
ト
マ
ス
@
ア
ク
イ
ナ
ス

『
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス

「
三
位
一
体
論
」

は
じ
め
に

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
「
三
位
一
体
論
」
註
解
』
(
通

称
同
H
B
2
た

3
3
匂
ミ
忌
む
町
一
5
4
X
N
E
H句
、
以
下
何
回
斗
と
略
記
)
と
題
す
る

小
口
聞
け
は
、
ト
マ
ス
の
学
問
論
が
ま
と
ま
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
重
要
な

テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
学
問
論
は
、
ト
マ
ス
の
主

著
と
し
て
知
ら
れ
る
「
神
学
大
全
」
(
以
下

ω・
汁
)
全
体
の
内
容
で
あ
る

「
聖
な
る
教
え

Z
2・mw
己
O
わ
け
ユ
ロ
と
そ
の
も
の
の
性
格
を
そ
の
冒
頭
に
お
い

て
規
定
し
て
い
る
∞
-
H
M
A
-
-
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
何
回
、
円
は
吋
註
解
」
と
し
て
は
き
わ
め
て
特
異
な
特

徴
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
「
三
位
一
体
論
」
そ
の
も
の

の
テ
キ
ス
ト
は
序
と
六
つ
の
章
か
ら
な
る
が
、
何
回
吋
で
は
序
と
第
一
章

と
第
二
章
の
前
半
ま
で
し
か
註
解
し
て
い
な
い
。
そ
の
限
り
で
明
ら
か
に

未
完
の
欝
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ト
マ
ス
の
註
解
警
は
普
通
、
対
象
と
な
る

テ
キ
ス
ト
を
細
か
く
「
講

-2広
三
に
区
分
し
、
こ
れ
に
詳
細
な
解
説
を

註
解
』

に
お
け
る
学
問
方
法
論

桑

直

己

原

施
し
て
ゆ
く
の
が
常
で
あ
る
が
、
こ
の
何
回
叶
で
は
、
序
と
第
一
挙
と
第

二
章
と
に
そ
れ
ぞ
れ
簡
潔
な
註
解
を
施
し
た
後
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
「
巽

論
、
反
対
異
論
、
主
文
、
異
論
問
答
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
許
論
集
形
式
」

に
よ
る
「
項

m
E
-
2
Eと
か
ら
な
る
「
問
題

3
5
2
t
c」
が
二
つ
ず
つ
配

さ
れ
る
と
い
う
二
重
構
造
を
示
し
て
い
る
。

何
回
↓
の
論
述
は
高
い
完
成
度
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
も
「
註
解

と
い
う
形
式
を
借
り
な
が
ら
、
自
ら
の
「
神
学
序
説
」
を
展
開
す
る
」
ω

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
現
在
で
は
、
何
回
吋
は
「
註
解
」
と
称
し
て
は

い
る
も
の
の
、
む
し
ろ
ト
マ
ス
自
身
の
学
問
論
の
構
想
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
著
作
と
見
る
見
方
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
視
点
か
ら
見
る
と
「
註
解
の
訪
」
と
「
討
論
の
項
」
と
い
う
二
重
構
造

も
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
意
図
的
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に

は
、
何
回
吋
が
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
「
三
位
一
体
論
』
の
註
解
と
し
て
は
途
中

中
断
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
ト
マ
ス
が
そ
こ
ま
で
で
所
期
の
目
的
を

達
成
し
た
と
判
断
し
た
た
め
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



筆
者
は
、
ト
マ
ス
の
学
問
論
を
解
明
す
る
た
め
に
、
何
∞
吋
の
意
義
を

検
討
す
る
.
述
の
論
放
を
企
図
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
ト
マ
ス
の

学
問
ト
刀
法
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
第
六
問
題
を
取
り
上
げ
、
ト
マ
ス
が
「
神

学
」
の
方
法
を
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
た
の
か
を
検
討
す
る
。

2 

m
印
ベ
の
全
体
構
成
と
第
六
問
題
の
位
置
づ
け

ま
ず
、
本
稿
で
検
討
す
る
第
六
問
題
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
何
回
、
円
の
全
体
構
造
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

Ew↓
の
全
体
は
、
ま
ず
ト
マ
ス
自
身
が
付
し
た
序
文
は
か
ら
は
じ
ま
る
。

長
倉
久
子
は
こ
の
序
文
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
ト
マ
ス
が
本
書
全
体
で
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
問
題
に
対
す
る
示
唆
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
そ
れ
は
、
「
(
一
)
人
間
の
自
然
本
性
的
認
識
一
特
に
真
却
と
神
の
認

識
に
関
し
て
の
可
能
性
と
限
界
、
合
二
信
仰
と
理
性
と
の
関
わ
り
、
(
三
)

信
仰
の
正
当
性
と
正
統
性
、
(
凶
)
知
恵
の
探
求
の
営
み
(
諸
学
)
に
お

け
る
「
神
学
」
の
位
控
づ
け
な
い
し
留
学
と
神
学
と
の
関
わ
り
に
関
す
る

問
題
で
あ
る
」

1
以
下
こ
れ
ら
の
問
題
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
展
開

し
て
い
る
か
を
、
何
回
斗
の
全
体
構
造
の
中
か
ら
概
観
し
た
い
。

ま
ず
、
ボ
ヱ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
序
文
の
註
解
か
ら
は
、
(
一
)
真
即
一
お

よ
び
神
認
識
に
関
す
る
人
間
知
性
の
可
能
性
お
よ
び
限
界
を
明
ら
か
に

す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
認
識
論
を
内
容
と
す
る
第
一
問
題
と
、
(
二
)
信

仰
に
属
す
る
こ
と
が
ら
を
理
性
に
よ
っ
て
探
求
し
表
現
す
る
こ
と
の
正
当

性
、
つ
ま
り
学
知
と
し
て
の
神
学
の
成
立
可
能
性
と
そ
の
特
殊
性
を
検
討

す
る
第
二
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。

次
い
で
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
テ
キ
ス
ト
第
一
章
註
解
の
箇
所
で
ト
マ
ス

は
い
ハ
ポ
か
ら
成
る
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
テ
キ
ス
ト
を
二
つ
の
主
題
に
足
分
す

る
。
す
な
わ
ち
、

(
l
)

ア
リ
ウ
ス
派
の
異
端
に
対
し
て
父
と
子
と
型
霊

の
神
と
し
て
の
同
一
性
な
い
し
神
の
本
質
の
一
性
を
論
じ
る
第
一
・
二
章

と、

(
2
)
サ
ベ
リ
ウ
ス
の
呉
端
に
対
し
て
父
と
子
と
虫
笹
川
の
三
つ
の
ペ

ル
ソ
ナ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
第
三
章
以
下
で
あ
る
。
こ
の
前
半

(l)

の
部
分
は
さ
ら
に
三
位
一
体
に
関
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
が
呈
示
さ
れ
る

第
一
市
と
、
そ
の
教
川
討
を
検
討
す
る
第
二
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
第
一
章
の
分
析
か
ら
二
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
信
仰
の
正
当
性

と
普
遍
牲
と
を
検
討
す
る
第
三
問
題
と
、
三
位
一
体
の
教
説
に
関
す
る
誤

謬
の
起
閣
と
し
て
の
「
多
の
原
因
」
を
検
討
す
る
第
凶
問
題
が
提
起
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
が
上
記
(
三
)
に
相
当
す
る
。

第
二
章
は
三
位
一
体
に
関
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
検
討
を
内
容
と
す

る
が
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
彼
の
三
位
一
体
論
を
展
開
す
る
の
は
こ
の
章
の

後
半
か
ら
で
あ
り
、
し
誌
の
前
半
部
分
は
、
三
位
一
体
を
主
題
と
し
て
考
察

す
る
に
先
立
つ
い
わ
ば
方
法
論
的
考
祭
で
あ
る
。
そ
し
て
ト
マ
ス
は
こ
の

部
分
の
註
解
か
ら
二
つ
の
問
題
を
提
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、
観
照
的
学
の

区
分
と
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
に
お
け
る
対
象
な
い
し
主
題
の
相
違
を
解

明
す
る
第
五
問
題
と
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
に
固
有
な
方
法
を
明
ら
か

に
す
る
第
六
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
が
上
記
(
凶
)
に
相
当

す
る
。こ

こ
で
ト
マ
ス
の
註
解
お
よ
び
「
討
論
集
」
形
式
の
問
題
は
終
わ
る
の

で
あ
り
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
の
三
位
一
体
論
に
つ
い
て
の
展
開
に
は
ト

マ
ス
は
立
ち
入
る
こ
と
な
く
本
書
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

2 



本
稿
で
検
討
す
る
第
六
問
題
は
、
第
五
問
題
と
と
も
に
こ
の
最
後
の
部

分
(
凶
)
に
相
当
す
る
。

3 

ポ
エ
テ
ィ
ウ
ス
『
三
位
一
体
論
」
第
二
章
の
テ
キ
ス
ト
前
半

次
い
で
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
に
よ
る
『
三
位
一
体
論
』
の
第
二
掌
の

テ
キ
ス
ト
の
う
ち
、
ト
マ
ス
の
論
述
が
関
わ
っ
て
い
る
そ
の
前
半
を
引
用

し
て
お
こ
う
ら
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
関
連
し
て
、
本
稿
で
検
討
す
る
第
六

問
題
の
テ
!
マ
が
提
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
す
か
ら
、
さ
あ
始
め
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
お
の
お
の
を
理
解
さ

れ
捉
え
ら
れ
う
る
限
り
に
お
い
て
考
察
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
こ
と

に
至
一
言
な
り
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
学
識
あ
る
者
の
務
め
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
も
の
に
つ
い
て
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
、
確
信
を
得
ょ
う
と
試
み

る
こ
と
な
の
で
す
か
ら
。
さ
て
、
観
照
的
学
の
部
門

4
2己
主
〈
完

℃ど・

Rω
が
三
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
自
然
学

SEE--ω
で
あ
っ
て

運
動
(
変
化
)
に
関
わ
り

E
5
0言
、
切
り
離
さ
れ
て
い
な
い
も
の

吉
与
さ
・

2
宮
、
ア
ニ
ュ
ペ
ク
サ
イ
レ
ト
ス
(
き
て
吉
宮
山
一
日
吉
ω
分
離

さ
れ
な
い
も
の
)
で
す
。
つ
ま
り
、
自
然
学
は
、
物
体
の
形
抑
制
を
質

料
と
と
も
に
考
察
し
ま
す
。
こ
の
形
相
は
物
体
か
ら
現
実
に
は
分
離

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
物
体
は
運
動
の
う
ち
に
あ

る
も
の
で
、
例
え
ば
、
土
は
下
方
に
、
火
は
上
方
に
向
う
場
合
が
そ

れ
で
す
。
そ
し
て
質
料
に
結
合
さ
れ
た
形
相
は
運
動
を
有
し
て
い
ま

す
。
(
第
二
の
部
門
の
)
数
学

5
主
5
2怠

g
は
運
動
に
は
関
わ
ら

ず
、
切
り
離
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
物
体

の
形
相
を
、
質
料
を
排
除
し
て
、
従
っ
て
ま
た
運
動
を
排
除
し
て
、

考
察
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
形
相
は
、
質
料
の
う
ち
に
あ
り
ま
す
か

ら
、
こ
れ
ら
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
(
第
三
の
部

門
の
)
神
学

p
g
}
c
m
U
は
運
動
に
関
わ
ら
ず
、
切
り
離
さ
れ
て
い

る
も
の
、
ま
た
分
離
可
能
な
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
実
体
は

質
料
も
運
動
も
な
い
も
の
で
す
か
ら
。
従
っ
て
、
自
然
学
的
な
も
の

に
つ
い
て
は
推
論
的
に

g
t
c
g
Z皆
号
、
数
学
的
な
も
の
に
つ
い
て

は
学
習
的
に
己
広
三
℃
ロ
5
5
2、
神
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
直
知
的

に
宮
斥

=
2宮山口
5-
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
ま

た
(
神
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
)
表
象
に
委
ね
る
べ
き
で
は
な
く
、

む
し
ろ
形
相
そ
の
も
の
を
考
察
吉
与
一

2
2
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ

、っ。
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
ト
マ
ス
は
註
解
し
、
そ
の
末
尾
に
お
い
て
、

「
こ
こ
で
は
、
一
一
通
り
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
は
、
彼
(
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
)

が
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
措
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
観
照
的
学
の
一
随
分
に
つ

い
て
で
あ
る
。
第
二
は
、
彼
が
観
照
的
学
の
諸
部
門
に
帰
し
て
い
る
方
法

に
つ
い
て
で
あ
る
」
と
述
べ
、
第
五
問
題
お
よ
び
第
六
問
題
の
課
題
を
引

き
出
し
て
い
る
。

3 



4 

第
六
問
題
l
iポ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
観
照
的
諸
学
に
帰
属
さ
せ

て
い
る
諸
方
法
に
つ
い
て

第
六
問
題
は
、
こ
の
二
つ
の
課
題
の
後
半
、
す
な
わ
ち
観
照
的
学
の
方

法
を
主
題
と
し
て
い
る
。
第
五
問
題
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
自
然

学
」
「
数
学
」
「
神
的
学
」
と
い
う
観
照
的
学
の
一
随
分
を
受
け
、
ま
た
、
ボ

エ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
方
法
論
的
な
言
葉
に
解
説
を
施

し
つ
つ
、
こ
れ
ら
諸
学
に
お
け
る
ト
マ
ス
自
身
の
方
法
論
的
な
見
解
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

自
然
学
的
諸
学
に
お
い
て
は
推
論
的
に

g立
。
ロ
ち
邑
件
号
、

数
学
的
諸
学
に
お
い
て
は
学
習
的
に
色

2
目
立
片
岡
高
ぴ
凶
器
号
、

神
的
諸
学
に
お
い
て
は
直
知
的
に
ぽ
常
戸
山
内
山
の
宮
内
岡
山
信
山
吋
傑
究

さ
れ
る
〈
号
ω
2・
山
べ
き
で
あ
る
か
ゆ
。

本
一
項
で
は
、
「
自
然
学
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
推
論
的
に

E
巴

OBE--号、

数
学
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
学
習
的
に
巳
広
三
立
宮
山
口
門
号
、
神
的
な
も
の
に

つ
い
て
は
直
知
的
に

5
Z
F
2
5言
号
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
言
葉
に
導
か
れ
、
こ
れ
ら
諸
学
の
探
求
方
法
が

包
括
的
に
械
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
に
つ
い
て
半
ば
独
立
し
た
小

一
墳
が
立
て
ら
れ
る
形
で
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

〔
一
〕
自
然
学
の
方
法
に
つ
い
て

ト
マ
ス
は
ま
ず
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
自
然
学
の
方
法
と
し
て
一
言
及
す
る

「
推
論
的
門
戸
け
Z
E
E
-一
宮
こ
と
一
一
一
口
わ
れ
る
探
究
方
法
に
三
通
り
の
一
肱
別
を

設
け
る
。

(
1
)

第
一
は
、
「
探
究
を
進
め
る
出
発
点
と
し
て
の
諸
原
理
の
側
か

ら
」
一
一
一
ハ
わ
れ
る
も
の
。
例
え
ば
、
ひ
と
が
何
か
を
証
明
す
る
た
め
に
、
「
理

性
の
働
き
が
い
舵
み
出
し
た
も
の
」
す
な
わ
ち
「
類
」
「
種
」
「
対
立
す
る
も
の
」

な
ど
論
即
一
学
者
た
ち
が
考
察
す
る
概
念
を
も
と
に
進
め
る
場
合
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
「
抗
論
的
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
或
る
学
に
お
い
て
、
論
埋

学
で
扱
わ
れ
る
諸
命
題
を
用
い
る
場
合
、
例
え
ば
、
他
の
諸
学
に
お
い
て

論
理
学
用
語
を
「
説
明
手
段
と
し
て
吉
住

2
宮
.
0
E
g門己
0
2ロ
と
用
い

る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
倍
加
の
学
に
お
い
て
は
そ
の
学
に
匝
有
の
原

則
一
を
も
と
に
探
究
を
進
め
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
の
で
、
こ
の

(
1
)
の

探
究
の
進
め
方
は
、
何
か
或
る
特
殊
な
学
に
固
有
な
も
の
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
、

(
1
)

の
方
法
を
用
い
る
こ
と
は
、
論
理
学
と
形

而
上
学
に
お
い
て
は
本
来
的
で
あ
り
、
適
切
で
あ
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
ど
ち
ら
の
学
も
「
共
通
普
遍
的
な

8
5
5
c巳
ω
学
」
で
あ
り
、
或
る

意
味
で
同
一
の
主
題
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
一
一
一
一
口
う
。

(2)

第
二
は
、
「
探
究
の
止
む
終
結

Z
「
S
E
5」
よ
り
し
て
「
推
論

的
方
法
℃
「

02ωω
己

ω「丘一
g
山口

ι
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

理
性
の
探
究
が
達
成
す
べ
き
「
究
極
の
到
達
点

c
E
5
5
常
コ
邑
さ
と
は

「
諸
原
理
の
理
解

E
Z出めの吉
ω
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
涼
理
に
還
元
し

つ
つ
我
々
は
判
断
を
行
う
。
「
諸
原
即
一
の
理
解
」
が
達
成
さ
れ
た
時
に
は
、

そ
の
「
論
法
胃
。

2
ω
ω
5」
な
い
し
「
説
明
胃
与
主
と
は
、
「
推
論
的

円
以

togσ
己
主
と
は
一
一
一
一
口
わ
れ
ず
、
「
論
説
的
号
B
Oロ
ω
守
山
氏
〈
釦
」
と
言
わ
れ

る
。
し
か
し
、
理
性
の
探
究
は
か
か
る
終
極
に
ま
で
到
達
し
え
ず
、
探
究

の
途
上
で
止
む
場
合
、
す
な
わ
ち
、
探
究
者
に
な
お
、
い
ず
れ
の
結
論
へ

な
り
と
道
が
間
か
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
葦
然
的
な
論
拠

4 



に
よ
っ
て
論
を
進
め
る
場
合
に
起
こ
る
が
、
蓋
然
的
論
拠
は
、
臆
見
や
所

信
を
産
み
出
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
学
知
を
産
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
意
味
で
、
「
推
論
的
方
法
」
は
「
論
証
的
方
法
」
と
区
別
さ
れ
る
。

こ
の

(2)
の
仕
方
で
「
推
論
的
に
」
探
究
を
進
め
る
こ
と
は
い
か
な
る

学
に
お
い
て
で
あ
れ
可
能
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
蓋
然
的
な
こ
と
が
ら
を

も
と
に
必
然
的
証
明
へ
の
道
が
準
備
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
論
理
学
用
語

が
説
明
に
用
い
ら
れ
る
古

m
o
g
己

23ω
」
の
で
は
な
く
、
「
論
理
学
の
法

制
一
が
用
い
ら
れ
る

-cm-gEgω
」
の
で
あ
る
。

(
3
)

第
三
に
、
「
理
性
(
推
論
)
的
能
力
℃
O
R
H
H
江
戸

BEc--山
口

ω
か
ら

し
て
」
、
す
な
わ
ち
「
理
性
的
魂

5
5
2
5民
O
M
E
r
に
国
有
の
仕
方
に
従

う
」
探
究
の
進
め
方
が
「
推
論
的
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
の

(3)
の
意
味

で
の
「
推
論
的
方
法
」
は
、
自
然
学
に
国
有
の
も
の
と
さ
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
ト
マ
ス
は
、
自
然
学
は
、
そ
の
方
法
と
し
て
二
つ
の
点
で
埋
性
的

魂
に
屈
有
の
仕
方
を
守
っ
て
い
る
、
と
ヰ
一
一
口
う
。

(
3
l
l
)

第
一
の
点
は
、
理
性
的
魂
が
「
我
々
に
と
っ
て
は
よ
り
多

く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
可
感
的
諸
事
物
か
ら
、
本
性
的
に
は
よ
り
多

く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
「
可
知
的
諸
事
物
」
を
受
け
取
る
よ
う
に
、
自

然
学
は
、
出
発
点
と
し
て
「
我
々
に
と
っ
て
は
よ
り
多
く
知
ら
れ
る
が
、

本
性
的
に
は
よ
り
少
な
く
知
ら
れ
る
」
こ
と
が
ら
を
用
い
、
ま
た
「
し
る

し
」
と
「
結
果
」
と
を
用
い
て
行
わ
れ
る
論
誌
が
自
然
学
に
お
い
て
最
も

よ
く
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
3
i
2
)

第
二
の
点
と
し
て
は
、
「
一
つ
の
も
の
か
ら
他
の
も
の
へ

動
い
て
行
く
」
と
い
う
「
理
性

g
氏
。
」
の
特
徴
が
自
然
学
に
お
い
て
最

も
顕
著
に
見
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
然
学
に
お
い
て
は
、
例

え
ば
「
結
果
の
認
識
」
か
ら
出
発
し
て
「
原
因
の
認
識
」
に
到
達
す
る
よ

う
に
、
或
る
「
一
つ
の
事
物
の
認
識
」
か
ら
出
発
し
て
「
他
の
事
物
の
認

識
」
に
至
る
。

こ
こ
で
ト
マ
ス
は
、
自
然
学
の
方
法
と
数
学
の
方
法
と
の
相
違
点
に
触

れ
る
。数

学
的
諸
学
は
「
形
相
留
の
み
に
よ
っ
て
」
論
証
す
る
た
め
、
数
学
的

諸
学
に
お
い
て
は
「
事
物
の
本
質
に
属
し
て
い
る
も
の
の
み
を
過
し
て
論

究
が
進
め
ら
れ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
数
学
的
諸
学
に
お
い
て
或
る
一
つ
の

事
物
に
つ
い
て
何
事
か
が
論
証
さ
れ
る
の
は
、
「
他
の
事
物
を
媒
介
と
し

て
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
そ
の
事
物
自
身
に
回
有
の
定
義
を
媒
介
と
し

て
」
で
為
る
。
し
か
し
自
然
学
に
お
い
て
は
、
論
一
社
が
「
外
的
諸
原
因
を

媒
介
と
し
て
」
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
或
る
一
つ
の
事
物
に
関
し
て

何
事
か
が
証
明
さ
れ
る
際
に
は
、
そ
の
事
物
に
対
し
て
全
く
外
在
的
な
他

の
事
物
を
媒
介
と
す
る
。

こ
う
し
た
わ
け
で
、
推
論
的
理
牲
に
よ
る
方
法
は
、
自
然
学
に
お
い
て

最
も
顕
著
に
看
取
さ
れ
、
こ
の
ゆ
え
に
「
自
然
学
は
、
他
の
諸
学
の
う
ち

で
、
人
間
知
性
に
最
も
相
応
し
い
も
の
」
と
さ
れ
る
。

な
お
ト
マ
ス
は
、
「
推
論
的
に
探
究
を
進
め
る
」
こ
と
が
自
然
学
に
帰

せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
排
他
的
な
意
味
で
「
自
然
学
に
の
み
適
う
」
か

ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
白
然
学
に
最
も
適
し
て
い
る
」
と
い

う
理
由
に
よ
る
、
と
し
て
、
推
論
的
な
探
求
方
法
が
他
の
学
に
お
い
て
も

用
い
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
点
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

」
こ
で
注
自
し
て
お
き
た
い
の
は
、
上
記
祖
述
で
最
後
に
紹
介
し
た

5 



点
、
す
な
わ
ち
「
推
論
的
に
探
究
を
進
め
る
」
こ
と
が
自
然
学
に
仰
せ
ら

れ
る
の
は
、
そ
れ
が
排
他
的
な
意
味
で
「
自
然
学
に
の
み
適
う
」
か
ら
で

は
な
い
、
と
い
う
ト
マ
ス
の
注
意
書
き
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
「
推
論
的
」

探
究
の
進
め
方
を
「
理
性
的
魂

8
5
ω
E
t
o
s
r
に
屈
有
の
仕
方
に
従

う
」
も
の
と
し
て
川
町
示
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
「
推
論
的
」
な
理
性

と
い
う
も
の
が
人
間
の
自
然
本
性
そ
の
も
の
に
回
有
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
人
間
的
な
自
然
本
性
お
よ
び
認
誠
に
対

す
る
こ
う
し
た
見
方
は
、
第
一
問
題
で
ト
マ
ス
が
示
し
た
立
場
の
背
後
に

常
に
窺
わ
れ
た
彼
の
経
験
主
義
的
な
認
識
論
を
反
映
し
て
い
る
、
と
言
っ

て
よ
か
ろ
う
。

ワ
己
数
学
的
諸
学
の
方
法
に
つ
い
て

数
学
の
方
法
に
関
し
て
は
、
ま
ず
ト
マ
ス
は
結
論
を
先
取
り
し
て
「
学

習
的
に
探
究
を
進
め
る
こ
と
が
数
学
の
方
法
と
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
数
学

の
み
が
学
習
的
方
法
を
採
る
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
方

法
が
主
と
し
て
数
学
に
適
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

「
学
ぶ
」
(
「
他
人
か
ら
知
識
を
受
け
取
る
」
)
方
法
は
、
「
確
実
な
認
識
」

つ
ま
り
「
学
知
」
に
ま
で
導
か
れ
る
場
面
で
成
立
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は

ま
さ
し
く
数
学
的
諸
学
に
お
い
て
最
も
多
く
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
「
数
学

は
自
然
学
と
神
学
の
中
間
に
あ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
の
ど
ち
ら
よ
り

も
縦
突
で
あ
る
か
ら
一
だ
と
言
う
。

(
1
)

「
自
然
学
よ
り
も
確
実
」
と
い
う
の
は
、
数
学
に
お
け
る
考
察
は

運
動
と
質
料
を
捨
象
し
て
い
る
が
、
自
然
学
に
お
け
る
考
察
は
運
動
と
質

料
に
関
わ
っ
て
い
る
が
故
で
あ
る
。

(2)
ま
た
数
学
の
方
法
は
「
神
学
の
方
法
よ
り
も
」
昨
実
性
が
高
い
、

と
さ
れ
る
。
神
学
が
関
わ
る
こ
と
が
ら
は
、
「
可
感
的
事
物
か
ら
よ
り
速

く
桶
た
っ
て
い
る
」
が
、
「

γ

円
感
的
事
物
か
ら
こ
そ
我
々
の
認
識
は
始
ま

る
」
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
数
学
的
対
象
は
、
図
形
、
線
、
数
、

等
々
の
よ
う
に
、
感
覚
に
人
り
、
惣
像
力

g
a
E
E芯
に
服
す
る
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
人
間
知
性
は
、
諸
々
の
表
象
像
℃
F
S
E
ω
自
己
白
か
ら
対
象

を
受
け
取
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
数
学
的
対
象
の
認
識
は
、
或
る

何
ら
か
の
知
性
実
体
の
認
識
よ
り
も
、
或
い
は
ま
た
実
体
の
何
性
や
現
実

態
と
可
能
態
、
そ
の
他
こ
う
し
た
類
の
も
の
の
認
識
よ
り
も
、
容
易
に
そ

し
て
確
実
に
得
ら
れ
る
、
と
一
一
一
一
口
う
。

こ
う
し
た
わ
け
で
、
数
学
的
考
察
は
、
「
自
然
学
と
神
学
の
考
察
よ
り

も
容
易
で
あ
り
か
つ
昨
実
」
で
あ
り
、
ま
た
、
他
の
行
為
的
諸
学
よ
り
も

さ
ら
に
一
層
そ
う
で
あ
る
、
と
さ
れ
、
特
に
数
学
が
「
学
習
」
と
い
う
仕

方
で
探
究
を
進
め
る
、
と
ニ
一
一
口
わ
れ
る
の
だ
、
と
言
う
。

6 

数
学
の
方
法
に
関
し
て
も
、
ト
マ
ス
は
「
学
習
的
に
探
究
を
進
め
る
こ

と
が
数
学
の
方
法
と
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
数
学
の
み
が
学
習
的
方
法
を
採

る
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
方
法
が
主
と
し
て
数
学
に
適

す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
学
習
」
と
い
う
方
法
は
、
「
確
実

な
認
識
」
つ
ま
り
「
学
知
」
に
ま
で
導
か
れ
る
場
一
面
で
成
立
し
、
こ
の
こ

と
は
ま
さ
し
く
数
学
的
諸
学
に
お
い
て
最
も
多
く
生
じ
る
か
ら
だ
、
と
一
一
一
一
口

、つ。
こ
こ
で
開
題
と
な
る
の
は
、
「
確
実
性
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
数
学
は

自
然
学
と
神
学
の
ど
ち
ら
よ
り
も
確
実
で
あ
る
か
ら
だ
と
一
一
一
一
口
う
。
運
動
と

質
料
を
捨
象
し
て
い
る
数
学
は
、
運
動
と
質
料
に
関
わ
っ
て
い
る
'
自
然
学



に
お
け
る
考
察
よ
り
も
確
実
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
可
感
的
事
物
か

ら
こ
そ
我
々
の
認
識
は
始
ま
る
が
ゆ
え
に
、
可
感
的
事
物
か
ら
よ
り
遠
く

隔
た
っ
て
い
る
も
の
に
関
わ
る
神
学
よ
り
も
、
数
学
は
確
実
で
あ
る
と
さ

れ
る
。こ

こ
で
も
、
人
間
の
認
識
が
感
覚
に
基
慌
を
註
い
て
い
る
点
が
問
題
と

な
り
、
相
対
的
に
感
覚
的
・
物
質
的
出
界
に
お
け
る
運
動
と
質
料
を
捨
象

し
た
数
学
が
「
よ
り
確
実
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
一
ニ
〕
神
的
学
の
方
法
に
つ
い
て

ト
マ
ス
は
、
「
荘
知
的
に
」
探
究
を
進
め
る
こ
と
が
神
的
学
に
帰
属
さ

せ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
学
に
お
い
て
最
も
顕
著
に
「
知
性
」
の
方
法
が
看

取
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
一
一
一
一
口
う
。

(
a
)
「
理
性
E
Z
O
」
と

(
b
)
「
知
性
百
三
一

2
Eと
と
の
相
巽
は
、

あ
た
か
も
「
多
」
が
「
こ
か
ら
区
別
さ
れ
る
が
如
く
で
あ
っ
て
、

(a)

「
理
性
」
は
広
く
「
多
く
の
も
の
」
に
関
わ
り
、
そ
れ
ら
の
「
多
な
る
も

の
」
か
ら
「
一
つ
の
単
純
な
認
識
」
を
形
成
す
る
こ
と
を
回
有
な
特
徴
と

す
る
の
に
対
し
、

(
b
)
「
知
性
」
は
ま
ず
第
一
に
「
一
に
し
て
単
純
な
真

理
」
を
考
察
し
、
こ
の
真
理
に
お
い
て
「
多
な
る
も
の
全
体
」
の
認
識
を

得
る
、
と
一
一
一
一
口
う
。

(a)
「
推
論
的
理
性
」
に
よ
る
考
察
は
、

(
1
)
「
分
析
還
元
の
道
三
戸

【・
2
0
}
5
0
Eと
に
従
っ
て

(
b
)
「
直
知
的
知
性
に
よ
る
考
察
」
に
至
っ

て
終
局
を
迎
え
る
が
、
そ
れ
は
、
「
理
性
」
が
多
く
の
も
の
を
基
に
一
つ

の
単
純
な
真
理
を
獲
得
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

(
b
)
「
直
知
的
知
性

に
よ
る
考
察
」
は

(
2
)
「
結
合
な
い
し
発
見
の
道
〈
5
8
5℃
g
E
2号

z
-
E〈
g
t
o
Eと
に
従
っ
て
「
推
論
的
考
察
」
の
出
発
点
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
知
性
が
一
つ
の
も
の
に
お
い
て
多
く
の
も
の
を
把
握
す
る
か
ら

で
あ
る
。

ト
マ
ス
は
理
性
に
よ
る
推
論
に
お
け
る

(
1
)
「
分
析
還
元
の
道
」
と

(2)
「
結
合
の
道
」
と
の
抑
制
連
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

(
1
)
前
者
は
、

「
一
つ
の
も
の
か
ら
実
在
的
に
別
の
他
の
も
の
へ
進
ん
で
い
く
」
道
で
あ
っ

て
、
例
え
ば
、
外
在
的
な
原
菌
や
結
果
を
通
し
て
論
証
が
行
わ
れ
る
場
合

で
、
原
因
か
ら
結
果
に
進
む
場
合
に
は
結
合
し
、
結
果
か
ら
原
因
に
進
む

場
合
に
は
い
わ
ば
「
分
析
還
元
」
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
道
に
お
け
る
「
還
元
」

が
最
終
的
に
終
る
の
は
、
「
最
高
度
に
単
純
な
最
高
の
諸
原
因
」
す
な
わ

ち
「
分
離
実
体
」
に
到
達
す
る
時
で
あ
る
。

(2)
後
者
は
、
「
一
つ
の
も

の
か
ら
概
念
的
に
別
の
他
の
も
の
へ
」
と
進
ん
で
い
く
道
で
あ
っ
て
、
例

え
ば
、
内
在
的
な
原
因
に
従
っ
て
探
究
を
進
め
る
場
合
で
、
「
一
最
も
普
遍

的
な
形
相
」
か
ら
よ
り
「
特
殊
な
形
相
」
に
進
む
場
合
に
は
「
結
合
」
す

る
、
と
ニ
一
一
口
う
。

(
1
)
す
べ
て
の
学
に
お
い
て
行
わ
れ
る
「
分
析
還
元
」
の
道
に
よ
っ

て
推
論
を
進
め
る
「
理
性
」
に
よ
る
考
察
は
、
す
べ
て
神
的
学
知
に
至
っ

て
終
る
。
す
な
わ
ち
「
最
も
普
遍
的
な
る
も
の
」
は
、
「
す
べ
て
の
在
る

も
の
に
共
通
の
も
の
」
で
あ
る
の
で
、
「
還
元
」
の
最
終
の
到
達
点
は
、
「
在

る
も
の
」
と
、
「
在
る
も
の
に
在
る
も
の
た
る
限
り
で
属
し
て
い
る
も
の
」

の
考
察
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
神
的
学
が
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
す

る
も
の
、
す
な
わ
ち
分
離
的
諸
実
体
と
、
す
べ
て
の
在
る
も
の
に
共
通
的

な
諸
々
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
考
察
は
最
高
度
に
「
知
性
的
」

で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

(
2
)
他
方
、
こ
の
学
(
神
的
学
)
は
諸
原
理
を
他
の
す
べ
て
の
学
に
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与
え
る
が
、
そ
れ
は
、
「
直
知
的
知
性
に
よ
る
考
察
」
が
「
推
論
的
出
性

に
よ
る
考
察
」
の
出
発
点
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
般
に
こ

の
学
は
「
第
二
百
学
」
と
呼
ば
れ
、
「
自
然
学
を
超
え
る
も
の
」
と
い
う

意
味
で
「
形
而
上
学
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
司
法
元
」
の
過
利
口
で
、

自
然
学
の
後
に
来
る
か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
ト
マ
ス
は
、
「
埋
性
」
と
「
知
性
」
、
「
分
析
泣
一
一
ん
の
道
」
と
「
結

合
の
道
」
の
相
述
と
関
係
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
分
析

還
元
の
道
」
に
お
い
て
は
「
直
知
的
知
性
に
よ
る
考
察
」
は
「
推
論
的
理

性
に
よ
る
考
察
」
の
終
局
で
あ
る
が
、
「
結
合
の
道
」
に
お
い
て
は
、
土
佐

知
的
知
性
に
よ
る
考
察
」
は
「
推
論
的
考
察
」
の
出
発
点
で
あ
る
、
と
い

う
関
係
に
あ
る
。

神
的
学
知
は
「
分
析
還
元
の
道
」
に
よ
っ
て
推
論
を
進
め
る
「
理
性
」

に
よ
る
考
察
に
と
っ
て
終
極
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
結
合
の
道
」
に
お
い

て
は
「
推
論
的
理
性
に
よ
る
考
察
」
の
出
発
点
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

「
知
性
」
の
方
法
が
看
取
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

(
二
)
神
的
諸
学
に
お
い
て
は
、
表
象
力

E
g
m古
訟
は
。
は
完
全
に
放

棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
1
0

第
二
項
で
は
、
ト
マ
ス
は
ボ
エ
テ
ィ
ゥ
ス
の
「
神
的
な
も
の
に
つ
い
て

は
表
象
に
委
ね
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
を
採
り
上
げ
、
学
知
を

接
得
す
る
際
に
お
け
る
「
感
党
」
と
「
表
象
な
い
し
想
像
力
」
の
役
割
を

検
討
し
て
い
る
。

ま
ず
ト
マ
ス
は
認
織
の
「
始
め
」
は
「
知
党
」
に
印
刷
し
、
「
終
り
」
は
「
判

断
」
に
崩
し
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。

(
1
)
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
認
調
の
「
始
ま
り
」
は
感
党
の
う
ち
に
あ
る
。

表
象
像
は
、
人
間
の
知
性
的
魂
に
と
っ
て
対
象
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の

で
、
人
間
に
よ
る
認
議
は
、
感
党
に
よ
る
知
党
か
ら
表
象
力
に
よ
る
把
捉

が
生
じ
、
さ
ら
に
表
象
力
の
把
捉
か
ら
知
性
に
よ
る
把
提
が
生
じ
る
と
い

う
形
で
進
む
か
ら
で
あ
る
。

(2)
し
か
る
に
、
認
識
の
「
終
り
」
は
常
に
同
じ
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

(
2
i
l
)
自
然
学
に
お
い
て
は
感
党
に
お
い
て
終
り
、

(
2
1
2
)
数
学

に
お
い
て
は
表
象
力
に
お
い
て
、
さ
ら
に

(
2
1
3
)
神
的
な
学
に
お
い

て
は
た
だ
知
性
の
み
に
お
い
て
終
る
。

(
2
1
1
)
感
党
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
事
物
の
諸
々
の
国
有
性

と
附
指
性
が
「
事
物
の
本
性
」
を
十
分
に
現
し
出
し
て
い
る
よ
う
な
場
面

で
の
認
識
に
お
い
て
は
、
知
性
が
な
す
「
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
の
判
断
」

は
感
党
が
事
物
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
合
致
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
的
事
物
が
可
感
的
質
料
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

自
然
的
事
物
に
つ
い
て
の
認
識
は
す
べ
て
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
自
然
学
に
お
い
て
は
認
識
は
感
覚
で
終
極
す
べ
き
で
あ
る
。
ト

マ
ス
は
「
自
然
的
諸
事
物
に
関
し
て
感
覚
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
人
は
、

誤
謬
に
陥
る
」
と
注
意
し
て
い
る
。

(
2
1
2
)
或
る
事
物
に
つ
い
て
為
す
判
酷
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
依
存
し
な
い
。
(
事
物
が
)
現
実
に
あ
る
場
合

に
は
「
可
感
的
質
料
」
の
う
ち
に
あ
る
が
、
「
本
質
」
を
定
義
す
る
上
で

は
可
感
的
一
位
料
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
い
か
な
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る
事
物
に
つ
い
て
の
判
断
も
主
に
そ
の
事
物
の
定
義
さ
れ
る
「
本
質
」
に

基
づ
い
て
為
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
「
本
質
」
の
定
義
に
あ
た
っ
て
捨
象
さ

れ
る
の
は
た
だ
可
感
的
質
料
の
み
で
あ
り
、
可
感
的
諸
条
件
が
除
去
さ
れ

た
後
に
、
何
か
「
表
象
力
に
訴
え
る
も
の

5
お
百
与
口
立
が
残
さ
れ
て

い
る
。
か
か
る
事
物
に
つ
い
て
は
、
判
断
は
表
象
力
が
明
示
す
る
と
こ
ろ

に
基
づ
い
て
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
も
の
が
数
学
の
対

象
で
あ
る
、
と
一
一
一
一
口
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
数
学
的
諸
学
に
お
い
て
は
、
判
断
に

従
っ
て
得
ら
れ
る
認
識
は
「
感
覚
」
で
は
な
く
「
表
象
力
」
を
終
極
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
例
え
ば
「
直
線
は
た
だ
一
点
で
の
み

球
と
接
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
「
数
学
的
線
」
に
つ
い
て
為
さ
れ
る
判
断

は
、
「
可
感
的
線
」
に
つ
い
て
の
判
断
と
同
一
で
は
な
い
こ
と
が
起
こ
る

の
で
あ
る
。

(
2
1
3
)
神
的
こ
と
が
ら
は
、
「
存
在

2ω
己
に
関
し
て
も
ま
た
「
考

察
上
」
も
質
料
に
全
く
依
存
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
「
感
覚
に
入
っ
て

く
る
も
の
」
を
も
「
表
象
力
に
入
っ
て
く
る
も
の
」
を
も
超
え
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
判
断
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
も
の
の
認
識
は
、
「
表

象
力
」
を
も
「
感
覚
」
を
も
終
極
と
す
べ
き
で
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
「
感
覚
や
表
象
力
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
た
も

の
を
出
発
点
と
し
て
」
こ
れ
ら
の
も
の
の
認
識
に
到
達
す
る
。
具
体
的
方

法
と
し
て
は
「
原
因
性
の
道
」
に
よ
っ
て
「
果
」
か
ら
「
果
と
は
同
じ
尺

度
を
も
た
ず
そ
れ
を
超
え
て
い
る
原
因
」
を
考
察
す
る
か
、
或
い
は
「
超

出
」
ま
た
「
除
去
」
に
よ
っ
て
、
「
感
覚
や
表
象
力
の
把
捉
す
る
一
切
の

も
の
」
を
「
分
離
す
る
」
こ
と
に
よ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
「
神
的
こ
と
が
ら
」
に
関
し
て
、
「
感
覚
」
も
「
表
象
力
」

も

(
1
)
我
々
の
「
考
察
の
出
発
点
」
と
し
て
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
る

が、

(2)
そ
れ
ら
を
「
終
極
」
と
し
、
「
神
的
な
る
も
の
」
が
感
覚
や
表

象
力
の
把
捉
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い

う
結
論
と
な
る
。

諸
学
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、

(
2
1
3
)
神
的
こ
と
が
ら
に
関
し
て

は
、
我
々
は
表
象
力
に
も
感
覚
に
も
向
か
っ
て
は
な
ら
ず
、

(
2
1
2
)

数
学
的
諸
学
に
お
い
て
は
、
表
象
力
に
は
向
か
う
が
、
し
か
し
感
覚
に
向

か
っ
て
は
な
ら
ず
、

(
2
i
l
)
自
然
的
諸
学
に
お
い
て
は
、
感
覚
に
も

ま
た
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
ト
マ
ス
は
「
観
照
的
学
知

の
こ
れ
ら
三
つ
の
部
分
に
関
し
て
同
じ
方
法
で
探
究
を
し
よ
う
と
努
め
る

者
は
、
誤
り
を
犯
す
」
と
注
意
し
て
い
る
。

我
々
の
知
性
は
神
的
形
相
そ
の
も
の
を
透
察
吉
名
目
。

2
0
し
得

る
か
は
o

第
三
項
お
よ
び
第
四
項
は
、
「
形
相
そ
の
も
の
を
考
察
吉
凶
℃
一
の
め
5
す
べ

き
」
で
あ
る
、
と
い
う
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
言
葉
に
導
か
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
ト
マ
ス
は
人
間
に
よ
る
神
的
形
相
の
認
識
可
能
性
そ
の
も
の
を
検
討

し
て
い
る
。
ま
ず
第
三
項
で
、
そ
も
そ
も
我
々
の
知
性
は
神
的
形
相
そ
の

も
の
を
透
察
し
う
る
か
が
関
わ
れ
る
。

ま
ず
ト
マ
ス
は
「
何
か
或
る
も
の
」
に
つ
い
て
の
こ
通
り
の
認
識
の
様

態
、
す
な
わ
ち
、

(1)
そ
れ
に
つ
い
て
「
在
る
か
」
が
知
ら
れ
る
場
合
と
、

(
2
)
そ
れ
に
つ
い
て
「
何
で
あ
る
か
」
が
知
ら
れ
る
場
合
と
を
灰
一
別
す
る
。

と
こ
ろ
で
、

(
2
)
何
か
或
る
も
の
に
つ
い
て
「
何
で
あ
る
か
」
を
知
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る
た
め
に
は
、
我
々
の
知
性
は
そ
の
も
の
の
「
何
性
」
な
い
し
「
本
質
」

に
ま
で

(
2
1
1
)
直
般
に
、
ま
た
は

(
2
1
2
)
「
そ
の
も
の
の
何
性

を
十
分
に
明
示
す
る
何
ら
か
の
も
の
」
を
媒
介
と
し
て
導
か
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ま
ず
ト
マ
ス
は
、
神
に
関
す
る
現
世
に
お
け
る

(
2
i
1
)
の
可
能
性
、

つ
ま
り
、
我
々
の
知
性
が
直
般
に
神
の
本
質
と
他
の
分
離
せ
る
諸
本
質
に

ま
で
到
達
す
る
可
能
性
を
斥
け
る
。

な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
知
性
は
直
接
的
に
は
「
表
象
像
」
に
対
し
て
働
く
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
直
接
的
に
は
「
可
感
的
事
物
の
何
性
」

は
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
可
知
的
な
る
も
の
の
何
性
」
を
把
躍

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

次
い
で
ト
マ
ス
は

(
2
1
2
)
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

「
一
可
知
的
な
も
の
」
な
い
し
は
「
不
可
視
な
も
の
」
の
う
ち
に
は
、
そ

の
「
何
性
」
と
「
本
性
」
が
、
可
感
的
事
物
の
知
ら
れ
て
い
る
諸
々
の
何

性
か
ら
完
全
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
う
し
た
た
ぐ
い
の

「
可
知
的
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
「
何

で
あ
る
か
」
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
人
間
と
は
何
で
あ
る

か
」
と
「
動
物
と
は
何
で
あ
る
か
」
が
知
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
関

係
が
十
分
に
知
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
「
類
と
は
何
か
」
と
「
極
と
は
何

か
」
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
知
性
認
識
さ
れ
た
可
感
的
本
性
は
、
神
的
本
質
は
も

と
よ
り
、
他
の
分
離
せ
る
諸
本
質
に
つ
い
て
す
ら
、
こ
れ
ら
を
十
分
に
明

示
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
神
や
分
離
実
体
に
つ
い
て
の

(
2
1

2
)
に
よ
る
認
識
可
能
性
も
斥
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
や
分
離
実
体
は
、

本
性
的
に
言
っ
て
「
一
つ
の
類
に
印
刷
す
る
も
の
」
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
「
何
性
」
や
こ
れ
に
知
す
る
名
称
も
、
可
感
的
事
物
と
は
「
ほ

と
ん
ど
向
名
災
義
的
」
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ

ら
非
一
資
料
的
諸
実
体
は
、
「
類
似
の
道
」
に
よ
っ
て
は
可
感
的
諸
事
物
か

ら
十
分
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

ま
た
神
や
分
離
実
体
は
、
「
一
版
図
牲
の
道
」
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
誠
実
体
が
下
位
の
諸
事
物
に
与
え
た

影
響
は
、
そ
れ
ら
諸
実
体
の
力
に
出
敵
す
る
結
果
で
は
な
く
、
原
因
に
関

し
て
、
「
何
で
あ
る
か
」
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
諸
々
の
非
質
料
的
実
体
に
関
し
て
は
、
現
世
の
境
遇
で

は
、
単
に
「
自
然
的
認
識
の
道
」
に
よ
る
の
み
な
ら
ず
「
皆
示
の
道
」
に

よ
っ
て
も
、
「
何
で
あ
る
か
」
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
神
的
啓
示
の

光
線
は
、
我
々
の
在
り
方
に
適
し
た
仕
方
で
」
我
々
に
届
く
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
「
啓
示
に
よ
っ
て
我
々
は
、
啓
示
に
よ
ら
な
け
れ
ば
我
々
に

知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
で
あ
ろ
う
何
も
の
か
を
認
識
す
る
ま
で
に
高
め
ら

れ
る
」
が
、
「
可
感
的
な
る
も
の
を
通
す
以
外
の
加
の
仕
方
で
認
識
す
る

に
至
る
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
可
感
的
な
も
の
に
よ
る
道
は
、
非
質

料
的
諸
実
体
に
つ
い
て
そ
の
「
何
で
あ
る
か
」
の
認
識
に
関
し
て
ま
で
導

い
て
い
く
の
に
は
十
分
で
は
な
い
。

以
上
か
ら
、
我
々
に
と
っ
て
、
非
質
料
的
諮
形
相
は

(2)
の
「
何
で

あ
る
か
」
の
認
識
に
関
し
て
は
不
可
知
で
あ
り
、
た
だ
単
に

(
l
)
の
「
在

る
か
」
の
み
が
知
ら
れ
る
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ト
マ
ス
は

(
1
)
の
「
在
る
か
」
に
つ
い
て
の
認
識

10 



の
成
立
条
件
に
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
も
の
に
つ
い
て
「
在
る
か
」
が

知
ら
れ
う
る
の
は
、
た
だ
何
ら
か
の
仕
方
で
、
そ
の
も
の
に
つ
い
て
「
何

で
あ
る
か
」
が
、
少
な
く
と
も
「
混
然
と
し
た
認
識
と
い
う
仕
方
で
」
知

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
に
つ
い
て
も
他
の
非
質
料

的
諸
実
体
に
つ
い
て
も
、
我
々
が
「
在
る
か
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
た
だ
我
々
が
何
ら
か
の
仕
方
で
そ
れ
ら
に
つ
い
て
「
何
で
あ
る
か
」

を
、
混
然
と
し
た
形
で
知
っ
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
ト
マ
ス
は
「
混
然
と
し
た
認
識
と
い
う
仕
方
」
と
い
う
こ
と
の

意
味
を
「
完
全
な
認
識
と
い
う
仕
方
」
と
の
対
比
で
明
ら
か
に
す
る
。
例

え
ば
「
人
間
が
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
「
人
間
」
と
は
定

義
上
何
で
あ
る
か
を
探
究
す
る
者
は
、
こ
の
「
人
間
」
と
い
う
名
称
が
何

を
表
し
て
い
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
定
義
」
は

知
ら
な
い
と
は
い
え
、
「
人
間
」
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
先
行
的
な
理
解

が
な
い
な
ら
ば
、
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
先
行
的
な
理
解
を
ト
マ
ス
は

「
人
間
を
、

(
a
)
或
る
最
も
近
い
類
あ
る
い
は
速
い
類
と
、

(
b
)
人
間

を
外
側
か
ら
明
ら
か
に
す
る
何
ら
か
の
附
帯
性
と
を
認
識
す
る
と
い
う
仕

方
で
、
捉
え
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
と
解
説
す
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え

て
、
ト
マ
ス
は

(
a
)

「類」

(
b
)
「
附
帯
性
」
に
よ
る
先
行
的
理
解
の

可
能
性
を
神
と
被
造
の
非
質
料
的
諸
実
体
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討

す
る
。(

叫
)
神
に
つ
い
て
は
「
何
か
或
る
最
も
近
い
類
あ
る
い
は
速
い
類
を

認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
先
行
的
埋
解
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

れ
は
、
神
が
い
か
な
る
類
の
う
ち
に
も
な
い
た
め
で
あ
る
。
す
べ
て
の
「
類
」

に
は
「
存
在

2
2」
と
は
別
に
「
仰
円
で
あ
る
心
巳
巳

2
こ
を
も
つ
こ
と
が

必
要
と
さ
れ
る
が
、
神
は
そ
の
「
存
在

2
2」
と
は
別
の
「
何
で
あ
る

s
z
E
gと
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
必
)
他
方
、
被
造
の
非
一
泊
料
的
諮
実
体
の
方
は
た
し
か
に
類
の
う
ち

に
あ
る
。
こ
こ
で
ト
マ
ス
は
被
造
の
非
質
料
的
諸
実
体
に
対
す
る
論
理
学

的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
自
然
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
相
異
を
論
じ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
論
理
学
的
に
」
考
察
す
れ
ば
、
被
造
の
非
一
質
料
的
諸
実

体
は
可
感
的
諸
実
体
と
「
実
体
」
と
い
う
速
い
類
に
お
い
て
は
一
つ
に
な

る
。
論
理
学
者
は
、
「
た
だ
端
的
に
概
念
を
考
察
す
る
の
で
あ
り
、
概
念

と
し
て
は
、
非
質
料
的
な
る
も
の
が
質
料
的
な
る
も
の
と
、
不
滅
な
る
も

の
が
可
減
な
る
も
の
と
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
何
ら
差
し
っ
か
え
な
い
」
。

し
か
し
、
「
自
然
学
的
に
」
言
え
ば
、
被
造
の
非
質
料
的
諮
実
体
は
可

感
的
諮
実
体
と
同
一
の
類
と
し
て
一
つ
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
可
滅
的
な

も
の
と
不
滅
な
も
の
と
は
一
つ
の
類
に
属
さ
な
い
が
ゆ
え
に
、
天
体
も
こ

の
下
位
の
諸
物
体
と
類
的
に
同
じ
で
は
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
論
埋
学

者
と
は
異
な
り
、
自
然
学
者
と
第
一
哲
学
の
探
究
者
は
、
諸
々
の
本
質
を

「
諸
事
物
に
お
い
て
現
実
に
存
在
す
る
こ
と

2ω
三
コ
ヨ
σ
zと
と
い
う
こ

と
に
即
し
て
考
察
す
る
の
で
、
「
可
能
態
」
と
「
現
実
態
」
と
の
さ
ま
ざ

ま
の
繰
態
に
着
目
し
、
そ
の
繰
態
の
多
様
性
に
応
じ
て
「
さ
ま
ざ
ま
の
異

な
る
類
が
あ
る
」
と
一
一
一
一
口
う
。

(M)
と
こ
ろ
で
ま
た
、
神
は
何
か
或
る
附
帯
性
を
も
つ
こ
と
も
な
い
。

(
回
)
他
方
、
他
の
非
一
質
料
的
諸
実
体
に
つ
い
て
は
、
も
し
そ
れ
ら
が

何
ら
か
の
附
幣
性
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
附
帯
性
は
、

「
我
々
に
は
知
ら
れ
て
は
い
な
い
」
。

以
上
(
札
)
(
必
)

(

M

)

(

泣
)
か
ら
、
非
質
料
的
諮
実
体
が
、
混
然

11 



と
し
た
認
識
の
形
で
、
強
と
諸
々
の
現
仏
叙
す
る
附
借
性
と
の
認
議
を
通
し

て
人
間
に
認
識
さ
れ
る
可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
。

ぱ
そ
し
て
ト
マ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
諾
実
体
に
つ
い
て
の
先
行
的
な
認
識

と
し
て
、
我
々
は
「
類
の
認
議
」
の
代
わ
り
に
「
諸
々
の
否
定
を
通
し
て

の
認
議
」
を
も
っ
、
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
う
し
た
祐
実
体
が
「
非

質
料
的
」
「
非
物
体
的
」
な
も
の
で
あ
り
「
形
姿
を
も
た
な
い
」
な
ど
、

そ
の
他
こ
う
し
た
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
知
る
渇
合
で
あ
る
。
こ
う
し

た
否
定
的
認
議
を
積
み
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
、
我
々
が
そ
れ
ら
の
諸
実

体
に
つ
い
て
も
つ
認
識
は
暖
昧
さ
の
少
な
い
も
の
と
な
る
、
と
一
一
一
口
う
。
そ

れ
は
、
「
ち
ょ
う
ど
速
い
類
が
諸
々
の
極
差
(
相
異
)
に
よ
っ
て
限
定
さ

れ
規
定
さ
れ
る
」
の
と
同
様
に
、
「
よ
り
先
の
一
否
定
は
後
続
の
諸
々
の
否

定
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
規
定
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

uw
ま
た
ト
マ
ス
は
、
神
お
よ
び
被
造
の
非
質
料
的
実
体
に
つ
い
て
は
、

諸
々
の
附
按
牲
の
代
わ
り
に
、
「
因
果
関
係
」
ま
た
は
「
組
出
と
い
う
関
係
」

と
し
て
、
可
感
的
諸
実
体
に
対
す
る
そ
れ
ら
の
関
わ
り
を
我
々
は
知
っ
て

い
る
、
と
指
摘
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
諸
々
の
非
質
料
的
形
相
に
つ
い
て

は
、
我
々
は
、

(
1
)

「
在
る
か
」
を
認
識
し
、
ま
た
そ
れ
ら
に
つ
い
て
「
何

で
あ
る
か
」
の
認
識
の
代
わ
り
に
、
ぱ
「
否
定
)
に
よ
っ
て
、
ま
た

W
「原

因
性
」
と
「
起
出
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
認
識
を
も
っ
て
い
る
、
と
す
る
。

そ
し
て
ト
マ
ス
は
、
ボ
ヱ
テ
ィ
ウ
ス
の
テ
キ
ス
ト
を
「
神
的
形
抑
制
そ
の

も
の
は
あ
ら
ゆ
る
表
象
像
を
排
除
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
り
、
「
神

的
形
相
に
つ
い
て
は
何
で
あ
る
か
は
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
」
と
考
え
て

い
る
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

12 

す
で
に
第
一
問
題
に
お
い
て
、
神
に
つ
い
て
そ
の
「
何
で
あ
る
か
」
は

否
定
的
な
形
で
し
か
知
ら
れ
え
ず
、
た
だ
「
在
る
か
」
の
み
が
知
ら
れ
る

と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
本
項
で
は
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
、
「
在

る
か
」
と
い
う
認
議
は
そ
の
主
誌
と
な
る
も
の
の
「
何
で
あ
る
か
」
に
つ

い
て
、
少
な
く
と
も
「
混
然
と
し
た
認
識
と
い
う
仕
方
」
に
お
い
て
に
せ

よ
何
ら
か
の
先
行
的
出
併
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
先
行

的
即
一
併
の
成
立
可
能
性
を
問
題
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
通
常
の
認
識
に
お
い
て
、
「
類
」
お
よ
び
「
附
事
性
」
に

も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
「
混
然
と
し
た
認
識
と
い
う
仕
方
」
に
よ
る
先
行

的
理
解
の
可
能
性
が
、
「
神
」
と
「
被
造
の
非
一
資
料
的
諸
実
体
」
と
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
適
用
で
き
る
か
、
と
い
う
角
度
か
ら
検
討
を
行
な
う
。

そ
し
て
、
結
論
と
し
て
神
を
含
む
諸
々
の
非
一
資
料
的
形
相
に
つ
い
て
は
、

我
々
は
、

(
1
)

「
在
る
か
」
を
認
識
し
、
ま
た
そ
れ
ら
に
つ
い
て
「
何
で

あ
る
か
」
の
認
議
の
代
わ
り
に
、
ぱ
「
否
定
」
に
よ
っ
て
、
ま
た
山
間
「
涼

民
性
」
と
「
起
出
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
認
識
を
も
っ
て
い
る
、
と
し
て

い
る
。(

問
)

何
か
或
る
観
照
的
学
を
道
と

神
的
形
抑
制
を
透
察
す
る
こ
と
は
、

し
て
可
能
で
あ
る
か
巾

0

最
後
の
第
四
項
で
は
、
「
神
的
形
相
を
透
察
す
る
こ
と
」
が
何
ら
か
の

観
照
的
学
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
が
、
人
間
に
お
け

る
観
照
的
学
の
限
界
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。



観
照
的
諸
学
に
お
い
て
命
題
を
論
証
し
た
り
定
義
を
見
出
し
た
り
す
る

際
に
は
、
常
に
「
何
ら
か
の
よ
り
先
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
」
に
基
づ
い

て
考
察
が
進
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
前
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
諸
々
の

命
題
」
に
基
づ
い
て
「
結
論
の
認
識
」
に
、
ま
た
「
類
」
と
「
種
差
」
と

「
事
物
の
原
因
」
と
を
概
念
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
種
の
認
識
」

に
到
達
す
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
無
限
に
進
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
観

照
的
諸
学
の
行
う
考
察
は
す
べ
て
、
諸
々
の
「
何
か
或
る
第
一
の
も
の
」

に
帰
着
す
る
。
こ
う
し
た
「
第
一
の
も
の
」
に
つ
い
て
人
は
学
ぶ
必
要
も

発
見
す
る
必
要
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
「
自
然
本
性
的

に
知
」
を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
全
体
は
す
べ
て
そ
の
部
分
よ
り
も

大
き
い
」
な
ど
と
い
っ
た
、
「
そ
れ
自
体
論
証
不
可
能
な
論
証
の
諸
原
型

宮
・
百
三
℃
広
号
5
0
5
z
-色
。
口
広
告
吉
(
凶
作
ヨ
CMau-え
)
日
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
原
理
に
諸
学
に
お
け
る
す
べ
て
の
「
論
証
」
が
還
元
さ
れ
る
。
ま
た
、

例
え
ば
「
在
る
も
の
」
と
い
っ
た
知
性
の
第
一
の
基
本
的
諸
概
念
も
ま
た

こ
う
し
た
「
第
一
の
も
の
」
で
あ
り
、
先
述
の
諸
学
の
「
定
義
」
は
す
べ

て
こ
れ
ら
の
基
本
的
諮
概
念
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
か
ら
、
「
論
証
」
と
い
う
途
に
よ
っ
て
も
、
「
定
義
」
と
い
う
途
に

よ
っ
て
も
、
諸
々
の
観
照
的
学
に
お
い
て
知
ら
れ
う
る
の
は
、
た
だ
「
自

然
本
性
的
に
知
ら
れ
る
も
の
」
の
及
ぶ
範
聞
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「
自
然
本
性
的
に
知
ら
れ
る
も
の
」
は
、
人
間

に
は
能
動
知
性
の
光
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
光

に
よ
っ
て
我
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
光
を
通
し
て
「
表
象
像
」

が
現
実
に
可
知
的
な
も
の
と
な
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

表
象
像
は
感
覚
か
ら
受
け
取
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
先
述
の
諸
原
理
の
認
識

は
「
感
覚
」
と
「
記
憶
」
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
か
か
る
諸
原
理

は
、
感
覚
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
こ
と
が
ら
を
も
と
に
我
々
が
認
識
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
こ
と
が
ら
以
上
の
も
の
に
我
々
を
導
く
と
い
う

こ
と
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
第
三
項
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
諸
々
の
分
離
実
体

の
「
何
性
」
は
感
覚
か
ら
我
々
が
受
け
取
る
も
の
を
媒
介
と
し
て
認
識
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
観
照
的
学
の
い
か
な
る

も
の
に
よ
っ
て
も
、
分
離
実
体
に
つ
い
て
「
何
で
あ
る
か
」
は
知
ら
れ
え

な
い
。
た
だ
し
、
観
照
的
諸
学
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
実
体
が
「
在
る
こ

と
」
、
ま
た
そ
れ
ら
の
実
体
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
知
性
的
で
あ
る
」
「
不

可
滅
で
あ
る
」
と
い
っ
た
何
ら
か
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
知
り
う
る
が
。

最
後
に
ト
マ
ス
は
、
「
可
感
的
諸
物
の
何
性
は
諸
々
の
非
質
料
的
何
性

を
十
分
に
現
し
出
す
」
と
考
え
て
い
た
ア
ヴ
ェ
ン
パ

i
ケ
を
名
指
し
て
批

判
を
加
え
て
い
る
。

「
論
一
社
」
と
「
定
義
」
に
よ
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
が
有
し
う
る
観
照
的

学
に
お
い
て
知
ら
れ
う
る
の
は
、
た
だ
「
自
然
本
性
的
に
知
ら
れ
る
も

の
」
の
及
ぶ
範
回
に
止
ま
っ
て
お
り
、
「
自
然
本
性
的
に
知
ら
れ
る
も
の
」

は
人
間
に
と
っ
て
は
能
動
知
性
の
光
が
感
覚
に
由
来
す
る
表
象
像
に
依
存

す
る
、
と
い
う
限
界
性
の
も
と
に
あ
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
に
さ

れ
、
鋭
照
的
諸
学
に
よ
っ
て
、
神
を
含
む
非
質
料
的
な
実
体
に
つ
い
て
は

そ
れ
ら
が
「
在
る
こ
と
」
、
ま
た
そ
れ
ら
の
実
体
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
知

13 



性
的
で
あ
る
」
「
不
可
滅
で
あ
る
」
と
い
っ
た
何
ら
か
の
在
り
方
の
み
が

知
ら
れ
う
る
こ
と
が
一
昨
舵
認
さ
れ
て
い
る
。

5 

結
語

筆
者
は
、
ト
マ
ス
の
学
問
論
を
解
明
す
る
た
め
に
、
何
∞
H
，
の
意
義
を

検
討
す
る
一
述
の
論
孜
を
企
図
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
ト
マ
ス
が

「
神
学
」
の
方
法
を
ど
の
よ
う
に
特
徴

u

つ
け
た
の
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、

彼
の
学
問
方
法
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
第
六
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
本
稿

の
扱
う
第
六
問
題
は
、
第
五
問
題
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
自
然

学
」
「
数
学
」
「
神
的
学
」
と
い
う
観
照
的
学
の
区
分
を
受
け
、
ま
た
、
ボ

エ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
方
法
論
的
な
言
葉
に
解
説
を
施

し
つ
つ
、
こ
れ
ら
諸
学
に
お
け
る
ト
マ
ス
自
身
の
方
法
論
的
な
見
解
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

第
一
一
項
で
は
、
「
自
然
学
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
推
論
的
に

g
t
O
B
E
-
-
Z「
、
数
学
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
学
留
的
に
門
戸
ぽ
巳
立
E
N
E
R「、

神
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
直
知
的
に

E
E
一2
E住
吉
・
取
り
扱
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
一
言
葉
に
導
か
れ
、
こ
れ
ら
諸
学

の
探
求
方
法
が
包
話
的
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
に
つ
い
て
半

ば
独
立
し
た
小
一
墳
が
立
て
ら
れ
る
形
で
論
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。

ト
マ
ス
は
ま
ず
、
自
然
学
の
方
法
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
「
推
論

的

E
巴
。

Eσ
旨
ぬ
こ
探
究
方
法
を
「
理
性
(
推
論
)
的
能
力
志

zzz

「山

tog--ω
か
ら
し
て
」
、
す
な
わ
ち
「
理
性
的
魂

S
5
2邑
0
5
r
に
固

有
の
仕
方
に
従
う
」
探
究
と
い
う
意
味
じ
解
す
る
。

た
だ
し
、
注
司
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
推
論
的
に
探
究
を
進
め
る
」

こ
と
は
排
他
的
な
意
味
で
「
内
然
学
に
の
み
適
う
」
と
は
し
て
い
な
い
点

で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
「
抗
論
的
」
傑
究
の
進
め
方
を
「
理
性
的
魂
に
国
有

の
仕
方
に
従
う
」
も
の
と
し
て
提
示
し
、
「
推
論
的
」
な
埋
性
と
い
う
も

の
が
人
間
の
自
然
本
性
そ
の
も
の
に
凶
有
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
人
間
的
な
自
然
本
性
お
よ
び
認
識
に
対
す
る
こ
う
し
た
見
方
は
、
第

一
問
題
で
ト
マ
ス
が
示
し
た
立
場
の
背
後
に
常
に
窺
わ
れ
た
彼
の
経
験
主

義
的
な
認
識
論
を
反
映
し
て
い
る
、
と
言
え
る
。

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
数
学
に
帰
す
る
「
学
習
」
と
い
う
方
法
は
、
確
実
な

認
識
に
適
合
す
る
。
数
学
は
自
然
学
と
神
学
の
ど
ち
ら
よ
り
も
確
実
で
あ

る
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
ト
マ
ス
は
、
観
照
的
諸
学
に
お
け
る
「
確
実
性
」

の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
運
動
と
質
料
を
捨
象
し
て
い
る
数
学
は
、

運
動
と
質
料
に
関
わ
っ
て
い
る
自
然
学
に
お
け
る
考
察
よ
り
も
確
実
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
我
々
の
認
識
は
可
感
的
事
物
か
ら
始
ま
る
が
ゆ
え

に
、
可
感
的
事
物
か
ら
よ
り
速
く
隔
た
っ
て
い
る
も
の
に
関
わ
る
神
学
よ

り
も
、
数
学
は
確
実
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
人
間
の
認
識
が
感

覚
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
と
い
う
点
が
問
題
と
な
り
、
相
対
的
に
感
覚
的
・

物
質
的
世
界
に
お
け
る
運
動
と
質
料
を
捨
象
し
た
数
学
が
「
よ
り
確
実
」

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
は
、
「
直
知
的
に
」
探
究
を
進
め
る
こ
と
が
神
的
学
に
帰
属
さ

せ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
学
に
お
い
て
最
も
顕
著
に
「
知
性
」
の
方
法
が
看

取
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
一
一
一
一
口
う
。
こ
こ
で
ト
マ
ス
は
「
理
性
」
と
「
知

性
」
、
「
分
析
還
元
の
道
」
と
「
結
合
の
道
」
の
相
違
と
関
係
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
分
析
還
元
の
道
」
に
お
い
て
は
「
産
知
的
知

14 



性
に
よ
る
考
察
」
は
「
推
論
的
理
性
に
よ
る
考
察
」
の
終
局
で
あ
る
が
、

「
結
合
の
道
」
に
お
い
て
は
、
「
産
知
的
知
性
に
よ
る
考
察
」
は
「
推
論
的

考
察
」
の
出
発
点
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
神
的
学
知
は
「
分
析

還
元
の
道
」
に
よ
っ
て
推
論
を
進
め
る
「
理
性
」
に
よ
る
考
察
に
と
っ
て

終
極
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
結
合
の
道
」
に
お
い
て
は
「
推
論
的
理
性
に

よ
る
考
察
」
の
出
発
点
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
「
知
性
的
」
で
あ
る
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

第
二
項
で
は
、
学
知
を
獲
得
す
る
際
に
お
け
る
「
感
覚
」
と
「
表
象
な

い
し
想
橡
力
」
の
役
割
を
検
討
し
て
い
る
。
考
察
の
範
囲
は
神
的
学
に
と

ど
ま
る
こ
と
な
く
、
自
然
学
・
数
学
の
位
置
づ
け
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

諸
学
に
つ
い
て
の
結
論
は
、
「
神
的
こ
と
が
ら
」
に
関
し
て
は
、
我
々
は

表
象
力
に
も
感
覚
に
も
向
か
っ
て
は
な
ら
ず
、
「
数
学
的
諸
学
」
に
お
い

て
は
、
表
象
力
に
は
向
か
う
が
、
し
か
し
感
覚
に
ム
向
か
っ
て
は
な
ら
ず
、
「
自

然
的
諸
学
」
に
お
い
て
は
、
感
覚
に
も
ま
た
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
上
で
ト
マ
ス
は
「
観
照
的
学
知
の
こ
れ
ら
三
つ
の
部
分
に
関
し
て
向

じ
方
法
で
探
究
を
し
よ
う
と
努
め
る
者
は
、
誤
り
を
犯
す
」
と
警
告
し
て

いブ
Q

。
第
三
項
で
は
、
す
で
に
第
一
問
題
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
た
、
神
に

つ
い
て
そ
の
「
何
で
あ
る
か
」
は
否
定
的
な
形
で
し
か
知
ら
れ
え
ず
、
た

だ
「
在
る
か
」
の
み
が
知
ら
れ
る
と
い
う
見
解
か
ら
、
さ
ら
に
一
歩
を
進

め
、
「
在
る
か
」
と
い
う
認
識
は
そ
の
主
語
と
な
る
も
の
の
「
何
で
あ
る

か
」
に
つ
い
て
何
ら
か
の
先
行
的
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
の
先
行
的
理
解
の
成
立
可
能
性
を
問
題
と
し
て
い
る
。
通
常
の
認
識
に

お
い
て
、
「
類
」
お
よ
び
「
間
帯
性
」
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
先
行
的

理
解
の
可
能
性
が
、
「
神
」
と
「
被
造
の
非
質
料
的
諮
実
体
」
と
の
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
適
用
で
き
る
か
、
と
い
う
角
度
か
ら
検
討
を
行
な
い
、
結

論
と
し
て
神
を
含
む
諸
々
の
非
質
料
的
形
相
に
つ
い
て
、
我
々
は
「
在
る

か
」
を
認
識
し
、
ま
た
そ
れ
ら
に
つ
い
て
「
何
で
あ
る
か
」
の
認
識
の
代

わ
り
に
、
「
否
定
」
お
よ
び
「
顕
因
性
」
と
「
超
出
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
認
識
を
も
っ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。

最
後
の
第
四
項
で
は
、
「
論
一
社
」
と
「
定
義
」
に
よ
る
と
こ
ろ
の
人
間

に
お
け
る
観
照
的
学
の
限
界
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
人
間
が
有
し
う

る
観
照
的
学
に
お
い
て
知
ら
れ
う
る
の
は
、
た
だ
「
自
然
本
性
的
に
知
ら

れ
る
も
の
」
の
及
ぶ
範
囲
に
止
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
能
動
知
性
の
光
が

感
覚
に
由
来
す
る
表
象
像
に
依
存
す
る
、
と
い
う
限
界
性
の
も
と
に
あ
る

こ
と
が
あ
ら
た
め
て
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ト
マ
ス
は
こ
の
第
六
問
題
に
お
い
て
、
自
然
学
・
数
学
・
形
而
上
学
の

方
法
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
基
本
的
に
彼
は
「
従
来
の
新
プ
ラ

ト
ン
主
義
の
留
学
を
援
用
し
た
神
学
や
論
理
学
的
な
神
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
批
判
」
し
、
彼
の
経
験
主
義
的
な
立
場
か
ら
こ
れ
ら
観
照
的
諸
学
の

方
法
を
整
理
し
在
し
た
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(1)注

テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
以
下
の
版
が
あ
る
。
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山
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の
氏
、
コ
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2
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