
l
、
有
へ
の
問
い
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 
 

一
九
〇
七
年
夏
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
在
学
し
て
い
 
 

た
頃
、
た
ま
た
ま
与
え
ら
れ
た
一
冊
の
書
物
が
、
そ
の
後
二
十
世
紀
を
 
 

代
表
す
る
こ
と
に
な
る
思
索
者
マ
ル
チ
ィ
ー
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 
 

（
M
弓
許
H
e
i
d
e
謁
e
r
）
 
に
と
っ
て
生
涯
に
白
る
哲
学
的
な
根
本
の
問
 
 

い
を
投
げ
か
け
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
 
 

身
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
そ
の
時
「
有
へ
の
問
い
答
e
F
r
a
g
e
n
a
c
h
d
e
m
 
 

S
e
i
n
）
 
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
師
で
あ
る
フ
ラ
ン
ツ
・
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
 
 

（
1
）
 
 

学
位
論
文
と
い
う
形
で
、
彼
を
襲
っ
た
」
 
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
 
 

『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
有
る
も
の
の
多
様
な
意
義
に
つ
い
て
』
 
 

（
ざ
n
 
d
e
r
 
m
2
已
ヒ
．
時
評
c
h
e
n
 
B
e
d
e
u
ど
n
g
 
d
e
s
 
S
e
i
e
n
d
e
n
 
ロ
a
C
F
 
 

旨
s
t
O
t
e
－
e
s
）
 
と
い
う
標
題
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
一
八
六
二
年
、
ブ
 
 

（
ソ
ニ
 
 

レ
ン
タ
ー
ノ
が
二
十
四
歳
の
時
に
公
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
重
 
 

要
な
、
し
か
し
日
立
た
な
い
書
物
を
当
時
ま
だ
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
在
学
中
 
 

有
へ
の
問
い
と
思
索
の
課
題
 
 

－
 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
現
象
学
 
 

で
あ
っ
た
十
七
歳
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
贈
っ
た
の
は
、
父
・
フ
リ
ー
ド
 
 

リ
ヒ
の
友
人
に
し
て
同
郷
人
で
あ
り
、
当
時
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
三
位
一
 
 

体
教
会
の
市
教
区
司
祭
を
務
め
て
い
た
コ
ン
ラ
ー
ト
・
グ
レ
ー
バ
ー
博
 
 

士
（
D
r
．
C
O
n
r
a
d
G
r
詳
e
r
）
 
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
は
、
後
に
フ
ラ
イ
ブ
 
 

（
3
）
 
 

ル
ク
の
大
司
教
に
な
っ
た
人
で
あ
る
。
 
 
 

『
言
葉
へ
の
途
上
』
 
に
収
め
ら
れ
た
対
話
形
式
の
 
「
言
薬
に
つ
い
て
 
 

の
対
話
」
 
（
一
九
五
三
～
五
四
年
）
 
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
グ
 
 

レ
ー
バ
ー
博
士
か
ら
贈
ら
れ
た
こ
の
書
物
を
な
お
も
大
切
に
所
蔵
し
て
 
 

お
り
、
そ
こ
に
は
 
「
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
時
代
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
哲
学
へ
 
 

T
ユ
 
 

の
私
の
最
初
の
手
引
き
」
と
い
う
書
き
込
み
が
見
出
さ
れ
る
と
言
う
。
 
 

こ
の
書
物
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
哲
学
へ
の
道
、
取
り
分
け
ギ
リ
シ
ア
 
 

哲
学
へ
の
道
を
開
い
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
有
へ
の
問
い
」
 
と
い
 
 

う
生
涯
を
貫
く
根
本
の
問
い
を
投
げ
与
え
た
こ
と
は
、
決
定
的
に
重
要
 
 

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
す
ぐ
続
く
個
所
で
、
「
日
 
 

本
人
」
に
対
し
て
「
問
う
人
」
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
「
ラ
イ
ン
」
 
 

岡
 
田
 
道
 
程
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の
第
四
詩
節
の
冒
頭
の
一
節
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
詩
人
の
言
葉
が
貴
賓
 
 

で
あ
る
こ
と
が
お
分
か
り
で
し
ょ
う
」
と
語
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
書
 
 

物
に
よ
っ
て
「
初
ま
る
 
（
P
ロ
訂
ロ
g
e
n
）
」
有
へ
の
問
い
が
、
ハ
イ
デ
ッ
 
 

ガ
ー
に
と
っ
て
生
涯
に
亘
る
思
索
の
課
題
と
し
て
 
「
留
ま
り
続
け
る
 
 

（
b
－
e
i
b
e
n
）
」
こ
と
を
、
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
一
節
を
含
む
ヘ
ル
ダ
ー
 
 

リ
ン
の
讃
歌
「
ラ
イ
ン
」
の
第
四
話
節
の
冒
頭
の
旬
を
引
用
す
れ
ば
、
 
 

ニ
ー
・
叩
 
 

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

純
粋
に
源
か
ら
発
す
る
も
の
は
謎
で
あ
る
。
歌
で
す
ら
 
 

そ
の
謎
を
露
わ
に
す
る
こ
と
は
殆
ど
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
 
 
 

汝
（
ラ
イ
ン
河
）
が
初
ま
っ
た
と
き
の
如
く
、
汝
は
こ
れ
か
ら
も
 
 

留
ま
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
 
 

す
な
わ
ち
、
い
か
に
困
窮
と
 
 

育
成
と
が
大
き
く
働
き
か
け
よ
う
と
も
、
 
 

最
も
多
く
の
こ
と
を
な
し
得
る
の
は
誕
生
で
あ
り
、
 
 

新
た
に
生
ま
れ
出
る
も
の
に
出
会
う
 
 

そ
の
光
線
な
の
だ
か
ら
。
 
 

プ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
著
書
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
有
る
も
の
の
 
 

多
様
な
意
義
に
つ
い
て
』
で
は
、
そ
の
題
扉
の
下
に
、
論
文
全
体
の
主
 
 

題
と
な
る
一
つ
の
命
題
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 
『
形
而
上
学
』
 
の
中
 
 

か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
。
で
か
㌢
試
Y
3
P
↑
ヨ
夢
貞
厨
．
す
な
わ
ち
、
「
有
 
 

丁
エ
 
 

る
も
の
は
多
様
な
仕
方
で
言
わ
れ
る
」
「
有
る
も
の
は
多
く
の
襲
を
も
つ
 
 

〓
こ
 
 

仕
方
で
言
わ
れ
る
」
と
訳
さ
れ
る
こ
の
言
築
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 
 

T
エ
 
 

論
稿
に
お
い
て
し
ば
し
ば
常
套
句
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
 
 

の
短
い
命
題
の
内
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
歴
史
の
上
で
こ
れ
ま
で
探
 
 

求
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
吉
襲
を
借
り
る
な
ら
 
 

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
哲
学
に
お
い
て
披
に
先
立
つ
す
べ
て
の
時
 
 

代
に
対
抗
し
、
プ
ラ
ト
ン
に
も
対
抗
し
て
手
に
入
れ
た
根
本
的
に
新
し
 
 

■
リ
）
 
 

い
立
像
」
が
、
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
「
有
る
も
の
」
と
し
て
の
 
 

卜
・
オ
ン
 
（
え
こ
r
）
 
と
は
何
で
あ
り
、
い
か
な
る
意
味
で
 
「
多
様
な
 
 

仕
方
で
」
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
だ
が
、
 
 

有
る
も
の
と
有
ら
ぬ
も
の
は
、
一
方
で
は
カ
テ
ー
ゴ
リ
ア
ー
（
述
語
・
 
 

範
疇
）
 
の
諸
形
態
に
従
っ
て
語
ら
れ
、
他
方
で
は
、
そ
れ
ら
の
可
能
態
 
 

と
現
実
態
に
従
っ
て
、
或
い
は
そ
の
反
対
（
す
な
わ
ち
非
可
能
態
と
非
 
 

現
実
態
）
 
に
お
い
て
語
ら
れ
て
お
り
、
最
も
優
れ
た
意
味
で
有
る
も
の
 
 

（
川
）
 
 

は
寅
で
有
る
も
の
も
し
く
は
偽
で
有
る
も
の
で
あ
る
。
…
」
こ
れ
に
よ
 
 

れ
ば
、
有
る
も
の
は
ま
ず
、
「
カ
テ
ー
ゴ
リ
ア
ー
（
述
語
・
範
疇
）
 
の
 
 

諸
形
態
に
従
っ
て
」
 
（
臣
註
駐
兵
計
ヨ
P
昌
．
く
望
月
Y
O
雪
雲
l
 
）
語
ら
れ
 
 

る
。
具
体
的
に
は
、
「
何
で
あ
る
か
」
 
（
実
体
・
本
質
）
 
「
ど
の
よ
う
に
 
 

あ
る
か
」
 
（
質
）
 
「
ど
れ
だ
け
あ
る
か
」
 
（
量
）
 
「
他
に
対
し
て
ど
う
あ
る
 
 

か
」
 
（
関
係
）
、
或
る
も
の
が
 
「
す
る
こ
と
」
 
（
能
動
）
 
と
「
さ
れ
る
こ
 
 

と
」
 
（
受
動
）
、
そ
し
て
「
何
処
に
あ
る
か
」
 
（
場
所
）
 
「
何
時
あ
る
か
」
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（
時
間
）
 
と
、
「
あ
る
」
と
言
う
だ
け
で
も
こ
れ
と
同
じ
だ
け
の
意
味
 
 

が
あ
る
。
ま
た
、
人
が
 
「
歩
行
す
る
」
、
何
か
を
「
切
る
」
と
い
う
の
 
 

は
、
そ
の
人
が
「
健
康
な
者
で
あ
る
」
、
何
か
を
「
切
る
者
で
あ
る
」
 
 

と
言
う
こ
と
に
等
し
い
。
有
る
も
の
は
次
に
、
「
可
能
態
と
現
実
態
に
 
 

従
っ
て
 
（
と
い
う
観
点
か
ら
）
」
 
（
胃
か
賢
く
董
宅
か
㌢
m
p
Y
叩
亡
｝
く
）
 
も
言
 
 

わ
れ
得
る
。
例
え
ば
、
従
来
の
哲
学
で
は
、
或
る
植
物
の
種
と
こ
の
稚
 
 

か
ら
成
長
し
た
植
物
と
を
同
一
の
名
前
で
名
づ
け
る
こ
と
に
は
国
難
が
 
 

あ
っ
た
が
、
こ
の
対
概
念
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
可
能
態
 
 

に
お
い
て
あ
る
」
植
物
の
種
と
 
「
現
実
態
に
お
い
て
あ
る
」
成
長
し
た
 
 

そ
の
植
物
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
変
え
 
 

る
こ
と
な
く
同
一
の
実
体
（
或
る
植
物
）
 
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
 

（
‖
）
 
 

よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
「
奏
で
有
る
も
の
も
し
く
は
偽
で
有
る
 
 

■
H
u
 
も
の
」
 
（
㌢
㌻
鳥
甘
か
雲
監
O
S
）
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
 
 

こ
で
は
 
「
最
も
優
れ
た
意
味
で
有
る
も
の
」
 
と
言
わ
れ
て
い
る
。
有
 
 

る
も
の
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
「
三
通
り
」
 
（
眉
扇
厨
）
 
の
意
味
は
、
い
ず
 
 

れ
も
「
自
体
的
な
意
味
で
」
 
（
誓
①
・
P
計
巴
 
語
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
こ
れ
に
加
え
て
有
る
も
の
は
、
「
付
帯
的
な
意
味
で
」
 
 

∴
〓
一
 
 

（
窒
針
声
色
藍
百
分
）
も
語
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
有
る
も
の
が
「
多
 
 

様
な
意
味
で
」
 
甘
○
夢
長
身
）
 
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
の
と
 
 

こ
ろ
「
四
通
り
」
 
（
尋
蔓
長
身
）
 
の
意
味
で
区
別
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

後
に
、
一
九
三
一
年
夏
学
期
講
義
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
思
 
 

索
者
の
立
場
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
対
決
し
、
『
形
而
上
学
』
第
9
 
 

巻
1
～
3
串
に
つ
い
て
逐
語
的
に
詳
し
い
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
そ
 
 

の
 
「
呼
人
部
」
 
は
 
「
有
の
多
重
性
と
単
一
性
」
を
問
題
に
し
て
お
り
、
 
 

乱
㌢
㌢
甘
M
呂
昌
○
夢
口
篭
．
S
．
の
命
題
に
つ
い
て
も
幾
つ
か
の
重
要
な
 
 

洞
察
と
解
明
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
つ
だ
け
、
上
記
の
 
 

命
題
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
乱
M
㌢
P
↑
（
召
亡
l
詳
畠
S
）
紅
Y
M
昌
－
 
 

～
〓
一
 
 

日
○
訂
口
各
s
、
す
な
わ
ち
「
（
有
る
も
の
の
）
 
有
る
こ
と
は
多
様
な
意
味
 
 

で
語
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
に
置
き
換
え
ら
れ
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
 
 

と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
卜
・
オ
ン
 
（
乱
㌢
）
 
へ
の
問
い
は
、
分
詞
 
 

に
お
け
る
動
詞
の
意
味
に
従
っ
て
、
「
有
る
こ
と
」
 
つ
ま
り
「
有
」
 
へ
 
 

の
問
い
と
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
一
九
n
l
七
牛
当
時
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
在
学
中
の
ハ
イ
 
 

デ
ッ
ガ
ー
が
、
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
学
位
論
文
を
通
じ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
 
 

レ
ス
に
よ
る
有
る
も
の
の
多
義
的
な
意
味
へ
の
問
い
か
ら
、
ど
の
よ
 
 

う
な
衝
撃
を
受
け
取
り
、
ど
の
よ
う
な
理
解
と
考
察
を
行
っ
た
か
は
、
 
 

晩
年
の
袴
数
の
 
「
回
想
」
 
に
貴
重
な
証
言
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
 
 

に
よ
る
と
、
摸
然
と
で
は
あ
る
に
せ
よ
次
の
よ
う
な
考
え
が
彼
を
突
 
 

き
動
か
し
て
い
た
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
「
も
し
有
る
も
の
が
多
様
な
 
 

意
義
で
言
わ
れ
て
い
る
な
ら
、
主
導
的
な
根
本
の
意
義
 
（
d
i
e
】
e
i
t
e
n
d
e
 
 

G
r
巨
d
b
e
d
e
u
ど
n
的
）
と
は
そ
の
場
合
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
有
 
 

〔
H
）
 
 

と
は
何
を
謂
う
の
か
」
と
。
別
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
、
有
と
 
 

は
い
っ
た
い
何
を
謂
う
の
か
。
有
る
も
の
の
有
は
ど
の
よ
う
に
し
て
四
 
 

つ
の
仕
方
へ
と
展
開
す
る
の
か
。
属
性
と
し
て
の
有
、
可
能
性
と
現
実
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性
と
し
て
の
有
、
寅
理
と
し
て
の
有
、
範
疇
の
図
式
と
し
て
の
有
と
 
 

い
っ
た
哲
学
の
伝
統
的
な
言
葉
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
四
 
 

つ
の
表
題
の
内
に
は
、
有
の
い
か
な
る
意
味
が
語
ら
れ
て
い
る
の
か
。
 
 

こ
れ
ら
の
問
い
が
次
々
と
呼
び
起
こ
さ
れ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
そ
 
 

の
後
の
半
世
紀
以
上
に
及
ぶ
思
索
の
歩
み
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ア
リ
 
 

ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
命
題
の
内
に
は
、
ま
さ
に
彼
自
身
の
 
「
思
索
の
道
 
 

を
規
定
す
る
問
い
」
と
し
て
「
す
べ
て
の
多
様
な
意
義
を
貫
い
て
支
配
 
 

し
て
い
る
、
有
の
単
純
で
統
一
的
な
規
定
（
d
i
e
e
i
ロ
許
c
h
e
〉
e
5
．
訂
i
臣
c
h
e
 
 

、
い
W
 
 

B
e
s
t
i
ヨ
m
u
n
g
召
n
S
e
5
．
）
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
」
と
い
 
 

う
問
い
が
、
覆
蔵
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
気
づ
か
れ
、
こ
れ
ら
の
問
い
が
一
 
 

定
の
明
噺
さ
に
到
達
す
る
だ
け
で
も
、
哲
学
上
の
「
数
多
く
の
回
り
道
 
 

と
脇
道
」
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
十
年
の
歳
月
が
経
過
し
た
。
 
 

こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
七
年
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
科
学
 
 

ア
カ
デ
ミ
ー
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
行
っ
た
短
い
就
任
演
説
が
、
間
接
的
 
 

に
伝
え
て
い
る
。
 
 

「
一
九
〇
八
年
、
私
は
今
な
お
保
存
さ
れ
て
い
る
レ
ク
ラ
ム
文
庫
 
 

の
そ
の
詩
集
を
通
し
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
見
出
し
ま
し
た
。
 
 

一
九
〇
九
牛
、
私
の
四
学
期
に
亘
る
神
学
の
勉
学
が
フ
ラ
イ
ブ
 
 

ル
ク
大
学
で
始
ま
り
ま
し
た
が
、
神
学
の
勉
学
は
そ
の
後
、
哲
学
、
 
 

精
神
科
学
及
び
自
然
科
学
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
ま
し
た
。
 
 

鵬
九
〇
九
牛
以
来
、
も
ち
ろ
ん
適
切
な
指
導
な
し
に
、
私
は
フ
ッ
 
 
 

サ
ー
ル
の
 
『
論
理
学
研
究
』
に
踏
み
込
ん
で
研
究
す
る
こ
と
を
試
 
 

み
ま
し
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
も
と
で
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
演
習
を
通
じ
 
 

て
、
私
は
エ
ミ
ー
ル
エ
フ
ス
ク
の
著
作
を
知
る
に
至
り
ま
し
た
 
 

が
、
ラ
ス
ク
は
 
（
フ
ッ
サ
ー
ル
と
リ
ッ
カ
ー
ト
の
）
 
二
人
の
間
を
 
 
 

仲
介
し
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
の
思
索
者
た
ち
に
も
耳
を
傾
け
よ
う
 
 

と
し
て
い
ま
し
た
。
 
 

一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
一
四
年
の
間
の
刺
激
に
富
ん
だ
数
年
が
 
 
 

糾
さ
ず
に
寝
か
せ
て
お
い
た
も
の
、
そ
れ
は
適
切
に
は
言
い
表
さ
 
 
 

れ
得
ず
、
た
だ
僅
か
な
も
の
を
選
び
な
が
ら
列
挙
す
る
こ
と
で
暗
 
 
 

示
さ
れ
得
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
二
倍
の
分
量
に
増
補
 
 

さ
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
 
『
権
力
の
意
志
』
第
二
版
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 
 

と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
の
翻
訳
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン
 
 

グ
に
対
し
て
目
覚
め
つ
つ
あ
る
関
心
、
リ
ル
ケ
の
文
芸
作
品
と
卜
 
 

▲
ド
ー
 
 

ラ
ー
ク
ル
の
詩
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
 
「
著
作
集
」
が
、
そ
れ
で
す
。
」
 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
に
と
っ
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
 
 

ル
と
ニ
ー
チ
ェ
の
も
つ
重
要
性
は
、
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
三
八
年
に
 
 

か
け
て
書
き
留
め
ら
れ
た
膨
大
な
量
の
草
稿
『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿
』
 
 

の
中
で
、
こ
れ
ら
三
人
に
つ
い
て
 
「
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
最
後
に
、
西
 
 

洋
の
歴
史
が
そ
の
方
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
こ
 
 

へ
川
－
 
 

と
を
、
（
共
に
）
 
最
も
深
く
苦
し
み
抜
い
た
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
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ら
も
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ヘ
リ
ン
ダ
ラ
ー
ト
版
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
」
 
（
全
6
巻
）
が
、
一
 
 

八
〇
〇
年
以
降
の
詩
を
収
め
た
第
四
巻
と
と
も
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
 
 

（
Ⅲ
）
 
 

一
九
一
三
年
で
あ
る
。
一
方
、
c
訂
．
シ
ュ
レ
ン
プ
に
よ
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
 
 

ル
の
ド
イ
ツ
語
訳
「
著
作
集
」
全
1
2
巻
の
刊
行
は
一
九
〇
九
牛
に
始
ま
っ
 
 

て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
集
は
既
に
一
八
九
四
年
か
ら
刊
行
が
始
 
 

ま
っ
て
い
た
が
、
一
九
〇
一
年
、
遺
稿
の
う
ち
四
八
三
の
断
串
を
収
め
 
 

た
『
権
力
ヘ
の
意
志
』
 
（
D
e
r
宅
i
－
－
e
z
u
r
M
a
c
ど
）
が
出
版
さ
れ
た
。
一
 
 

九
〇
六
牛
、
新
た
に
二
倍
強
の
一
〇
六
七
の
断
章
を
収
め
た
 
『
権
力
ヘ
 
 

の
意
志
』
第
二
版
が
増
補
版
と
し
て
出
版
さ
れ
、
後
に
一
九
一
一
年
、
 
 

大
型
版
全
集
に
も
収
め
ら
れ
た
。
リ
ル
ケ
の
 
『
新
語
集
』
 
（
N
e
u
e
 
 

G
e
d
i
c
b
t
e
）
 
は
一
九
〇
八
牛
に
、
ま
た
パ
リ
時
代
を
描
い
た
 
『
マ
ル
テ
 
 

の
手
記
』
 
は
一
九
一
〇
年
に
刊
行
さ
れ
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ラ
ー
ク
ル
の
 
 

生
前
唯
一
の
作
品
『
詩
集
』
 
（
G
e
d
i
c
h
t
e
）
 
は
、
彼
の
死
の
前
年
、
一
九
 
 

一
三
年
に
発
表
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
の
 
 

「
著
作
集
」
は
、
G
・
ミ
ッ
シ
ュ
の
長
い
序
文
と
と
も
に
一
九
一
三
平
 
 

に
刊
行
が
始
ま
っ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
哲
学
か
ら
文
学
に
ま
た
が
る
幅
広
い
裾
野
を
 
 

持
ち
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
は
長
い
助
走
期
間
を
経
て
形
成
 
 

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
 
「
絶
え
ざ
る
動
機
」
と
し
て
そ
の
始
 
 

ま
り
以
来
一
貫
し
て
留
ま
っ
た
の
は
、
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
著
作
を
介
し
 
 

て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
焚
き
付
け
ら
れ
た
 
「
有
へ
の
問
い
」
 
で
 
 

あ
っ
た
。
 
 

二
、
有
へ
の
問
い
と
現
象
学
 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
 
「
絶
え
ざ
る
動
機
」
 
と
し
て
終
始
留
ま
っ
 
 

た
の
は
、
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
著
作
を
介
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
 
 

て
点
火
さ
れ
た
 
「
有
に
お
け
る
多
様
な
も
の
に
属
す
る
単
純
な
も
の
へ
 
 

の
問
い
」
（
d
i
e
F
r
a
g
e
n
a
c
h
d
e
m
E
i
口
許
c
h
e
n
d
e
s
M
賀
n
i
佃
甘
c
h
e
ロ
ぎ
 
 

（
却
）
 
 

S
e
i
n
）
 
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
い
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
指
摘
す
 
 

る
よ
う
に
 
「
数
多
く
の
転
倒
、
道
を
間
適
え
る
こ
と
と
途
方
に
く
れ
た
 
 

状
態
」
を
経
て
、
二
十
牛
後
の
論
稿
『
有
と
時
』
 
（
S
e
i
n
亡
ロ
d
N
e
i
t
）
 
へ
 
 

と
結
実
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
に
せ
よ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
 
 

て
導
か
れ
た
 
「
有
へ
の
問
い
」
が
、
い
わ
ば
直
接
的
・
無
媒
介
的
に
 
 

「
有
の
意
味
へ
の
問
い
」
と
い
う
形
を
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
 
 

過
程
に
お
け
る
最
大
の
功
績
で
あ
る
と
と
も
に
最
大
の
困
難
と
な
っ
た
 
 

も
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
象
学
、
す
な
わ
ち
フ
ッ
サ
ー
 
 

ル
の
現
象
学
と
の
出
会
い
と
克
服
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
導
き
出
 
 

さ
れ
る
決
定
的
な
 
「
洞
察
」
 
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
歩
 
 

み
に
と
っ
て
こ
の
極
め
て
重
要
な
出
来
事
に
つ
い
て
は
、
『
現
象
学
に
 
 

入
っ
た
私
の
道
』
 
（
一
九
六
三
）
 
に
即
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

そ
の
際
、
『
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
宛
の
書
簡
』
 
（
一
九
六
二
）
 
も
部
分
的
に
 
 

参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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自
伝
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
抑
制
的
な
態
度
を
取
り
続
け
て
い
た
ハ
 
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
『
現
象
学
に
入
っ
た
私
の
道
』
 
は
彼
の
思
索
 
 

の
道
と
歩
み
を
知
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
位
置
づ
け
を
持
っ
て
い
 
 

る
。
そ
の
際
、
現
象
学
を
自
分
の
も
の
に
し
、
独
自
の
方
法
概
念
と
し
 
 

て
確
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
都
度
ギ
リ
シ
ア
哲
学
、
取
り
分
け
ア
リ
 
 

ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
へ
と
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
き
詰
ま
り
か
ら
脱
 
 

出
し
、
新
た
な
成
果
を
獲
得
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
と
 
 

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
は
、
一
九
〇
九
年
、
 
 

ま
ず
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
の
神
学
部
で
始
ま
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 
 

こ
こ
で
四
学
期
に
亘
り
、
神
学
の
勉
学
に
従
事
し
た
あ
と
、
二
年
後
の
 
 

一
九
一
一
年
、
神
学
を
放
棄
し
て
、
哲
学
に
専
心
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 

当
時
、
神
学
部
で
は
教
義
学
の
講
義
を
カ
ー
ル
・
プ
ラ
イ
ヒ
教
授
が
相
 
 

当
し
て
い
た
が
、
彼
の
著
作
で
あ
る
『
有
に
つ
い
て
。
存
在
論
の
概
要
』
 
 
 

（
一
八
九
六
）
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
既
に
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
最
後
の
 
 

年
に
読
ん
で
知
っ
て
い
た
。
こ
の
著
作
の
各
節
の
末
尾
に
は
、
ア
リ
ス
 
 

ト
テ
レ
ス
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
、
ス
ア
レ
ス
か
ら
の
比
較
的
長
い
 
 

引
用
が
行
わ
れ
て
お
り
、
同
時
に
存
在
論
の
根
本
概
念
の
語
源
も
示
さ
 
 

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
神
学
か
ら
哲
学
へ
と
研
究
の
テ
ー
マ
が
変
化
し
 
 

た
あ
と
、
な
お
も
数
年
間
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
プ
ラ
イ
ヒ
教
授
の
教
義
 
 

学
の
講
義
だ
け
は
聴
講
を
続
け
、
そ
の
結
果
、
存
在
論
と
思
弁
的
神
学
 
 

の
聞
の
緊
張
関
係
が
「
形
而
上
学
の
基
礎
構
造
」
と
し
て
彼
の
探
求
の
 
 

（
2
1
）
 
 

視
野
の
内
に
入
っ
て
来
た
と
い
う
。
 
 

一
方
、
一
九
〇
九
年
以
来
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
大
学
図
書
館
の
蔵
書
 
 

か
ら
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
弟
子
に
あ
た
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
『
論
理
学
 
 

研
究
』
二
巻
（
一
九
〇
〇
／
∩
二
）
を
、
何
度
も
貸
し
出
し
期
限
を
延
 
 

期
し
な
が
ら
読
み
耽
っ
て
い
た
。
何
が
自
分
の
心
を
捉
え
て
離
さ
な
い
 
 

の
か
、
十
分
に
洞
察
す
る
こ
と
な
し
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
著
作
に
 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
魅
了
さ
れ
続
け
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
回
想
の
中
か
 
 

ら
重
要
と
考
え
ら
れ
る
問
題
点
を
三
つ
取
り
上
げ
て
み
る
。
 
 
 

第
一
の
論
点
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
の
う
ち
終
 
 

始
『
論
理
学
研
究
』
だ
け
を
特
別
な
も
の
と
見
倣
し
て
、
繰
り
返
し
探
 
 

求
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
図
と
は
、
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
 
 

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
 
「
有
る
も
の
の
多
義
性
」
 
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
 
 

テ
レ
ス
の
問
い
と
彼
自
身
の
 
「
有
へ
の
問
い
」
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
 
 

ル
の
著
作
が
何
か
「
決
定
的
な
促
進
」
を
図
る
こ
と
を
期
待
し
た
か
ら
 
 

に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
フ
ッ
サ
ー
ル
の
新
し
い
研
究
 
 

成
果
が
、
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』
に
続
い
て
重
要
な
論
考
『
純
 
 

粋
現
象
学
と
現
象
学
的
哲
学
の
た
め
の
諸
考
想
』
 
（
一
九
言
一
）
 
と
し
 
 

て
発
表
さ
れ
る
と
、
「
現
象
学
」
の
追
遂
行
を
め
ぐ
っ
て
、
単
な
る
論
 
 

確
学
で
も
な
け
れ
ば
心
理
学
で
も
な
い
現
象
学
の
独
自
性
は
ど
こ
に
あ
 
 

る
の
か
、
ま
た
意
識
作
用
の
現
象
学
的
記
述
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
廣
 
 

剣
に
思
い
悩
む
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
に
 
 

よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
新
た
に
打
ち
糾
し
た
「
純
粋
現
象
学
」
と
は
、
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「
超
越
論
的
現
象
学
」
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
が
、
「
超
越
論
 
 

的
」
と
し
て
初
め
に
置
か
れ
る
の
は
、
認
識
し
行
為
し
そ
し
て
価
値
定
 
 

立
す
る
主
観
の
「
主
観
性
」
で
あ
る
。
「
主
観
性
」
（
S
u
b
j
e
賢
賢
t
邑
と
 
 

「
超
越
論
的
」
百
賀
S
Z
e
n
d
e
n
t
a
－
）
と
い
う
二
つ
の
表
題
は
、
「
現
象
学
 
 

が
意
識
的
に
か
つ
決
然
と
、
近
世
哲
学
の
伝
統
の
内
へ
方
向
を
転
換
し
 
 

声
…
）
 
 

た
こ
と
を
告
示
し
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
同
じ
年
に
『
論
理
 
 

学
研
究
』
の
第
二
版
が
刊
行
さ
れ
る
と
、
そ
の
大
部
分
の
研
究
が
「
徹
 
 

底
的
な
改
作
」
を
受
け
て
し
ま
い
、
し
か
も
最
も
重
要
と
考
え
ら
れ
て
 
 

い
た
「
第
六
研
究
」
が
差
し
控
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
 
 

ガ
ー
の
傾
悩
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
 
 

著
作
を
通
じ
て
の
限
り
で
あ
っ
た
。
 
 
 

第
二
の
論
点
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
指
導
の
下
で
現
象
学
的
に
「
見
る
 
 

こ
と
」
に
習
熟
す
る
に
つ
れ
て
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
々
の
著
作
 
 

の
解
釈
」
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
次
第
に
実
り
多
い
も
の
に
な
る
 
 

と
と
も
に
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
そ
の
他
の
ギ
リ
シ
ア
の
思
索
者
た
ち
 
 

（
封
）
 
 

か
ら
ま
す
ま
す
離
れ
難
く
な
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

一
九
一
六
牛
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
へ
移
籍
し
た
 
 

リ
ッ
カ
ー
ト
の
後
任
と
し
て
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
移
っ
て
来
た
。
 
 

こ
れ
ま
で
、
哲
学
の
文
献
を
単
に
読
む
だ
け
で
は
「
現
象
学
」
と
呼
ば
 
 

れ
る
思
索
の
あ
り
方
を
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
無
能
力
に
 
 

直
面
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
以
来
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
初
め
て
個
人
的
 
 

に
フ
ッ
サ
ー
ル
と
仕
事
場
で
会
う
機
会
を
許
さ
れ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
 
 

指
導
は
、
現
象
学
的
に
「
見
る
こ
と
」
を
一
歩
一
歩
訓
練
す
る
と
い
う
 
 

形
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
哲
学
的
な
知
識
を
検
証
せ
ず
に
 
 

使
用
す
る
こ
と
を
度
外
視
す
る
こ
と
や
偉
大
な
思
索
者
た
ち
の
権
威
を
 
 

対
話
の
内
に
持
ち
込
む
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
を
、
要
求
す
る
も
の
で
 
 

あ
っ
た
。
 
 
 

第
三
の
論
点
は
、
一
九
〇
九
年
以
降
フ
ッ
サ
ー
ル
の
近
く
で
学
び
つ
 
 

デ
ッ
ガ
ー
は
大
学
で
の
講
義
や
演
習
の
傍
ら
、
特
別
な
「
共
同
研
究
」
 
 

つ
自
ら
教
え
な
が
ら
、
一
方
で
は
従
来
と
は
異
な
る
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
 
 

ス
の
理
解
」
を
演
習
に
お
い
て
試
し
、
他
方
で
は
新
た
な
関
心
が
『
論
 
 

理
学
研
究
』
 
の
、
特
に
初
版
の
第
六
研
究
へ
と
向
か
っ
て
い
く
過
程
で
 
 

起
こ
っ
た
、
決
定
的
に
重
要
な
「
洞
察
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
 
 
 

の
場
に
お
い
て
毎
週
、
年
配
の
弟
子
た
ち
と
と
も
に
『
論
理
学
研
究
』
 
 

を
徹
底
的
に
研
究
し
て
い
た
が
、
そ
の
た
め
の
準
備
は
彼
自
身
に
と
っ
 
 

て
取
り
分
け
多
く
の
実
り
を
も
た
ら
し
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
 
 

ば
、
こ
の
「
洞
察
」
は
当
初
、
一
つ
の
予
感
に
導
か
れ
て
経
験
さ
れ
た
 
 

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
 
「
意
識
作
用
の
現
象
学
に
と
っ
て
、
諸
 
 

現
象
が
そ
れ
自
身
を
告
知
す
る
こ
と
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
も
 
 

の
は
、
一
層
根
源
的
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
ギ
 
 

リ
シ
ア
人
の
思
索
と
現
有
の
全
体
に
お
い
て
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
 
 

（
巨
富
岩
）
と
し
て
思
索
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
現
前
す
る
も
の
の
 
 

非
穣
蔵
性
（
d
i
e
U
n
扁
r
b
O
r
g
e
n
h
e
i
t
d
e
s
わ
ロ
W
e
S
e
n
d
e
ロ
）
、
現
前
す
る
 
 

も
の
の
脱
蔵
な
い
し
蕗
現
 
（
d
e
s
s
e
ロ
E
n
許
e
r
望
n
g
）
、
現
前
す
る
も
の
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が
そ
れ
自
ら
を
示
す
こ
と
 
（
s
e
i
ロ
S
i
c
F
山
e
i
g
e
n
）
と
し
て
思
索
さ
れ
て
 
（
2
4
）
 
 

い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
嘗
て
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
著
作
か
ら
発
し
た
さ
ま
 
 

ぎ
ま
な
問
い
が
、
「
現
象
学
」
を
通
じ
て
啓
発
と
研
銀
を
受
け
な
が
ら
、
 
 

長
い
年
月
を
経
て
「
有
の
問
い
」
の
道
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
う
こ
 
 

と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
象
学
が
そ
の
原
理
に
従
っ
て
 
「
事
柄
 
 

そ
の
も
の
」
 
（
d
i
e
S
a
c
h
e
s
e
－
b
s
t
）
 
と
し
て
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
よ
う
に
 
「
意
識
と
意
識
に
属
す
る
対
象
 
 

性
」
 
（
d
a
s
B
e
竜
亡
哲
s
e
i
n
亡
n
d
s
e
5
．
e
G
e
g
e
n
s
t
許
d
詳
h
k
e
i
t
）
 
で
あ
る
 
 

の
か
、
そ
れ
と
も
上
記
の
決
定
的
な
「
洞
察
」
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
 
 

た
よ
う
に
、
「
そ
の
非
覆
蔵
性
と
覆
蔵
に
お
け
る
有
る
も
の
の
有
」
（
d
a
s
 
 

S
e
i
n
d
e
s
S
e
i
e
n
d
e
n
ぎ
s
e
i
n
e
r
U
弓
e
旨
O
r
笥
ロ
h
e
i
t
u
n
d
惑
r
b
e
r
望
ロ
g
）
 
 

で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
明
確
に
な
っ
た
か
ら
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

こ
の
根
本
経
験
な
い
し
根
本
「
洞
察
」
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
 
 

た
 
『
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
宛
の
書
簡
』
 
に
お
い
て
、
「
三
つ
の
洞
察
」
と
 
 

い
う
形
で
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
項
目
だ
け
を
挙
げ
る
な
 
 

ら
、
そ
の
洞
察
の
第
一
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
対
話
の
内
で
 
「
現
象
学
 
 

的
方
法
」
を
直
接
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
現
象
学
」
 
の
概
念
が
 
 

準
備
さ
れ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
際
、
ギ
リ
シ
ア
的
思
索
の
根
本
語
 
 

（
パ
イ
ネ
ス
タ
イ
（
琶
㌃
苫
①
P
こ
と
ロ
ゴ
ス
 
（
㌢
富
O
S
）
）
 
へ
と
遡
っ
て
 
 

（
2
5
）
 
 

関
連
づ
け
た
こ
と
が
 
「
決
定
的
な
役
割
」
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
。
 
 

洞
察
の
第
二
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
論
稿
（
特
に
 
『
形
而
上
学
』
 
 

第
9
巻
お
よ
び
 
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
6
巻
）
 
の
新
た
な
研
究
に
 
 

お
い
て
、
ア
レ
ー
テ
ウ
ェ
イ
ン
 
（
訂
息
乱
讐
く
）
を
「
（
覆
蔵
性
か
ら
）
 
 

脱
蔵
な
い
し
露
現
す
る
こ
と
」
 
（
e
ロ
昏
e
r
g
e
ロ
）
 
と
す
る
見
通
し
と
、
真
 
 

理
を
「
有
る
も
の
が
そ
れ
自
ら
を
示
す
こ
と
の
す
ぺ
て
が
属
し
て
い
る
 
 

非
穣
蔵
性
」
と
す
る
特
徴
づ
け
が
、
生
じ
た
こ
と
。
そ
し
て
洞
察
の
第
 
 

三
は
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
（
夢
告
M
呂
）
を
非
複
蔵
性
と
す
る
見
通
し
と
と
 
 

も
に
、
ウ
ー
シ
ア
ー
（
○
ふ
乳
P
）
の
、
す
な
わ
ち
「
有
る
も
の
の
有
」
の
 
 

根
本
動
向
が
 
「
現
前
性
」
 
（
d
i
e
L
ぎ
宅
e
S
e
n
F
e
i
t
）
 
と
し
て
認
識
さ
れ
た
 
 

こ
と
。
有
を
現
前
性
 
（
現
在
）
 
と
し
て
問
い
か
け
る
問
い
は
、
動
揺
と
 
 

絶
え
ざ
る
覚
醒
と
と
も
に
、
や
が
て
「
有
を
そ
の
時
間
性
格
」
に
閲
し
 
 

（
2
6
）
 
て
問
い
か
け
る
問
い
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
 
 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
つ
の
洞
察
に
伴
っ
 
 

て
、
現
象
学
の
原
理
に
か
か
わ
る
本
質
的
な
「
疑
い
」
が
生
じ
て
来
た
 
 

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
疑
い
」
と
は
、
『
現
象
学
に
入
っ
 
 

た
私
の
道
』
 
に
お
け
る
先
述
の
指
摘
と
も
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。
 
 

す
な
わ
ち
、
現
象
学
の
こ
と
と
す
べ
き
 
「
事
柄
」
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
 
 

の
言
う
よ
う
に
 
「
志
向
的
意
識
」
や
或
い
は
 
「
超
越
論
的
自
我
」
 
で
あ
 
 

る
の
か
、
そ
れ
と
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
、
哲
学
の
主
導
的
問
い
は
一
 
 

貫
し
て
 
「
有
る
も
の
の
有
へ
の
聞
い
」
 
で
あ
る
限
り
、
「
有
こ
そ
が
思
 
 

索
に
と
っ
て
殴
初
に
し
て
炭
彼
の
事
柄
そ
の
も
の
」
 
に
留
ま
ら
ぎ
る
を
 
 

【
2
7
）
 
 

得
な
い
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
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フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
論
理
学
研
究
』
の
補
過
「
外
的
知
覚
と
内
的
知
覚
」
 
 

の
う
ち
第
二
版
で
改
訂
し
た
簡
所
に
お
い
て
、
「
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
体
験
 
 

が
…
反
省
的
な
内
的
直
観
の
対
象
に
な
り
う
る
、
と
い
う
点
に
顧
臆
 
 

す
る
な
ら
ば
、
自
我
の
体
験
統
一
に
含
ま
れ
る
諸
体
験
は
す
べ
て
「
現
 
 

（
2
8
｝
 
 

象
」
 
（
p
g
n
O
m
e
n
）
 
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
現
象
」
 
の
概
念
を
い
か
な
る
 
 

意
味
で
根
源
的
に
解
釈
し
、
「
現
象
学
」
の
新
し
い
概
念
を
そ
こ
か
ら
 
 

取
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
著
 
 

作
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
「
有
へ
の
問
い
」
は
、
新
た
に
解
釈
さ
れ
た
こ
 
 

の
「
現
象
学
」
と
ど
の
よ
う
に
し
て
結
び
付
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

三
、
有
へ
の
問
い
と
思
索
の
課
題
 
 

現
象
学
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
五
年
夏
学
期
講
義
『
時
間
概
 
 

（
劫
）
 
 

念
の
歴
史
へ
の
序
説
』
 
の
中
で
本
格
的
に
論
究
さ
れ
、
次
い
で
『
有
と
 
 

暗
』
序
論
の
第
7
節
「
研
究
の
現
象
学
的
方
法
」
に
お
い
て
A
．
現
象
と
 
 

い
う
概
念
、
B
．
ロ
ゴ
ス
と
い
う
概
念
、
C
．
現
象
学
の
予
備
概
念
の
内
 
 

で
、
さ
ら
に
精
緻
な
形
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
に
共
 
 

通
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
ギ
リ
シ
ア
語
の
語
義
に
立
 
 

ち
返
っ
て
、
根
源
的
な
意
味
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
 
 

う
。
「
現
象
学
」
（
P
F
許
O
m
e
ロ
○
－
○
軋
e
）
は
、
字
義
通
り
に
は
「
諸
現
象
 
 

に
つ
い
て
の
学
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
現
象
は
パ
イ
ノ
メ
ノ
ン
 
 

（
竜
三
官
等
○
く
）
に
、
学
は
ロ
ゴ
ス
 
（
試
Y
O
S
）
に
そ
れ
ぞ
れ
遡
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
 
 
 

A
の
「
現
象
と
い
う
概
念
」
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
パ
 
 

イ
ノ
メ
ノ
ン
（
竜
三
富
叩
く
○
く
）
は
、
動
詞
パ
イ
ネ
ス
タ
イ
合
口
訂
M
q
①
ロ
〇
 
 

に
由
来
し
て
お
り
、
後
者
の
動
詞
は
「
そ
れ
自
ら
を
示
す
」
 
こ
と
を
意
 
 

味
し
て
い
る
が
故
に
、
パ
ィ
ノ
メ
ノ
ン
 
合
P
宅
富
円
く
○
く
）
 
の
第
一
義
的
 
 

意
味
は
「
そ
れ
自
ら
を
示
す
も
の
」
「
顕
わ
な
も
の
」
で
あ
る
。
と
こ
 
 

ろ
で
、
パ
イ
ネ
ス
タ
イ
（
琶
㌻
m
q
①
ロ
〇
と
は
、
「
白
日
の
も
と
に
出
す
、
 
 

明
る
み
の
内
に
置
く
」
こ
と
を
意
味
す
る
動
詞
パ
イ
ノ
ー
（
召
P
省
く
已
 
 

の
中
動
相
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
語
源
的
に
は
、
動
詞
の
パ
イ
ノ
ー
 
 

（
琶
ど
C
）
は
名
詞
の
ポ
ー
ス
 
（
琶
l
s
）
、
す
な
わ
ち
光
、
明
る
み
、
そ
 
 

の
内
で
或
る
も
の
が
願
わ
に
な
り
そ
の
も
の
自
身
に
お
い
て
見
え
得
る
 
 

よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
、
と
同
じ
く
語
幹
苫
・
に
属
し
て
い
る
。
 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
現
象
」
の
も
つ
本
来
的
な
意
 
 

味
と
し
て
、
「
そ
れ
自
ら
を
そ
の
も
の
自
身
に
お
い
て
示
す
も
の
」
（
d
a
s
 
 

S
i
c
b
・
a
苧
i
h
m
・
S
e
－
b
s
†
z
e
i
g
e
n
d
e
）
、
「
願
わ
な
も
の
」
（
d
a
s
O
謬
n
b
胃
e
）
 
（
馴
）
 
 

と
い
う
意
味
が
堅
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
注
目
さ
れ
る
 
 

こ
と
は
、
諸
現
象
、
つ
ま
り
パ
イ
ノ
メ
ノ
ナ
（
琶
…
鼻
馬
云
）
が
、
白
日
 
 

の
も
と
に
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
、
な
い
し
明
る
み
の
内
に
も
た
ら
さ
 
 

れ
得
る
も
の
の
総
体
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
に
よ
っ
て
タ
・
オ
ン
 
 

タ
 
（
乳
㌫
す
岩
）
、
す
な
わ
ち
「
有
る
も
の
」
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
と
 
 

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
、
有
る
も
の
は
、
「
そ
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れ
自
ら
を
示
す
も
の
」
「
そ
れ
自
ら
を
そ
の
も
の
自
身
に
お
い
て
示
す
も
 
 

の
」
と
い
う
意
味
で
の
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
続
い
て
、
「
現
象
」
の
本
来
的
意
味
か
ら
派
生
す
る
裡
数
の
錯
 
 

綜
す
る
類
似
の
概
念
に
つ
い
て
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
 
 

る
意
味
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
論
理
学
研
究
』
 
の
「
補
遺
」
に
お
い
て
 
 

試
み
て
い
る
「
現
象
」
（
p
h
許
O
m
e
ロ
）
と
「
現
わ
れ
」
（
E
r
s
c
h
e
i
n
u
n
g
）
 
 

（
‥
i
l
）
 
 

の
多
様
性
に
関
す
る
分
析
と
も
、
対
応
関
係
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
 
 

う
。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
「
現
わ
れ
」
や
「
仮
象
」
 
 

が
そ
れ
自
体
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
 
「
現
象
の
内
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
 
 

い
る
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
現
象
、
仮
象
、
現
わ
れ
、
単
な
 
 

る
現
わ
れ
と
い
う
表
現
で
名
づ
け
ら
れ
る
「
諸
々
の
現
象
」
 
の
紛
糾
し
 
 

て
い
る
多
様
性
は
、
最
初
か
ら
現
象
と
い
う
概
念
に
お
い
て
、
そ
れ
自
 
 

ら
を
そ
の
も
の
自
身
に
お
い
て
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
 
 

へ
㍊
）
 
 

い
る
場
合
に
の
み
、
経
れ
を
解
か
れ
得
る
。
」
 
 
 

以
下
、
必
要
な
部
分
だ
け
を
指
摘
す
る
な
ら
、
第
7
節
の
B
「
ロ
ゴ
 
 

ス
と
い
う
概
念
」
に
よ
れ
ば
、
ロ
ゴ
ス
（
ヒ
首
、
。
S
）
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
 
 

の
概
念
は
多
義
的
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
的
な
意
義
は
「
話
」
で
あ
 
 

る
。
と
こ
ろ
で
、
話
と
し
て
の
試
Y
O
S
に
は
、
デ
ー
ル
ー
ン
（
g
訂
ぎ
）
、
 
 

す
な
わ
ち
話
の
内
で
そ
れ
に
つ
い
て
話
題
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
「
顕
 
 

わ
に
す
る
」
と
い
う
働
き
が
あ
る
。
嘗
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
ロ
ゴ
 
 

ス
に
属
す
る
こ
の
機
能
を
一
層
明
確
に
「
ア
ポ
パ
イ
ネ
ス
タ
イ
」
 
 

（
訂
○
琶
訂
岩
①
m
）
と
し
て
解
明
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ゴ
ス
 
 

（
試
Y
O
S
）
 
は
ア
ポ
パ
イ
ネ
ス
タ
イ
と
し
て
 
「
或
る
も
の
を
見
え
る
よ
 
 

う
に
す
る
」
 
（
e
首
a
s
s
e
h
e
n
－
a
∽
S
e
n
）
 
の
で
あ
る
が
、
構
造
的
に
は
 
 

「
そ
れ
に
関
し
て
話
題
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
、
話
す
者
な
い
し
は
相
 
 

互
に
話
し
合
う
者
た
ち
に
と
っ
て
、
見
え
る
よ
う
に
す
る
」
し
か
も
 
 

「
そ
れ
に
つ
い
て
話
題
に
な
っ
て
い
る
も
の
そ
れ
自
身
か
ら
、
見
え
る
 
 

（
封
）
 
 

よ
う
に
す
る
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
。
さ
ら
に
、
C
 
 

「
現
象
学
の
予
備
概
念
」
に
よ
れ
ば
、
「
現
象
学
」
（
p
h
旨
O
m
e
n
O
－
O
g
i
e
）
 
 

と
は
、
諸
現
象
を
言
い
表
す
こ
と
（
試
Y
M
宅
註
苫
…
富
等
P
）
と
し
て
定
 
 

式
化
さ
れ
得
る
が
、
そ
の
場
合
監
Y
m
宅
が
呂
－
0
琶
㌻
苫
①
P
↑
を
意
味
す
 
 

る
と
す
れ
ば
、
現
象
学
と
は
、
諸
現
象
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
 
 

（
訂
○
琶
㌻
岩
①
P
：
㌢
琶
宅
㌢
等
P
）
、
す
な
わ
ち
「
そ
れ
自
ら
を
示
す
も
 
 

の
 
（
現
象
）
を
、
そ
れ
（
現
象
）
が
そ
れ
自
ら
を
そ
の
も
の
自
身
か
ら
 
 

一
封
）
 
 

示
す
よ
う
に
、
そ
の
も
の
自
身
か
ら
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
を
意
 
 

味
す
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
「
事
柄
そ
 
 

の
も
の
へ
」
（
N
u
d
e
ロ
S
a
c
h
e
n
s
e
－
b
s
t
ニ
と
い
う
格
率
に
よ
っ
て
表
現
 
 

さ
れ
て
い
る
「
現
象
学
」
 
の
形
式
的
意
味
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
現
象
の
形
式
的
概
念
を
脱
し
て
、
「
そ
れ
自
ら
を
示
す
 
 

も
の
」
 
の
も
つ
現
象
学
的
概
念
に
は
、
「
有
る
も
の
の
有
、
そ
の
有
の
 
 

（
1
5
）
 
 

意
味
、
そ
の
有
の
変
様
態
と
派
生
態
」
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 
 

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
有
る
も
の
の
有
に
つ
い
て
の
学
」
と
し
て
の
 
 

「
存
在
論
」
（
O
n
t
O
】
O
g
i
e
）
が
主
題
と
し
て
提
示
す
べ
き
内
容
で
あ
る
。
 
 

「
存
在
論
は
、
た
だ
現
象
学
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
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の
は
、
現
象
学
は
存
在
論
の
主
題
と
な
る
べ
き
も
の
へ
と
近
づ
い
て
行
 
 

く
接
近
の
仕
方
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
論
 
 

と
現
象
学
と
は
、
哲
学
に
属
す
る
二
つ
の
異
な
る
学
問
分
野
で
は
な
 
 

く
、
哲
学
そ
れ
自
身
に
関
し
て
 
「
対
象
」
と
 
「
取
扱
い
方
」
 
に
従
っ
て
 
 

そ
の
性
格
づ
け
が
区
別
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
『
何
と
 
 

時
』
 
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
「
哲
学
は
‥
・
現
有
 
（
D
a
s
e
i
n
）
 
の
解
釈
学
か
 
 

こ
机
）
 
 

ら
出
発
す
る
、
普
遍
的
な
現
象
学
的
存
在
論
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
『
有
と
暗
』
 
の
内
で
展
開
さ
れ
た
 
「
有
の
問
い
」
 
は
、
 
 

一
方
で
は
、
取
り
分
け
 
『
イ
デ
ー
ン
』
 
の
時
期
以
降
「
近
世
哲
学
の
伝
 
 

統
の
内
へ
方
向
を
転
換
し
た
」
と
言
わ
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
 
「
超
越
論
 
 

的
主
観
性
」
 
の
立
場
か
ら
、
現
象
学
を
め
ぐ
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
 
 

索
が
離
反
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
象
学
的
探
求
の
意
味
と
課
題
に
 
 

つ
い
て
歴
史
的
に
解
明
を
試
み
た
一
九
二
五
年
官
学
期
講
義
の
 
「
準
備
 
 

部
」
 
で
は
、
『
イ
デ
ー
ン
』
 
に
お
け
る
「
純
粋
意
識
」
 
の
内
在
的
批
判
 
 

に
続
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
と
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
世
哲
学
と
 
 

の
内
的
な
連
関
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
こ
の
理
念
、
 
 

す
な
わ
ち
意
識
が
或
る
絶
対
的
な
学
の
領
域
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
 
 

う
理
念
は
、
単
純
に
案
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
 
 

世
哲
学
が
 
（
ず
っ
と
以
前
か
ら
）
取
り
組
ん
で
い
る
理
念
で
あ
る
。
純
 
 

粋
意
識
を
現
象
学
の
主
題
的
な
分
野
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
は
、
現
象
 
 

学
的
に
事
柄
そ
の
も
の
へ
の
遡
行
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
の
で
は
な
 
 

く
、
哲
学
の
或
る
伝
統
的
な
理
念
へ
の
遡
行
に
お
い
て
掩
得
さ
れ
た
の
 
 

■
に
、
 
 

で
あ
を
。
」
 
 
 

他
方
、
上
述
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
苦
闘
の
末
に
独
自
の
現
 
 

象
と
現
象
学
の
概
念
を
獲
得
し
た
背
景
に
は
、
超
越
論
的
自
我
や
志
向
 
 

的
意
識
か
ら
出
発
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
 
 

（
諏
）
 
 

の
E
g
O
C
O
蟄
○
（
我
思
う
）
に
遡
る
主
観
性
の
立
場
を
脱
却
し
、
意
識
 
 

と
い
う
土
台
に
し
て
媒
介
を
縫
る
以
前
の
現
象
そ
れ
自
身
の
原
初
的
な
 
 

あ
り
方
へ
と
遡
行
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
 
 

う
。
「
近
l
壁
の
表
現
の
仕
方
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
い
う
現
象
と
 
 

は
、
近
世
に
お
い
て
ま
さ
に
現
象
と
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
 
 

｛
川
こ
 
 

は
物
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
物
自
体
で
あ
を
。
」
も
ち
ろ
ん
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 
 

が
主
張
す
る
現
象
学
の
概
念
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
こ
こ
で
は
論
及
 
 

【
胡
）
 
 

し
得
な
い
が
 
「
主
観
、
自
我
、
理
性
、
精
神
、
人
格
」
 
と
い
う
伝
統
的
 
 

じ
矧
⊂
 
 

な
立
場
と
は
根
本
的
に
区
別
さ
れ
た
 
「
或
る
別
の
立
場
」
、
す
な
わ
ち
 
 

有
の
す
べ
て
の
理
解
と
解
釈
の
根
底
が
そ
こ
に
基
づ
い
て
い
る
「
現
有
」
 
 

V
限
a
 
 

（
D
a
s
e
i
n
）
 
か
ら
出
発
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
一
丁
。
 
 
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
ギ
リ
シ
ア
的
理
解
は
、
こ
の
 
 

よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
に
と
っ
て
 
「
有
に
お
け
る
多
様
な
も
の
 
 

に
属
す
る
単
純
な
も
の
へ
の
問
い
」
 
へ
と
展
開
す
る
と
と
も
に
、
現
象
 
 

学
の
 
「
事
柄
そ
の
も
の
」
 
に
関
し
て
も
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
 
 

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
後
年
の
思
索
 
 

に
至
る
ま
で
、
絶
え
ず
思
索
の
課
題
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
言
う
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こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
晩
年
に
行
わ
れ
た
講
演
『
哲
学
の
終
末
と
 
 

思
索
の
課
題
』
 
（
一
九
六
六
）
 
の
中
に
は
、
「
明
証
性
」
を
め
ぐ
っ
て
の
 
 

興
味
深
い
指
摘
が
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
現
象
学
に
お
け
る
現
象
 
 

概
念
と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
す
 
 

な
わ
ち
、
こ
の
講
演
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
お
け
る
「
本
 
 

源
的
直
観
」
と
そ
れ
に
属
す
る
「
明
証
性
」
 
市
乳
d
e
冒
）
 
は
、
そ
れ
を
 
 

統
べ
て
い
る
「
開
性
」
 
（
d
i
e
O
謬
ロ
F
e
i
t
）
も
し
く
は
「
開
け
」
 
（
d
i
e
 
 

E
c
h
ど
ロ
g
）
に
依
拠
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
明
証
的
な
 
 

も
の
と
は
、
直
接
的
に
洞
見
さ
れ
得
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
 
 

e
≦
．
d
e
n
許
（
明
証
性
）
と
い
う
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
エ
ナ
ル
ゲ
イ
ア
 
 

（
㌢
㌢
Y
m
亡
ロ
）
か
ら
キ
ケ
ロ
が
翻
訳
し
、
そ
れ
故
ロ
ー
マ
的
な
も
の
へ
 
 

と
解
釈
し
変
え
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
e
≦
．
d
e
ロ
許
（
明
証
性
）
の
内
に
は
、
 
 

動
詞
の
≦
・
d
e
r
e
が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
「
見
る
こ
と
」
の
働
き
が
 
 

問
題
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
見
る
範
囲
に
お
い
て
は
っ
き
 
 

り
と
見
え
得
る
こ
と
、
明
瞭
で
あ
る
こ
と
の
性
格
が
e
≦
．
d
e
n
許
（
明
証
 
 

性
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
エ
ナ
ル
ゲ
イ
ア
（
㌢
尉
Y
m
亡
ロ
）
の
内
 
 

に
は
、
人
間
の
も
つ
見
る
こ
と
の
働
き
は
問
題
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
 
 

a
r
g
e
邑
仁
m
（
銀
）
と
い
う
語
が
そ
の
語
幹
と
意
味
を
同
じ
く
す
る
よ
う
 
 

に
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
は
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
自
分
の
方
か
ら
輝
き
、
 
 

｛
眉
）
 
 

そ
れ
自
ら
を
光
の
内
へ
も
た
ら
す
も
の
」
を
意
味
す
る
と
い
う
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
人
間
の
 
「
見
る
こ
と
」
 
の
働
き
、
す
な
わ
ち
認
識
し
行
 
 

為
し
そ
し
て
価
値
定
立
す
る
主
観
の
主
観
性
に
属
す
る
「
明
証
性
」
に
 
 

対
し
て
、
そ
れ
自
身
か
ら
光
り
輝
く
も
の
、
そ
れ
自
身
か
ら
現
前
す
る
 
 

も
の
が
ギ
リ
シ
ア
的
な
意
味
に
遡
っ
て
思
索
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
 
 

あ
る
意
味
で
、
現
象
概
念
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
「
自
我
の
体
 
 

験
統
一
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
諸
体
膜
」
か
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ギ
 
 

リ
シ
ア
語
の
原
義
に
従
っ
て
 
「
そ
れ
自
ら
を
そ
の
も
の
自
身
に
お
い
て
 
 

示
す
も
の
」
「
願
わ
な
も
の
」
と
し
て
新
た
に
解
釈
し
た
こ
と
と
も
、
 
 

対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
有
と
時
』
か
ら
四
十
年
を
経
た
こ
の
講
 
 

演
で
は
、
明
証
性
は
さ
ら
に
「
開
性
」
も
し
く
は
「
開
け
」
に
依
拠
す
 
 

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
 
 

う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
輝
き
現
わ
れ
る
も
の
が
現
 
 

わ
れ
得
る
た
め
に
は
、
開
性
ま
た
は
開
け
が
授
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
光
は
、
有
る
も
の
、
す
な
わ
ち
現
前
す
る
も
の
を
照
ら
す
 
 

た
め
に
、
開
け
を
必
要
と
す
る
。
開
け
な
し
に
は
、
い
か
な
る
光
も
明
 
 

る
み
も
与
え
ら
れ
な
い
。
有
（
S
e
i
n
）
 
は
、
『
有
と
時
』
 
の
時
期
以
来
、
 
 

ウ
ー
シ
ア
ー
（
○
ふ
9
、
P
）
ま
た
は
パ
ル
ー
シ
ア
ー
（
H
P
b
O
亡
軋
P
）
の
意
味
 
 

に
基
づ
い
て
、
一
貫
し
て
 
「
現
前
性
」
 
（
臣
e
匝
ヨ
扁
S
e
n
b
e
i
t
）
 
と
し
て
 
 

（
4
4
）
 
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
思
索
の
課
題
は
、
「
有
」
や
「
現
前
 
 

性
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
有
、
す
な
わ
ち
現
前
性
の
内
に
あ
っ
て
統
べ
 
 

へ
婿
）
 
 

て
い
る
開
け
と
し
て
の
開
け
」
 
の
方
に
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
 
 

で
あ
ろ
う
。
「
現
前
性
は
た
だ
、
開
け
が
統
べ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
 
 

与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
開
け
は
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
 
（
ど
r
告
M
岩
）
 
つ
 
 

ま
り
非
覆
蔵
性
と
い
う
こ
と
で
た
し
か
に
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
し
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（
痛
）
 
 

か
し
開
け
は
開
け
と
し
て
は
思
索
さ
れ
て
い
な
い
。
」
 
 

一
九
六
九
年
に
行
わ
れ
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
記
録
に
よ
れ
ば
（
『
四
つ
の
 
 

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』
）
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
歩
み
に
お
い
て
 
「
有
へ
の
 
 

問
い
」
 
は
最
初
に
 
「
有
の
意
味
へ
の
問
い
」
 
と
し
て
定
式
化
さ
れ
、
そ
 
 

の
後
「
有
の
真
理
へ
の
問
い
」
 
へ
と
展
開
し
、
そ
し
て
段
後
に
 
「
有
の
 
 

場
も
し
く
は
場
所
へ
の
問
い
」
 
（
巴
e
F
r
a
g
e
n
a
c
b
d
e
m
O
r
t
O
d
e
r
d
e
r
 
 

O
r
t
s
c
h
註
d
e
s
S
e
i
n
s
）
へ
と
変
遷
し
て
行
っ
た
こ
と
が
自
身
の
回
想
と
 
 

■
√
－
 
 

し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
よ
っ
て
も
思
索
さ
れ
な
 
 

か
っ
た
と
言
わ
れ
る
「
開
け
と
し
て
の
開
け
」
 
（
d
i
e
E
c
b
2
ロ
g
a
訂
 
 

s
O
－
c
h
e
）
 
或
い
は
「
開
け
と
し
て
の
ア
レ
ー
テ
イ
ア
」
 
（
1
－
臣
告
M
呂
a
－
s
 
 

（
㈹
）
 
 

d
i
e
こ
c
h
ど
ロ
g
）
は
、
有
へ
の
問
い
の
第
三
段
階
の
形
式
「
有
の
場
も
し
 
 

く
は
場
所
へ
の
開
い
」
 
に
お
い
て
到
達
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
 
 

の
最
後
の
課
題
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

註
 
 
 

（
1
）
M
．
H
e
i
d
e
g
g
e
r
こ
ど
s
e
5
．
e
m
 
G
e
s
p
r
腎
h
く
O
n
d
e
r
S
p
r
a
c
b
e
∵
旨
M
巴
鼻
F
 
 

H
e
i
d
e
g
g
e
r
G
e
s
日
日
t
a
u
S
g
a
b
e
〔
以
下
口
A
一
と
略
〕
．
B
d
．
－
N
－
U
n
t
e
r
w
e
g
s
2
r
 
 

留
r
a
c
h
e
－
耳
賀
正
ビ
r
t
巴
ゴ
M
巴
巨
－
悪
声
∽
．
0
0
鉾
な
お
、
本
稿
で
は
日
本
語
版
ハ
 
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
に
従
っ
て
、
s
e
i
e
n
d
e
s
を
「
有
る
も
の
」
 
S
e
i
n
を
「
有
」
 
 

と
訳
す
。
 
 
 

（
2
）
 
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
イ
ム
・
プ
ラ
イ
ス
ガ
ウ
で
発
行
さ
れ
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
 
 

碩
学
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
（
詮
○
す
h
T
r
e
n
d
e
－
e
n
b
u
r
g
）
 
に
捧
げ
ら
れ
て
 
 

い
る
本
書
は
全
体
で
二
二
〇
ペ
ー
ジ
か
ら
な
る
が
、
殆
ど
す
べ
て
の
ペ
ー
ジ
 
 

に
欄
外
註
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
参
考
箇
所
と
ギ
リ
シ
ア
語
原
 
 

（
3
）
 
 

文
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
山
九
五
七
年
、
ハ
ィ
デ
ル
ベ
ル
ク
科
学
ア
カ
 
 

デ
ミ
ー
で
の
短
い
就
任
演
説
の
中
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
I
は
こ
の
本
に
つ
い
て
 
 

「
移
し
い
数
の
、
大
概
は
比
酸
的
長
い
ギ
リ
シ
ア
語
の
引
用
が
、
私
に
と
っ
 
 

て
、
ま
だ
持
っ
て
い
な
か
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
の
代
わ
り
を
務
め
て
 
 

く
れ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
全
集
は
、
一
年
後
に
は
既
に
寄
宿
舎
の
図
畜
 
 

館
か
ら
 
（
貸
し
出
さ
れ
て
）
私
の
勉
強
机
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
」
 
と
回
想
 
 

し
て
い
る
。
H
e
i
d
e
g
g
e
♪
く
○
舛
考
O
R
T
N
弓
e
r
S
t
e
n
A
u
s
g
a
b
e
d
e
r
￥
『
昆
h
e
n
 
 

S
c
F
ユ
沖
e
n
。
一
i
n
‥
P
P
．
B
d
」
．
耳
鈴
h
e
絆
F
誌
e
n
．
F
r
P
ロ
打
F
r
t
呂
－
M
巴
b
．
－
笥
0
0
－
 
 

S
．
∽
m
．
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
〇
九
年
の
間
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
在
学
し
た
コ
 
 

ン
ス
タ
ン
ツ
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ド
イ
ツ
語
の
ほ
か
 
 

ラ
テ
ン
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
の
伝
統
的
な
人
文
主
義
的
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
 
 

が
、
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
て
も
大
学
人
学
以
前
の
山
九
〇
八
牛
以
来
、
ア
リ
 
 

ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
ク
ス
ト
や
全
集
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
 
 

る
。
 
 

グ
レ
ー
パ
ー
大
司
教
は
、
作
曲
家
の
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
（
C
O
n
r
a
d
F
琴
e
u
汀
e
r
．
 
 

－
遥
？
－
∞
会
）
と
と
も
に
、
故
郷
の
町
メ
ス
キ
ル
ヒ
の
出
身
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
 
 

ガ
ー
の
教
授
資
格
詣
求
論
文
『
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
範
疇
論
と
意
鶉
 
 

論
」
 
（
一
九
一
五
年
）
 
に
附
さ
れ
た
「
経
歴
」
に
は
、
「
私
は
一
九
〇
三
牛
ま
 
 

で
メ
ス
キ
ル
ヒ
の
小
学
校
と
高
等
小
学
校
に
在
学
し
た
。
一
九
〇
〔
一
年
以
降
、
 
 

ラ
テ
ン
語
の
個
人
教
授
を
受
け
、
一
九
〇
三
年
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
ギ
ム
ナ
 
 

ジ
ウ
ム
に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
決
定
的
な
精
神
的
影
響
を
受
け
た
の
 
 

は
、
当
時
の
男
子
寮
長
で
、
現
在
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
主
任
司
祭
で
あ
る
コ
ン
 
 

ラ
ー
ト
・
グ
レ
ー
バ
ー
博
士
か
ら
で
あ
る
」
と
凄
か
れ
て
お
り
、
個
人
的
な
 
 

影
響
の
深
さ
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
一
九
六
一
年
、
メ
ス
キ
ル
ヒ
の
七
へ
＝
二
じ
 
 

牢
記
念
祭
に
際
し
て
行
わ
れ
た
講
演
「
七
〇
〇
年
メ
ス
キ
ル
ヒ
」
 
の
中
で
、
 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
故
郷
の
町
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
と
と
も
に
、
次
の
よ
 
 

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
‥
・
当
時
の
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
市
教
区
司
祭
で
あ
っ
た
グ
 
 

レ
ー
バ
ー
大
司
教
は
、
十
七
歳
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
生
徒
で
あ
っ
た
私
に
｛
 
 

冊
の
哲
学
書
を
贈
り
ま
し
た
が
、
そ
の
哲
学
書
は
、
私
の
思
索
の
道
全
体
 
 

27 有への問いと思索の課題   



′ヽ  ′‾ 、  

10 9 ヽ J    ヽ  J   

′一‾ヽ     （  

5 4  ヽ  J    ヽヽ＿■・′  

（
m
e
i
n
g
P
コ
N
e
r
D
e
〇
村
毒
e
g
）
 
に
と
っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
の
で
す
。
」
＜
町
－
一
 
 

嵩
e
i
d
e
的
g
e
J
苫
O
J
註
r
e
M
e
琴
c
F
J
n
‥
岩
島
ゴ
N
H
E
i
D
E
G
G
E
声
N
⊂
⊇
 
 

箸
．
G
e
b
u
r
t
s
t
a
g
｝
F
r
賀
罫
－
r
t
巴
n
M
巴
n
－
繁
華
S
一
食
●
 
 

G
P
－
B
d
」
か
S
．
詮
．
 
 

『
 
H
監
d
e
r
】
i
n
｝
 
S
笹
ヨ
昏
c
h
e
 
J
扁
r
k
e
．
B
d
．
N
⊥
．
G
e
d
i
c
h
t
e
 
n
a
c
h
－
筈
○
－
 
 

b
e
r
a
亡
S
g
e
g
e
b
e
日
昌
n
『
昏
d
旨
ゴ
B
e
i
s
s
完
J
S
空
厨
琶
こ
謡
－
㍍
」
畠
．
な
お
、
 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
対
話
の
中
で
引
用
し
て
い
る
の
は
、
「
な
ぜ
な
ら
／
汝
が
初
 
 

ま
っ
た
と
き
の
如
く
、
汝
は
こ
れ
か
ら
も
留
ま
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
か
ら
」
 
 
 

（
D
e
n
n
、
召
i
e
d
u
邑
e
n
g
s
t
－
ま
r
s
t
d
u
b
－
e
i
b
e
已
の
一
行
あ
ま
り
で
あ
る
。
 
 

『
B
r
e
n
訂
n
O
∵
ざ
n
d
e
r
m
胃
ロ
i
的
訂
c
h
e
n
B
e
d
e
u
t
u
n
g
d
e
s
S
e
i
e
n
d
e
n
n
a
c
h
 
 

L
ぎ
s
t
O
t
e
】
e
s
．
N
．
N
a
c
g
r
u
c
k
a
邑
a
g
e
d
e
r
L
ぎ
s
g
a
b
e
F
r
e
i
ぎ
r
g
ぎ
B
r
e
i
s
g
a
u
 
 

－
無
声
∽
．
P
ご
D
a
s
S
e
i
e
n
d
e
象
r
d
5
．
m
e
F
r
訂
c
b
e
r
惑
町
i
s
e
g
e
s
邑
㌧
．
 
 

P
P
－
B
d
．
∽
∽
｝
旨
s
t
O
t
e
訂
s
．
M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
恥
†
u
－
¶
扇
5
打
P
r
t
か
m
M
巴
n
－
諾
－
－
 
 

S
」
㍗
b
a
s
S
e
i
e
n
d
e
乱
r
d
i
n
ま
e
謬
】
厨
e
r
貞
訂
i
s
e
g
e
s
a
翠
．
．
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 
 

の
他
の
著
書
に
お
け
る
こ
の
命
題
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
示
す
と
、
以
下
の
と
お
 
 

り
で
あ
る
。
」
苛
a
s
i
s
t
d
a
s
－
d
i
e
P
E
】
O
S
O
p
F
i
e
．
”
声
－
－
－
i
n
g
e
ロ
ー
や
設
．
S
．
㌍
．
 
 

も
a
s
s
e
i
e
n
d
・
S
e
i
n
k
O
m
m
t
≦
．
e
済
－
露
営
m
S
c
h
e
i
n
e
n
㌧
二
有
り
つ
つ
あ
る
有
 
 

は
多
く
の
蟹
を
も
っ
て
現
わ
れ
来
る
。
）
H
e
i
d
e
g
g
e
J
ざ
r
宅
O
r
こ
n
‥
名
臣
巴
ゴ
 
 

J
．
詳
c
h
弓
d
s
呂
－
H
e
i
d
e
g
g
e
r
↓
ど
岩
u
g
b
 
P
訂
n
O
m
e
n
O
】
0
喝
t
O
ゴ
】
O
u
g
h
t
｝
 
 

↓
h
e
野
望
e
－
笥
丹
巴
‥
一
D
a
s
 
S
e
i
e
n
d
e
象
r
d
（
n
抑
ヨ
詳
h
 
F
i
n
s
i
c
h
註
c
F
 
 

s
e
i
ロ
e
S
S
e
5
．
S
）
i
n
ま
e
謬
c
b
e
r
貞
訂
i
s
e
O
謬
n
F
n
象
g
．
■
、
（
有
る
も
の
は
（
す
な
 
 

わ
ち
そ
の
有
に
関
し
て
）
 
多
様
な
仕
方
で
公
に
な
る
。
）
 
プ
レ
ン
タ
 

ー
ノ
の
著
畜
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
官
s
t
O
t
．
M
e
訂
p
F
N
ヒ
 
 

す
な
わ
ち
ー
O
N
0
0
a
－
○
の
簡
所
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
他
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
 
 

レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
M
e
t
a
p
h
y
s
i
c
a
（
以
下
M
e
t
一
と
略
）
 
r
N
一
－
芸
∽
a
∽
∽
‥
 
 

E
 
N
一
岩
N
の
a
∽
u
・
u
丹
N
N
L
O
∞
¢
a
ガ
P
b
y
s
i
c
a
A
∽
L
票
a
N
サ
N
ひ
な
ど
に
も
 
 

登
場
す
る
。
 
 

㌍
e
i
d
e
g
g
e
コ
i
b
i
d
．
S
」
∽
．
 
 

旨
s
t
O
t
e
】
e
s
】
M
e
t
．
屯
－
O
L
O
∽
－
a
璧
T
－
○
∽
－
b
N
 
 

（
1
1
）
C
f
．
家
s
t
O
邑
e
s
－
M
e
t
－
5
L
O
－
↓
b
N
あ
 
「
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
我
々
は
、
 
 

可
能
的
に
見
る
（
こ
と
の
で
き
る
）
者
も
、
現
実
的
に
見
て
い
る
者
も
、
と
 
 

も
に
見
る
者
で
あ
る
と
言
う
か
ら
で
あ
る
。
・
‥
こ
の
こ
と
は
実
体
の
場
 
 

合
で
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
ヘ
ル
メ
ス
 
（
の
神
の
傾
）
が
石
 
 

の
中
に
あ
る
と
言
い
、
半
分
の
線
が
直
線
の
内
に
あ
る
と
言
い
、
そ
し
て
未
 
 

だ
に
熟
し
て
い
な
い
も
の
も
穀
物
で
あ
る
と
言
う
。
」
 
 

（
ほ
）
C
叫
．
匪
n
s
t
O
邑
e
s
．
M
e
t
－
臣
↓
∵
岩
－
↓
a
㌍
 
「
ま
た
、
も
の
が
有
る
と
か
こ
れ
こ
 
 

れ
で
あ
る
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
簸
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
他
方
、
有
ら
 
 

ぬ
と
言
う
と
き
に
は
、
そ
れ
は
輿
で
は
な
く
偽
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
 
 

（
1
3
）
 
C
【
わ
ユ
s
t
O
t
e
】
e
s
．
M
e
t
．
レ
べ
一
－
○
－
↓
a
ヅ
N
N
 
 

（
1
4
）
H
e
i
d
e
g
g
e
ユ
b
芦
S
」
∽
．
 
 

（
ほ
）
M
e
5
．
」
寿
g
 
i
n
象
e
 
P
h
旨
O
m
e
n
O
】
O
g
i
e
∵
n
‥
N
亡
r
 
S
a
c
h
e
 
d
e
s
 
D
e
n
k
e
n
s
－
 
 

↓
一
旨
i
n
g
e
n
－
父
遣
－
S
．
讐
．
 
 

（
1
6
）
ざ
r
w
O
r
t
｝
5
．
‥
萄
i
∈
p
ヨ
J
．
家
c
h
胃
d
s
O
n
．
H
e
i
d
e
g
g
e
r
、
⊇
r
O
u
g
F
P
h
e
n
O
m
e
n
O
－
○
喝
 
 

t
O
、
⊇
O
u
g
h
t
．
、
⊇
e
H
a
習
e
－
笥
丹
芦
 
 

（
1
7
）
 
p
ヂ
B
d
」
．
『
基
h
e
S
c
h
【
洋
e
n
㍍
．
誤
．
 
 

（
柑
）
H
e
i
d
e
g
叫
e
J
の
P
▼
溺
d
一
の
∽
．
B
e
i
露
g
e
2
r
 
P
g
O
S
O
p
F
i
2
Y
 
F
r
賀
打
F
r
t
巴
n
 
 

M
巴
b
－
悪
声
S
．
N
O
P
 
 

（
1
9
）
 
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヘ
リ
ン
ダ
ラ
ー
ト
 
（
一
九
二
ハ
牢
、
ヴ
エ
ル
ダ
ン
 
 

に
て
戦
死
）
 
が
一
九
㌻
U
牛
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
手
稲
か
ら
ギ
リ
シ
ア
の
請
 
 

人
・
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
詩
の
翻
訳
を
初
め
て
出
版
し
、
続
く
一
九
一
四
年
、
今
 
 

度
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
神
歌
を
公
刊
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 
 

は
こ
れ
ら
の
「
二
つ
の
こ
と
は
当
時
、
私
た
ち
大
学
生
に
地
審
の
よ
う
に
強
 
 

い
影
響
を
及
ぼ
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
D
a
s
感
材
s
e
n
d
e
r
S
p
r
a
c
訂
∵
n
‥
n
h
r
 
 

B
d
．
－
N
】
U
n
t
e
r
奄
e
g
S
N
弓
S
p
r
a
c
h
e
－
S
」
記
．
 
 

2：i22Z12（）  

P
P
．
B
d
．
－
｝
F
昆
h
e
∽
c
F
ユ
沖
e
n
一
S
．
誤
．
 
 

N
u
r
S
a
c
h
e
d
e
s
D
e
ロ
k
e
誘
．
S
．
0
0
ー
f
．
 
 

冒
i
d
．
S
．
0
0
P
 
 

夢
i
d
．
S
．
0
0
の
．
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冒
i
d
．
S
．
0
0
↓
．
 
 

ざ
r
竜
O
r
r
i
ロ
‥
名
臣
巴
ゴ
ト
家
c
訂
r
d
s
呂
▼
H
e
i
d
e
g
g
e
r
ゴ
弓
呂
g
h
P
訂
n
O
m
e
n
O
－
○
喝
 
 

t
O
ゴ
l
O
u
g
ぎ
芦
 
 

i
b
i
d
．
一
）
H
I
I
．
 
 

謬
i
d
．
一
国
I
i
き
 
 

E
．
ロ
u
s
s
e
r
－
L
ど
邑
s
c
h
e
 
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
 
l
I
＼
N
－
ひ
．
わ
邑
a
g
e
｝
↓
詳
5
．
g
e
n
 
 

－
諾
〇
．
S
．
N
u
∽
．
ま
た
、
こ
れ
に
続
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
 
「
現
象
学
」
 
に
つ
い
 
 

て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
学
と
は
体
 
 

験
一
般
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
体
験
の
中
で
明
証
的
 
 

に
証
示
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
所
与
に
つ
い
て
の
、
す
な
わ
ち
異
的
な
所
与
ば
か
 
 

り
で
な
く
、
志
向
的
な
所
与
を
も
含
め
た
、
あ
ら
ゆ
る
所
与
に
つ
い
て
の
理
 
 

論
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
純
粋
現
象
学
と
は
、
「
純
粋
現
象
」
に
つ
い
て
の
、
 
 

す
な
わ
ち
あ
る
一
つ
の
 
「
純
粋
自
我
」
 
の
 
「
純
粋
意
識
」
 
の
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