
鈴
木
大
拙
の

「
大
地
性
」

再
考

ー
科
学
技
術
と
の
関
わ
り
か
ら

i

序
鈴
木
大
拙
(
一
八
七

0
1
一
九
六
六
年
)
の
代
表
的
著
作
『
日
本
的
霊
性
』

(
一
九
四
四
年
)
は
、
鎌
倉
時
代
に
至
っ
て
初
め
て
仏
教
が
日
本
化
し
た
と

す
る
独
自
の
宗
教
史
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
著
作
を
通
じ
て
彼
が
強
-
調
し

た
か
っ
た
こ
と
は
、
鎌
倉
時
代
に
至
っ
て
仏
教
が
民
衆
の
中
へ
と
根
付
い
た

と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
平
安
以
前
の
仏
教
と
鎌
倉
時
代
の
仏
教
と

を
分
け
る
観
点
と
し
て
、
大
拙
は
「
大
地
性
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
す
。

「
大
地
性
」
と
は
、
直
接
大
地
の
上
で
生
活
し
て
い
る
農
民
や
武
士
た
ち
の

宗
教
性
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
平
安
以
前
の
貴
族
た
ち
を
象

徴
す
る
「
天
日
」
と
対
比
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
こ
の
「
大
地
性
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
大
拙
に
よ
る

日
本
宗
教
史
の
分
析
の
た
め
の
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

大
地
と
関
わ
っ
て
き
た
人
間
た
ち
の
宗
教
的
生
を
一
つ
の
理
念
と
し
て
提

示
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
概
念
は
大
地

蓮

沼

直

感

と
直
接
に
関
わ
る
「
農
業
」
の
文
脈
で
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の

概
念
は
「
臼
本
的
霊
性
」
と
い
う
文
脈
の
中
で
の
み
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
早
く
か
ら
独
立
し
た
概
念
と
し
て
大
拙
の
著
作
中
に
散
見
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
日
本
宗
教
史
と
の
関
わ
り
を
離
れ
た
、
別
の
側

面
が
現
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
本
稿
は
こ
れ
ま
で
着
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
「
大
地
性
」
概
念
の
新
た
な
側
面
を
、
「
自
由
」
や
「
技
術
」
と
い
っ

た
文
脈
か
ら
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
。

一
、
「
自
由
」
の
創
造
性

そ
の
た
め
、
ま
ず
は
彼
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
「
自
由
」
の
位
寵
づ
け
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
大
拙
は
禅
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
「
自
由
」
を

次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

禅
の
効
用
と
で
も
云
ふ
も
の
を
列
挙
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
一
つ
に
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は
必
ず
此
の
根
本
的
自
由
性
を
数
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
の
日

本
人
の
多
数
の
や
う
で
は
、
あ
ち
ら
へ
ぐ
ら
ぐ
ら
、
こ
ち
ら
へ
ぐ
ら

ぐ
ら
し
て
何
等
の
操
守
が
な
い
。
学
者
と
云
ふ
側
に
属
す
る
人
で
さ

へ
、
曲
学
阿
世
、
大
い
に
そ
の
任
務
に
背
く
。

(
『
全
集
』
第
十
三
巻
、

三
七
九
頁

)υ

彼
が
仏
教
や
宗
教
を
規
範
的
に
語
る
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
に
「
自
由
」
と

い
う
「
効
用
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

仏
教
に
お
い
て
「
自
由
」
が
規
範
的
言
説
の
基
盤
に
据
え
ら
れ
る
背
景
に

つ
い
て
は
、
直
接
原
始
仏
教
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
諦
八
正
道
と

い
う
仏
教
の
基
木
的
立
場
に
お
い
て
、
最
初
に
提
示
さ
れ
る
苦
諦
は
、
人
間

の
生
死
を
苦
し
み
に
彩
ら
れ
た
も
の
と
し
て
描
き
出
す
が
、
大
拙
に
と
っ
て

の
「
自
由
」
は
ま
さ
に
苦
か
ら
の
解
放
と
い
う
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

人
が
目
的
論
的
な
生
存
概
念
の
十
間
に
あ
る
限
り
は
、
決
し
て
自
由
と
は

云
へ
な
い
。
自
由
な
ら
ざ
る
こ
と
が
、
こ
の
世
に
行
は
れ
る
一
切
の
苦

悩

、

一

切

の

札

隙

の

原

因

で

あ

る

。

一
切
の
悲
惨
、

(
『
全
集
』
第
十
一
巻
、

一
二
九
頁
)

そ
し
て
、
苦
訴
に
端
を
発
す
る
四
訴
が
そ
こ
か
ら
の
解
放
(
解
脱
)
を
志
向

す
る
よ
う
に
、
大
拙
の
自
由
論
も
「
解
脱
」
と
の
連
関
で
規
定
さ
れ
る
。

霊
性
的
自
由
が
宗
教
の
本
体
で
あ
る
。
宗
教
は
こ
こ
に
在
り
、
こ
こ

で
生
き
て
ゐ
る
。
自
由
の
消
極
面
は
解
脱
で
あ
り
、
解
放
で
あ
る
が
、

何
と
云
っ
て
も
同
一
物
に
外
な
ら
ぬ
。
自
由
は
元
来
自
分
の
も
の
で

あ
る
が
、
自
由
の
自
覚
が
な
い
と
、
有
つ
で
も
無
い
と
同
様
で
あ
る
。

(
『
全
集
』
第
二
十
二
巻
、
三
一
頁
)
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た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
「
自
由
」
は
一
般
的
な
日
本
語
と
し
て
の
「
自
由
」

と
は
異
な
っ
て
い
る
。
現
代
で
「
自
由
」
と
い
え
ば
、
一
↑
σ
2寸
も
し
く
は

中

2
号
E
を
意
味
す
る
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

日
本
で
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
自
由
」
が
浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景

と
し
て
、
大
拙
は
明
治
期
に

J
-
S
・
ミ
ル
(
一
八

O
六
1
七
三
年
)
の

O
ミ
志
向
、
々
が
『
自
由
之
理
』
と
訳
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か

し
、
自
由
の
諾
が
漢
詩
と
し
て
は
中
国
古
典
に
そ
の
出
自
を
持
つ
こ
と
は
明

白
で
あ
り
、
大
拙
は
禅
籍
に
お
け
る
「
自
由
自
在
」
の
J

初
出
と
し
て
『
六
祖

壇
経
』
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
が
論
じ
る
「
自
由
」
と
は
、
「
自

ら
主
と
な
る
」
、
「
自
ら
に
由
る
」
と
い
う
漢
語
本
来
と
し
て
の
意
味
を
提
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
自
由
」
と
は
大
拙
に
と
っ
て
、
み
ず
か
ら
の

存
在
の
根
抵
に
あ
る
絶
対
の
主
体
性
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
人
間
の
本
来
的
な
姿
を
、
彼
は
「
ク
リ
エ
テ
イ
ヴ

2
2号。」

と
評
し
て
い
た
。

禅
宗
の
「
自
由
」
に
も
フ
リ
l

の
義
は
勿
論
あ
る
が
、
何
と
な
く
こ



れ
よ
り
も
深
い
意
味
が
踏
ん
で
を
る
や
う
に
思
は
れ
る
ο

拘
束
な
い

処
は
自
由
で
、
又
自
在
で
、
フ
リ
ー
で
あ
る
が
、
予
の
考
へ
で
は
、

此
「
自
由
」
を
今
少
し
く
深
く
、
さ
う
し
て
主
観
的
に
見
ね
ば
な
ら

ぬ
と
信
ず
る
。
そ
こ
で
予
は

Q
g
Z
5
又
は

2
狂
言
一
と
云
ふ
字
を
思

ひ
つ
い
た
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
よ
り
ク
リ
エ
テ
イ
ヴ
の
方
が
面
白
い
。
ク

リ
エ
テ
イ
ヴ
を
和
訳
す
れ
ば
創
始
的
と
か
、
造
化
的
と
か
云
ひ
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
は
独
創
的
・
創
作
的
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
は
始
め
の

義
は
あ
る
が
、
造
る
義
は
な
い
、
こ
れ
は
ク
リ
エ
テ
イ
ヴ
に
あ
る
。

そ
し
て
又
ク
リ
エ
テ
ィ
ヴ
に
は
造
化
不
断
の
義
が
縫
っ
て
を
る
、
綿

綿
と
し
て
窮
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
容
子
が
顕
は
れ
て
を
る
、
多
多

益
々
弁
ず
る
底
の
消
息
が
あ
る
。
禅
詰
の
「
自
由
」
は
つ
ま
り
皆
此

義
を
含
ん
で
を
る
。
(
『
全
集
』
第
十
六
巻
、
二
八
二
頁
)

こ
の
「
ク
リ
エ
テ
イ
ヴ
」
と
い
う
形
容
を
巡
る
議
論
か
ら
い
よ
い
よ
、
彼
の

自
由
論
の
実
践
面
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
に
と
っ
て
、
社
会
的
記
号
を

敢
り
払
っ
た
人
間
本
来
の
主
体
性
と
は
、
静
的
な
観
念
で
は
な
か
っ
た
。
具

体
的
な
人
関
心
理
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
人
間
は
常
に
意
志
す
る
存
在

で
あ
り
、
何
ら
か
の
社
会
の
中
で
「
活
動
」
す
る
存
在
で
あ
る
。

行
為
の
選
択
可
能
性
の
多
さ
を
自
由
と
み
な
す
立
場
に
お
い
て
は
、
そ
の

束
縛
を
取
り
除
く
こ
と
こ
そ
が
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
し
か

し
、
大
拙
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
社
会
的
束
縛
は
そ
れ
自
体
と
し
て
否
定

さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
社
会
的
束
縛
が
自
由
の
妨
害
と
な
る
の
は
、
選
択

可
能
性
を
限
定
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
本
来
の
活
動
性
を
阻
害
し
、
そ

の
こ
と
が
人
の
襖
悩
を
招
く
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

「
人
が
目
的
論
的
な
生
存
概
念
の
揺
に
あ
る
限
り
は
、
決
し
て
自
由
と
は

一
五
へ
な
い
」
、
こ
れ
が
先
に
見
た
大
拙
の
立
場
で
あ
っ
た
。
人
が
社
会
に
お

い
て
そ
の
主
体
性
を
発
揮
で
き
な
い
の
は
、
み
ず
か
ら
の
欲
求
の
体
系
に
束

縛
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
欲
求
の
体
系
は
最
終
的
に
「
生
き
る
た

め
に
」
と
い
う
目
的
に
還
元
さ
れ
る
。
自
己
が
生
き
る
た
め
に
は
、
社
会
か

ら
の
保
障
が
必
要
で
あ
り
、
社
会
か
ら
の
保
障
を
得
る
た
め
に
は
、
本
来
意

士
山
さ
れ
な
い
行
為
へ
と
身
を
任
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
自
的
論
の
連

鎖
の
中
で
、
人
間
は
本
来
の
活
動
性
を
喪
失
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
自
己
や

近
親
者
の
生
存
に
帰
着
す
る
目
的
論
の
体
系
の
中
に
お
い
て
、
人
の
行
為
は

「i
の
た
め
に
」
と
い
う
自
的
意
識
に
指
示
さ
れ
、
実
践
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
み
ず
か
ら
作
り
出
し
た
観
念
と
し
て
の
目
的
論
の
体
系
に
縛
ら
れ
て

い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
人
は
自
主
的
に
行
為
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な

が
ら
そ
の
実
、
他
律
的
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
の
自
主
性
は
、
み
ず

か
ら
が
外
化
さ
せ
た
意
志
に
従
う
と
い
う
間
接
的
な
も
の
で
は
な
く
、
よ
り

直
接
的
に
、
自
己
に
内
在
す
る
活
動
性
そ
の
も
の
を
発
揮
さ
せ
る
と
こ
ろ
に

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
目
的
論
的
な
行
為
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
人
が
行
為
を
選
択
す
る
際
、
目
的
論
的
観
点
を
捨

象
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
拙
の
い
う
禅
の
行
為
論
は
、
二
度
選
択
さ
れ

た
行
為
が
実
践
さ
れ
る
時
、
実
践
す
る
者
が
そ
の
行
為
に
徹
す
る
こ
と
が
で
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き
る
か
否
か
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
が
自
己
の
活
動
性
か
ら

直
接
に
由
来
す
る
と
き
、
そ
れ
が
「
自
由
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
の
本
来
具
え
も
つ
活
動
性
が
「
ク
リ
エ
テ
イ
ヴ
」
と
評

さ
れ
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
み
ず
か
ら
の
本
性
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と

と
創
作
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
一
見
す
る
と
無
縁
で
あ
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
人
が
自
己
を
取
り
巻
く
環

境
世
界
と
如
何
に
し
て
関
わ
る
か
と
い
う
点
を
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
次
の
一
節
に
着
目
し
た
い
。

何
事
に
よ
ら
ず
禅
は
反
復
や
模
倣
を
忌
む
。
そ
れ
は
殺
す
か
ら
で
あ

る
。
同
じ
理
由
か
ら
で
あ
る
が
、
禅
は
決
し
て
説
明
に
百
了
ら
な
い
。

唯
肯
定
す
る
だ
け
で
あ
る
。
生
は
事
実
で
あ
る
。
如
何
な
る
説
明
も
、

必
要
で
も
な
け
れ
ば
相
応
は
し
く
も
な
い
。
説
明
は
弁
護
で
あ
る
。

生
き
る
こ
と
に
何
の
弁
護
が
安
ら
う
か
。
生
き
る
、
そ
れ
で
十
分
で

は
な
い
か
。
生
き
よ
う
で
は
な
い
か
。
肯
定
し
よ
う
で
は
な
い
か
。

浄
裸
裸
、
赤
漉
漉
の
と
こ
ろ
に
こ
そ
禅
が
あ
る
の
だ
。

(
『
全
集
』
第
十
四
巻
、
二
五
凶

1
一
五
五
頁
)

生
の
現
実
は
時
々
刻
々
変
化
し
て
い
く
。
人
は
一
度
た
り
と
も
同
じ
経
験
を

す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
中
で
人
は
現
実
を
様
々
に
一
記
述
し
、
表
現
す
る
。

そ
の
記
述
を
論
理
的
、
体
系
的
に
連
関
さ
せ
る
営
み
は
や
が
て
学
問
を
構
築

す
る
に
至
る
。
自
然
科
学
の
諸
学
問
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
対
象
と
な
る

現
実
を
分
析
し
、
学
的
秩
序
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
く
。
し
か
し
他
方
で
、

そ
れ
は
現
実
を
一
つ
の
一
記
号
と
し
て
抽
象
化
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

「
倍
一
ご
と
い
う
言
葉
が
指
し
示
す
実
際
の
雲
は
、
一
度
と
し
て
同
じ
形
に
な

る
こ
と
は
な
い
。
同
じ
赤
い
花
で
も
、
隣
合
う
二
つ
の
花
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

色
合
い
は
微
妙
に
異
な
る
。
こ
の
よ
う
に
現
実
は
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い

無
限
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
が
、
我
々
は
往
々
に
し
て
現
実
よ
り
も
抽
象

化
さ
れ
た
記
号
・
観
念
の
方
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
。

大
拙
は
、
そ
の
よ
う
に
現
実
を
記
号
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
経
験
す
る
在

り
様
を
、
「
反
復
」
、
「
模
倣
」
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
は
記
号
に
よ

っ
て
情
報
の
伝
達
を
可
能
に
し
た
が
、
伝
達
さ
れ
る
情
報
は
常
に
無
限
の
現

実
に
対
し
て
画
一
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
結
局
は
情
報
の
反
復
に
終
始
す

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
言
語
的
な
認
識
を
二
度
否
定
す
る
無
分
別
の
立
場
に

お
い
て
は
、
現
実
は
現
実
と
し
て
直
接
に
把
握
さ
れ
る
。
一
一
言
語
の
媒
介
を
経

な
い
で
経
験
さ
れ
る
現
実
は
、
時
々
刻
々
変
化
す
る
在
り
様
を
そ
の
ま
ま
に

顕
わ
に
す
る
。
そ
の
都
度
新
た
に
与
え
ら
れ
る
現
実
を
、
そ
の
も
の
と
し
て
、

そ
の
ま
ま
肯
定
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度
の
新
た
な

現
実
を
「
創
作
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
言
語
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
て

い
る
観
念
と
し
て
の
現
実
、
「
反
復
」
、
「
模
倣
」
と
し
て
の
現
実
を
、
新
た

に
捉
え
直
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
捉
え
直
し
は
、
裏
面
で
は
自
身
の

活
動
性
を
行
為
や
こ
と
ば
を
通
じ
て
表
現
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か

し
、
そ
こ
で
表
現
さ
れ
た
こ
と
ば
は
、
「
無
分
別
の
分
別
」
に
よ
っ
て
語
ら

れ
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
人
が
「
反
復
」
や
「
模
倣
」
と
し
て
用
い
る
こ
と
ば
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1
C
は
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
現
実
に
対
し
て
新
た
な
表
現
を
与
え

る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
ク
リ
エ
テ
イ
ヴ
」
と
は
、
社
会

に
通
有
し
て
い
る
概
念
を
前
提
と
せ
ず
、
一
一
一
一
口
詰
以
前
の
現
実
と
照
ら
し
あ
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
常
に
新
た
な
行
為
や
こ
と
ば
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
様

態
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
技
締
と
自
由

ー
蘇
外
論
と
し
て

l

以
上
、
大
拙
の
自
由
論
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
「
大
地
性
」
の
解
明

を
目
指
す
本
稿
が
こ
こ
ま
で
自
由
論
を
取
り
上
げ
て
き
た
の
は
、
彼
の
宗
教

思
想
の
中
で
も
現
実
社
会
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
テ

i

マ
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
現
実
社
会
へ
の
提
言
を
す
る
と
き
の

一
つ
の
評
価
軸
と
し
て
こ
の
「
自
由
」
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
は
次
に
彼
が
現
実
の
社
会
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
を
、
「
技
術
」
の

問
題
に
絡
め
て
分
析
し
て
い
き
た
い
。

大
拙
が
生
き
た
時
代
と
は
、
ま
さ
に
日
本
が
近
代
国
家
と
し
て
整
備
さ
れ

て
い
く
過
程
で
あ
り
、
そ
の
近
代
化
は
人
々
の
生
活
に
劇
的
な
変
化
を
も
た

ら
し
た
。
日
本
に
お
け
る
産
業
革
命
は
日
清
戦
争
に
前
後
し
て
、
ま
ず
は
紡

績
業
、
製
糸
業
な
ど
の
軽
工
業
部
門
、
後
れ
て
製
鉄
業
な
ど
の
重
工
業
部
門

で
展
開
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
科
学
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
生
産
過

程
が
機
械
化
し
た
こ
と
で
順
次
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

大
拙
は
近
代
社
会
の
技
術
化
を
危
機
感
を
も
っ
て
見
つ
め
て
い
た
。
科
学

技
術
は
経
済
機
構
そ
の
も
の
を
革
命
的
に
変
化
さ
せ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
も

た
ら
す
弊
害
を
、
大
拙
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
日
の
や
う
に
機
械
文
明
が
進
ん
で
来
る
と
、
人
間
は
機
械
で
縛
ら

れ
て
し
ま
っ
て
、
手
も
足
も
動
か
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
、
人
間
自

身
が
機
械
の
一
部
に
な
っ
て
し
ま
ふ
。
人
間
は
労
力
を
省
き
、
時
間

を
節
約
す
る
た
め
、
い
ろ
い
ろ
な
機
械
を
捺
へ
た
の
で
あ
る
が
、
機

械
は
人
間
の
思
ふ
や
う
に
は
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
大
量
生

産
と
い
ふ
こ
と
は
成
程
使
利
で
結
構
な
こ
と
だ
が
、
こ
れ
が
た
め
に

金
持
と
貧
乏
人
と
は
実
際
の
生
活
に
お
い
て
大
な
る
懸
一
備
を
生
ず
る

や
う
に
な
っ
た
。
機
械
が
出
来
る
と
、
安
ら
な
い
も
の
が
沢
山
出
来

る
、
そ
れ
を
何
と
か
売
掛
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
を
捨
て
て
置

く
訳
に
行
か
な
い
、
捨
て
て
置
く
と
資
本
が
損
に
な
る
、
ど
う
か
し

て
売
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
売
る
先
を
拡
げ
に
ゃ
な
ら
ぬ
。

(
『
全
集
』
第
十
六
巻
、
五
二
頁
)

技
術
が
労
働
の
現
場
に
お
い
て
人
間
を
疎
外
し
て
い
く
関
係
を
明
ら
か
に

す
る
こ
の
文
脈
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
端
を
発
し
、
の
ち
に
エ
1

リ
ッ

ヒ
・
ブ
ロ
ム
(
一
九

0
0
1八
O
年
)
の
諸
著
作
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く

疎
外
論
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
一
九
三
二
年
に
公
開
さ
れ
た
『
経
済
学
・

哲
学
草
稿
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
労
働
者
が
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置
か
れ
る
疎
外
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
技
術
に
よ
る
人
間
の

疎
外
を
よ
り
強
一
調
し
た
の
は
フ
ロ
ム
で
あ
っ
た
。
彼
は
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
論

を
踏
ま
え
た
上
で
、
二

O
世
紀
社
会
特
有
の
社
会
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
も
っ
と
も
明
白
な
変
化
は
、

技
術
的
変
化
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
蒸
気
機
関
、
内
燃
機
関
、
電
気
の

使
用
の
増
加
と
、
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
発
達
は
、
手
の
労
働
の
機
械
労
働
に
よ
る
お
き
か
え
や
、
さ
ら

に
機
械
の
知
能
に
よ
る
人
間
の
知
能
の
お
き
か
え
が
増
大
し
て
い
る

点
で
特
徴
。
つ
け
ら
れ
る
。
パ
ド

フ
ロ
ム
の
分
析
に
お
い
て
も
社
会
に
お
け
る
富
の
偏
在
、
経
済
的
階
級
の
分

裂
を
招
く
と
い
う
点
で
マ
ル
ク
ス
の
考
え
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に

「
技
術
」
と
い
う
契
機
を
よ
り
前
面
に
押
し
出
し
た
点
に
彼
独
自
の
視
点
が

存
し
て
い
る
。
先
の
大
拙
の
所
論
も
プ
ロ
ム
と
何
様
の
視
座
か
ら
語
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
フ
ロ
ム
の
技
術
観
が
資
本
主
義
経
済
に
お
け
る
疎
外
論
と
し
て

主
題
化
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
大
拙
の
技
術
理
解
は
人
間
の
よ
り
実
存
的
な

部
分
へ
接
近
し
て
い
る
。
宗
教
的
個
の
生
死
を
思
索
し
続
け
た
大
拙
に
と
っ

て
、
社
会
に
お
け
る
疎
外
の
問
題
は
技
術
の
も
つ
力
の
一
端
を
示
す
に
過
ぎ

な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

今
度
は
人
間
の
作
っ
た
機
械
は
な
く
な
っ
た
。
そ
の
代
り
に
機
械
化

し
た
人
間
が
出
来
た
。
人
間
の
作
っ
た
も
の
は
人
間
の
自
由
に
使
は

れ
る
も
の
だ
と
思
っ
た
が
、
大
間
違
ひ
。
作
ら
れ
て
使
は
れ
る
も
の

が
逆
襲
し
て
来
た
。
さ
う
し
て
作
る
も
の
、
使
ふ
も
の
が
却
っ
て
作

ら
れ
る
も
の
、
使
は
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。
即
ち
人
間
そ
の
も
の
が

機
械
に
な
っ
た
。
全
体
主
義
の
人
間
は
た
だ
使
は
れ
る
も
の
で
し
か

な
い
の
で
あ
る
。
自
由
も
な
く
流
動
性
も
な
い
ミ
イ
ラ
そ
の
も
の
と

な

っ

た

。

(

『

全

集

』

第

九

巻

、

一

二

七

七

頁

)
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人
類
の
歴
史
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
技
術
は
人
の
用
い
る
道
具
と
し

て
結
実
し
て
き
た
。
そ
れ
が
近
代
に
お
い
て
は
「
機
械
」
、
す
な
わ
ち
そ
れ

自
身
が
動
力
を
も
っ
て
あ
ら
か
じ
め
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
目
的
へ
と
作
動

す
る
道
具
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
決
定
的
な
こ
と
は
、
道
具
が
使
用
者
の

思
惑
を
離
れ
て
「
自
ら
動
く
」
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い

て
、
人
間
存
在
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
関
わ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

男
女
を
間
は
ず
、
す
べ
て
の
現
代
人
の
心
に
つ
き
ま
と
っ
て
ゐ
る
苦

悩
の
中
で
、
最
も
大
き
な
も
の
の
一
つ
は
、
殆
ん
ど
す
べ
て
の
人
が

喪
失
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
人
間
性
を
如
何
に
し
て
回
復
す
る
か
、
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
今
や
人
類
は
、
自
由
と
創
造
性
と
を
失
ひ
、
科

学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
つ
く
り
上
げ
た
一
つ
の
巨
大
な
機
械
の
一
部

(
『
全
集
』
第
二
十
一
巻
、
三
二
八
頁
)

分
と
な
り
つ
つ
あ
る
。



彼
の
い
う
喪
失
さ
れ
た
「
人
間
性
」
と
は
、
先
に
触
れ
た
「
自
由
」
と
「
創

造
性
」
と
い
っ
た
人
間
の
本
来
的
活
動
性
で
あ
り
、
「
技
術
」
は
こ
こ
で
そ

の
存
立
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
危
険
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
技
術
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
で
人
間
性
を
脅
か
す
も

の
な
の
か
。
大
拙
の
著
作
に
お
い
て
、
そ
の
詳
細
を
論
理
的
に
明
ら
か
に
す

る
所
論
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
本
論
は
大
拙
の
自
由
と
技
術
の
相
克
を

よ
り
明
確
に
呈
示
す
る
た
め
、
技
術
そ
の
も
の
を
め
ぐ
る
思
想
に
目
を
向
け

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
ニ
、
技
術
論
の
説
鹿

技
術
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
世
界
の
変
容
を
王
国
か
ら
取
り
上
げ
た

の
は
、
後
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
っ
た
。
一
九
四
九
年
二
一
月
に
行
わ
れ
た

連
続
講
演
が
『
ブ
レ
!
メ
ン
講
演
』
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
彼

の
技
術
論
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
彼
の
技
術
論
の
中
心
を
為
す
概

念
は
「
組
み
立
て

(
0
2
Z口
)
」
り
と
し
て
示
さ
れ
る
。

人
間
は
技
術
に
対
し
て
中
立
的
で
、
彼
ら
は
み
ず
か
ら
の
意
志
に
基
づ
い

て
自
由
に
技
術
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
人
間
自
身
は
暗
黙
の
裡
に
信

じ
て
い
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ

i
の
「
組
み
立
て
」
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
素

朴
な
思
考
を
残
酷
に
援
す
件
。
技
術
時
代
に
あ
っ
て
、
人
間
は
も
は
や
自
然

の
存
在
物
を
、
単
に
そ
の
も
の
と
し
て
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
「
役
立
つ

も
の
(
出

g
s
E
)
」
と
し
て
仕
立
て
る

(
σ
2
豆一
g)
と
い
う
関
係
を
構
築

す
る
の
だ
と
い
う
。

で
は
一
体
こ
う
し
た
挑
発
し
つ
つ
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
就
さ

れ
て
い
く
こ
と
が
ら
は
、
ど
ん
な
理
(
巴
号

R
g£
g
Z
I
)
を
具
備

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
役
立
ち
の
た
め
に

立
つ
よ
う
に
、
し
か
も
次
の
仕
立
て
の
た
め
に
、
自
分
で
用
意
し
て

立
っ
て
い
る
よ
う
に
、
仕
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
仕

立
て
ら
れ
る
も
の
は
、
自
分
の
独
自
の
立
つ
座
を
も
っ
て
い
る
。
私

た
ち
は
そ
れ
を
役
立
つ
も
の
と
呼
ん
で
い
る
。
パ
ド

人
間
は
技
術
の
中
に
あ
っ
て
、
単
に
眼
前
の
存
在
物
を
み
ず
か
ら
の
対
象
と

し
て
置
く
こ
と
は
で
き
ず
、
常
に
有
用
性
の
連
関
の
中
に
位
置
づ
け
る
よ
う

に
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
喚
起
を
ハ
イ
デ
ガ

l
は
「
挑
発

(
E
0
5
5
E
a
o
g
a
)
」
と
い
う
語
で
表
現
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
こ
と
を

説
明
す
る
た
め
に
ラ
イ
ン
河
の
例
え
を
用
い
て
い
る
。
ヘ
ル
ダ
i
リ
ン
の
作

品
中
で
そ
の
風
光
を
讃
え
ら
れ
た
ラ
イ
ン
河
と
、
水
力
発
電
所
の
シ
ス
テ
ム

に
組
み
込
ま
れ
た
ラ
イ
ン
河
と
で
は
、
そ
の
在
り
捺
が
決
定
的
に
異
な
る
。

現
代
の
技
術
社
会
で
、
発
電
用
タ
ー
ビ
ン
を
廻
す
水
圧
を
提
供
す
る
も
の
と

し
て
仕
立
て
ら
れ
た
と
き
、
ラ
イ
ン
の
流
れ
は
、
も
は
や
人
間
の
「
対
象
」
、

主
観
の
向
こ
う
に
対
置
す
る
も
の
で
は
な
く
、
主
観
の
側
に
あ
ら
か
じ
め
取

り
込
ま
れ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
た
だ
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ラ
イ
ン
河
と
い
う
自
然
的
存
在
の
み
に
ま
つ
わ
る
問
題
で
は
な
い
。
技
術
に

よ
る
役
立
て
、
用
立
て
は
人
間
自
身
に
対
し
て
も
同
様
に
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

「
組
み
立
て

$
2
8
5
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
人
間
が
、
存
在
者
を
「
役

立
て
る
」
、
「
用
立
て
る
」
と
い
う
仕
方
で
現
出
さ
せ
る
構
造
の
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば
、
客
観
と
し
て
立
て
ら
れ
た
存
在
者
を
主
観
が
ど

の
よ
う
に
役
立
て
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
主
観
が
そ
も
そ
も
役
立

つ
も
の
と
し
て
客
観
を
定
立
さ
せ
る
と
い
う
、
よ
り
線
源
的
な
事
態
が
問
題

視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
事
態
を
人
間
性
に
と
っ
て
の
危
機
で
あ
る

と
主
張
す
る
。
「
組
み
立
て
」
の
構
造
は
人
間
を
音
も
な
く
取
り
込
ん
で
い

る
。
そ
し
て
人
間
自
身
は
そ
の
構
造
の
存
在
に
気
付
く
こ
と
も
な
い
。
こ
の

技
術
の
問
題
が
危
機
で
あ
る
の
は
、
人
間
と
世
界
と
の
関
わ
り
を
根
抵
か
ら

揺
る
が
し
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
と
自
体
に
気
付
か
な

い
ま
ま
に
、
人
間
が
み
ず
か
ら
が
自
由
に
技
術
を
使
用
し
て
い
る
と
錯
覚
し

て
い
る
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
技
術
論
が
語
ら
れ
始
め
て

A

既
に
半
世
紀
を
経
た
。
現
代
社

会
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
i

の
指
捕
は
、
古
び
て
い
く
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
一
患

の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
我
々
の
日
常
の
間
い
直
し
を
迫
っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
i

、
そ
し
て
大
拙
の
生
き
た
時
代
に
比
し
て
、
技

術
の
力
が
よ
り
一
一
層
圧
倒
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
故
に
こ
そ
、
技
術
そ
の
も
の
は
ま
す
ま
す
存
在
の
背
後
へ
と
隠
蔽
さ
れ

て
い
く
と
い
う
逆
説
的
な
事
態
が
続
い
て
い
る
。
我
々
の
日
常
に
お
い
て
、

一
体
如
何
な
る
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ガ

i
が
暴
い
た
技
術
論
の
問
題
圏
に
お
い
て
、
我
々
の
生
の
内
実

の
変
容
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
し
て
、
河
上
正
秀
ヲ
打
為
と
意
味
技
術

時
代
の
人
間
像
』
(
未
知
谷
、
一
九
九
三
年
)
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
所
論
は
、

大
拙
の
技
術
論
、
延
い
て
は
彼
の
自
由
論
を
間
明
す
る
こ
と
に
直
結
す
る
も

の
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
以
下
、
そ
の
論
及
を
追
い
か
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

現
代
社
会
に
お
け
る
技
術
の
進
歩
は
、
我
々
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を

「
擬
似
的
」
な
も
の
へ
と
変
え
て
い
く
。
自
然
を
再
現
可
能
に
し
た
技
術
を

前
に
し
て
、
自
然
そ
の
も
の
は
も
は
や
必
要
と
さ
れ
ず
、
疑
似
自
然
が
前
景

へ
と
現
れ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
「
自
然
」
と
「
疑
似
自
然
」

と
の
間
の
差
異
を
埋
め
る
べ
く
技
術
が
発
達
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
映
像

技
術
は
も
は
や
実
際
の
視
界
と
比
し
て
も
遜
色
な
い
き
め
細
や
か
さ
を
、
も

し
く
は
、
加
工
食
品
は
と
き
に
生
鮮
食
品
以
上
の
風
味
を
「
再
現
」
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
自
然
そ
の
も
の
が
精
巧
に
一
再
現
さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
で
は
、

む
し
ろ
「
生

1
1
」
と
い
う
形
で
、
本
来
的
な
自
然
が
観
念
化
、
神
話
化
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

特
に
聴
覚
と
視
覚
に
対
す
る
技
術
の
影
響
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

西
洋
思
想
の
伝
統
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
触
覚
、
味
覚
、
唆
覚
、

聴
覚
、
視
覚
と
い
う
五
感
が
人
間
の
感
覚
器
官
に
根
ざ
し
た
認
識
と
し
て
定

立
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
前
三
者
は
自
然
物
と
の
直
接
的
関
係
を

特
徴
と
し
、
後
二
者
が
間
接
的
関
係
を
特
徴
と
す
る
と
い
う
点
で
対
比
関
係
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に
あ
る
。
技
術
時
代
で
は
こ
の
後
二
者
の
知
覚
が
優
位
性
を
弥
増
し
に
押
し

進
め
ら
れ
る
よ
う
促
さ
れ
て
き
た
。

聴
覚
に
お
い
て
は
、
ラ
ジ
オ
、
レ
コ
ー
ド
、
電
話
の
発
明
に
よ
っ
て
、
空

間
的
に
は
遠
く
、
時
間
的
に
は
過
去
の
音
声
を
、
保
存
し
、
伝
達
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
。
コ
ン
サ

i
ト
会
場
で
演
奏
さ
れ
た
音
楽
、
も
し
く
は
講

演
会
で
の
演
説
、
部
屋
で
対
面
し
な
が
ら
交
わ
す
一
一
一
一
日
菜
、
本
来
五
感
全
体
へ

の
広
が
り
を
も
っ
た
こ
れ
ら
の
経
験
は
、
記
録
や
伝
達
の
過
程
を
経
る
こ
と

で
聴
覚
情
報
に
二
冗
化
さ
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
、
本
来
も
つ
は
ず
の
経
験

の
広
が
り
を
切
り
捨
て
て
、
音
声
情
報
の
み
に
関
わ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
遠
く
に
あ
っ
た
も
の
を
近
く
へ
と
引
き
寄
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
保
存

さ
れ
た
情
報
は
本
来
一
回
的
で
あ
っ
た
経
験
を
反
復
可
能
な
も
の
へ
と
変

え
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
開
き
手
は
こ
の
聴
覚
情
報
を
一
冗
に
本
来
の
コ
ン
サ

ー
ト
会
場
や
部
屋
の
雰
囲
気
を
想
像
力
に
よ
っ
て
補
完
す
る
こ
と
で
、
聴
覚

情
報
か
ら
経
験
を
構
築
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
補
完
の
在
り
様
、
想

像
力
の
内
容
は
聞
き
手
で
あ
る
人
間
の
側
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

技
術
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
人
間
に
も
わ
ず
か
な
が
ら
積
極
性
も
し
く
は
能

動
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
に
残
さ
れ
た
わ
ず
か
な
積
極
性
も
、
映
像
技
術
の
前
で
は

完
全
に
押
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
視
覚
に
対
す
る
技
術
の
支
配
力

は
聴
覚
に
対
す
る
そ
れ
と
比
し
て
も
圧
倒
的
で
あ
る
。
音
声
情
報
を
前
に
し

た
人
間
の
想
像
力
は
、
鮮
明
な
映
像
が
放
映
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
放

逐
さ
れ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

望
遠
鏡
、
顕
微
鏡
の
発
明
に
よ
っ
て
、
人
と
自
然
と
の
距
離
感
は
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
。
対
象
を
拡
大
し
、
縮
小
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
そ
れ

ま
で
見
え
な
か
っ
た
世
界
を
見
え
る
よ
う
に
し
た
。
レ
ン
ズ
を
媒
介
と
す
る

こ
と
で
、
我
々
は
細
菌
の
世
界
か
ら
銀
河
系
の
果
て
ま
で
を
も
、
み
ず
か
ら

の
視
界
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
肉
眼
に

よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
た
世
界
に
加
え
て
、
レ
ン
ズ
が
可
視
化
し
た
世
界
、

さ
ら
に
は
映
像
技
術
が
引
き
寄
せ
る
視
覚
世
界
が
、
我
々
の
生
活
に
深
く
浸

透
し
て
き
た
。
し
か
し
、
問
題
は
こ
の
可
視
化
の
構
造
が
視
る
者
に
と
っ
て

自
覚
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
眼
鏡
を
か
け
る
人
に
レ
ン
ズ

が
見
え
な
い
」
将
よ
う
に
、
映
像
技
術
を
通
じ
て
知
覚
さ
れ
る
視
覚
世
界
は
、

そ
れ
が
技
術
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
。
技

術
の
発
展
は
ま
さ
に
、
現
実
と
寸
分
違
わ
ぬ
世
界
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
に
向

か
う
か
ら
で
あ
る
。
人
は
無
自
覚
の
う
ち
に
、
技
術
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
た

知
覚
に
拘
束
さ
れ
て
お
り
、
「
目
線
の
延
長
線
上
で
し
か
そ
ノ
を
対
象
化
す

る
こ
と
が
で
き
な
」
げ
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
技
術
時
代
に
お
け
る
人
の
経
験
は
視
覚
を
最
も
優
位
な
る
も

の
と
し
て
再
構
築
さ
れ
る
。
先
に
、
音
声
技
術
を
通
じ
て
聴
覚
が
他
の
知
覚

を
捨
象
し
て
み
ず
か
ら
へ
二
克
化
し
て
い
く
こ
と
に
言
及
し
た
が
、
同
震
の
、

そ
し
て
よ
り
強
烈
な
現
象
が
視
覚
へ
の
二
冗
化
と
し
て
生
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
映
像
技
術
の
発
展
は
単
に
視
覚
の
み
の
問
題
に
止
ま
ら
な
い
。
リ
ア

ル
な
映
像
を
前
に
し
た
と
き
、
人
は
視
覚
に
伴
っ
て
触
覚
な
ど
他
の
諸
知
覚

に
お
い
て
も
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
長
さ
せ
る
。
こ
こ
に
至
り
、
人
間
の
知
覚
の
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逆
転
が
起
こ
る
。

先
に
触
覚
、
味
覚
、
喫
覚
の
三
者
が
対
象
と
直
接
的
に
関
わ
る
知
覚
で
あ

り
、
聴
覚
と
視
覚
が
対
象
へ
の
間
接
的
な
知
覚
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
た
。
前

三
者
の
知
覚
が
対
象
と
直
接
触
れ
る
か
、
限
り
な
く
接
近
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
後
二
者
は
対
象
と
の
間
に
一
定
の
距
離
(
遠
さ
)
が
あ

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
技
術
時
代
に
お
け
る
知
覚
の
変
容

は
、
授
党
へ
の
二
冗
化
と
し
て
こ
の
距
離
感
を
逆
転
さ
せ
る
守
す
な
わ
ち
、

技
術
が
遠
く
の
も
の
を
近
く
へ
引
き
苓
せ
る
と
き
、
当
初
近
く
に
あ
っ
た
も

の
は
退
化
し
、
隠
蔽
さ
れ
て
い
く
。
触
覚
、
味
覚
、
唆
覚
、
聴
覚
は
、
視
覚

の
も
つ
支
配
力
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
、
実
体

感
の
在
処
が
視
覚
に
偏
在
す
る
と
い
う
新
た
な
事
態
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
知
覚
の
変
容
は
、
人
間
と
世
界
と
の
間
に
「
技
術
」
の
構

造
が
不
可
避
に
介
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
技
術
」
の
み
な

ら
ず
、
「
道
具
」
も
ま
た
、
人
間
が
世
界
と
関
わ
る
際
に
介
在
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
「
技
術
」
と
「
道
具
」
の
間
に
は
明
確
な
差
異
が
あ
る
。
人

が
「
道
具
」
を
用
い
て
世
界
と
関
わ
る
と
き
、
「
道
具
」
は
あ
く
ま
で
も
身

体
の
延
一
長
と
し
て
、
人
間
の
側
に
属
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
万
年
筆
を
揮
っ

て
字
を
書
く
と
き
、
意
識
の
対
象
は
綴
ら
れ
た
字
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
万

年
筆
の
存
在
は
意
識
化
さ
れ
ず
に
い
る
。
も
し
人
が
ボ

i
ル
を
投
げ
る
と
し

て
、
彼
が
自
身
の
利
き
腕
を
「
道
具
」
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
の
と

向
様
、
万
年
筆
は
身
体
の
一
部
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
人
と
世
界
の

間
の
媒
八
八
と
い
っ
て
も
、
「
道
具
」
が
と
し
て
機
能
し
て
い
る
限

り
、
そ
れ
は
人
と
世
界
の
直
接
の
関
係
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

他
方
、
「
技
術
」
に
お
い
て
は
事
情
が
異
な
る
。
現
代
社
会
に
浸
透
し
て

い
る
「
技
ノ
併
」
は
、
人
と
位
界
と
の
直
接
の
関
わ
り
に
割
り
込
ん
で
く
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
世
界
全
体
が
「
技
術
」
を
通
じ
て
露
わ
に
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
河
上
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
そ

し
て
技
術
そ
の
も
の
が
志
向
対
象
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
分
だ
け
世
界
が

背
後
へ
退
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
起
こ
っ
て
く
る
可
能
性
が

あ
る
。
技
術
は
そ
れ
自
体
で
人
間
と
の
リ
ア
ル
で
直
接
的
な
関
係
に
あ
る
か

に
見
え
て
、
実
は
そ
れ
が
世
界
と
一
体
化
す
る
た
め
に
人
間
と
の
間
接
的
関

係
に
お
い
て
し
か
意
味
を
も
た
な
く
な
る
。
そ
の
と
き
退
行
現
象
は
人
間
と

世
界
と
の
あ
い
だ
で
生
じ
、
ま
た
近
接
化
・
近
似
化
は
人
間
と
技
術
と
の
あ

い
だ
で
顕
現
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
」
。
。

「
技
術
」
の
構
造
を
通
じ
て
し
か
人
間
は
位
界
と
交
渉
し
え
な
く
な
る
。

技
術
社
会
が
新
た
に
生
み
出
し
た
人
間
の
危
機
は
、
再
び
人
間
の
自
由
を
間

い
直
す
こ
と
と
な
る
。
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菌
、
身
体
の
表
現
可
能
性

以
上
の
河
上
の
論
は
、
大
拙
自
身
の
抱
い
て
い
た
危
機
意
識
と
リ
ン
ク
し

て
い
る
。
大
拙
の
『
東
洋
と
西
洋
』
(
一
九
四
八
年
)
は
、
人
間
の
六
感
を

主
題
に
し
た
六
つ
の
文
章
を
収
録
し
て
い
る
が
川
、
そ
の
う
ち
「
妙
触
宣
明
」

と
題
し
た
文
章
中
で
彼
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



限
は
最
も
知
性
的
で
あ
る
。
従
っ
て
抽
象
的
で
あ
る
。
耳
は
こ
れ
に

つ
ぐ
。
耳
は
寧
ろ
情
性
的
で
あ
る
。
鼻
と
舌
と
に
な
る
と
余
程
具
体

的
で
実
感
的
・
肉
体
的
に
な
る
。
或
る
意
味
で
は
、
鼻
と
舌
と
は
身

の
局
部
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
唆
党
の
世
界
は
必

ず
し
も
接
触
を
必
要
と
し
な
い
が
、
根
や
耳
の
場
合
に
比
べ
る
と
、

近
接
の
度
は
減
少
し
て
ゐ
る
。
併
し
或
る
場
合
で
は
殆
ん
ど
接
触
を

必
要
と
さ
へ
す
る
の
で
あ
る
。
舌
に
主
り
て
は
、
離
れ
て
ゐ
て
は
そ

の
用
を
な
さ
な
い
、
皮
膚
の
や
う
に
近
づ
く
こ
と
を
要
求
す
る
。

(
『
全
集
』
第
二
十
一
巻
、
二
八
一
頁
)

こ
れ
は
、
先
程
ま
で
問
題
に
し
て
き
た
知
覚
の
直
接
性
と
間
接
性
の
議
論
を

そ
の
ま
ま
な
ぞ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
拙
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は

単
な
る
知
覚
の
記
述
に
止
ま
ら
ず
、
具
体
性
と
抽
象
性
と
い
う
自
身
の
価
値

概
念
に
配
当
さ
れ
て
い
く
。

目
、
や
耳
は
、
必
ず
し
も
其
物
に
直
接
触
れ
な
く
て
も
、
其
物
の
存
在

や
性
格
を
知
覚
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
で
耳
や
自
は
、
鼻
よ
り

も
余
計
に
知
性
的
・
概
念
的
・
抽
象
的
で
あ
り
、
随
っ
て
高
級
と
も

云
ひ
得
る
。
そ
れ
だ
け
に
耳
と
目
と
は
却
っ
て
具
体
性
に
欠
け
て
居

て
、
そ
れ
か
ら
出
る
あ
ら
ゆ
る
弱
点
を
持
っ
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。

(
『
全
集
』
第
二
十
一
巻
、
二
六
九
頁
)

自
は
空
間
的
で
あ
る
と
云
へ
る
。
時
間
的
な

る
も
の
は
具
象
的
で
あ
り
、
空
間
的
な
も
の
は
抽
象
的
で
あ
る
。
触

れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
そ
の
物
に
親
し
む
こ
と
で
あ
る
、
即
ち
そ
の

物
の
す
べ
て
か
又
は
そ
の
一
部
か
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ

る
、
又
そ
れ
と
何
時
に
自
分
の
も
の
を
他
に
伝
へ
る
こ
と
で
あ
る
。

人
間
は
手
を
通
し
て
自
己
と
他
己
と
の
相
即
相
入
的
関
係
に
這
入
る

と
云
っ
て
よ
い
。
(
『
全
集
』
第
二
十
一
巻
、
二
五
九
頁
)

手
は
時
期
的
で
あ
り
、

視
覚
、
そ
し
て
聴
覚
に
よ
る
知
覚
は
対
象
と
の
距
離
を
保
っ
た
ま
ま
に
把
握

す
る
と
い
う
意
味
で
、
抽
象
性
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
手
で
触

れ
る
こ
と
、
触
覚
に
よ
る
認
識
は
対
象
と
の
直
接
的
な
交
流
で
あ
り
、
そ
れ

を
自
他
の
相
即
相
入
関
係
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
差
異
は
「
道
具
」

と
「
技
術
」
の
間
の
差
異
と
し
て
も
語
ら
れ
る
。

北
日
は
手
工
と
云
っ
て
も
手
で
も
の
を
昨
へ
た
。
印
度
の
ガ
ン
ヂ
!
は

何
で
も
紡
績
機
械
を
使
は
な
い
で
、
昔
の
我
等
の
親
達
が
や
ら
れ
た

手
車
で
織
物
を
や
る
の
が
宜
い
と
唱
へ
て
居
る
。
あ
れ
も
機
械
は
機

械
だ
け
れ
ど
も
、
あ
れ
に
は
余
程
人
間
の
手
が
触
れ
て
居
る
。
人
間

の
直
接
の
は
た
ら
き
が
加
は
っ
て
居
る
。
:
こ
れ
に
反
し
て
我
々

の
近
代
文
明
に
な
る
と
い
ふ
と
、
機
械
と
い
ふ
も
の
が
、
益
々
複
雑

に
な
り
、
益
々
徴
密
に
な
り
、
益
々
自
動
的
に
な
っ
て
、
我
等
の
手
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と
離
れ
、
我
等
の
身
体
と
離
れ
て
、
独
立
の
存
在
を
持
っ
て
来
る
。

さ
う
し
て
そ
の
独
立
の
存
在
が
、
物
・
力
と
い
ふ
形
で
、
却
っ
て
我

等
に
向
っ
て
圧
迫
を
加
へ
て
来
る
。
:
:
:
そ
れ
が
力
で
あ
る
、
科
学

で
あ
る
、
機
械
で
あ
る
、
人
間
の
手
を
放
れ
て
独
立
し
た
魔
の
力
で

あ

る

。

(

『

全

集

』

第

十

六

巻

、

一
五
三

1
一
五
四
頁
)

一
般
に
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
(
一
八
六
九

i
一
九
四
八
年
)
の
糸
車
は
、

当
時
イ
ギ
リ
ス
の
槌
民
地
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
繊
維
工
業
か

ら
の
経
済
的
に
独
立
す
る
た
め
の
運
動
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

イ
ン
ド
の
伝
統
的
手
法
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
依
拠
し
な
い

産
業
の
確
立
を
企
図
し
て
い
た
の
だ
と
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
大
拙

は
、
単
に
伝
統
的
手
法
と
い
う
以
上
に
、
独
立
し
た
動
力
を
有
す
る
機
械
の

も
つ
力
、
圧
迫
感
へ
の
忌
避
と
い
う
文
脈
で
ガ
ン
ジ
!
の
糸
車
を
評
価
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
み
ず
か
ら
力
を
加
え
る
と
い
う
契
機
が
存
す
る

か
ど
う
か
が
、
「
道
具
」
と
「
技
術
」
の
差
異
を
生
み
出
す
。

そ
し
て
同
様
の
関
係
が
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
i
、
。
へ
ン
、
毛
筆
と
い
う
例
に
お

い
て
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
三
様
に
書
か
れ
た
文
字
に

お
い
て
は
、
心
の
働
き
の
現
れ
方
が
異
な
る
と
い
う
。
画
一
化
さ
れ
た
フ
ォ

ン
ト
を
打
ち
出
す
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
一
つ
の
極
と
し
て
、
硬
変
な
ベ
ン
と

柔
軟
な
毛
筆
に
お
い
て
も
自
由
の
表
わ
れ
方
に
差
が
生
じ
る
。
こ
の
違
い
を

突
き
一
詰
め
て
い
く
と
、
人
が
身
体
を
通
じ
て
ど
れ
程
自
身
の
力
を
伝
達
し
て

い
け
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
間
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
道
具
は
、

そ
の
種
類
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
身
体
の
延
長
と
し
て
筋

力
の
伝
達
を
可
能
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
機
械
は
人
間
の
外
部
に
動
力

を
も
っ
と
い
う
点
で
、
人
格
の
表
現
可
能
性
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
円

こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
大
拙
の
禅
思
想
が
「
身
体
」
を
重
要
な

要
素
と
し
て
も
つ
こ
と
が
は
っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
な
る
。
大
拙
の
自
由
論

が
技
術
時
代
へ
の
危
機
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
「
技
術
」
が
人
格
の

表
現
の
場
で
あ
る
「
身
体
」
か
ら
そ
の
表
現
可
能
性
を
取
り
上
げ
、
逆
に
技

術
の
構
造
の
中
に
人
格
を
取
り
込
も
う
と
い
う
疎
外
現
象
が
生
じ
て
い
る

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
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五
、
「
大
地
性
」
概
念
の
裏
側

い
ま
、
大
拙
の
自
由
論
と
技
術
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
「
身
体
」
と
い
う
主

題
へ
と
至
っ
た
が
、
大
拙
が
「
身
体
」
を
直
接
禅
思
想
の
中
心
概
念
に
据
え

た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
「
身
体
」
の
意
義
を
示
す
に
あ
た
っ

て
、
独
自
の
表
現
を
用
い
た
。
そ
れ
こ
そ
が
「
大
地
性
」
の
概
念
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
大
拙
の
論
述
の
陵
昧
さ
も
手
伝
っ
て
か
、
こ
の
概
念
の
正
体
は
非

常
に
摘
み
に
く
く
、
こ
れ
ま
で
何
人
か
の
論
者
が
そ
の
解
明
を
試
み
て
い
る
山
。

本
論
は
そ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
概
念
の
意
義
を
明
ら
か
に
し

て
い
き
た
い
。

序
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
「
大
地
性
」
と
い
う
概
念
は

「
山
霊
宋
」
と
の
関
わ
り
か
ら
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
農
作
業
は
人
間
の
身
体
を



疲
弊
さ
せ
る
と
同
時
に
、
人
間
の
自
己
本
位
な
慮
り
を
退
け
る
。
人
間
が
土

を
支
配
す
る
自
然
の
法
則
に
、
私
心
を
棄
て
て
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土

は
そ
の
報
酬
と
し
て
自
然
の
実
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
北
野
裕
通
は
そ
の
よ

う
に
、
農
作
業
を
通
じ
て
身
体
と
知
性
が
そ
れ
ぞ
れ
否
定
と
肯
定
を
経
験
す

る
悲
り
様
を
「
大
地
性
」
の
禅
的
側
面
と
し
て
描
出
し
た
。
そ
し
て
、
「
泥
」

に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
、
大
地
に
勤
し
む
人
間
が
、
自
身
を
極
悪
人
と
し
て

自
覚
し
、
絶
対
的
存
在
か
ら
の
救
い
を
希
求
す
る
と
こ
ろ
に
、
「
大
地
性
」

の
浄
土
教
的
側
面
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
山
。

他
方
、
堀
尾
孟
は
「
大
地
」
を
「
超
個
己
」
と
「
個
己
」
の
相
郎
関
係
が

成
立
す
る
場
所
、
「
「
即
」
の
事
の
現
場
」
と
解
釈
す
る
。
霊
性
的
普
遍
と
個

己
的
個
性
と
が
、
そ
こ
で
一
つ
に
切
り
結
ぶ
媒
介
と
し
て
「
大
地
」
を
位
置

づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
「
大
地
」
を
「
単
に
い
わ
ゆ
る
自
然
生
命
が
芽
吹
き

枯
死
す
る
土
壌
(
山
2
一
)
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
意
識
的
一
生

命
体
と
し
て
の
人
間
が
、
種
々
の
思
い
を
懐
い
て
そ
こ
か
ら
生
れ
、
患
い
の

成
就
と
し
て
そ
こ
へ
と
死
に
行
く
、
そ
う
い
う
生
死
成
就
の
絶
対
の
地
を
意

味
し
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
例
。

以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
「
大
地
性
」
概
念
の
輪
郭
は
十
分

に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
本
論
の
解
釈
も
こ
の
両
研
究
と
異
な
る
も
の
で

は
な
い
が
、
先
の
自
由
論
、
技
術
論
の
考
察
を
踏
ま
え
て
こ
の
概
念
の
別
の

側
面
を
呈
示
し
た
い
。
大
拙
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

天
日
は
有
難
い
に
相
違
な
い
。
又
こ
れ
な
く
て
は
生
命
は
な
い
。
生

命
は
み
な
天
を
指
し
て
居
る
。
が
、
根
は
ど
う
し
て
も
大
地
に
下
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
大
地
に
係
は
り
の
な
い
生
命
は
、
本
当
の
意
味
で
生

き
て
居
な
い
。
天
は
畏
る
べ
き
だ
が
大
地
は
親
し
む
べ
く
愛
す
べ
き

で
あ
る
。
大
地
は
い
く
ら
踏
ん
で
も
叩
い
て
も
お
こ
ら
ぬ
。
生
れ
る

も
大
地
か
ら
だ
。
死
ね
ば
回
よ
り
そ
こ
に
帰
る
。
天
は
ど
う
し
て
も

仰
が
ね
ば
な
ら
ぬ
、
自
分
を
引
取
っ
て
は
呉
れ
ぬ
。
天
は
遠
い
、
地

は
近
い
。
大
地
は
ど
う
し
て
も
、
母
で
あ
る
。
愛
の
大
地
で
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
具
体
的
な
も
の
は
な
い
。
宗
教
は
実
に
此
具
体
的
な
も
の

か
ら
で
な
い
と
発
生
し
な
い
。
(
『
全
集
』
第
八
巻
、
間
五
頁
)

先
の
痢
尾
説
は
こ
の
一
節
を
踏
ま
え
て
「
生
死
成
就
の
絶
対
の
地
」
と
評
し

て
い
た
が
、
本
論
も
ま
た
「
大
地
」
を
「
生
命
」
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
し

た
い
。
人
間
の
活
動
の
総
体
を
「
生
命
」
と
み
な
す
と
す
れ
ば
、
大
拙
の
い

う
「
霊
性
」
と
は
「
生
命
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
「
霊
性
的
自
覚
」
と
は
「
生

命
が
生
命
自
身
を
自
覚
す
る
こ
と
一
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
生
命
活
動
を

離
れ
た
実
体
と
し
て
生
命
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
具
体
的
生
命
を
抽
象
化
し

て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

大
拙
の
い
う
よ
う
に
「
大
地
」
と
は
「
生
れ
来
て
」
ま
た
「
死
し
て
帰
る
」

場
所
で
あ
り
、
生
命
の
サ
イ
ク
ル
全
体
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
農
業
と
は
、
そ
の
生
命
の
サ
イ
ク
ル
に
「
直
接
」
「
触
れ
る
」
営
み

に
他
な
ら
な
い
。
大
拙
に
と
っ
て
、
「
農
」
へ
の
関
与
は
そ
れ
自
体
と
し
て

理
想
化
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
を
取
り
巻
く
生
命
活
動
に
「
手
を
通
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し
て
」
「
相
如
相
入
的
関
係
に
這
入
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
希
求
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
平
安
以
前
の
仏
教
へ
の
批
判
の
中
に
端
的
に
表
れ
て

い
る
。

南
都
北
嶺
の
仏
教
、
何
れ
も
人
間
的
真
実
性
を
欠
い
て
居
る
。
直
接

に
大
地
に
触
れ
て
居
な
い
か
ら
で
あ
る
。(

司
全
集
』
第
八
巻

四
七
頁
)

こ
の
一
文
か
ら
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
「
直
接
」
「
大
地
に
」
「
触

れ
」
る
こ
と
こ
そ
が
、
大
拙
の
要
諾
し
た
人
間
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
拙
は
悟
り
を
時
間
的
な
も
の
、
動
的
な
も
の
と
し
て
記
述

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
人
間
の
生
命
の
活
動
性
に
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
と
同
様
に
、
環
境
世
界
も
木
来
、
言
語
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ

る
以
前
に
は
動
的
に
生
成
流
転
し
て
い
る
。
人
間
が
本
来
的
動
性
を
有
す
る

の
も
、
人
間
が
世
界
を
構
成
す
る
自
然
の
一
部
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
人
間

と
世
界
は
生
命
の
活
動
と
い
う
点
に
お
い
て
同
根
で
あ
る
。
「
大
地
」
に
触

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
み
ず
か
ら
主
体
的
に
自
然
の
生
命
活
動
へ
と
再
帰
し

て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
体
的
で
あ
る
が
、
北
野
の
い
う
よ
う
に
「
人

間
本
位
な
知
性
」
を
否
定
し
て
い
く
と
い
う
点
で
、
「
無
我
」
と
表
現
さ
れ

る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
無
分
別
の
分
別
」
と
は
、
実
践
的
に

は
、
人
間
が
自
己
を
取
り
巻
く
世
界
の
生
命
活
動
と
-
調
和
し
な
が
ら
、
そ
の

生
命
に
却
し
て
主
体
的
に
活
動
し
て
い
く
機
態
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
活
動
性
に
よ
っ
て
瞬
間
瞬
間
に
新
た
な
姿
を
見
せ

る
世
界
を
、
「
そ
の
ま
ま
」
捉
え
て
、
新
た
に
表
現
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、

大
拙
の
い
う
「
自
由
」
の
「
創
造
性
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
大
地
性
」
が
生
命
の
サ
イ
ク
ル
へ
の
直
接
の
接
触
を
意
味
す
る
と
き
、

「
技
術
」
が
も
た
ら
す
危
機
も
よ
り
鮮
明
に
そ
の
姿
を
現
す
。
「
技
術
」
と

は
、
人
間
が
世
界
を
知
覚
す
る
際
に
、
両
者
の
関
に
立
ち
は
だ
か
る
媒
介
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
は
世
界
と
直
接
的
に
触
れ
あ
う
こ
と
を
求
め
る
大
拙
の
自

由
論
と
対
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
!
の
い
う

c
g豆
一
(
組
み
立
て
)

は
、
自
然
の
存
在
者
を
「
役
立
て
る
」
と
い
う
観
点
の
元
に
現
出
さ
せ
る
構

造
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
世
界
を
「
そ
の
ま
ま
」
に
知
覚
し
て
い
こ
う
と
す

る
大
拙
の
立
場
と
は
正
反
対
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
裏
付

け
る
よ
う
に
、
実
際
に
大
拙
は
「
日
本
的
霊
性
」
と
は
異
な
る
文
脈
に
お
い

て
、
「
大
地
」
と
「
機
械
」
を
対
比
さ
せ
る
発
言
を
残
し
て
い
る
。
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間
難
の
最
も
基
本
的
な
も
の
は
、
近
代
生
活
が
い
や
が
上
に
も
大
地

を
離
れ
ん
と
す
る
傾
向
を
示
す
と
こ
ろ
に
在
る
の
で
あ
る
。
即
ち
機

械
文
化
が
近
代
人
に
加
へ
て
来
る
柳
鎖
の
益
々
緊
し
く
な
る
を
、
如

何
に
し
て
除
去
す
べ
き
か
と
云
ふ
問
題
、
こ
れ
が
吾
等
の
当
面
す
る

大
問
題
な
の
で
あ
る
。

併
し
き
等
は
ど
う
し
て
も
大
地
を
離
れ
る
わ
け
に
行
か
ぬ
の
で
あ

る
。
大
空
を
朔
け
る
飛
行
機
も
基
地
が
な
け
れ
ば
飛
べ
ぬ
、
又
降
り

れ
ば
必
ず
大
地
に
降
り
る
。
虚
空
を
通
ず
る
と
一
五
ふ
無
線
電
信
も
大



地
が
な
く
て
は
何
の
働
き
も
な
さ
ぬ
。
吾
等
が
機
械
文
化
に
よ
り
て

得
る
と
こ
ろ
の
患
沢
i

l実
際
生
活
上
の
思
沢
1
1
1
は
、
実
に
云
ひ

知
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
併
し
吾
等
は
亦
こ
れ
が
た
め
に
い
つ
も
浮
き

足
が
ち
に
さ
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
、
即
ち
機
械
に
使
役
せ
ら
れ

て
そ
の
一
部
分
と
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

(
『
全
集
』
第
二
十
一
巻
、
三
二

O
頁
)

農
業
の
工
業
化
は
中
止
せ
ら
れ
ぬ
、
手
工
の
機
械
化
も
抑
止
す
る
わ

け
に
行
か
ぬ
と
な
る
と
、
こ
れ
か
ら
の
人
間
生
活
は
益
々
大
地
を
遠

ざ
か
る
よ
り
外
な
く
な
る
。
併
し
吾
等
は
ど
う
し
て
も
大
地
を
離
れ

て
は
な
ら
ぬ
と
云
ふ
と
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

大
地
を
離
れ
ら
れ
ぬ
と
云
ふ
の
は
、
こ
の
所
謂
る
肉
体
な
る
も
の

を
否
定
出
来
ぬ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

(
『
全
集
』
第
二
十
一
巻
、
一
二
二
一
頁
)

以
上
の
考
察
か
ら
、
「
大
地
性
」
と
い
う
概
念
が
、
山
中
に
農
業
を
通
じ
た
人

間
の
宗
教
的
徳
育
や
、
霊
性
的
自
覚
の
場
と
い
う
意
味
に
終
始
す
る
も
の
で

な
く
、
世
界
に
対
し
て
「
身
体
に
よ
っ
て
」
「
藍
接
的
に
」
関
わ
ろ
う
と
す

る
人
間
本
来
の
知
覚
の
在
り
織
を
復
権
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
更
な
る
側
面
を

も
含
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
大
拙
の
「
日
本
的
霊
性
」

と
は
、
日
本
が
軍
国
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
下
で
戦
争
に
突
き
進
ん
で
い
く

時
代
に
、
あ
る
べ
き
宗
教
の
姿
を
自
国
の
仏
教
史
の
中
に
見
出
そ
う
と
い
う

理
念
的
構
想
で
あ
っ
た
。
「
大
地
性
」
と
い
う
概
念
は
表
向
き
、
鎌
倉
時
代

に
農
民
た
ち
に
仏
教
が
受
容
さ
れ
た
と
い
う
民
主
的
側
面
を
掲
げ
た
も
の

と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
裏
面
で
、
技
術
時
代
に
お
い
て
疎
外

さ
れ
て
い
く
人
間
性
の
危
機
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ

i
ゼ
が
込
め
ら
れ
た
概

念
だ
っ
た
の
で
あ
る
川
。

結

以
上
の
よ
う
な
大
拙
思
想
に
お
け
る
技
術
と
大
地
と
の
対
照
は
、
現
代
に

お
い
て
ま
す
ま
す
先
鋭
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
大
拙
の

時
代
に
お
い
て
為
さ
れ
た
「
筆
・
万
年
筆
・
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
」
と
い
う
技

術
発
展
の
足
跡
は
、
我
々
の
時
代
に
お
い
て
は
さ
ら
な
る
展
開
を
見
せ
て
い

る
。
こ
の
三
者
に
は
人
格
表
現
の
度
合
い
に
お
い
て
段
階
的
な
関
係
に
あ
る

こ
と
は
既
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
で
は
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
お
い
て
既

に
人
格
の
表
現
が
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
近
づ
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
以

上
の
展
開
が
可
能
と
な
る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
大
拙
の
没

後
半
世
紀
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
今
日
で
は
、
文
書
作
成
は
専
ら
パ
ー
ソ

ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
及
び
カ
ナ
漢
字
変
換
ソ
フ
ト
の
進
化
に
よ
っ
て
、
文
法
上

の
誤
表
記
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
我
々
は
も
は
や
自
分

の
知
ら
な
い
文
字
す
ら
も
ソ
フ
ト
の
助
け
に
よ
っ
て
紙
面
に
表
現
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
単
に
手
を
用
い
て
文
字
を
表
現
し
て
い
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く
人
間
の
身
体
的
な
能
動
性
が
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
な
っ
た
と
い
う
事
態
を

通
り
過
ぎ
、
技
術
に
対
し
て
受
動
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
人
間
像
の
一
端
が
現

れ
て
す
ら
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
社
会
は
技
術
の
進
歩
か
ら
様
々
な
恩
恵
を
受
け
て
い

る
。
今
日
手
放
し
に
技
術
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味

で
あ
る
。
し
か
し
、
技
術
の
恩
恵
の
裏
に
潜
む
問
題
に
目
を
向
け
る
こ
と
の

な
い
無
批
判
な
讃
美
も
ま
た
問
機
に
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

人
間
が
技
術
と
ど
の
よ
う
な
距
離
を
持
つ
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
際
、
大
拙
の
自
由
論
は
一
つ
の
視
座
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

彼
は
技
術
を
技
術
と
し
て
批
判
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
技
術
が
人
間
の
自

由
を
疎
外
す
る
が
故
に
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
人

間
が
自
己
の
自
由
を
直
接
に
把
握
す
る
と
き
に
は
、
技
術
も
ま
た
創
造
的
な

人
間
の
行
為
の
中
で
適
切
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
技
術
に
対
す
る
無
条
件
の
讃
美
も
批
判
も
そ
こ
で
は
斥
け
ら

れ
、
そ
れ
を
用
い
る
人
間
の
態
度
こ
そ
が
間
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

技
術
論
を
提
示
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
技
術
の
も
つ
支
配
的
な
力
か
ら

我
々
人
間
が
解
放
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
技
術
の
木
性
を
沈
思
す
る
と
き
、
そ
こ
に
私
た
ち
は
組

み
立
て
を
発
露
の
命
運
と
し
て
経
験
す
る
。
か
く
し
て
私
た
ち
は
、

す
で
に
命
運
の
問
問
の
地
に
一
逗
留
す
る
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
こ
こ

で
は
技
術
を
富
自
に
追
い
題
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
向
じ
こ
と
だ
が
、

徒
ら
に
技
術
に
反
抗
し
て
も
恰
も
そ
れ
が
悪
魔
の
仕
業
で
あ
る
か
に

断
罪
し
た
り
す
る
よ
う
な
、
鈍
重
な
抑
圧
の
な
か
に
監
禁
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
逆
に
、
技
術
の
本
性
に
適
っ
て
自
ら
を
う
ち
開
く
と
き
、

私
た
ち
は
は
か
ら
ず
も
自
由
に
解
き
放
つ
呼
び
求
め
に
出
会
っ
て
い

る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
川
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追
従
に
せ
よ
断
罪
に
せ
よ
、
富
目
的
に
態
度
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
「
技

術
の
本
性
を
沈
思
す
る
」
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
ハ
イ
デ
ガ
!
の
示
し
た
解
放

の
可
能
性
で
あ
っ
た
。
で
は
、
大
拙
思
想
か
ら
こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
い

か
な
る
提
言
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
大
拙
の
「
大
地
性
」
概
念
は
宗
教
的
実

践
に
お
け
る
身
体
的
側
面
を
重
要
視
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
技
術
以
前
の
世

界
の
態
様
を
笹
接
に
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
技
術
の
本
性
を
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
関
係
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
拙
の
禅
思

想
は
、
い
た
ず
ら
に
分
別
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
無
分
別
と
い
う
観
点

か
ら
分
別
を
新
た
に
照
ら
し
返
す
こ
と
を
繰
り
返
し
、
主
促
す
る
。
「
技
術
」

が
有
用
性
の
連
関
と
し
て
、
主
観
と
客
観
の
間
に
媒
介
さ
れ
る
も
の
だ
と
し

た
ら
、
そ
の
有
用
性
以
前
の
知
(
無
分
別
知
)
に
立
ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

技
術
と
い
う
有
用
性
の
連
関
を
自
由
に
活
か
す
と
い
う
関
係
も
示
唆
さ
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
大
地
性
」
と
は
、
超
歴
史
的
な
宗
教
的
儲
己
の
問
題
の
み

な
ら
ず
、
近
代
社
会
が
も
た
ら
す
人
間
性
の
危
機
と
い
う
歴
史
的
課
題
を
も

視
野
に
収
め
る
重
層
的
な
概
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



注一
例
本
稿
に
お
け
る
鈴
木
大
拙
の
言
葉
は
、
全
て
久
松
真
一
他
編
『
鈴
木
大
知
全

集
』
(
岩
波
書
法
、
一
九
六
八

i
七
一
年
)
か
ら
引
用
し
た
。
引
用
に
際
し

て
は
略
号
を
用
い
て
、
巻
数
と
一
百
九
数
を
表
記
し
た
。

(2) 

エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
著
・
加
藤
正
明
・
佐
藤
隆
夫
訳
『
正
気
の
社
会
』
社

一
九
五
八
年
、
二
一
五

1
一
二
六
真
。

会
思
想
社
、

m
W
C
2
0
一
一
に
は
様
々
な
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
全
i
仕
組
み
」
、
「
集
l

立
」
、
「
総
か
り
立
て
体
制
」
、
「
立
て

l
組
」
、
「
組

l
立
」
、
「
仕
j

組
み
」

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
瀧
将
之
「
ゲ
・
シ
ュ
テ
ル
(
凸
?
日
立
}
)

の
訳
語
に
つ
い
て
」
(
加
藤
尚
武
編
『
ハ
イ
デ
ガ
!
の
技
術
論
』
理
想
社
、

(4) 

二
O
O三
年
)
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
つ
ま
り
、
の
?
∞
豆
一

の
2
0
一
一
の
方
は
、
「
立
て
る
」

2
0口

g
、
「
用
立
て
る
」
∞
2
5一一
g
と
い
う
こ

と
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
∞
丘
一

g
を
集
め
る
凸
ぬ

こ
と
が
凸
?
出
豆
一
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
。
そ
し
て
こ
の
認
に
は
別
の
側

面
も
あ
る
。
「
こ
の
の

2
丘
一
と
い
う
語
か
ら
は
、
当
時
の
人
々
を
戦
闘
要

員
と
し
て
用
立
て
、
召
集
し
た
時
代
の
政
治
的
な
意
味
を
も
汲
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
(
前
掲

書
、
一
四
五

1
一
四
六
頁
)
。
本
論
で
は
、
後
述
す
る
河
上
の
論
述
に
従
い
、

「
組
み
立
て
」
の
語
を
用
い
た
。

「
も
し
技
術
を
使
い
方
次
第
の
何
か
中
立
的
な
も
の
だ
と
観
ず
る
な
ら
、
そ

の
時
こ
そ
却
っ
て
私
た
ち
は
最
も
忌
ま
わ
し
く
技
術
に
身
を
売
り
渡
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
」
(
小
島
威
夫
・
ア
ル
ム
プ
ル
ス
タ
i
共
訳
『
ハ
イ
デ
ッ

ガ
l
選
集
』
第
十
八
巻
、
理
想
社
、
一
九
六
五
年
、
一
八
真
)
。

ゆ
前
掲
世
一
一
回
、
三
一
ニ

1
一
二
四
頁
。

仰
河
上
正
秀
『
行
為
と
意
味
技
術
時
代
の
人
間
像
』
未
知
谷
、
一
九
九
一
ニ
年
、

侶
六
頁
o

mw
前
掲
書
、
山
六

i
四
七
頁
。

的
前
掲
宏
一
回
、
五
三
寅
。

仙
門
前
掲
書
、
六
一
頁
。

川
い
ず
れ
も
雑
誌
『
談
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
人
間
の
自
へ

「
人
間
の
耳
」
、
「
鼻
孔
在
別
入
手
一
果
一
、
「
広
長
舌
」
、
「
妙
触
宣
明
」
、
「
意
識
」

と
題
さ
れ
て
い
る
。

川

w
w
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
『
複
製
技
術
時
代
に
お
け
る
芸
術
』
(
一
九
三
九
年
)

で
提
唱
し
た
「
ア
ウ
ラ
」
の
概
念
は
、
芸
術
作
品
が
も
っ
「
い
ま
」
「
こ
こ
」

の
一
回
性
と
い
う
性
格
が
、
複
製
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
く
こ

と
を
指
摘
し
た
。
二

O
世
紀
初
頭
の
映
画
の
出
現
は
、
俳
優
が
観
客
の
前
で

見
せ
る
べ
き
演
技
を
、
機
械
の
前
で
披
露
す
る
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
た
。
劇

場
で
の
一
回
限
り
の
演
技
は
、
フ
ィ
ル
ム
の
切
り
貼
り
と
い
う
作
業
の
中
で
、

「
ア
ウ
ラ
」
を
剥
奪
さ
れ
て
い
く
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
複
製
技
術
と
し
て
映
画

に
注
視
し
て
い
た
が
、
大
拙
も
ま
た
映
画
文
化
に
対
す
る
批
判
的
態
度
を
示

し
て
い
た
。
「
器
械
化
し
た
人
間
の
浅
間
し
さ
を
見
よ
、
こ
こ
に
現
代
人
の

悩
み
が
あ
る
。
ど
う
し
て
此
浅
間
し
さ
か
ら
脱
離
で
き
る
か
。
問
題
は
此
に

在
る
。
浅
間
し
さ
の
種
種
相
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
云
ふ
な
ら
、
ま
づ
活
動
写
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真
の
流
行
を
見
よ
。
平
面
だ
け
し
か
な
い
極
め
て
薄
ぺ
ら
な
映
画
に
何
等
の

芸
術
味
が
あ
る
か
な
い
か
は
わ
し
の
関
知
せ
ぬ
所
で
あ
る
が
、
此
平
一
面
的
な

る
が
故
に
、
一
助
諮
る
「
活
動
」
を
主
と
す
る
も
の
が
映
画
の
主
題
と
な
る

0

.
:
而
し
て
こ
れ
が
実
に
器
械
圧
迫
に
堪
へ
か
ね
た
人
々
の
心
に
最
も
好

適
な
安
慰
法
と
な
る
。
器
械
化
し
た
人
間
は
創
造
本
能
を
滅
却
せ
ら
れ
た
の

で
、
そ
の
腹
癒
せ
に
何
か
や
た
ら
に
安
価
な
表
現
的
な
刺
戟
を
求
め
ま
は
る
。

映
画
大
流
行
の
裡
聞
に
は
か
く
の
如
き
人
生
の
大
悲
劇
が
読
ま
れ
る
の
で

あ
る
」
(
『
全
集
』
第
十
九
巻
、
四
一
八
頁
)
。
こ
こ
に
も
、
「
技
術
-
が
み
ず

か
ら
の
構
造
の
裡
に
人
間
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
人
間
の
「
自
由
一
な
活
動

性
を
阻
ん
で
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

ρ
「
大
地
性
」
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
、
北
野
裕
通
「
大
地
と
日
本
的
霊
性
的

自
覚
」
(
『
宗
教
研
究
』
第
六
五
(
一
)
号
、
日
本
宗
教
学
会
、
一
九
九
一
年
)
、

堀
尾
孟
「
鈴
木
大
拙
の
歴
史
的
視
座
i

『
日
本
的
霊
性
』
の
場
合
」
(
『
哲

学
論
集
』
第
四
十
二
号
、
大
谷
大
学
哲
学
会
、
一
九
九
五
年
)
が
あ
る
。

の
北
野
裕
通
「
大
地
と
日
本
的
霊
性
的
自
覚
」
、
五
一
ニ

1
五
七
真
。

は
堀
尾
孟
「
鈴
木
大
拙
の
歴
史
的
視
座
i

『
日
本
的
霊
性
』
の
場
合
」
、
七
頁
。

一
口
た
だ
し
、
急
激
な
近
代
化
、
工
業
化
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
「
農

業
」
を
掲
げ
る
態
度
は
、
大
拙
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
近
代
日
本
の
工
業

化
の
波
は
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
を
農
業
の
神
聖
視
へ
と
駆
り
立
て
た
。
例

え
ば
白
樺
派
の
文
学
者
た
ち
は
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
を
受
け
て
、
農
村
を
理

想
郷
と
す
る
独
自
の
活
動
を
展
開
し
た
。
武
者
小
路
実
篤
(
一
八
八
五

1
一

九
七
六
年
)
は
文
学
青
年
や
農
村
の
青
年
達
を
集
め
て
、
宮
崎
県
に
「
新
し

い
村
」
を
建
設
し
た
。
武
者
小
路
の
そ
の
活
動
を
批
判
し
た
有
島
武
郎
(
一

八
七
八

1
一
九
二
三
年
)
も
、
北
海
道
狩
太
の
地
で
小
作
人
た
ち
の
共
生
山
展

開
削
を
経
営
し
た
。
彼
ら
は
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
、
ユ

l
ト
ど
ア
思
想
へ
の
憧

僚
の
中
で
「
山
底
」
へ
向
か
っ
た
と
い
え
る
。
(
今
井
清
一
『
日
本
の
歴
史
二

三
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
、
参
照
)
。
ま
た
、

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
農
本
主
義
思
潮
も
当
時
見
逃
せ
な
い
力
を
有

し
て
い
た
。
権
藤
成
卿
(
一
八
六
八
(
)
一
九
三
七
年
)
や
橘
孝
三
郎
(
一
八

九
三

1
一
九
七
四
年
)
と
い
っ
た
農
本
主
義
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
農
村
一

を
基
盤
と
す
る
社
会
の
建
設
を
語
い
、
日
本
の
罰
家
主
義
化
を
促
し
て
い
っ

た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
と
国
家
主
義
、
間
文
脈
に
お
い
て
「
農
」
が
理
念
化
さ

れ
て
い
る
の
は
、
日
本
の
産
業
社
会
の
機
械
化
が
如
何
に
圧
倒
的
な
力
を
も

っ
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
大
拙
が
「
大
地
性
」
を
提
唱
し
た
こ
と
も
、

こ
れ
ら
の
先
例
と
同
接
、
「
工
業
化
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
農
業
」

と
い
う
、
近
代
化
に
対
す
る
典
型
的
な
危
機
感
の
表
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
挙
げ
た
例
が
い
ず
れ
も
「
社
会
」
や
「
共
同
間
体
」
を
単
位
と
し
て
「
農
」

へ
の
回
帰
を
掲
げ
た
の
に
対
し
、
彼
が
鱈
の
宗
教
性
の
文
脈
で
「
山
氏
一
に
至

っ
た
こ
と
は
、
注
意
深
く
区
別
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

出
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
選
集
』
第
十
八
巻
、
四
六
頁
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て

。
。
去
一
一
の
訳
語
を
「
立
て
|
組
」
か
ら
「
組
み
立
て
」
に
変
更
し
た
。
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