ
も
ろ
の
総
合
と
し
て
の
関
係
を
成
り
立
た
せ

る
。
そ
う
い
う
関
係
が
自
己
で
あ
る
と
こ
ろ
の
関
係
で
あ
る
。

　
も
し
読
者
が
理
解
し
て
く
れ
る
な
ら
ぽ
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
弁
証
法
の
図
式
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
正
・
反
・
合
と
い
う
図
式
は
、
そ
う

い
う
関
係
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
正
・
反
・
合
の
図
式
は
、
そ
れ
が
発
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
自
然
が
生
誕

し
、
自
然
が
弁
証
法
的
に
動
き
始
め
る
と
こ
ろ
の
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
精
神
へ
と
続
く
。

　
実
は
こ
う
い
う
自
己
は
、
，
神
で
あ
る
。
精
神
と
は
本
来
神
で
あ
る
が
、
キ
ー
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、
人
間
を
精
神
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
人
間

を
ま
ず
神
の
子
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
ー
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
神
学
と
の
こ
の
関
係
は
見
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
関
係
が
壊
れ
る
、
バ
ラ
ン
ス
を
失
う
（
ζ
一
ω
ω
く
①
芸
似
「
侍
三
ω
）
、
こ
れ
が
絶
望
（
＜
。
冒
芝
㊦
田
⊆
昌
σ
q
）
で
あ
る
。
神
的
関
係
の
破
滅
で
あ
る
。

し
か
し
、
．
人
間
は
」
神
的
存
在
で
も
関
係
の
な
か
で
は
、
置
か
れ
た
存
在
、
受
身
的
な
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
絶
望
は
人
間
の
側
に
現

れ
た
状
態
（
関
係
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
と
し
て
は
そ
の
関
係
に
お
い
て
分
裂
し
た
自
己
で
あ
る
。

　
キ
ー
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
し
て
の
自
己
が
、
神
の
前
に
お
い
て
、
神
を
思
想
の
な
か
に
持
ち
な
が
ら
、
絶
望
し
て
い
る
こ
と
、

神
を
思
想
の
な
か
に
置
き
な
が
ら
神
と
の
関
係
が
壊
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
う
い
う
状
態
（
関
係
）
は
罪
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
関
係
、
神
的
関

係
、
神
と
人
間
と
の
関
係
、
そ
の
関
係
が
壊
れ
る
、
バ
ラ
ン
ス
を
失
う
、
こ
う
い
う
状
態
（
関
係
）
に
お
け
る
人
間
の
側
面
、
そ
れ
が
い
う
と

こ
ろ
の
罪
で
あ
る
。

　
神
を
「
思
想
の
な
か
に
置
く
」
と
は
、
思
想
の
な
か
に
の
み
神
を
み
る
こ
と
、
い
わ
ぽ
思
考
に
お
け
る
深
淵
を
隔
て
て
神
を
み
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
神
概
念
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
念
と
し
て
の
神
と
か
か
わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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キ
ー
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ま
た
、
絶
望
を
死
へ
の
病
気
で
あ
る
と
い
う
。
病
気
が
苦
し
み
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
こ
に
は
罪
と
苦
と
が
同
時
に
現

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
明
瞭
に
苦
と
い
わ
れ
な
い
で
罪
と
い
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
こ
こ
に
も
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
人
間
主
義
に

よ
る
罪
論
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
キ
ー
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
罪
概
念
の
思
想
史
的
な
境
域
で
あ
る
。
こ
の
罪
概
念
が
仏
教
の
そ
れ
と
ど
れ
だ
け

似
て
い
る
か
、
こ
れ
が
興
味
を
ひ
く
。

（153）

第
一
章
　
ケ
　
ガ
　
レ

罪について
　
わ
た
し
が
罪
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
罪
の
思
想
に
意
識
的
に
関
心
を
抱
い
て
き
た
の
は
、
と
く
に
少
年
時
代
に
キ
リ
ス
ト
教
の

書
物
を
読
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
読
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
文
献
が
い
ま
で
も
鮮
や
か
に
記
憶
を
つ
く
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
は
罪
の
問
題
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
い
ま
わ
た
し
が
罪
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
場
合
で
も
、
こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
キ
ー
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
展
開
の
前
座
を
た
の
む
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
追
究
す
る
罪
の
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
領
域
だ
け
に
限
ら
れ
て
よ
い
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

古
　
い
　
罪

罪
と
い
う
場
合
、
ま
ず
日
本
語
の
ツ
ミ
と
い
う
言
葉
を
い
ち
お
う
辿
っ
て
み
る
こ
と
が
問
題
を
鮮
明
に
す
る
に
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
3

本
居
宣
長
の
古
事
記
伝
で
は
「
ツ
ツ
ム
」
は
凶
事
を
表
に
顕
す
ま
い
と
隠
す
こ
と
、
ま
た
「
ツ
ツ
シ
ム
」
は
凶
事
が
な
い
よ
う
に
つ
と
め
る
　
ー



罪について

こ
と
で
あ
り
、
ツ
ミ
は
、
こ
の
語
か
ら
で
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ツ
ミ
と
は
凶
事
そ
の
も
の
の
こ
と
ら
し
い
。
ま
た
、
執
中
抄
に
は
ツ
ミ
を
神
が

嫌
う
か
ら
つ
つ
む
べ
き
こ
と
、
悪
事
、
汚
れ
、
禍
い
、
病
を
指
す
、
と
あ
る
。

　
以
上
は
語
彙
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
祝
詞
に
は
古
代
の
罪
思
想
を
体
系
的
に
構
成
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
に
ょ
る
と
、

　
天
津
罪

　
　
一
　
あ
は
な
ち
　
　
二
　
み
ぞ
う
め
　
　
三
　
ひ
は
な
ち
　
　
四
　
し
き
ま
き
　
　
五
　
く
し
ざ
し
　
　
六
　
い
け
は
ぎ
　
　
七
　
さ
か

　
　
は
ぎ
　
　
八
　
く
そ
へ

　
国
津
罪

　
　
一
　
い
き
は
だ
た
ち
　
　
二
　
し
に
は
だ
た
ち
　
　
三
　
し
ろ
び
と
　
　
四
　
こ
く
み
　
　
五
　
お
の
が
母
犯
せ
る
罪
　
　
六
　
お
の
が

　
　
子
犯
せ
る
罪
　
　
七
　
母
と
子
と
犯
せ
る
罪
　
　
八
　
子
と
母
と
犯
せ
る
罪
　
　
九
　
け
も
の
犯
せ
る
罪
　
　
十
　
は
う
む
し
の
わ
ざ
わ

　
　
い
　
　
十
一
　
た
か
つ
か
み
の
罪
　
　
十
二
　
た
か
つ
と
り
の
わ
ざ
わ
い
　
　
十
三
　
け
も
の
た
お
し
　
　
十
四
　
ま
じ
も
の
す
る
罪

と
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、
罪
の
種
類
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
罪
の
古
語
の
曖
昧
さ
が
目
立
ち
、
罪
の
報
い
で
あ
る
罰
を
意
味
す
る
よ
う
な
事
柄
、
ま
た
、

自
然
災
害
な
ど
も
罪
の
な
か
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
は
ひ
と
苦
労
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
の
罪
を
天
津
罪
と
国
津
罪

と
に
分
類
す
る
こ
と
な
ど
は
、
わ
た
し
に
は
と
く
に
興
味
を
ひ
く
。
こ
の
分
類
に
は
の
ち
に
も
っ
と
目
を
注
こ
う
と
思
う
が
、
と
り
あ
え
ず
い

え
ぽ
、
こ
れ
は
ω
ぎ
と
〇
ニ
ヨ
①
、
ω
口
巳
①
と
閑
①
o
汀
く
①
二
〇
旨
ロ
昌
σ
q
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
罪
と
法
律
的
犯
罪
の
区
別
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
罪
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
そ
の
意
味
を
求
め
る
た
め
に
、
こ
の
罪
の
相
関
概
念
、
罪
に
対
抗
す
る
手
段
を
し
め
す
言
葉
を
尋
ね
て
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罪について
み
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
そ
れ
は
「
は
ら
え
」
と
い
う
言
葉
で
、
代
表
的
に
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
祝
詞
の
罪
の
源
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
古
事
記
の
仲
哀
記
に
も
す
で
に
、
罪
と
「
お
お
は
ら
え
」
と
の
対
立
が
で
て
い
た
。
「
は
ら
う
」
と
は
、
祝
詞
で
は
と
く

に
掃
除
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
・
「
払
い
」
と
い
う
物
理
的
な
行
為
で
あ
る
。
「
は
ら
い
」
は
さ
ら
に
、
追
放
と
い
う
人
事
、
ま

た
金
銭
の
「
支
払
い
」
の
意
味
を
も
も
っ
て
い
た
。
・
宗
教
の
場
面
で
の
供
犠
に
も
そ
の
表
現
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
罪
と
そ
の
払

拭
で
あ
る
供
犠
と
の
相
関
と
な
っ
て
い
る
。

　
祝
詞
の
「
は
ら
え
」
が
掃
除
と
い
う
物
理
的
な
行
為
と
し
て
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
罪
に
つ
い
て
の
当
時
の
思
想
を
み
る
の
に
ヒ
ン
ト

を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
の
罪
が
な
ぜ
ハ
ラ
ワ
レ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
？
　
そ
れ
は
掃
除
と
い
う
行
為
と
連
環
す
る
の
だ
が
、
罪
は
つ
ま
り
キ
タ
ナ
イ
か

ら
、
ケ
ガ
レ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
キ
タ
ナ
イ
と
ケ
ガ
レ
と
が
ど
う
違
う
か
、
そ
れ
を
と
り
あ
え
ず
い
え
ぽ
、
掃
除
に
す
ぐ
繋
が
る
の
は
キ
タ
ナ
イ
で
あ
る
。
掃
く
、
拭
う
は
、

ケ
ガ
レ
よ
り
も
キ
タ
ナ
イ
に
よ
り
直
接
に
繋
が
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
キ
タ
ナ
イ
や
ケ
ガ
レ
は
と
も
に
皮
膚
感
覚
で
あ
る
が
、
キ
タ
ナ
イ
が
よ

り
感
覚
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
皮
膚
感
覚
と
し
て
は
負
の
感
触
で
あ
る
。
聴
覚
に
は
や
か
ま
し
い
、
視
覚
に
は
み
に
く
い
、
臭
覚
に

は
く
さ
い
、
味
覚
に
は
ま
ず
い
、
そ
れ
ら
は
負
の
感
覚
と
し
て
で
あ
る
。
　
　
　
，

　
次
田
潤
『
祝
詞
新
講
』
（
昭
和
八
年
・
一
九
三
三
年
）
は
、
「
み
そ
ぎ
」
と
「
は
ら
え
」
を
区
別
し
て
説
明
し
て
い
る
。
ミ
ソ
ギ
は
身
体
の
ケ

ガ
レ
を
水
な
ど
で
洗
い
流
す
こ
と
、
ハ
ラ
エ
は
ケ
ガ
レ
の
着
い
た
衣
服
や
持
ち
物
を
捨
て
て
、
ケ
ガ
レ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
、
こ
れ
が
語
源
で
あ

る
と
い
う
。
ハ
ラ
エ
は
、
ミ
ソ
ギ
に
比
較
し
て
間
接
的
な
除
去
作
用
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
も
と
も
と
金
品
を
ふ
く
め
て
賠
償
の
意
味
を
も
つ
の
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で
あ
っ
た
と
。
こ
の
か
ぎ
り
で
い
え
ば
、
キ
タ
ナ
イ
に
は
ミ
ソ
ギ
が
ふ
さ
わ
し
い
。
以
上
の
祝
詞
に
あ
る
天
津
罪
や
国
津
罪
の
ハ
ラ
エ
、
つ
ま

り
オ
ォ
ハ
ラ
エ
の
場
合
に
は
、
財
物
は
も
ち
ろ
ん
人
間
ま
で
を
も
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
供
犠
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
類
語
に
「
き
よ
め
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。

　
ケ
ガ
レ
に
は
、
穂
と
い
う
漢
字
が
充
て
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
が
儒
教
の
影
響
を
示
す
も
の
か
、
道
教
の
か
、
ま
た
仏
教
の
か
。
仏
教
の
影
響

が
と
く
に
大
き
い
に
違
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
ケ
ガ
レ
も
穣
も
、
罪
だ
け
の
述
語
で
は
な
い
。
古
く
か
ら
罪
の
ほ
か
に
、
死
の
、
産
の
、
血
の
ケ
ガ
レ
ま
た
種
と
い
う
言
葉
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
死
に
対
す
る
稜
と
い
う
評
価
の
本
源
的
古
さ
が
も
っ
と
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
叙
述
の
順
序
と
し
て
は
適
当
と
は
言
え
ま
い
が
、
こ
こ
で
一
言
い
い
添
え
よ
う
。
罪
と
薇
と
を
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
場
合
を
よ
く
み
か
け

る
。
わ
た
し
は
、
ケ
ガ
レ
や
種
は
罪
の
、
し
た
が
っ
て
死
、
産
、
血
、
病
の
形
容
詞
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
罪
そ
の
他
が
主
語
な
ら
ケ
ガ
レ
、

薇
を
述
語
と
し
て
と
り
扱
う
の
が
適
当
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
あ
と
で
詳
し
く
検
討
す
る
だ
ろ
う
。

　
罪
と
い
う
語
に
は
す
で
に
人
間
的
・
社
会
的
評
価
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
除
け
ぽ
、
死
と
い
い
、
さ
ら
に
産
、
血
、
病
と
い
い
ど
れ
も

と
り
あ
え
ず
、
人
間
的
・
生
理
的
性
質
に
対
す
る
確
認
に
過
ぎ
な
い
。
ケ
ガ
レ
は
、
そ
れ
ら
の
性
質
に
対
す
る
負
の
評
価
と
し
て
の
形
容
詞
で

あ
る
。
こ
の
形
容
詞
の
示
す
評
価
は
、
そ
の
人
間
を
好
ま
し
く
な
い
人
間
と
し
て
の
印
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
こ
の
時
代
の
典
型
的
な
人
間

観
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
人
間
を
皮
膚
感
覚
に
よ
っ
て
評
価
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
死
、
産
、
血
、
病
と
並
ん
で
罪
が
ケ

ガ
レ
属
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
ど
う
し
て
か
。
こ
れ
は
、
罪
に
も
生
理
的
な
根
源
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す

れ
ぽ
、
か
え
っ
て
当
時
の
罪
概
念
の
深
刻
さ
の
証
拠
と
な
る
。
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タ
　
ブ
　
ー

（157）

　
こ
こ
で
視
角
を
変
え
て
、

　
メ
ア
リ
・
ダ
グ
ラ
ス
『
汚
種
と
禁
忌
』
（
塚
本
利
明
訳
ζ
゜
U
o
ロ
σ
q
一
⇔
9
℃
霞
一
蔓
⇔
民
U
Ω
。
昌
σ
q
①
び
H
㊤
O
刈
）
か
ら
ケ
ガ
レ
に
あ
た
る
ら
し
い

英
語
単
語
を
い
く
つ
か
拾
お
う
。

　
一
ヨ
薯
同
一
曙
（
き
た
な
い
こ
と
唱
霞
o
ま
ざ
り
も
の
の
な
い
）

　
口
昌
巳
＄
づ
ロ
①
゜
。
ω
（
よ
ご
れ
て
い
る
こ
と
o
『
9
。
昌
き
よ
ら
か
な
）

　
冒
o
「
一
ロ
ニ
o
昌
（
よ
ご
す
こ
と
娼
o
＝
三
①
よ
ご
す
）

　
自
o
津
①
ヨ
①
韓
（
よ
ご
す
こ
と
ユ
①
津
o
よ
ご
す
）

　
象
H
け
（
不
潔
物
島
H
蔓
よ
ご
れ
た
）

　
訪
「
け
ゴ
（
汚
物
津
チ
《
不
潔
な
）

　
以
上
カ
ッ
コ
の
な
か
に
は
、
研
究
社
の
Z
①
≦
国
昌
σ
q
＝
ω
7
山
碧
9
。
昌
。
器
U
一
。
二
§
四
H
ざ
H
り
O
㎝
に
あ
る
日
本
語
訳
の
最
初
の
訳
語
を
の
せ
て

お
い
た
。
こ
れ
で
み
る
と
、
冒
霞
ρ
o
一
〇
碧
は
そ
れ
自
体
の
性
質
を
表
し
て
い
る
。
も
の
自
体
の
純
度
を
で
あ
る
。
唱
o
一
一
葺
ρ
氏
①
塗
o
に
は

そ
れ
自
体
以
外
か
ら
の
掩
乱
の
気
味
が
み
え
る
。
島
H
蔓
や
塗
島
矯
は
、
も
の
か
ら
人
間
が
受
け
た
さ
い
に
生
ま
れ
る
感
覚
に
お
け
る
負
の

効
果
を
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
唱
口
冨
な
水
で
も
、
甘
い
牛
乳
で
も
他
人
に
不
意
に
ひ
っ
か
け
ら
れ
た
さ
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

嫌
な
感
覚
、
そ
ん
な
意
味
で
あ
る
。



罪について

・
こ
う
し
て
み
る
と
、
対
抗
手
段
と
し
て
「
は
ら
え
」
を
必
要
と
す
る
ケ
ガ
レ
、
臓
は
、
も
の
そ
の
も
の
自
体
に
お
け
る
暇
、
落
ち
度
、
欠
陥

で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
悪
影
響
が
予
想
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
要
因
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
上
述
の
諸
語
に
表
現
さ
れ
る
あ
の
種
の
影
響
を
防
ぐ
た
め
に
と
ら
れ
た
手
段
と
し
て
、
ダ
グ
ラ
ス
は
タ
ブ
ー
（
雷
げ
o
o
）
を
あ
げ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
は
ら
え
」
は
一
種
の
タ
ブ
ー
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
は
ら
え
」
の
心
理
的
内
容
は
、
日
本
語
で
は
「
い
み
」
（
忌
、
斎
）

と
い
わ
れ
る
。
（
岡
田
重
精
『
古
代
の
斎
忌
』
、
『
斎
忌
の
世
界
』
）
「
い
み
」
と
は
タ
ブ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。
種
に
対
抗
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
タ
ブ
ー
、
穣
を
防
ぎ
猿
を
削
る
タ
ブ
ー
を
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
の
宗
教
的
概
念
を
ま
ず
尋
ね
る
。

　
ま
え
に
ダ
グ
ラ
ス
が
ケ
ガ
レ
に
あ
た
る
英
語
単
語
を
一
ヨ
唱
霞
＝
ざ
ロ
昌
巳
。
p
昌
昌
①
ω
゜
。
”
冒
o
＝
ロ
ニ
o
P
α
Φ
卍
①
ヨ
o
昌
計
ユ
三
”
津
島
な
ど
六
つ

あ
げ
た
が
、
こ
れ
に
相
関
し
対
抗
す
る
の
に
使
わ
れ
て
い
る
英
語
単
語
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
℃
ロ
コ
梓
《

　
o
一
Φ
帥
づ
旨
①
ω
ω

　
器
自
。
」
昌
。
°
・
°
・
（
ω
碧
話
ユ
神
聖
な
）
　
　
　
　
　
　
・

　
ω
き
〇
二
蔓
（
神
々
し
い
）

　
ゴ
O
＝
⇒
①
゜
■
ω
（
げ
O
「
鴇
神
の
）

こ
れ
で
み
る
と
、
以
上
の
諸
語
か
ら
は
感
覚
的
な
意
味
の
要
素
が
ぬ
け
て
い
る
の
が
は
っ
き
り
す
る
。
す
で
に
宗
教
的
な
対
処
の
態
度
が
み
え

る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
用
い
ら
れ
る
も
の
に
は
一
般
に
、
水
が
諸
民
族
で
圧
倒
的
に
多
く
、
さ
ら
に
火
、
煙
、
香
、
血
な
ど
が
数
え
ら
れ
る
。

ま
た
日
本
の
「
お
お
は
ら
え
」
の
よ
う
に
帯
を
連
想
さ
せ
る
も
の
、
拭
う
よ
う
に
布
を
想
燥
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
。
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罪について
　
こ
の
行
為
の
物
理
的
・
感
覚
的
な
性
質
を
、
以
上
の
神
聖
な
、
神
々
し
い
、
神
の
と
い
う
性
質
に
転
換
し
た
の
が
実
は
タ
ブ
i
行
為
で
は
な

い
の
か
。
タ
ブ
ー
は
、
こ
ん
に
ち
宗
教
的
用
語
で
は
、
禁
忌
と
訳
さ
れ
て
お
り
、
日
常
的
、
俗
的
な
も
の
に
対
す
る
忌
避
、
少
な
く
も
そ
れ
か

ら
距
離
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。
日
常
的
、
俗
的
の
基
礎
に
は
物
理
的
、
感
覚
的
な
も
の
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
タ
ブ
ー

は
、
聖
化
の
基
礎
的
行
為
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
タ
ブ
ー
は
、
日
常
的
、
俗
的
な
平
面
か
ら
の
離
脱
に
働
い
て
い
る
。

　
タ
ブ
ー
と
い
う
こ
の
基
礎
的
行
為
の
う
え
に
、
幸
福
や
繁
栄
を
希
求
す
る
宗
教
的
・
聖
的
な
内
容
が
構
築
さ
れ
る
。

　
低
文
明
の
共
同
社
会
で
は
、
自
然
か
ら
の
脅
威
が
超
自
然
へ
の
畏
怖
に
翻
訳
さ
れ
て
生
活
に
入
っ
て
く
る
。
あ
と
で
見
る
よ
う
に
イ
ソ
ド
ネ

シ
ア
の
農
民
は
、
頻
繁
な
農
耕
儀
礼
を
行
い
な
が
ら
願
望
を
積
極
的
に
達
成
す
る
こ
と
を
試
み
る
一
方
、
ケ
ガ
レ
と
い
う
観
念
的
な
被
害
を
防

衛
す
る
た
め
に
、
よ
り
消
極
的
な
策
、
す
な
わ
ち
あ
る
種
の
タ
ブ
ー
を
用
意
し
、
さ
ら
に
沈
黙
の
タ
ブ
ー
を
も
構
え
る
。
こ
の
沈
黙
の
タ
ブ
ー

が
無
や
空
の
イ
ソ
ド
的
観
念
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
、
こ
の
興
味
は
の
ち
に
と
っ
て
お
こ
う
。

　
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
タ
ブ
ー
に
よ
っ
て
忌
避
さ
れ
る
事
柄
は
日
常
的
な
こ
と
す
べ
て
で
は
な
い
。
タ
ブ
ー
は
こ
れ
ら

す
べ
て
を
ケ
ガ
レ
と
す
る
の
で
は
な
い
。
い
ま
の
場
合
、
死
、
罪
、
産
、
血
、
病
で
あ
る
。
ま
た
、
タ
ブ
ー
に
お
け
る
「
は
ら
え
」
の
手
段
に

は
、
水
、
火
、
煙
、
香
、
血
が
用
い
ら
れ
た
が
、
タ
ブ
ー
の
の
ち
に
望
ま
れ
る
、
仰
が
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
目
的
も
ま
た
特
殊
的
で
あ
る
。
こ

れ
が
ひ
と
つ
の
留
意
事
項
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
ケ
ガ
レ
と
タ
ブ
ー
と
は
、
因
果
関
係
を
は
っ
き
り
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ケ
ガ
レ
で
あ
る
か
ら
タ
ブ
ー
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
以
上
も
留
意
し
て
お
こ
う
。

　
タ
ブ
ー
を
呪
術
と
み
て
、
こ
れ
を
宗
教
と
は
区
別
す
る
見
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
こ
の
見
方
を
と
ら
な
い
。
宗
教
を
儀
礼
主
義
か

ら
と
ら
え
る
な
ら
ぽ
、
儀
礼
は
す
べ
て
呪
術
で
あ
る
。
儀
礼
は
、
神
に
対
す
る
人
間
か
ら
の
要
求
の
た
め
に
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
共
同
体
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罪について

の
繁
栄
、
農
耕
の
豊
饒
、
船
舶
の
安
全
な
ど
が
そ
の
主
要
な
側
面
を
な
し
て
い
る
が
、
こ
の
儀
礼
全
体
の
入
り
口
に
タ
ブ
ー
行
為
が
あ
る
。
タ
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0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

ブ
ー
が
ど
ん
な
に
頻
繁
に
行
わ
れ
よ
う
と
も
、
儀
礼
と
し
て
み
れ
ぽ
、
そ
の
主
要
な
側
面
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
タ
ブ
ー
を
除
い
て
は
、

す
な
わ
ち
呪
術
を
除
い
て
は
宗
教
は
成
り
立
た
な
い
。

　
　
沈
黙
の
日
々

　
こ
れ
か
ら
も
し
ぽ
し
ぽ
利
用
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
わ
た
し
に
『
未
開
思
惟
と
原
始
宗
教
ー
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
ー
』
（
一
九
七
八

年
）
と
い
う
著
書
が
あ
る
。
こ
の
本
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
、
一
九
四
四
年
ま
で
に
書
か
れ
た
。
要
す
る
に
戦
時
中
の
所
産
で
あ
る
。
そ
の
な
か

に
、
セ
レ
ベ
ス
島
の
パ
ダ
地
方
の
農
耕
儀
礼
を
描
い
た
か
な
り
長
い
ま
と
ま
っ
た
叙
述
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
こ
れ
を
利
用
し
よ
う
。
こ

こ
に
は
、
タ
ブ
ー
現
象
の
豊
富
な
事
例
が
み
ら
れ
る
。

　
わ
た
し
が
参
考
に
し
た
オ
ラ
ン
ダ
語
文
献
が
一
九
三
〇
年
頃
の
刊
行
物
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
念
頭
に
い
れ
て
、
パ
ダ
地
方
の
ト
ラ
ジ
ャ
族

の
当
時
の
農
耕
儀
礼
を
想
豫
し
て
も
ら
い
た
い
。
農
耕
儀
礼
は
、
も
ち
ろ
ん
宗
教
行
事
と
み
な
さ
れ
よ
う
。

　
こ
の
地
方
は
稲
米
耕
作
を
、
ま
た
水
田
耕
作
を
主
要
な
方
法
と
し
て
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
焼
畑
耕
作
す
な
わ
ち
火
田
耕
作
が
残
っ
て
い

る
の
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
栽
培
方
法
に
ち
な
ん
で
文
化
衝
突
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
こ
に
タ
ブ
i
現
象
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
注
目
す
ぺ
き
第
一
で

あ
ろ
う
。

　
火
田
と
水
田
と
を
隣
り
合
わ
せ
に
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
火
田
の
米
を
水
田
耕
作
の
さ
い
に
持
参
し
て
は
な
ら
な
い
。
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罪について
　
水
田
耕
作
の
先
導
者
は
火
田
産
の
米
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
。
火
田
の
作
物
が
長
ぐ
伸
び
て
か
ら
彼
は
火
田
に
行
っ
て
は
い
け
な
い
。

　
水
田
を
耕
作
す
る
作
業
中
に
火
田
の
産
物
で
あ
る
玉
蜀
黍
を
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。
火
田
米
と
水
田
米
と
を
同
じ
米
櫃
に
い
れ
交
ぜ
て
は
な

ら
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
米
を
同
じ
鍋
で
炊
い
て
は
な
ら
な
い
。
㌧
　
　
・
　
　
　
・
　
．
．
　
　
　
，

　
以
上
の
タ
ブ
ー
現
象
は
か
な
り
、
習
俗
に
傾
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
｝
食
物
タ
ブ
！
は
祭
儀
中
の
も
の
も
い
れ
て
ト
ラ
ジ
や
族
に
は
こ
の

ほ
か
た
く
さ
ん
み
ら
れ
る
。
食
物
タ
ブ
ー
つ
ま
り
食
禁
は
、
ど
こ
の
民
族
で
も
も
っ
と
も
よ
く
現
れ
る
タ
ブ
ー
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ユ
ダ

ヤ
民
族
の
場
合
は
レ
ビ
記
（
＝
章
）
や
申
命
記
（
一
四
章
）
に
ふ
ん
だ
ん
に
書
か
れ
て
い
る
。
・
食
禁
の
う
ち
通
俗
的
に
知
ら
れ
て
い
る
の

は
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
豚
食
の
タ
ブ
！
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
政
治
事
象
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
話
を
小
ラ
ジ
ャ
族
に
も
ど
し
て
、
上
述
の
二
種
の
農
耕
作
業
に
か
ら
む
儀
礼
に
お
け
る
タ
ブ
i
現
象
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
て
み
る
。
し

か
し
、
繁
雑
を
さ
け
て
水
田
耕
作
に
関
す
る
儀
礼
に
関
す
る
も
の
だ
け
に
絞
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・

　
こ
の
地
方
で
は
、
こ
の
二
つ
の
様
式
の
農
耕
作
業
は
ほ
と
ん
ど
同
時
に
行
わ
れ
、
し
か
も
三
、
四
カ
月
で
終
わ
る
。
だ
か
ら
、
農
耕
の
作
業

が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
や
っ
て
く
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
必
要
な
儀
礼
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
か
ら
、
住
民
は
多
忙
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

農
耕
儀
礼
に
お
け
る
タ
ブ
ー
現
象
の
位
置
と
機
能
を
知
る
に
は
、
す
べ
て
の
過
程
を
調
ぺ
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
水
田
耕
作
を
み
る
と
ま
ず
、

作
業
事
始
め
に
行
わ
れ
る
ホ
モ
ム
ボ
と
い
わ
れ
る
・
「
は
ら
え
」
の
儀
式
が
重
要
で
あ
る
』
こ
れ
は
、
罪
を
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た

さ
れ
、
そ
の
さ
い
椰
子
の
繊
維
で
つ
く
っ
た
五
体
の
人
形
が
形
代
（
か
た
し
ろ
）
に
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
罪
と
は
日
本
古
代
に
み
た
あ
の
「
お

お
は
ら
え
」
の
罪
に
似
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
儀
式
は
、
僧
侶
が
主
宰
す
る
。
い
ろ
い
ろ
の
供
物
が
供
え
ら
れ
る
が
、
南
京
玉
を
つ
な
い
だ

紐
の
供
物
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
豊
饒
の
シ
ソ
ボ
ル
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
で
は
健
康
と
豊
作
が
祈
願
の
主
部
を
な
す
。
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罪について
　
さ
て
こ
の
日
が
終
わ
る
と
四
日
な
い
し
七
日
を
タ
ブ
ー
の
日
と
し
て
「
死
の
村
」
を
装
い
、
悪
霊
の
来
襲
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ホ
モ
ム
ボ
自
体
が
タ
ブ
ー
の
意
味
を
多
く
も
っ
て
い
る
が
、
実
は
あ
の
人
形
に
は
罪
の
ケ
ガ
レ
に
積
極
的
に
対
抗
す
る
手
段
と
い
う
意
味
が

あ
る
。
そ
し
て
ホ
モ
ム
ボ
祭
り
で
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
豊
饒
祈
願
が
主
要
な
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
続
く
四
日
瓶
い
し
七
日
の
タ

ブ
L
期
間
に
は
人
々
は
ひ
た
す
ら
消
極
的
な
態
度
で
禍
い
を
や
り
過
ご
す
。
こ
の
期
間
は
ホ
モ
ム
ボ
の
あ
と
に
付
属
す
る
の
に
必
要
な
日
々
で

あ
る
。

　
つ
ま
り
、
ど
の
場
合
で
あ
れ
、
そ
の
外
部
か
ら
の
悪
影
響
を
避
け
る
に
は
、
タ
ブ
ー
に
は
二
つ
の
手
段
が
あ
る
わ
け
だ
。
ひ
と
つ
は
い
ま
の

よ
う
に
、
人
形
を
形
代
に
し
て
そ
れ
を
避
け
る
方
法
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
タ
ブ
ー
期
間
に
み
る
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
な
に
も
す
る
こ
と
な
く
じ

っ
と
し
て
い
て
、
そ
の
悪
影
響
を
や
り
過
ご
す
方
法
、
こ
れ
ら
二
つ
で
あ
る
。
「
な
い
」
と
い
う
規
定
し
か
な
い
後
者
が
タ
ブ
ー
の
本
来
か
も

知
れ
な
い
。

　
我
が
国
の
奈
良
時
代
の
「
お
お
は
ら
え
」
に
用
い
ら
れ
た
禄
人
と
い
わ
れ
た
人
形
や
、
平
安
時
代
の
ア
ガ
モ
ノ
と
い
う
人
形
も
、
ホ
モ
ム
ボ

の
椰
子
製
の
五
体
の
人
形
と
同
じ
働
き
の
呪
物
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
罪
ケ
ガ
レ
に
対
す
る
対
抗
手
段
の
物
的
要
素
で
あ
る
。

．
も
う
ひ
と
つ
水
牛
祭
の
方
を
み
よ
う
。

　
こ
の
地
方
で
は
水
牛
が
水
田
耕
作
に
使
わ
れ
て
い
る
。
牛
は
重
要
な
生
産
手
段
で
あ
る
。
水
牛
祭
に
は
、
二
日
を
か
け
る
。
前
の
日
は
、
シ

ャ
ー
マ
ン
僧
が
主
宰
し
て
、
水
の
霊
、
森
の
霊
な
ど
が
招
待
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
天
と
地
に
対
し
て
、
虫
害
か
ら
の
防
衛
、
病
気
の
予
防
、
水

牛
の
増
殖
、
米
作
の
豊
饒
が
祈
願
さ
れ
る
。

　
翌
日
に
は
数
組
の
男
女
よ
り
な
る
行
列
が
主
要
な
構
成
と
な
り
、
そ
し
て
、
こ
の
行
列
が
つ
く
る
呪
輪
（
ヨ
9
。
α
q
一
。
9
器
一
①
）
に
は
水
牛
の
生
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罪について
命
力
を
ま
も
る
祈
願
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
呪
輪
に
も
タ
ブ
ー
の
意
味
が
あ
り
そ
う
だ
。

　
こ
の
祭
が
す
む
と
、
こ
の
さ
い
に
も
四
日
な
い
し
七
日
の
タ
ブ
ー
期
間
に
は
い
る
。
仕
事
始
め
の
ホ
モ
ム
ポ
儀
礼
と
同
じ
過
ご
し
方
を
す

る
。
こ
れ
が
終
わ
っ
て
水
牛
祭
が
明
け
る
。

　
長
い
沈
黙
の
日
々
が
続
い
た
。
　
　
r

（163）

　
　
空

’
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
農
耕
儀
礼
の
し
ま
い
に
四
日
な
い
し
七
日
に
わ
た
る
沈
黙
の
日
々
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
記
録
者
は
、
タ
ブ
ー
期
間
と
呼

ん
で
、
タ
ブ
ー
の
完
全
な
全
面
的
な
実
行
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
完
全
な
全
面
的
な
タ
ブ
ー
に
わ
た
し
は
、
イ
γ
ド
的
思
想
の

空
観
念
を
連
想
的
に
、
比
喩
的
に
連
係
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
空
観
念
と
は
、
こ
の
よ
う
な
タ
ブ
：
行
為
の
観
念
的
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
み
な

し
た
。
こ
の
思
い
付
き
を
捨
て
き
れ
ず
に
調
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
タ
ブ
ー
は
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
と
し
て
は
、
「
巻
貝
を
吹
く
、
太
鼓
を
た
た
く
」
、
ま
た
「
印
を
つ
け
る
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
語
が
宗
教
学
の
用
語
と
な
っ
て
か
ら
は
、
根
底
的
に
は
切
り
離
し
、
隔
離
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
は
二
つ

の
場
合
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
外
か
ら
来
る
な
ん
ら
か
の
加
害
を
避
け
る
た
め
に
、
予
防
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
そ
の
さ

い
に
内
面
的
に
確
保
さ
れ
る
の
は
、
日
常
的
な
安
全
の
境
地
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
日
常
的
・
俗
的
な
も
の
か
ら
逃
れ
て
非
日
常
的
・
聖

的
な
境
地
を
確
保
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
ま
え
の
場
合
は
、
排
除
が
主
要
な
目
的
で
あ
り
、
あ
と
の
場
合
は
新
し
い
境
地
の
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
3

得
が
目
的
で
あ
る
。
日
常
生
活
を
軸
に
す
る
と
、
前
者
は
、
そ
の
維
持
・
確
保
が
、
後
者
は
、
日
常
性
か
ら
の
離
脱
が
そ
れ
ぞ
れ
目
的
と
な
る
弔
　
1

●



罪について
ダ
グ
ラ
ス
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
タ
ブ
ー
に
主
に
⇔
ぴ
o
ヨ
冒
①
二
§
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
。
日
本
の
宗
教
学
で
も
禁
忌
と
い
う
用
語
で

こ
れ
を
と
ら
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
右
の
二
つ
の
場
合
の
う
ち
の
と
く
に
前
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
タ
ブ
ー
を
あ
ら
た
め
て
問
題
に
す

る
意
味
は
、
あ
の
沈
黙
の
期
間
の
沈
黙
は
、
排
除
で
か
た
つ
く
内
容
を
も
つ
だ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
沈
黙
は
、
た
ん
な
る
日
常
性

と
は
異
な
る
特
殊
の
生
活
様
式
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
あ
え
ず
い
え
ば
、
禁
忌
の
イ
ミ
は
、
古
く
は
斎
の
よ
み
で
も
あ
り
、
斎
と
忌
と
は
、

互
い
に
代
わ
り
あ
い
、
ま
た
一
緒
に
も
使
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
う
ち
、
忌
に
は
と
く
に
拒
否
、
否
定
の
意
味
が
強
く
、
斎
は
、

否
定
、
制
限
の
意
味
を
も
ち
な
が
ら
や
や
肯
定
の
側
面
を
強
め
て
用
い
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
と
も
に
心
理
的
・
宗
教
的
な
意
味
で
あ
る
。
．
す
な

わ
ち
、
斎
忌
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
タ
ブ
ー
を
斎
忌
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
事
柄
が
都
合
が
よ
い
。
こ
れ
か
ら
の
問
題
解
明
の
予
測
が
容
易
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
イ
ミ
を
こ
の
よ
う
に
二
面
的
に
と
ら
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
ひ
と
つ
の
祭
祀
体
系
の
二
側
面
を
作
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
互

い
に
積
極
面
と
消
極
面
を
な
し
て
い
る
。

　
概
念
の
説
明
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
、
タ
ブ
ー
の
問
題
に
つ
い
て
進
む
と
し
よ
う
。
佐
藤
俊
夫
『
習
俗
』
は
、
タ
ブ
ー
に
つ
い
て
書
い
た
本

で
は
日
本
で
は
優
れ
た
書
物
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
も
こ
の
本
の
注
目
す
べ
き
箇
所
を
見
付
け
た
。
そ
れ
は
日
本
の
祭
祀
に
つ

い
て
の
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
祭
祀
の
た
め
の
場
所
、
す
な
わ
ち
祭
場
が
設
定
さ
れ
る
。

　
一
　
神
を
招
く
馬
神
が
寄
る
木
を
た
て
る
。
シ
メ
（
標
）
を
め
ぐ
ら
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
祭
場
を
周
囲
か
ら
非
日
常
的
な
場
所
と
し
て
隔

　
　
絶
す
る
。
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
・
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罪について
　
二
　
人
々
の
非
日
常
的
な
戒
慎
の
生
活
が
始
ま
る
。
こ
れ
を
モ
ノ
イ
ミ
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
忌
小
屋
が
作
ら
れ
て
、
そ
こ
で
オ
コ
モ

　
　
リ
（
イ
コ
モ
リ
忌
籠
）
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
襖
斎
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
ミ
ソ
ギ
（
襖
）
、
ハ
ラ
イ
（
祓
）
、
コ
リ
（
垢
離
）
な
ど
と
呼
ぶ
。

　
　
　
こ
れ
ら
二
つ
は
、
場
所
と
人
間
と
を
日
常
性
か
ら
引
き
離
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
タ
ブ
ー
の
第
一
の
意
味
を
多
く
も
つ
。

　
三
　
神
が
迎
え
ら
れ
、
人
間
の
祈
り
、
す
な
わ
ち
希
望
が
訴
え
ら
れ
る
。
祭
祀
を
企
て
た
人
間
の
主
目
的
で
あ
り
、
祭
り
の
主
要
行
事
で
あ
る
。

　
四
　
祈
り
の
後
に
は
神
と
人
間
と
の
共
食
（
ナ
オ
ラ
イ
　
直
会
）
が
行
わ
れ
て
、
主
要
行
事
が
締
め
く
く
ら
れ
る
。

　
五
　
お
い
で
く
だ
さ
っ
た
神
が
送
り
か
え
さ
れ
る
。

　
六
　
こ
の
後
も
し
ぽ
ら
く
の
期
間
人
々
は
戒
慎
（
タ
ブ
i
）
の
生
活
を
続
け
る
。

　
七
　
こ
れ
が
終
わ
っ
て
日
常
生
活
が
戻
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
．
一
頁
）

　
以
上
の
諸
行
事
の
う
ち
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
農
耕
儀
礼
の
場
合
の
沈
黙
の
期
間
に
あ
た
る
も
の
は
、
六
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
イ
ン
ド
の
空
観
念
が
こ
れ
ら
の
行
事
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
わ
た
し
が
タ
ブ
ー
と
し
て
の
沈
黙
か
ら
、
い
わ
ば
飛
躍
的
に
思
い
つ
い
た
も
の
は
、
イ
ン
ド
㊨
空
の
観
念
、
終
局
的
に
は
仏
教
の
空
の
観
念

で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
農
耕
儀
礼
か
ら
イ
ソ
ド
の
哲
学
思
想
へ
い
た
る
過
程
は
、
常
識
的
に
は
ぎ
っ
た
く
の
途
絶
に
ほ
か
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
ヒ
ン
ズ
i
教
史
を
辿
る
こ
と
が
で
き
れ
ぽ
幸
で
あ
る
が
、
あ
と
は
わ
ず
か
に
タ
ブ
ー
と
い
う
一
般
概
念
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
日
本
に
お
い
て
こ
の
タ
ブ
ー
に
関
す
る
用
語
で
あ
る
斎
と
か
忌
と
か
の
観
念
を
探
し
て
連
絡
路
を
つ
く
ろ
う
と
試
み
た
。
だ
が
こ
れ

ら
の
観
念
は
、
主
に
神
道
用
語
で
あ
り
、
仏
教
に
も
そ
れ
に
類
す
る
禅
定
と
い
う
明
白
な
思
想
が
あ
る
の
に
、
神
道
と
仏
教
と
の
間
に
思
想
史

を
結
ぶ
研
究
が
な
い
と
か
で
、
こ
こ
で
も
概
念
史
と
し
て
は
飛
躍
を
や
る
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
。
こ
の
原
因
は
、
宗
教
諸
派
の
セ
ク
ト
的
孤
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罪についで
立
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
イ
ン
ド
思
想
に
関
し
て
も
仏
教
の
空
思
想
が
形
成
さ
れ
て
く
る
過
程
を
研
究
し
た
資
料
は
、
そ
れ

に
詳
し
い
人
に
尋
ね
て
も
簡
単
に
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
仏
教
の
研
究
者
も
仏
教
思
想
の
、
い
わ
ば
内
的
解
説
や
分
析
に
力
を
注
い

で
い
る
と
い
う
始
末
で
あ
る
よ
う
だ
。
わ
た
し
の
場
合
で
も
も
ち
ろ
ん
思
想
史
的
解
明
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
仏
教
の
教
義
の
概
念
的
分
析

に
よ
っ
て
こ
の
場
を
糊
塗
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
そ
こ
で
人
間
の
生
活
態
度
で
イ
ン
ド
に
特
殊
な
も
の
と
し
て
苦
行
を
、
わ
た
し
は
見
付
け
る
。
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
苦
行
も
こ
の
形
態
の

変
形
が
多
い
。
苦
行
は
、
日
常
生
活
か
ら
の
隔
離
、
離
脱
を
前
提
と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
日
本
の
祭
り
の
場
合
の
二
の
項
目
に
あ
た
る
。
そ
れ

は
、
忌
小
屋
を
作
り
、
そ
こ
で
イ
ミ
コ
モ
リ
を
や
り
、
そ
し
て
襖
斎
す
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
苦
行
は
、
も
っ
と
発
達
し
た
複
雑

な
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
場
合
で
は
、
断
食
、
節
制
、
托
鉢
、
簡
素
な
食
事
、
特
定
の
坐
法
、
静
か
な
隠
棲
な
ど
六

種
の
様
式
を
と
る
。
こ
れ
を
外
的
苦
行
と
い
う
。
次
に
内
的
苦
行
と
し
て
、
餓
悔
、
方
正
、
奉
仕
、
勉
励
、
瞑
想
、
常
軌
の
身
体
状
態
か
ら
の

離
脱
、
以
上
六
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
外
的
苦
行
に
は
、
タ
ブ
ー
の
要
素
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
内
的
苦
行
に
は
、
こ
れ
ま
で
タ

ブ
ー
の
積
極
面
と
し
て
注
目
し
て
き
た
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
み
る
の
は
タ
ブ
ー
問
題
と
い
う
点
で
は
過
剰
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
外
的
苦
行
を
基
礎
と
し
て
は
じ
め
、
積
み
あ
げ
ら
れ
た
六
つ
の
内
的
苦
行
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
六
つ
の
内
的
苦
行
の
う

ち
で
要
の
苦
行
は
、
瞑
想
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
瞑
想
は
禅
那
、
禅
定
、
禅
な
ど
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
精
神
状
態
を
作
り
、
そ
れ
を

維
持
す
る
た
め
の
体
位
で
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
肉
体
的
・
身
体
的
な
行
に
属
す
る
。
つ
ま
り
、
尋
常
で
な
い
窮
屈
な
体
型
で
あ

る
。
苦
行
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
タ
ブ
ー
に
あ
た
る
。

　
仏
教
に
お
い
て
は
、
禅
定
は
基
本
的
な
体
型
、
む
し
ろ
態
度
で
あ
る
。
こ
の
態
度
を
と
る
の
は
、
日
常
生
活
か
ら
身
を
ひ
い
て
、
そ
の
身
を
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罪について
苦
の
環
境
に
移
す
と
い
う
、
い
わ
ぽ
逃
避
を
意
味
す
る
苦
行
で
は
な
く
、
人
間
生
活
の
日
常
を
す
で
に
苦
の
生
活
と
し
て
前
提
し
て
、
あ
え
て

そ
の
環
境
の
な
か
に
住
す
る
と
こ
ろ
の
苦
行
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
は
、
人
間
生
活
の
正
常
性
す
な
わ
ち
日
常
的
状
態
を
は
じ
め
か
ら
苦
と

観
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
厭
世
主
義
で
あ
る
。
（
金
倉
円
照
『
印
度
古
代
精
神
史
』
）

　
禅
定
は
、
苦
の
環
境
に
適
応
す
る
生
活
態
度
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
禅
定
は
、
苦
行
で
あ
る
が
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
場
合
の
よ
う
に

二
段
の
苦
行
の
二
番
目
の
苦
行
な
の
で
は
な
く
て
、
最
初
か
ら
中
心
的
な
苦
行
で
あ
っ
た
。

　
空
は
、
こ
の
禅
定
乏
い
う
生
活
態
度
に
お
い
て
生
ま
れ
た
観
念
で
あ
る
。

　
『
般
若
心
経
』
に
よ
っ
て
空
の
説
明
を
見
よ
う
。

　
哲
学
用
語
を
使
っ
て
一
言
で
い
う
と
、
そ
れ
は
実
体
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
実
体
が
な
い
と
は
、
そ
れ
だ
か
ら
物
質
的
現
象
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
一
般
命
題
は
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
象
と
し
て
は
ま
だ
「
あ
る
」
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
主
観
に
お
い
て
み
る
と
、

　
　
感
覚
、
そ
の
表
象
、
意
志
、
知
、
す
な
わ
ち
識
別
し
判
断
す
る
能
力
に
も
実
体
が
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
客
観
と
し
て
は
、

　
　
生
じ
た

　
　
滅
し
た

　
　
汚
れ
た

　
　
汚
れ
を
離
れ
た
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罪について

　
減
る
　
’
　
”

　
増
す

こ
れ
ら
す
べ
て
が
「
な
い
」
。

さ
ら
に
詳
し
く
尋
ね
る
と
、

　
目

　
耳

　
鼻

　
舌

　
身
体

　
心

が
「
な
い
」
。
ま
た
、

　
形，

声

　
香

　
味

も
「
な
い
」
。
・
だ
か
ら
、

こ
う
い
う
現
象
で
す
ら
「
な
い
」
。
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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罪について
　
　
触
れ
ら
れ
る
対
象
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
9
　
・
　
　
9
　
㌔

　
　
心
の
対
象
　
　
・
　
，
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
，
　
．
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
．
～
．
．

　
が
「
な
い
」
。

＝
目
の
領
域
か
ら
意
識
の
領
域
ま
で
す
べ
て
が
「
な
い
」
。
　
　
°
　
°
・
　
　
　
　
　
　
　
　
％
　
、
　
　
㌃
．

　
こ
う
な
る
と
、

　
迷
う
こ
と
、
ま
た
迷
わ
な
く
な
る
こ
と
が
「
な
い
」
。

　
老
い
も
死
も
、
老
い
と
死
と
が
な
く
な
る
こ
と
も
「
な
い
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
脚

　
苦
し
み
も
、
苦
し
み
の
原
因
も
、
苦
し
み
を
制
す
る
こ
と
も
、
苦
し
み
を
制
す
る
道
も
「
な
い
」
。

・
知
る
こ
と
も
、
得
る
こ
と
も
「
な
い
」
。
　
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
°

　
以
上
は
、
空
状
態
に
関
し
て
は
説
明
で
も
、
も
ち
ろ
ん
証
明
で
も
な
く
、
叙
述
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
空
状
態
に
は
心
が
あ
る
こ

と
、
空
を
観
じ
る
こ
と
が
い
わ
れ
、
’
そ
れ
が
真
実
の
最
高
の
知
恵
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
知
恵
に
到
達
し
た
の
が
悟
り
で
あ
る
。
（
『
空
』
仏

教
思
想
　
六
、
七
〇
～
七
三
頁
）
　
　
　
”

　
　
大
　
　
　
祓

　
タ
ブ
ー
に
は
、
日
本
古
代
の
「
お
お
は
ら
兜
」
の
も
っ
て
い
る
宗
教
的
要
因
が
き
れ
い
に
納
ま
っ
て
い
る
。
古
事
記
の
仲
哀
記
に
、
一
〇
の
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罪について
罪
を
「
お
お
は
ら
え
」
す
る
記
事
が
み
え
る
が
、
こ
の
罪
の
種
類
は
、
の
ち
の
祝
詞
の
大
祓
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
さ
い
の
「
お

お
は
ら
え
」
は
武
内
宿
祢
の
主
宰
に
よ
っ
て
、
仲
哀
天
皇
の
モ
ガ
リ
の
宮
す
な
わ
ち
死
骸
安
置
処
で
行
わ
れ
た
。
仲
哀
天
皇
の
死
穣
に
対
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
モ
ガ
リ
の
宮
に
神
の
声
が
聞
こ
え
、
応
神
天
皇
の
生
誕
を
武
内
宿
祢
に
告
げ
た
。
こ
の
「
お
お
は
ら
え
」
は
、
応
神

天
皇
と
い
う
大
王
の
出
現
に
特
別
な
関
係
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
深
く
問
う
ま
い
。

　
「
お
お
は
ら
え
」
が
古
代
に
お
い
て
歴
史
に
定
着
す
る
の
は
、
大
宝
令
（
七
〇
一
年
）
以
来
と
い
わ
れ
る
。
年
の
六
月
と
一
二
月
の
つ
ご
も

り
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
書
記
に
は
そ
れ
以
前
に
天
武
朝
に
二
度
の
注
目
す
べ
き
「
お
お
は
ら
え
」
が
記
録
さ
れ
て
い

る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
天
武
朝
の
五
年
（
六
七
六
年
）
と
一
〇
年
で
あ
る
。
天
武
朝
の
五
年
に
「
お
お
は
ら
え
」
が
行
わ

れ
た
が
、
旱
魑
、
凶
作
、
彗
星
の
出
現
が
こ
の
賭
罪
祭
を
誘
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
祭
り
に
は
、
馬
、
布
、
鹿
皮
、
鑛
、
刀
、
鎌
、
矢
、

稲
、
麻
な
ど
が
ハ
ラ
エ
ツ
モ
ノ
と
し
て
供
え
ら
れ
。
そ
し
て
、
釈
放
、
減
刑
な
ど
の
大
量
の
恩
赦
が
行
わ
れ
た
。
一
〇
年
は
外
交
的
に
忙
し
い

年
で
あ
っ
た
。
地
震
も
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
年
の
「
お
お
は
ら
え
」
で
は
、
国
々
の
国
造
が
一
人
の
奴
碑
を
ハ
ラ
エ
ッ
モ
ノ
と
し
た
、
と
記

さ
れ
て
い
る
。
「
お
お
は
ら
え
」
は
も
ち
ろ
ん
賦
罪
祭
の
行
事
で
あ
る
が
、
そ
の
ハ
ラ
エ
ッ
モ
ノ
す
な
わ
ち
供
え
物
に
奴
碑
が
差
し
出
さ
れ
、

こ
れ
が
五
年
の
祭
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
農
具
や
武
具
に
類
す
る
供
え
物
、
つ
ま
り
労
働
の
具
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
付
随
す
る
あ
る
人
間
に

過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
当
時
す
で
に
あ
っ
た
禄
人
、
す
な
わ
ち
祭
主
の
ケ
ガ
レ
を
移
さ
れ
て
そ
の
形
代
と
な
る
人
形
と
同
じ
宗
教

的
役
割
を
も
っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
祓
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
罪
の
本
人
は
、
ま
さ
し
く
天
武
天
皇
お
よ
び
宮
廷
の
人
々
で

あ
っ
た
。
祝
詞
の
「
お
お
は
ら
え
」
の
文
面
に
み
る
よ
う
に
、
国
中
で
身
分
の
も
っ
と
も
地
位
の
高
い
、
そ
し
て
権
力
の
も
っ
と
も
強
い
人
間

に
罪
が
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。
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罪について
　
大
宝
令
以
後
も
、
中
央
国
家
の
支
配
層
、
ま
た
地
方
官
の
蹟
罪
祭
は
、
天
災
、
地
変
、
疫
病
流
行
、
頓
事
な
ど
の
非
日
常
的
な
出
来
事
の
発

生
に
因
み
、
ま
た
、
お
お
き
み
す
な
わ
ち
天
皇
即
位
後
の
大
嘗
祭
に
際
し
と
り
行
わ
れ
、
さ
ら
に
、
上
述
の
よ
う
な
年
中
の
定
例
行
事
と
し
て

も
生
活
に
リ
ズ
ム
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
「
お
お
は
ら
え
」
が
社
会
的
に
も
国
家
的
に
も
生
活
に
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

　
い
ま
み
た
よ
う
に
、
こ
の
際
の
罪
の
主
体
は
、
国
家
そ
の
も
の
、
天
皇
制
国
家
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
国
家
的
行
事
と
し
て
の

挙
行
は
ほ
ぼ
平
安
末
期
ま
で
続
い
た
。
ま
た
、
ケ
ガ
レ
と
「
は
ら
え
」
、
こ
の
物
理
的
相
関
関
係
、
単
純
な
構
図
は
、
こ
の
時
代
の
世
界
観
的

な
表
象
の
特
徴
を
考
察
す
る
さ
い
に
良
い
視
点
を
与
え
る
と
思
う
。

　
こ
ん
に
ち
仏
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
煩
悩
消
滅
の
た
め
の
年
末
の
除
夜
の
鐘
は
、
こ
の
「
お
お
は
ら
え
」
の
行
事
の
仏
教
版
で
あ
ろ
う
。

そ
う
だ
と
す
る
と
大
宝
令
で
定
着
し
た
「
お
お
は
ら
え
」
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
行
事
で
重
要
な
こ
と
は
、
古
い
年
の
死
去
、
清
算
で

あ
る
。
そ
し
て
、
新
し
い
年
へ
の
期
待
で
あ
る
。

　
仲
哀
記
に
み
た
応
神
天
皇
の
生
誕
へ
の
期
待
、
天
皇
即
位
に
か
ら
む
大
嘗
祭
、
天
災
地
変
へ
の
お
そ
ら
く
人
間
の
側
か
ら
の
反
省
と
新
生
活

へ
の
待
望
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
共
通
す
る
心
理
的
構
造
に
対
し
て
儀
式
と
し
て
「
お
お
は
ら
え
」
が
適
用
さ
れ
た
。

　
吉
野
裕
子
『
大
嘗
祭
の
構
造
新
論
』
（
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
　
四
二
号
、
一
九
八
五
年
）
が
天
皇
即
位
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
解
釈
を
施
し

て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
大
嘗
祭
を
二
つ
の
儀
式
に
は
っ
き
り
区
別
し
て
、
そ
の
前
座
に
あ
た
る
部
分
を
「
、
ミ
ソ
ギ
」
と
い
う
。
そ
し
て
、

「
ミ
ソ
ギ
」
は
本
来
蛇
の
脱
皮
で
あ
る
、
論
者
は
こ
う
唱
え
る
。
す
な
わ
ち
、
脱
皮
に
よ
っ
て
蛇
が
更
生
す
る
、
そ
の
意
義
が
「
ミ
ソ
ギ
」
の

儀
式
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
。

　
「
お
お
は
ら
え
」
は
、
も
と
よ
り
国
家
的
な
行
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
・
ト
ラ
ジ
ャ
族
の
ホ
モ
ム
ポ
は
農
耕
儀
礼
で
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罪について
あ
る
。
・
そ
こ
で
は
、
水
田
耕
作
の
耕
地
整
備
に
さ
い
し
て
ホ
モ
ム
ボ
祭
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
火
田
耕
作
で
も
罪
の
清
め
が
最
も
し
ば
し
ぼ
行

わ
れ
る
の
は
、
火
田
の
整
地
の
前
後
で
あ
る
。
つ
ま
り
整
地
は
、
水
田
・
火
田
と
も
に
最
も
労
力
を
必
要
と
す
る
作
業
で
、
し
か
も
農
耕
と
し

て
は
初
期
の
作
業
で
あ
り
、
こ
の
さ
い
に
贈
罪
が
必
要
と
さ
れ
る
。
日
本
古
代
の
「
お
お
は
ら
え
」
と
こ
の
農
耕
作
業
の
罪
の
「
は
ら
え
」
を

比
べ
る
と
、
賄
罪
の
清
算
と
新
生
活
へ
の
出
発
で
は
あ
い
似
た
点
が
あ
る
。
　
　
　
・

　
次
に
中
世
に
お
け
る
機
あ
る
い
は
ケ
ガ
レ
の
思
想
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
わ
た
し
に
は
、
中
世
と
は
ど
ん
な
時
代
な
の
か
正
確
に

は
解
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ぽ
も
と
よ
り
古
代
も
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
平
安
朝
時
代
以
後
に
こ
の
中
世
を
設
定
し
よ
う
。

　
文
字
面
を
あ
て
に
し
て
池
見
澄
隆
『
中
世
の
精
神
世
界
』
と
い
う
書
物
に
頼
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
書
物
に
は
、
こ
の
時
代
に
ケ
ガ
レ
て
い

る
と
見
ら
れ
た
人
間
群
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
非
農
耕
者
、
い
わ
ぽ
基
本
的
な
生
産
者
で
な
い
者
。
も
ち
ろ
ん
貴
族
や
武
士
の
支
配
層
は

こ
れ
か
ら
除
か
れ
る
。
ケ
ガ
レ
て
い
る
も
の
で
は
さ
ら
に
、
非
農
耕
者
に
近
い
者
で
あ
る
漂
泊
す
る
人
々
、
さ
ら
に
山
岳
に
生
き
る
人
々
。
癩

病
人
。
不
具
者
な
ど
。
し
か
し
、
不
具
に
は
戦
い
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
特
定
に
は
吟
味
が
要
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
死
骸
を
取
り
扱

う
人
々
も
職
能
的
に
ま
と
め
て
ケ
ガ
レ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。

　
す
で
に
祝
詞
の
「
お
お
は
ら
え
」
に
で
て
い
る
二
二
の
罪
過
の
な
か
に
も
、
白
人
や
コ
ク
ミ
な
ど
の
身
体
障
害
者
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

　
以
上
の
人
間
群
の
ケ
ガ
レ
の
ほ
か
に
、
地
域
的
H
地
方
的
ケ
ガ
レ
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
本
来
は
ケ
ガ
レ
た
人
間
達
の
居

住
地
で
あ
る
と
い
う
意
味
か
ら
来
て
い
る
。

　
ま
た
、
人
間
群
の
集
団
と
し
て
み
る
と
、
階
層
的
な
も
の
と
し
て
イ
ン
ド
の
不
可
触
賎
民
（
し
ゅ
ど
ら
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
特
別
に

取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
日
本
で
は
、
薇
多
非
人
と
い
わ
れ
た
住
民
群
が
こ
れ
に
似
て
い
よ
う
か
。
．
・
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罪について
　
わ
た
し
が
見
た
資
料
で
は
、
住
民
の
階
層
と
し
て
は
、
古
代
に
お
い
て
は
ケ
ガ
レ
は
中
世
に
お
け
る
ほ
ど
に
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。
す
な
わ

ち
、
古
代
に
お
い
て
は
ケ
ガ
レ
は
、
人
間
の
場
面
に
持
ち
だ
さ
れ
て
も
、
特
定
の
住
民
群
の
本
性
と
し
て
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。
あ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
天
武
天
皇
の
「
お
お
は
ら
え
」
の
と
き
の
ハ
ラ
エ
ッ
モ
ノ
と
し
て
の
奴
碑
ぐ
ら
い
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
奴
碑
の
場

合
で
も
ケ
ガ
レ
は
本
人
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
か
れ
ら
は
カ
タ
シ
ロ
（
代
理
）
と
し
て
の
カ
ッ
コ
づ
き
の
罪
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
あ

げ
た
中
世
の
住
民
群
の
場
合
に
な
る
と
、
そ
れ
は
人
格
的
な
生
涯
的
な
ケ
ガ
レ
が
で
て
く
る
。

　
古
代
と
中
世
と
の
こ
の
差
は
、
問
い
の
せ
い
な
の
か
対
象
の
せ
い
な
の
か
。
わ
た
し
は
対
象
自
体
が
そ
う
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
中
世
に
は

種
、
ケ
ガ
レ
に
つ
い
て
の
社
会
層
の
分
化
が
明
瞭
に
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
さ
い
目
に
つ
く
も
の
に
、
言
葉
も
し
く
は
文
字
の
使
い
方
の
問
題
が
あ
る
。

　
汚
れ
や
き
た
な
い
を
種
と
い
う
漢
字
に
代
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
仏
教
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
そ
の
仏
教
に
つ
い
て
み
る
と
、

　
種
は
平
凡
人
の
住
む
裟
婆
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
浄
土
に
対
す
る
、
と
あ
る
。
浄
土
の
字
に
気
を
つ
け
よ
う
。

．
仏
教
に
は
類
語
に
、

　
濁
。
ふ
つ
う
五
濁
と
使
う
。

　
漏
。
身
体
か
ら
も
れ
で
る
も
の
。

　
毒
。
三
毒
と
使
う
。

　
塵
。
こ
の
語
は
第
一
．
義
は
対
象
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
六
塵
と
は
心
を
汚
す
も
の
の
意
味
。

　
浄
土
は
好
ん
で
使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
浄
土
は
浄
土
宗
の
浄
土
で
あ
り
、
こ
の
語
そ
の
も
の
が
中
世
に
は
愛
好
さ
れ
る
要
因
を
も
っ
て
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罪について
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
珊

　
ケ
ガ
レ
す
な
わ
ち
穣
は
、
中
世
に
な
る
と
不
浄
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
き
た
。
不
浄
は
、
浄
土
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
す
る
語
と
し
て
の
不

浄
で
あ
る
。
む
し
ろ
浄
土
を
打
ち
消
す
意
味
で
の
不
浄
で
あ
る
。
言
葉
、
表
現
と
し
て
は
、
こ
こ
に
問
題
が
あ
っ
て
、
不
浄
は
稜
（
け
が
れ
）

の
た
ん
な
る
同
意
語
で
は
な
い
。
事
態
の
穣
は
、
そ
の
行
方
は
浄
に
な
る
可
能
性
だ
っ
て
あ
る
。
臓
が
浄
（
き
よ
ら
か
）
に
ひ
と
り
で
に
変
わ

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
不
浄
は
、
浄
に
対
す
る
反
対
の
意
味
が
強
く
、
基
本
的
に
は
浄
に
は
戻
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
不
浄
は
、
来
世
に

で
も
行
か
な
け
れ
ば
そ
れ
を
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
世
で
は
不
浄
は
、
払
わ
れ
ず
に
、
浄
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
対
応
を
続
け
る
。
言

葉
の
意
味
は
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
不
浄
と
い
う
言
葉
が
あ
て
は
ま
る
社
会
は
、
浄
い
人
間
と
そ
れ
と
対
立
す
る
人
間
が
同
時
に
そ
こ
に
現

わ
れ
う
る
社
会
で
あ
る
。
不
浄
か
ら
浄
へ
の
再
転
に
必
要
な
次
元
が
現
わ
れ
た
社
会
で
あ
る
。
古
代
と
中
世
と
は
こ
れ
だ
け
の
段
差
を
も
っ
て

い
た
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
に
稜
思
想
の
変
化
と
新
し
い
人
格
の
生
誕
と
の
対
応
を
み
る
。

　
　
稜
観
念
の
理
論
的
締
め
く
く
り

　
以
上
の
と
こ
ろ
で
わ
た
し
は
、
穣
の
観
念
に
表
現
さ
れ
る
ゲ
ガ
レ
の
感
覚
性
や
、
こ
の
観
念
の
身
体
的
起
源
に
つ
い
て
述
べ
た
。
ま
た
、
日

本
の
場
合
に
は
ケ
ガ
レ
や
機
の
思
想
的
あ
り
方
も
し
く
は
構
造
が
中
世
に
変
化
を
受
け
た
模
様
で
あ
る
こ
と
も
、
少
々
感
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に

次
に
、
こ
の
感
性
的
領
域
か
ら
出
発
し
て
、
悪
に
つ
い
て
も
っ
と
は
っ
き
り
思
想
的
に
深
ま
っ
て
い
る
領
域
、
す
な
わ
ち
悪
の
倫
理
的
阻
道
徳

的
領
域
に
ま
で
高
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
論
的
機
会
が
い
ま
や
っ
て
き
て
い
る
、
と
感
じ
ら
れ
る
。
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罪について

幸
い
に
、
こ
の
理
論
的
境
域
に
適
当
な
学
説
を
解
い
た
優
れ
た
著
書
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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暢
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H
O
8
°

　
筆
者
は
、
パ
リ
大
学
の
教
授
で
あ
る
。
そ
の
掲
げ
る
方
法
論
は
、
構
造
主
義
で
あ
る
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
方
法
論
に
必
ず
し
も
同

調
し
な
い
わ
た
し
に
も
、
そ
の
材
料
と
論
理
の
運
び
に
は
優
れ
た
も
の
が
あ
る
、
と
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
思
弁
性
に
悩
み
が
あ
る
が
、

彼
の
提
供
す
る
も
の
は
、
わ
た
し
が
当
面
し
て
い
る
理
論
的
境
域
に
は
ほ
と
ん
ど
借
用
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
。

　
概
括
し
て
述
べ
る
と
、
叙
述
は

　
ω
　
糠
　
8
巳
一
一
霞
ρ
α
⑦
田
①
§
①
韓
噛
匹
賃
］
≦
9
犀
巴

　
②
罪
勺
曾
げ
♪
匹
p
島
Φ
ω
口
註
①

　
⑧
　
罪
過
　
。
巳
冨
三
一
詳
ρ
σ
Q
巳
言
島
。
Q
∩
。
ゴ
⊆
冠

の
三
段
階
と
な
っ
て
い
る
。
英
訳
、
独
訳
の
訳
者
の
名
は
記
さ
な
い
。

　
当
然
糠
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
薇
は
、
日
常
的
感
覚
で
い
え
ぽ
キ
タ
ナ
イ
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
た
し
の
説
明
で
は
皮
膚
感
覚
で
あ
っ
て
、
皮
膚
が
な
に
か
に
恐
怖
を
覚
え
る

こ
と
で
あ
る
。
皮
膚
に
与
え
ら
れ
た
恐
怖
。
し
か
し
、
皮
膚
に
覚
え
た
感
覚
的
効
果
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
主
観
的
で
不
安
定
で
あ
る
。
生
理

的
に
は
皮
膚
を
な
ん
ら
損
ね
る
こ
と
が
な
い
の
に
、
心
理
的
に
被
害
の
恐
怖
に
曝
さ
れ
る
思
い
が
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
5

の
卵
と
も
い
え
よ
う
。
と
も
か
く
大
変
主
観
的
な
感
性
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
の
場
合
は
、
こ
れ
を
着
物
な
ど
を
汚
す
と
説
明
し
て
、
皮
膚
感
覚
　
－



罪についで
よ
り
広
く
み
る
。
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
と
も
か
く
リ
ク
ー
ル
で
は
、
機
は
、
外
部
か
ら
感
染
し
て
く
る
汚
れ
風
に
（
汚
れ
で
あ
る
と
い
う
具
合
に
）
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
穣

と
汚
れ
と
の
似
た
言
葉
が
で
て
く
る
が
、
穣
は
汚
れ
を
も
と
に
、
そ
れ
を
原
体
験
と
し
て
作
ら
れ
た
観
念
で
あ
り
、
汚
れ
は
機
よ
り
も
生
な
、

生
理
的
に
受
け
た
印
象
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
観
念
1
1
印
象
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
最
も
は
じ
め
の
観
念
H
印
象
に
、
リ
ク
ー

ル
は
、
「
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
」
と
い
う
形
容
詞
を
用
い
る
。
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ア
ル
キ
、
す
な
わ
ち
、
第
一
の
、
大
き
い
、

初
め
の
、
な
ど
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
激
、
罪
、
罪
過
に
す
べ
て
こ
の
「
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
」
観
念
、
歴
史
的
な
原
体
験
を
求
め
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
、
悪
の
観
念
を
日
常
生
活
か
ら
考
察
す
る
た
め
の
当
然
の
視
角
で
あ
る
の
で
、
象
徴
と
し
て
の
激
、
罪
、
罪
過
は
、
終
局
に
は
日

常
性
に
根
を
お
く
と
い
う
見
解
と
な
る
。
日
常
的
感
覚
は
不
安
定
き
わ
ま
る
も
の
で
も
、
主
客
あ
わ
せ
て
み
れ
ぽ
現
実
的
事
実
で
あ
る
。

　
リ
ク
ー
ル
は
、
悪
を
現
代
哲
学
の
現
象
学
的
に
考
察
す
る
つ
も
り
で
、
こ
の
名
論
文
を
書
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
現
実
的
事
実
を
根

に
お
く
と
い
う
の
は
、
言
葉
を
代
え
て
い
え
ぽ
そ
れ
を
実
体
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
悪
が
現
象
と
し
て
取
り
出
だ
さ
れ

る
。
実
体
と
現
象
。
こ
れ
は
な
ん
ら
現
象
学
で
は
な
い
。
す
で
に
リ
ク
ー
ル
は
、
ご
の
論
文
作
品
に
「
悪
の
象
徴
論
」
と
名
を
つ
け
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
悪
と
い
う
観
念
が
な
ん
ら
か
の
基
本
的
事
実
を
象
徴
す
る
こ
と
、
を
言
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
ア
ル
カ
イ
助
ク
な
」

と
い
う
概
念
は
、
リ
ク
ー
ル
が
前
提
と
し
た
現
象
学
的
不
可
知
論
を
無
駄
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
機
、
罪
、
罪
過
の
連
鎖
を
「
悪
の
形
態
論
」

と
呼
ん
で
ど
う
し
て
い
け
な
い
の
か
9
本
質
と
形
態
。
こ
れ
は
な
ん
ら
現
象
学
で
は
な
い
。

　
先
に
も
う
ひ
と
つ
言
い
訳
を
述
べ
て
お
く
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
悪
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
薇
、
罪
、
罪
過
に
共
通
に
悪
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
機
を
充
分
に
説
明
も
し
な
い
σ
に
、
こ
の
使
用
法
は
早
ま
っ
た
や
り
方
で
あ
る
。
範
疇
の
移
行
と
し
て
は
十
全
で
は
な
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罪について

い
が
、
と
り
あ
え
ず
リ
ク
ー
ル
の
叙
述
に
従
お
う
。

　
悪
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
臓
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
は
っ
き
り
し
た
表
象
を
も
た
な
い
。
そ
れ
は
、
な
に
か
不
安
の
な
か
に
あ
っ
て
、
し
か

も
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
反
省
の
な
か
に
浮
か
び
で
て
く
る
輪
郭
の
あ
る
観
念
・
表
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
不
安
は
恐
怖
に
ま
で
た
か

ま
る
。

　
と
り
あ
え
ず
、
悪
、
む
し
ろ
倫
理
的
悪
と
不
幸
と
に
は
区
別
が
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
リ
ク
ー
ル
は
、
こ
の
観
念
の
こ
の
様
子
を
あ
ま

り
説
明
も
な
し
に
反
省
的
に
二
つ
の
序
列
に
分
け
る
。

　
ω
　
行
為
の
な
か
に
現
れ
る
悪
（
5
P
9
一
1
｛
餌
一
H
①
）
の
倫
理
的
な
①
什
三
ρ
ロ
㊦
序
列

　
②
　
状
態
の
な
か
に
現
れ
る
悪
（
ヨ
巴
゜
ゆ
霞
①
）
の
宇
宙
－
生
物
学
的
な
8
ω
ヨ
o
－
三
〇
一
〇
σ
q
δ
ロ
。
序
列

こ
の
二
つ
の
序
列
の
う
ち
で
、
②
す
な
わ
ち
、
宇
宙
－
生
物
学
的
が
根
本
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
こ
れ
に
宇
宙
な

ど
と
い
う
大
袈
裟
な
言
葉
さ
え
い
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
一
般
的
な
自
然
発
生
的
な
命
運
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
さ
い
の
倫
理

的
な
「
悪
」
と
は
、
き
わ
だ
っ
て
倫
理
的
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
宇
宙
－
生
物
学
的
な
根
本
的
な
「
わ
る
い
」
、
悪
を
数
え
る
と
、

　
　
苦
し
み
、
つ
ま
り
人
間
生
活
に
お
け
る
不
運
、
不
幸

　
　
病
気
、
す
な
わ
ち
人
間
の
肉
体
的
な
患
い

　
　
死
、
す
な
わ
ち
生
物
か
ら
の
脱
落
’
　
　
．
　
　
　
・
　
　
　
’
　
　
　
　
　
㌧

　
’
失
敗
、
r
・
つ
ま
り
し
く
じ
り
　
　
，
　
’
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
弓
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罪について
　
こ
の
「
状
態
の
な
か
に
現
れ
た
悪
」
は
、
も
ち
ろ
ん
倫
理
的
な
悪
で
は
な
い
。
状
態
的
な
悪
と
倫
理
的
な
悪
を
、
本
来
的
に
は
宇
宙
－
生
物

学
的
な
序
列
に
お
い
て
区
別
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
序
列
、
こ
の
段
階
で
は
一
般
に
区
別
を
問
題
に
す
る
の
は
早
す
ぎ
る
の
で

あ
る
が
、
リ
ク
ー
ル
は
倫
理
的
な
問
題
に
せ
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
罰
が
苦
し
み
、
病
気
、
死
、
失
敗
と
い
う
宇
宙
ー
生
物
学
的

な
状
態
の
「
悪
」
と
し
て
現
れ
る
と
か
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
「
悪
」
を
稜
の
印
に
変
え
る
と
か
と
説
明
す
る
。
こ
の
段
階
で
罰
な
ど
と

い
う
は
っ
き
り
倫
理
的
な
事
態
が
で
て
く
る
の
は
、
問
題
の
展
開
の
急
ぎ
す
ぎ
と
い
う
ほ
か
な
い
。
い
ま
は
穣
の
形
成
を
考
察
す
る
こ
と
が
第

一
の
課
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
苦
し
み
、
・
病
気
、
死
、
失
敗
な
ど
、
こ
こ
で
人
間
の
宇
宙
－
生
物
学
的
と
い
わ
れ
る
状
態
が
稜
（
ω
o
巳
一
自
。
）
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
の
か
。
こ
れ
が
本
来
の
課
題
で
あ
る
。
機
を
説
明
す
る
こ
の
箇
所
と
し
て
も
う
ひ
と
つ
リ
ク
ー
ル
に
不
思
議
を
感
じ
る
の
は
、
性
的
禁
止

と
い
う
高
度
に
倫
理
的
・
社
会
的
な
領
域
が
提
出
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
性
的
禁
止
な
ど
と
い
う
問
題
は
、
多
様
な
分
析
を
要
求
さ

れ
る
領
域
で
あ
る
が
、
，
こ
れ
は
、
リ
グ
ー
ル
が
倫
理
的
関
心
に
き
わ
め
て
強
く
気
を
寄
せ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
倫
理
と
い
う
秩
序
を
も
う
少
し
追
っ
て
み
よ
う
。
リ
ク
ー
ル
は
、
倫
理
的
と
物
理
的
と
を
際
立
っ
て
二
元
的
に
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
は
、
・
倫
理
的
と
宇
宙
ー
生
物
学
的
と
や
や
平
行
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
も
上
述
の
よ
う
に
い
き
過
ぎ
で
あ
っ
た
。
い
ま
さ
ら
に
、
苦

し
み
の
悪
と
「
過
ち
」
の
悪
の
対
立
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
が
、
過
ち
（
詩
ロ
酔
①
）
は
、
も
と
も
と
た
ん
な
る
欠
陥
と
い
う
、
不
完
全
性
を
指
す
言

葉
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
問
題
場
面
に
お
い
て
は
、
過
ち
を
と
く
に
倫
理
的
に
だ
け
に
使
う
の
は
不
当
で
あ
る
。
「
悪
」
と
し
て
は
ま
た
、
不
幸

の
悪
と
倫
理
の
悪
と
を
対
比
し
た
り
し
て
、
馴
じ
み
深
く
使
っ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
不
当
な
二
元
論
、
あ
る
い
は
倫
理
的
な
突
出

を
思
わ
せ
る
。
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罪について
　
こ
の
場
面
で
リ
ク
ー
ル
が
見
損
ね
た
、
し
か
も
、
遣
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
作
業
的
、
労
働
的
行
為
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

こ
こ
が
「
苦
し
み
」
の
発
生
地
で
あ
り
、
「
失
敗
」
の
故
郷
で
あ
る
。
先
に
リ
ク
ー
ル
の
宇
宙
－
生
物
学
的
序
列
と
倫
理
的
序
列
と
の
並
立
を
み

た
。
こ
の
序
列
を
締
め
く
く
っ
て
い
う
と
、
「
苦
し
み
」
こ
そ
が
宇
宙
－
生
物
学
的
と
い
わ
れ
る
領
域
の
中
心
で
あ
る
と
い
え
る
。

（179）

　
　
稜
観
念
の
核
心

・
以
上
が
機
の
世
界
で
あ
り
、
ま
た
、
当
面
の
世
界
の
な
か
の
構
図
で
あ
る
。
そ
れ
を
も
う
一
度
お
さ
ら
い
し
な
が
ら
、
稼
の
特
徴
を
抜
き
出

し
て
み
よ
う
つ

　
そ
の
と
き
ま
た
、
リ
ク
ー
ル
の
二
元
論
的
偏
向
を
糺
し
な
が
ら
や
っ
て
み
る
。
リ
ク
ー
ル
に
は
臓
を
、
客
観
的
に
は
外
か
ら
の
感
染
、
主
観

的
に
は
こ
れ
に
対
す
る
恐
れ
と
い
う
捉
え
方
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
も
と
フ
レ
ー
ザ
ー
の
感
染
呪
術
か
ら
の
影
響
に
か
か
わ
り
を
持
つ
と
思

え
る
が
、
二
元
論
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
本
人
が
知
ら
な
い
う
ち
に
、
外
か
ら
感
染
す
る
、
外
か
ら
や
っ
て
く
る
、
外
か
ら
襲
う
、
こ
の
感
じ
方
の
な
か
に
す
で
に
恐
れ
と
い
う
心
理

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
不
安
が
そ
う
い
う
心
理
で
あ
り
、
知
ら
な
い
う
ち
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
の
が
不
安
と
い
う
心
理
で
あ
り
、
恐
れ
が
そ

の
心
理
の
強
化
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
が
外
か
ら
の
感
染
を
物
理
的
な
ど
と
よ
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
心
理
主
体
に
お
け
る
感
覚
内
容
そ
の
ま
ま

で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
研
究
者
で
あ
る
リ
ク
ー
ル
の
科
学
的
な
説
明
用
語
で
あ
ろ
う
。
「
外
か
ら
の
感
染
」
と
は
、
間
違
い
な
く
臓
の
心

理
に
お
け
る
現
象
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酌

　
リ
ク
ー
ル
は
、
機
の
世
界
を
そ
れ
自
身
か
ら
は
つ
か
ま
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
、
き
わ
め
て
不
安
定
な
世
界
で
あ
る
、
と
い
い
、
こ
の



罪について
叙
述
に
手
こ
ず
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ど
ん
な
概
念
で
も
、
そ
の
概
念
の
次
元
内
で
取
り
扱
う
な
ら
ぽ
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
i
的
な
不
安
定
さ
、
模

索
は
免
れ
な
い
。
槻
と
い
う
感
性
的
事
実
は
す
ぐ
れ
て
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
種
に
つ
い
て
リ
ク
ー
ル
は
、
薇
に
あ
た
る

原
の
観
念
と
し
て
、
た
と
え
ぽ
ケ
ガ
レ
た
布
な
ど
を
推
定
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
」
原
体
験
と
し
て
見
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
と
き
、
穣
と
「
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
」
原
体
験
と
は
、
同
じ
序
列
の
観
念
的
事
実
で
は
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
同
一
．
主
体
の
体
験
で
は
な
い
こ

と
、
こ
れ
に
気
を
付
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
薇
は
ま
さ
し
く
そ
の
械
を
、
種
の
世
界
に
お
け
る
あ
る
体
験
（
表
象
）
を
、
受
け

て
い
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
つ
ま
り
「
ト
ー
ト
ロ
ジ
i
的
」
表
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
「
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
」
の
体
験
は
、
そ
の

観
察
者
が
傍
か
ら
、
外
か
ら
想
定
し
た
「
稼
」
の
体
験
（
表
象
）
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に
は
二
つ
の
別
主
体
が
あ
る
。
そ
れ
を
主
観
的
、

客
観
的
な
ど
で
区
別
す
る
こ
と
は
不
十
分
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
種
を
取
り
除
く
こ
と
に
つ
い
て
、
リ
ク
ー
ル
が
行
っ
た
処
置
は
適
確
で
あ
る
。
械
の
取
り
除
き
を
、
リ
ク
ー
ル
は
、
や
は
り
稜
の

表
象
次
元
に
お
い
て
行
う
。
す
な
わ
ち
リ
ク
ー
ル
は
、
儀
礼
に
お
い
て
そ
の
可
能
性
を
見
て
い
る
。
臓
を
取
り
除
く
場
合
の
沐
浴
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
自
然
的
な
洗
い
流
し
で
は
な
く
て
、
・
象
徴
的
な
洗
い
流
し
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
や
や
も
す
る
と
、
リ
ク
ー
ル

は
、
象
徴
を
む
し
ろ
「
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
」
体
験
を
基
に
し
て
説
明
す
る
こ
と
で
欠
点
を
さ
ら
け
だ
し
て
き
た
。
リ
ク
ー
ル
が
引
い
て
い
る
例

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
沐
浴
の
場
合
、
水
源
の
清
流
に
お
い
て
も
、
下
流
の
濁
流
に
お
い
て
も
等
し
く
清
浄
効
果
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
鴇
こ
の
河
水
そ
の
も
の
の
象
徴
性
に
あ
る
。
し
か
し
、
象
徴
の
意
味
は
、
説
明
に
は
簡
単
で
は
な
い
。
リ
ク
ー
ル
も
、
種
を

汚
れ
と
い
う
自
然
的
事
実
の
象
徴
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
が
、
「
汚
れ
の
よ
う
な
」
な
ど
と
い
う
愚
に
も
つ
か
な
い
こ
と
で
過
ご
し
て
い

る
。
わ
た
し
は
こ
こ
に
は
、
ふ
た
つ
の
世
界
、
ふ
た
つ
の
人
物
が
い
て
、
種
が
そ
の
な
か
で
働
き
作
用
し
、
そ
し
て
効
果
を
表
す
フ
ィ
ー
ル
ド
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罪について
で
あ
る
人
物
と
、
稜
を
な
に
か
の
象
徴
と
し
て
見
る
、
観
察
す
る
人
物
と
は
異
な
る
人
称
で
あ
る
と
こ
れ
ま
で
唱
え
て
き
た
。

　
儀
礼
と
し
て
の
沐
浴
と
自
然
的
出
来
事
と
し
て
の
洗
浄
と
が
比
べ
ら
れ
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
儀
礼
と
し
て
の
象
徴
と
し
て
の
沐
浴
は
自

然
的
な
洗
浄
に
対
し
て
、
部
分
的
で
代
理
的
で
省
略
的
な
意
味
し
か
な
い
サ
イ
ソ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
現
象
学
的
な

象
徴
論
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
論
理
学
の
そ
れ
に
す
ぎ
な
い
。

　
そ
し
て
、
次
の
こ
と
は
た
い
へ
ん
重
要
な
見
解
で
あ
る
。
稜
が
言
葉
を
生
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
稜
が
そ
の
苦
悩
を
言
葉
を
も

っ
て
伝
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
稜
の
苦
悩
と
は
な
に
か
。
ま
え
に
種
の
宇
宙
－
生
物
学
的
序
列
の
中
心
を
「
苦
し
み
」
に
お
い
て
み
て
き
た
が
、

そ
れ
は
声
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
苦
し
み
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
沈
黙
で
あ
る
。
苦
し
み
、
受
け
身
、
耐
え
、
こ
こ
に
は
ま
だ
伝
達
能
力
は
な
い
。

リ
ク
ー
ル
は
、
言
葉
に
は
じ
め
て
そ
の
能
力
を
み
る
。
そ
し
て
、
稜
が
人
間
的
宇
宙
に
入
り
込
む
と
い
う
。
こ
の
宇
宙
と
は
、
生
物
学
的
宇
宙

の
最
高
と
い
う
序
列
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
言
葉
は
ま
だ
唱
霞
o
「
。
で
あ
る
。
そ
れ
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
悲
鳴
、
訴
え
、
祈
り
。
歓
喜
、
誘

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
伝
達
と
応
答
の
機
能
を
は
っ
き
り
も
っ
た
音
声
。
リ
ク
ー
ル
は
こ
れ
を
倫
理
へ
の
切
り
口
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
リ
ク
ー
ル
は
、
こ
の
と
き
清
浄
と
不
浄
と
が
対
比
的
に
現
れ
る
と
い
う
。
不
浄
が
稜
の
現
体
験
と
し
て
の
汚
れ
で
は
な
く
、
機
の
世
界
に
現

れ
た
新
し
い
対
比
に
属
す
る
表
象
で
あ
る
と
解
釈
し
よ
う
。
こ
れ
は
沈
黙
の
薇
の
な
か
に
分
離
と
情
動
が
う
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
対
比

顧
や
情
動
は
し
だ
い
に
稜
を
浄
化
に
導
い
て
行
く
。
沈
黙
か
ら
多
弁
へ
、
闇
か
ら
明
へ
で
あ
り
、
倫
理
へ
の
道
を
拓
く
。

　
リ
ク
ー
ル
と
は
別
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
分
野
を
し
め
し
て
み
る
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
す
な
わ
ち
同
義
反
復
と
い
わ
れ
る
命
題
は
、
あ
る
い
は
意

義
、
意
味
が
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
コ
ブ
ラ
つ
ま
り
繋
辞
は
、
主
語
と
述
語
を
つ
な
ぐ
凸
ま
た
最
初
の
述
語
と
な
る
。
こ
れ
は
主
語
と
は

違
う
辞
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
命
題
は
同
義
反
復
で
は
な
い
。
異
物
の
同
一
で
あ
り
、
対
立
の
統
一
で
あ
る
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
い
わ
れ
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罪について
る
命
題
は
、
こ
う
い
う
意
向
の
表
現
で
あ
る
。

　
ト
i
｝
ロ
ジ
通
に
含
ま
れ
る
意
味
の
動
向
は
、
繊
に
お
け
る
言
葉
（
唱
母
o
「
o
）
の
働
き
に
似
て
い
る
。
鳴
霞
o
一
①
は
種
の
混
沌
を
清
浄
・
純

一
に
導
く
。

　
　
悪
　
と
　
罪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀

　
わ
た
し
を
引
き
つ
け
る
リ
ク
ー
ル
の
こ
の
著
作
は
、
「
悪
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
種
、
罪
、
罪
過
と
い
う

三
段
階
の
変
化
経
路
に
わ
た
っ
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
人
間
の
個
人
的
行
動
に
つ
い
て
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
悪
と
し
て
評
価
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
悪
と
い
う
評
価
概
念
が
で
て
き
た
の
に
は
、
人
間
を
人
間
ら
し
く
見
る
の
は
、
そ
れ
を
個
人
に
お
い
て
見
る
と
い
う
世
界
観
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
自
身
の
テ
ー
マ
概
念
は
、
悪
で
は
な
く
罪
で
あ
る
。
悪
と
罪
と
は
厳
し
く
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。

実
は
わ
た
し
は
、
こ
の
研
究
を
志
し
て
以
来
つ
ね
に
こ
の
厳
し
い
区
別
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
ま
ず
、
神
と
対
決
す
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
神
が
観
念
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
観
念
を
戦
い
の
相
手
に
、
わ
た
し
は
選
ん
で
い
る
。
こ
の
さ
い
自
分
も

傷
つ
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
る
。
観
念
を
相
手
に
し
て
。
こ
の
テ
ー
マ
概
念
が
ど
れ
だ
け
現
実
的
で
あ
る
か
は
、
自
分
の
判
断

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
ゆ
ネ
ク
ラ
の
戦
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
・
死
の
直
前
、
老
化
の
果
て
に
や
っ
と
こ
の
仕
事
に
は
い
っ
た
。
多
忙
だ
っ
た
、
健
康
上
の
不
意
な
事
故
に
も
あ
っ
た
。
い
や
、
相

手
を
軽
視
し
た
。

　
機
に
次
ぐ
罪
と
罪
過
は
あ
と
の
章
で
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。
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