
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
教
育
思
想
の
形
成

）2（

吉
　
田
　
武
男

は
じ
め
に

　
本
稿
ば
、
ル
ド
ル
フ
一
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
（
射
虞
皆
罵
o
◎
置
爵
グ

嵩
腎
－
畠
旨
）
の
教
育
思
想
を
統
合
的
に
解
明
す
る
研
究
の
一
環
と

し
て
、
彼
の
教
育
思
想
の
形
成
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
継

続
研
究
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
教
育
思
想
に
関

す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、
得
て
し
て
教
育
思
想
や
「
人
智
学
」

（
ト
算
写
8
8
葛
窪
Φ
）
の
思
想
の
中
で
展
開
さ
れ
る
理
論
を
無

批
判
に
再
構
成
し
、
形
式
的
に
彼
の
発
言
を
整
理
す
る
と
い
っ
た

よ
う
な
傾
向
を
強
く
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
で
は
、
彼

の
教
育
思
想
が
絶
対
化
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
研
究
の
課
題
は
、
相
対
化
の
視
点
を
確
立
す

る
た
め
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
を
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
捉
え
、
彼

が
特
定
の
歴
史
的
社
会
的
状
況
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
生
き
な
が

ら
彼
の
教
育
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
か
を
探
究
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
の
教
育
思
想
と
そ
の
基
盤
に
あ
る
根
本
的
な
思
想
の
特

質
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
置
き
た
い
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
、
彼
の
「
第
一
生
活
期
」
の
う
ち
の
大
学
卒
業
後
か
ら
「
第

二
生
活
期
」
の
終
り
ま
で
の
期
間
を
中
心
に
と
り
あ
げ
る
も
の
と
一

す
る
ω
。
な
お
、
資
料
と
し
て
、
彼
の
目
叙
伝
『
わ
が
人
生
の
歩

み
』
　
（
竃
Φ
ぎ
5
冨
塞
胴
賢
σ
萬
）
お
よ
び
そ
の
他
の
彼
の
著
作
を

主
に
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
大
学
卒
業
後
の
活
動

　
十
九
世
紀
末
の
ウ
ィ
ー
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
学
問
や

芸
術
の
中
心
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ば
か
り
か
、
文
化
的
に
も
重
要

な
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ウ
ィ
ー
ン
に
は
、
詩
人
や
芸
術

家
や
学
者
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ク
ル
が
存
し
て
い
た
。
大
学
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卒
業
後
の
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
ゲ
ー
テ
の
目
然
科
学
論
の
研
究
を

続
け
る
傍
ら
で
、
そ
う
し
た
サ
ー
ク
ル
に
も
参
加
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
・
は
彼
の
思
想
を
形
成
す
る
う
え
で

少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
る
と
と
も
に
、
文
化
人
の
仲
間
に
入
り

つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
一
八
八
八
年
に
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
短
期
間
な
が
ら

も
、
　
『
ド
イ
ツ
週
報
』
　
（
o
竃
請
窪
竃
峯
◎
艮
窪
8
琴
帥
津
）
と

い
う
雑
誌
を
編
集
し
て
い
る
。
こ
の
雑
誌
は
、
歴
史
家
フ
リ
ー
ド

ユ
ン
グ
（
卑
帥
＆
旨
饒
四
声
）
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
自
身
も
、
毎
週
一
本
ず
つ
、
社
会
的
な
事
件

に
対
す
る
論
説
を
書
い
て
い
る
。
あ
る
と
き
に
は
、
彼
は
当
時
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
大
臣
ガ
ウ
チ
ュ
（
Ω
婁
誌
監
）
に
よ
っ
て
推
進

さ
れ
た
教
育
改
革
に
対
し
て
批
判
的
に
論
評
を
加
え
て
い
る
ω
。

こ
の
仕
事
を
通
し
て
、
彼
は
、
社
会
的
に
活
躍
し
て
い
た
人
た
ち

と
よ
り
い
っ
そ
う
親
し
く
な
る
こ
と
が
で
き
た
噌
一
｝
つ
し
た
仕
事

や
人
的
交
流
は
、
彼
が
の
ち
に
社
会
問
題
を
論
評
す
る
う
え
で
大

い
に
役
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
ウ
イ
ー
ン
に
お
け
る
大
学
卒
業
後
の
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
の
活
動
は
、
彼
の
思
想
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
が
、
と
り
わ
け
教
育
思
想
の
形
成
と
い
う
点
か
ら
見
れ

ば
、
何
と
い
っ
て
も
家
庭
教
師
と
し
て
の
活
動
が
大
き
な
意
味
を

有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
ま
っ
た
く
経
済
的
な
理
由
か
ら
、
十
五
歳

の
頃
か
ら
愉
習
授
業
を
受
け
持
つ
と
い
う
か
た
ち
で
、
子
ど
も
を

教
え
る
と
い
う
経
験
を
す
で
に
持
っ
て
い
た
ω
。
し
か
し
、
シ
ュ
タ

イ
ナ
ー
が
の
ち
に
自
叙
伝
の
中
で
「
運
命
は
、
私
に
教
育
の
分
野

に
つ
い
て
一
つ
の
特
別
の
課
題
を
与
え
た
」
ω
と
回
想
す
る
体
験

は
、
ウ
ィ
ー
ン
時
代
に
お
け
る
大
学
卒
業
後
の
家
庭
教
師
の
こ
と

で
あ
る
。

　
一
八
八
四
年
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
学
生
時
代
に
指
導
さ
れ
た

シ
ュ
レ
ー
ア
ー
（
ω
O
写
α
撃
声
』
・
）
か
ら
、
ウ
ィ
ー
ン
の
実
業
家

で
あ
る
シ
ュ
ペ
ヒ
ト
（
o
◎
罵
o
澤
）
家
の
住
み
込
み
の
家
庭
教
師
を

勧
め
ら
れ
、
経
済
的
理
由
か
ら
そ
れ
を
承
諾
し
て
い
る
。
シ
ュ
タ

イ
ナ
ー
は
、
そ
の
年
の
七
月
か
ら
、
ウ
ィ
ー
ン
を
離
れ
る
一
八
九

〇
年
九
月
ま
で
そ
の
家
庭
教
賊
を
続
け
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
彼

は
、
四
人
の
子
ど
も
を
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
三

人
の
子
ど
も
に
対
し
て
は
、
彼
は
学
校
の
予
習
一
復
習
を
行
う
だ

け
で
十
分
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
十
歳
く
ら
い
の
ひ
と
り
の
少
年
だ

け
は
、
脳
水
腫
に
よ
っ
て
読
み
一
書
き
一
計
算
の
初
歩
も
で
き
な

い
状
況
で
あ
っ
た
。
家
族
は
、
こ
の
少
年
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

あ
き
ら
め
ぎ
み
で
あ
っ
た
が
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
こ
の
少
年
の

教
育
に
特
別
の
力
を
注
い
で
い
る
。
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シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
こ
の
脳
水
腫
の
少
年
の
教
育
の
た
め
に
、

と
き
と
し
て
三
十
分
の
授
業
の
た
め
に
二
時
間
か
け
て
準
備
す
る

と
い
っ
た
よ
う
に
、
か
な
り
の
努
力
を
強
い
ら
れ
た
。
や
が
て
、

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
そ
の
少
年
と
の
信
頼
関
係
を
つ
く
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
そ
の
少

年
と
一
緒
に
い
る
だ
け
で
、
彼
の
眠
っ
て
い
る
心
的
能
力
を
覚
醒

さ
せ
る
よ
う
な
効
果
も
現
れ
た
と
い
う
。
そ
の
少
年
は
、
二
年
後

に
は
民
衆
学
校
（
く
◎
豪
湯
監
邑
Φ
）
の
授
業
に
つ
い
て
行
け
る
よ

う
に
な
り
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
卒
業
後
、
大
学
の
医
学
部
に
進
学

し
医
者
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
家
庭
教
師
の
体
験
に
関
し
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
の
ち

に
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

　
「
運
命
が
私
を
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
導
い
た
こ
と
に
対
し
て
、

　
私
は
運
命
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ

　
の
境
遇
に
い
た
か
ら
こ
そ
、
私
は
生
き
生
き
と
し
た
方
法
で
人

　
間
の
本
質
に
つ
い
て
の
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ

　
る
。
他
の
道
を
通
し
て
は
、
私
は
こ
の
認
識
を
こ
ん
な
に
も
生

　
き
生
き
と
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
」
㈹

　
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
家
庭
教
師
の
体
験
を
目
ら

高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
体
験
を
通
し
て
、
彼
は
、
　
「
人
間
に

お
け
る
精
神
的
一
心
的
な
も
の
と
肉
体
的
な
も
の
と
の
関
連
に
開

眼
し
た
し
ω
と
と
も
に
、
　
「
教
育
と
教
授
が
真
の
人
間
認
識
に
基
礎

を
置
く
芸
術
（
肉
鯵
塞
砕
）
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
気
づ
い

た
」
㈱
と
い
う
。
こ
う
し
た
彼
の
洞
察
は
、
の
ち
の
教
育
思
想
を
形

成
す
る
う
え
で
、
基
本
的
な
立
場
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
、
ゲ
ー
テ
研
究
の
継
続

　
す
で
に
別
の
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
学
生

時
代
に
ゲ
ー
テ
の
自
然
科
学
論
に
興
味
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。

一
八
九
二
年
、
二
一
歳
の
時
に
、
彼
は
キ
ュ
ル
シ
ュ
ナ
ー
よ
り
、

『
ド
イ
ツ
国
民
文
学
全
集
』
に
お
け
る
ゲ
ー
テ
の
目
然
科
学
論
文

の
編
集
者
お
よ
び
註
釈
者
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
仕
事
に

よ
っ
て
、
彼
は
ゲ
ー
テ
研
究
に
本
格
的
に
取
り
組
む
機
会
を
得
た

の
で
あ
る
。

　
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
　
門
ド
イ
ツ
国
民
文
学
全
集
』
の
第
二
四

巻
（
ゲ
ー
テ
全
集
の
第
三
三
巻
門
目
然
科
学
論
集
』
）
の
序
文
に

お
い
て
、
　
「
ゲ
ー
テ
が
最
初
に
ひ
と
つ
の
事
実
を
発
見
し
た
の
か

と
い
う
こ
と
は
、
根
本
的
に
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
よ
う
に
思
え
る

の
で
あ
る
」
㈹
と
述
べ
た
あ
と
で
、
む
し
ろ
真
に
重
要
な
こ
と
は
、

「
ゲ
ー
テ
が
ひ
と
つ
の
事
実
を
彼
の
自
然
観

（
岩
算
膏
竃
8
ぽ
弩
竃
胸
）
に
組
み
入
れ
て
い
く
よ
う
な
方
法
」
c
』
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で
あ
る
と
力
説
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
の
自

然
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
方
法
に
つ
い
て
注
目
し
た
の
で
あ
る
。

　
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
に
関
し
て
、
　
「
ゲ
ー
テ

以
前
の
自
然
科
学
は
、
生
命
現
象
の
本
質
を
知
る
こ
と
な
く
、
無

機
物
の
際
に
行
う
こ
と
と
同
様
に
、
有
機
体
を
部
分
の
合
成
や
外

面
的
な
特
徴
に
従
っ
て
研
究
し
て
い
た
」
ω
と
見
傲
し
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
「
：
：
：
部
分
は
、
全
体
の
本
質
か
ら
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
：
：
：
（
中
略
）
：
：
：
ゲ
i
テ
は
、
ま
さ
に
こ
の

　
全
体
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
誤
っ

　
た
解
釈
に
気
づ
い
て
い
た
。
」
ω

　
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
無
機
物
の
場
合
と
は
違
っ

た
か
た
ち
で
、
つ
ま
り
全
体
性
を
重
視
す
る
と
い
う
よ
う
な
か
た

ち
で
、
有
機
体
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
ゲ
ー
テ
の
方
法
に
注
目
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
そ
う
し
た
ゲ
ー
テ
の
自
然
科
学
論
の
研
究

を
進
め
る
う
ち
に
、
有
機
体
を
認
識
す
る
た
め
の
概
念
と
し
て
、

「
た
だ
そ
れ
自
体
か
ら
流
れ
出
る
も
の
の
み
を
内
実
と
す
る
」
と

い
う
よ
う
な
ゲ
ー
テ
の
「
直
覚
的
概
念
」
　
（
｛
算
幕
享
竃

思
腎
＄
に
着
目
し
、
　
「
有
機
体
は
直
覚
的
概
念
に
お
い
て
把
握

さ
れ
得
る
」
ω
と
見
微
し
た
。
さ
ら
に
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
人
間
が

そ
の
よ
う
な
認
識
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ゲ
ー
テ
は
行
動
に

よ
っ
て
示
し
て
い
る
、
と
考
え
た
。
そ
し
て
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、

そ
の
ゲ
ー
テ
に
よ
る
有
機
体
の
認
識
の
方
法
に
つ
い
て
、
詳
し
く

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
非
有
機
的
な
も
の
を
認
識
す
る
に
は
、
目
然
界
に
作
用
を
及

　
ぼ
し
て
い
る
諸
力
の
関
連
を
見
直
す
た
め
に
、
概
念
が
順
々
に

　
並
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
有
機
的
な
も
の
に
必
要
な
の

　
は
、
あ
る
概
念
を
他
の
概
念
か
ら
発
生
さ
せ
、
そ
し
て
自
然
の

　
中
で
形
成
さ
れ
た
存
在
と
し
て
現
れ
た
も
の
の
像
（
里
5
弩
）

　
を
、
漸
進
的
に
生
き
生
き
と
し
た
概
念
の
変
化
の
中
に
生
じ
さ

　
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ゲ
ー
テ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と

　
を
通
し
て
追
求
し
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
植
物
の
葉
に
関
し

　
て
、
硬
直
し
た
生
命
の
な
い
概
念
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

　
態
の
中
に
現
れ
得
る
よ
う
な
概
念
で
あ
る
理
念
像
（
蜀
Φ
蓄
－

　
び
凄
）
を
精
神
の
中
に
し
っ
か
り
と
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
を

　
通
し
て
追
求
し
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
精
神
の
中
で
｝
つ
し
た

　
形
態
を
次
々
と
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
の

　
植
物
を
構
成
す
る
。
つ
ま
り
、
目
然
が
現
実
的
な
や
り
方
で
植

　
物
を
形
成
す
る
の
と
同
じ
過
程
を
、
人
間
は
心
性
（
置
｝
Φ
）
の

　
中
で
理
念
的
な
方
法
で
追
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
」
ω

　
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
有
機
的
な
も
の
に
対
す
る
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概
念
、
す
な
わ
ち
理
念
像
に
着
目
し
な
が
ら
、
ゲ
ー
テ
の
用
い
る

方
法
を
、
植
物
の
形
成
と
同
じ
遇
程
を
自
分
の
「
心
性
」
の
中
で

追
創
造
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
法
で
あ
る
、
と
解
釈
し
た
。
そ
こ

に
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
ゲ
ー
テ
の
中
に
、
感
覚
に
捉
え
ら
れ

た
像
と
は
別
に
、
　
「
理
念
像
」
を
見
出
し
て
い
た
。
そ
の
「
理
念

像
」
は
、
少
年
時
代
か
ら
「
感
覚
的
世
界
」
と
「
精
神
的
世
界
」

と
い
う
二
つ
の
世
界
の
存
在
を
確
信
し
て
い
た
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に

と
っ
て
、
ま
さ
に
自
分
の
考
え
を
嚢
書
き
し
て
い
た
と
言
え
る
。

そ
の
意
味
で
、
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
有
機
体
を
認
識
す
る
方
法
は
、

そ
の
後
の
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
認
識
論
の
研
究
に
と
っ
て
、
目
分
の

確
信
を
正
当
化
す
る
た
め
の
突
破
口
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
そ
の

後
の
理
論
的
基
盤
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
や
が
て
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
　
門
ド
イ
ツ
国
民
文
学
全
集
』
の
仕

事
を
押
し
進
め
、
ゲ
ー
テ
の
自
然
科
学
論
、
と
り
わ
け
ゲ
ー
テ
の

認
識
の
方
法
を
探
究
し
て
い
く
う
ち
に
、
　
「
ゲ
ー
テ
の
認
識
方
法

に
は
認
識
論
が
欠
如
し
て
い
る
」
価
と
見
傲
す
よ
う
に
な
り
、
そ
の

こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
彼
の
研
究
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る

た
め
に
、
ゲ
ー
テ
の
目
然
科
学
論
の
す
ぺ
て
を
編
集
す
る
ま
え

に
、
ゲ
ー
テ
に
関
す
る
小
著
を
一
八
八
六
年
に
完
成
さ
せ
て
い

る
。
そ
の
著
作
は
、
　
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』

（
Ω
蟹
賞
亀
｛
邑
竃
　
　
Φ
巨
實
　
　
固
蒔
Φ
賞
算
艮
ω
臣
8
ユ
⑪
　
腎
『

Ω
◎
Φ
爵
窪
島
竃
峯
魁
試
冒
監
塞
慮
曽
胸
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
著
作
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
、
　
「
シ
ラ
ー
を
特
に
顧
慮

し
て
、
同
時
に
キ
ュ
ル
シ
ュ
ナ
ー
『
ド
イ
ツ
国
民
文
学
全
集
』
に

お
け
る
『
ゲ
ー
テ
目
然
科
学
論
集
』
の
付
録
と
し
て
」
　
（
竃
神

呼
8
曽
⑭
脅
宵
射
箒
ぼ
げ
津
鱒
艮
留
一
邑
串
賢
N
鱒
阻
乱
蟹
　
　
Φ
臣
竃

N
虜
胸
鯉
ず
Φ
　
N
¢
　
Ω
◎
Φ
夢
窃
　
　
岩
陣
ざ
尋
的
吻
審
饒
8
ば
落
監
o
げ
Φ
饒

ω
o
ぽ
ユ
津
Φ
冒
　
序
　
　
穴
饒
竃
島
轟
轟
　
　
o
Φ
嘗
叫
8
蚊
Φ
刊
　
寅
黒
｛
◎
蛯
昆
1

5
富
轟
砕
胃
）
と
、
書
き
添
え
ら
れ
て
い
た
。

　
門
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
で
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー

は
、
ゲ
ー
テ
お
よ
び
シ
ラ
ー
の
記
述
か
ら
は
じ
ま
り
、
　
「
経
験
」

（
固
昆
蒔
ε
嵩
胸
）
や
「
思
考
し
　
（
o
竃
師
魯
）
と
の
か
か
わ
り
に

お
い
て
「
認
識
」
　
（
津
ざ
昌
竃
）
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
そ

し
て
彼
は
、
　
「
無
機
科
学
に
は
体
系
（
ω
嵩
富
昌
）
が
あ
り
、
有
機

科
学
に
は
（
個
々
の
形
態
と
典
型
と
の
）
比
較

（
く
宵
魁
臥
魯
嵩
蟹
胴
）
が
あ
る
」
o
眉
と
考
え
て
、
　
「
無
機
的
目
然
」

（
虜
賞
◎
轟
弩
涼
島
⑦
　
尾
算
膏
）
と
「
有
機
的
自
然
」

（
◎
握
鯉
邑
8
ぼ
壌
算
葛
）
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
に
対
す
る
認

識
の
方
法
の
相
違
に
関
し
て
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、

「
無
機
科
学
の
対
象
は
目
然
法
則
で
あ
り
、
有
機
科
学
の
そ
れ
は

典
型
（
↓
嵩
轟
）
で
あ
る
よ
う
に
、
精
神
科
学
の
対
象
は
理
念

（
崖
＄
）
で
あ
っ
て
、
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
」
ω
と
述
べ
る
よ
う
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に
、
単
に
無
機
科
学
と
有
機
科
学
だ
け
で
な
く
、
精
神
科
学
に
ま

で
言
及
し
て
い
る
。

　
確
か
に
、
　
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要
綱
』
で
は
、
そ
の

名
称
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
の
認
識
論
を
考
察
す
る

と
い
う
体
裁
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
ゲ
ー
テ
の
思
想
に
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
の
独
自
な
哲
学
的
解
釈
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
内
実
は
、
か
な
り
の
部
分
に
お
い
て
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
認
識
論

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
著
名
な
美
学

者
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（
く
敏
爵
竃
ト
ド
）
に
宛
て
た
手
紙
の
中
の
言

葉
が
嚢
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
　
「
は
っ

き
り
申
し
上
げ
れ
ば
、
何
は
と
も
あ
れ
私
は
認
識
論
に
対
し
て
で

あ
っ
て
、
決
し
て
ゲ
ー
テ
研
究
に
対
し
て
寄
与
し
よ
う
と
し
た
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
Q
名
と
、
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
ウ
イ
ー
ン
に
お

い
て
ゲ
ー
テ
の
自
然
科
学
論
を
足
掛
か
り
に
し
な
が
ら
、
次
第
に

自
分
の
認
識
論
を
確
立
し
て
い
く
と
と
も
に
、
研
究
者
と
し
て
の

業
績
、
特
に
ゲ
ー
テ
研
究
者
と
し
て
の
業
績
を
築
い
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
や
が
て
彼
は
、
こ
の
業
績
を
携
え
て
、
ゲ
ー
テ
の
町
ワ

イ
マ
ー
ル
に
移
る
の
で
あ
る
。

三
、
ゲ
ー
テ
研
究
か
ら
認
識
論
研
究
へ

　
一
八
八
九
年
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
ゲ
ー
テ
研
究
の
実
績
を
認

め
ら
れ
、
新
し
い
ゲ
ー
テ
全
集
（
い
わ
ゆ
る
ゾ
フ
ィ
ー
版
）
の
出

版
に
協
力
す
る
よ
う
に
招
曙
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
の

秋
、
彼
は
ワ
イ
マ
ー
ル
に
移
住
し
、
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の

「
ゲ
ー
テ
一
シ
ラ
ー
文
書
館
」
　
（
Ω
◎
⑳
夢
⑪
富
邑
ω
島
嘗
賢

》
8
巨
く
）
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
七
年
間
に
わ
た
っ
て
、
　
「
ゲ
ー
テ
一
シ

ラ
ー
文
書
館
」
で
ゾ
フ
イ
ー
版
の
ゲ
ー
テ
の
自
然
科
学
論
に
関
す

る
編
集
と
校
訂
と
解
説
を
担
当
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た

作
業
と
は
別
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
　
『
コ
ッ
タ
世
界
文
学
叢

書
』
　
（
O
◎
畔
冨
、
8
ぼ
里
震
◎
臣
爵
創
弩
峯
邑
砕
澤
竃
算
暮
）
に

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
（
o
o
島
◎
罵
監
竃
員
＞
．
）
の
全
集
と
パ
ウ

ル
（
寂
鼻
卜
）
の
選
集
を
収
録
す
る
よ
う
に
依
頼
さ
れ
、
そ
の
作

業
に
も
従
事
し
て
い
る
。
ω
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
そ
う
し
た
文
献
学

的
な
作
業
を
熱
心
に
続
け
、
特
に
ゲ
ー
テ
の
自
然
科
学
論
に
関
す

る
す
ぐ
れ
た
研
究
者
と
し
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
社
会
的
に
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
内
面
で
は
、

地
味
な
文
献
学
的
な
作
業
は
、
彼
の
心
を
寂
し
く
さ
せ
て
し
ま
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
ワ
イ
マ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
作
家

や
学
者
な
ど
の
サ
ー
ク
ル
が
あ
り
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
そ
う
し
た
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サ
ー
ク
ル
に
積
極
的
に
顔
を
出
し
て
い
る
が
、
自
叙
伝
の
中
で
、

「
私
の
精
神
的
世
界
に
は
、
訪
問
者
は
ひ
と
り
も
い
な
か
っ
た
」
伽

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
当
の
意
味
で
彼
の
思
想
を
語
れ
る
相

手
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
ワ
イ
マ
ー
ル
の
居

一
心
地
は
、
あ
ま
り
よ
い
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
文
献
学
的
な
作
業
と
は
別
に
、

着
実
に
ゲ
ー
テ
の
思
想
を
足
掛
か
り
と
し
た
認
識
論
の
研
究
を
発

展
さ
せ
て
い
た
。

　
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
に
お
い
て
認
識
論
の
研
究
を

よ
り
い
っ
そ
う
深
め
、
一
八
九
一
年
に
は
ロ
ス
ト
ッ
ク
大
学
に
学

位
論
文
を
提
出
し
、
哲
学
博
士
号
を
取
得
し
て
い
る
。
そ
の
学
位

論
文
の
テ
ー
マ
は
、
　
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
を
特
に
顧
慮
し
た
認

識
論
の
根
本
問
題
－
哲
学
的
意
識
の
目
己
了
解
序
説
－
』
　
（
簑
Φ

Ω
蔓
箏
亀
轟
鵯
創
胃
固
『
酎
③
箏
算
饒
｛
ω
爵
8
ユ
③
嚢
津
げ
轟
◎
饒
創
撃
弩

射
爵
o
師
吻
ざ
ぽ
吋
　
⑲
¢
哨
　
句
ぎ
蚊
叫
霧
　
　
糞
甘
霧
⑪
賞
o
o
o
ぼ
良
誌
－
Φ
げ
轟
　
一

勺
哨
◎
ぽ
㈹
◎
冒
⑱
饅
陣
N
冨
・
く
Φ
易
畔
置
昌
堕
嘗
胸
Q
轟
り
匡
ぎ
ω
◎
樹
匡
8
げ
③
箏

皆
糞
畠
尉
良
霧
冒
津
。
晒
事
置
げ
。
呵
畔
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
の

テ
ー
マ
で
あ
る
「
哲
学
的
意
識
の
自
己
了
解
」
と
い
う
表
現
は
、

「
ゲ
ー
テ
に
よ
っ
て
据
え
ら
れ
た
認
識
の
基
盤
を
ど
の
よ
う
に
し

て
拡
充
す
る
べ
き
か
」
伽
と
い
う
、
ワ
イ
マ
ー
ル
に
お
け
る
シ
ュ
タ

イ
ナ
ー
の
問
題
意
識
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
　
「
ゲ
ー
テ
や
シ
ラ
ー
の
学
問
的
見
解

は
、
私
（
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
－
引
用
者
註
）
に
と
っ
て
、
ひ
と
つ
の

中
間
点
で
あ
る
」
伽
が
ゆ
え
に
、
新
た
な
思
想
的
な
地
平
が
開
か
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
ゲ
ー
テ

や
シ
ラ
ー
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
（
宍
竃
畔
レ
）
を
乗
り
越
え
よ
う
と

し
た
フ
イ
ヒ
テ
（
霞
監
寅
卜
ρ
）
を
題
材
の
中
心
に
選
ん
で
い

る
。
そ
の
点
か
ら
言
う
な
ら
、
こ
の
学
位
論
文
は
、
彼
の
研
究
の

再
出
発
点
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
事
実
、
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
は
、
　
「
ゲ
ー
テ
一
シ
ラ
ー
文
書
館
」
に
お
い
て
ゲ
ー
－
テ
に
関

す
る
研
究
を
行
い
、
そ
の
研
究
の
結
実
と
し
て
ワ
イ
マ
ー
ル
を
離

れ
た
翌
年
に
『
ゲ
ー
テ
の
世
界
観
』
　
（
Ω
轟
夢
轟

婁
祭
竃
ω
島
簿
鰭
饒
胸
）
と
い
う
著
作
を
出
版
し
て
い
る
が
、
そ
の

傍
ら
で
認
識
論
の
研
究
を
続
け
、
特
に
学
位
論
文
以
降
そ
れ
に
関

す
る
著
作
を
い
く
つ
も
出
版
し
て
い
る
。

　
学
位
論
文
を
提
出
し
た
翌
年
の
一
八
九
二
年
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー

は
、
そ
の
論
文
を
加
筆
修
正
し
、
　
『
真
理
と
学
問
1
《
自
由
の
哲

学
》
の
序
曲
1
』
　
（
ミ
監
ま
Φ
津
虜
邑
ミ
げ
黎
易
艮
鱒
津
　
一

く
◎
易
豆
g
③
ま
弩
憎
匡
5
ω
8
げ
甘
⑳
腎
『
津
①
旨
県
）
を
出
版
し

て
い
る
。
そ
の
出
版
の
意
図
は
、
そ
の
著
書
の
緒
言
の
冒
頭
に
、

次
の
よ
う
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

一81



　
「
現
在
の
哲
学
は
不
健
全
な
カ
ン
ト
信
仰
に
苦
し
ん
で
い
る
。

　
本
書
は
、
そ
れ
の
克
服
の
た
め
に
寄
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
る
。
」
伽

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
著
作
の
中
で
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
根

本
問
題
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
認
識
論
の
考

察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
最
後
の
部
分
で
は
、
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、
　
「
自
由
」
と
い
う
概
念
に
関
す
る
言

及
が
見
ら
れ
る
。

　
そ
の
著
作
の
出
版
か
ら
二
年
後
の
一
八
九
四
年
に
、
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
は
、
　
「
自
由
し
と
い
う
概
念
を
中
心
に
据
え
た
認
識
論
の
著

作
を
出
版
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て

の
認
識
論
に
関
す
る
代
表
作
で
あ
り
、
ま
た
、
哲
学
者
と
し
て
の

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
主
著
で
も
あ
る
。
こ
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
は
、

『
目
由
の
哲
学
』
　
（
罠
①
弔
匡
◎
8
冨
叡
⑭
弩
写
臥
ば
⑪
5
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
、
　
「
現
代
的
世
界
観

の
基
本
的
特
徴
」
　
（
Ω
暮
箏
爵
厨
⑳
Φ
ぎ
竃
冒
＆
Φ
竃
Φ
籔

婁
9
試
轟
島
馨
ぼ
貞
胸
）
と
記
述
さ
れ
た
あ
と
で
、
そ
れ
に
続
け
て

「
自
然
科
学
的
方
法
に
よ
る
心
の
観
察
の
結
果
」
　
（
o
っ
霊
屏
o
ぼ

黒
◎
ぴ
8
蚊
g
箏
鵯
墨
ω
邑
富
富
箏
8
ぽ
螢
鯛
冨
毫
則
窪
幽
8
ば
昆
崖
o
ば
竃

峯
Φ
旨
a
Φ
）
と
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
の
意
図
は
、

そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
自
然
科
学
の
よ
う

な
厳
密
な
方
法
を
用
い
な
が
ら
、
　
「
感
覚
的
世
界
」
と
同
様
に
、

「
精
神
的
世
界
」
を
認
識
の
対
象
と
す
る
「
精
神
科
学
」

（
鶉
落
窮
ま
吻
審
螢
8
ぼ
津
）
を
樹
立
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。

　
の
ち
の
自
叙
伝
に
よ
れ
ば
、
　
『
目
由
の
哲
学
』
を
書
き
下
し
た

当
時
の
彼
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
理
念
の
核
心
は
、
「
私
に
と

っ
て
感
覚
的
世
界
は
、
真
の
現
実
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
伽
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
彼
が
自
分
の
考
え
を
述
べ
る

と
き
に
心
が
け
た
の
は
、
　
「
認
識
の
限
界
」
　
（
卑
陣
竃
昌
冨
敏
－

閤
Φ
竃
竃
）
と
い
う
見
方
を
論
駁
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
際

に
「
感
覚
か
ら
自
由
な
思
考
」
（
ω
ぎ
邑
ぎ
黒
⑱
詮
守
乱
⑩

忌
爵
竃
）
が
重
要
視
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー

は
、
の
ち
に
な
っ
て
当
時
の
考
え
方
を
説
明
し
て
お
り
、
ま
た
多

く
の
彼
の
伝
記
や
解
説
書
の
中
で
も
、
自
叙
伝
の
記
述
を
そ
の
ま

ま
受
け
る
か
た
ち
で
、
同
じ
趣
旨
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
㈱

　
し
か
し
、
実
際
に
門
自
由
の
哲
学
』
を
読
ん
で
み
る
と
、
筆
者

の
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
と
て
も
前
述
の
よ
う
な
主
張
が
、
明
瞭
な

論
理
的
表
現
で
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
解
説
者
の
中
で
も
、
エ
ミ
シ

ョ
ー
ベ
ン
（
固
員
邑
蟹
暑
竃
ト
澤
ド
く
竃
）
の
見
解
が
、
む
し
ろ

『
目
由
の
哲
学
』
の
記
述
の
特
徴
を
よ
り
的
確
に
言
い
あ
て
て
い
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．
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
　
『
ル
ド
ル
フ
一
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
』

と
い
う
著
作
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
：
：
『
自
由
の
哲
学
』
．
の
中
で
与
え
ら
れ
て
い
る
解
答
は
、

　
決
し
て
理
論
的
意
味
で
の
解
答
で
は
な
い
。
こ
の
本
を
読
み
、

　
何
ら
か
の
箇
所
で
解
答
を
知
識
と
し
て
取
り
入
れ
よ
う
と
期
待

　
す
る
者
は
、
幻
滅
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
㈱

　
ま
た
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
i
自
身
も
、
　
『
自
由
の
哲
学
』
の
再
版
の

時
点
で
（
一
九
一
八
年
）
、
こ
の
著
作
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
て
い

る
根
本
間
題
は
次
の
二
つ
で
あ
る
、
と
序
文
の
中
で
明
言
せ
ざ
る

え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
　
「
人
間
の
本
性
を
直
観
し

て
、
そ
の
直
観
が
、
生
活
体
験
や
科
学
を
通
し
て
人
間
に
近
寄
っ

て
く
る
他
の
す
べ
て
の
も
の
の
支
柱
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
証

明
す
る
よ
う
な
可
能
性
は
あ
る
の
か
ど
う
か
」
伽
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
　
「
意
志
す
る
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
目

由
を
目
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
富

由
は
単
な
る
幻
想
で
あ
る
の
か
ど
う
か
」
㈱
と
い
う
間
題
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
事
項
を
再
版
の
序
文
で
あ
え
て
叙

述
し
、
さ
ら
に
は
再
版
の
か
な
り
の
部
分
に
お
い
て
補
足
説
明
が

付
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
一
八
九
四
年
発
行
の
著
作
の

記
述
で
は
不
明
確
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
、
と

考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
九
四
年
の
時
点
で
は
、
彼
の

そ
れ
ま
で
の
体
験
と
研
究
を
踏
ま
え
て
、
彼
の
生
涯
に
わ
た
る
哲

学
的
な
立
場
は
築
か
れ
て
い
た
が
、
　
『
目
由
の
哲
学
』
の
記
述

は
、
多
く
の
一
般
の
人
々
に
理
解
さ
せ
え
る
だ
け
の
明
瞭
な
論
理

的
表
現
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
　
『
自
由
の
哲
学
』
に
は
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
生
涯
を
貫

く
哲
学
的
な
思
想
の
内
実
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
お
り
、
再
版
の

折
に
書
き
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
そ
の
著
作
を

読
め
ば
、
彼
の
主
張
し
た
い
内
容
は
、
か
な
り
理
解
し
や
す
く
な

っ
て
い
る
。

　
『
自
由
の
哲
学
』
は
、
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
部
は

「
目
由
の
学
」
　
（
峯
甘
霧
竃
8
ぼ
津
⑭
胃
津
Φ
淳
Φ
津
）
、
第
二
部

は
「
自
由
の
現
実
性
」
　
（
良
Φ
峯
守
匡
帥
監
叡
津
q
零
向
屋
旨
③
e

を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。

　
第
一
部
で
は
、
過
去
に
お
け
る
哲
学
上
の
誤
り
が
述
べ
ら
れ
た

う
え
で
、
　
「
概
念
」
（
思
囑
津
）
や
「
表
象
」
　
（
く
◎
易
置
巨
罵
）

や
「
思
考
」
　
（
O
竃
酎
竃
）
や
「
知
覚
」
　
（
糞
註
昌
浄
冒
暮
胸
）

な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
哲
学
上
の
概
念
が
規
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
の

関
連
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
。
伽
そ
し
て
最
後
に
は
、
彼
の
少
年
時

代
か
ら
の
関
心
で
あ
っ
た
「
認
識
の
限
界
は
存
在
す
る
の
か
」
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、
人
閻
の
「
思
考
」
の
重
要
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
部
で
は
、
人
間
の
「
思
考
」
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
、
さ

ら
に
言
え
ば
人
間
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
と
し
て
「
自
由
」
の
概

念
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
　
「
自
由
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
「
倫
理

的
直
観
」
　
（
冒
◎
轟
爵
O
ぼ
旨
9
置
8
）
や
「
倫
理
的
想
像
力
」

（
冒
◎
邑
ぎ
ぼ
勺
ぼ
艮
鶴
帥
③
）
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
自

由
な
人
間
」
　
（
臭
⑩
守
9
⑪
冨
①
竃
9
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
我
々
の
生
活
は
、
自
由
と
不
自
由
な
行
動
か
ら
成
り
立
っ
て

　
い
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
人
間
の
本
性
を
最
も
純
粋
に
は
っ

　
き
り
と
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
由
な
精
神
に
達
し
な
け
れ

　
ば
、
人
間
の
概
念
を
最
後
ま
で
考
え
抜
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な

　
い
。
我
々
は
、
目
由
で
あ
る
か
ぎ
り
の
み
、
真
の
意
味
で
の
人

　
間
な
の
で
あ
る
。
」
㈹

　
さ
ら
に
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
そ
の
あ
と
で
「
個
人
が
あ
ら
ゆ
る

倫
理
性
（
o
o
津
辱
津
導
）
の
根
源
で
あ
り
、
地
上
の
生
命
の
中
心

で
あ
る
」
伽
と
主
張
し
、
自
分
の
考
え
方
の
立
場
を
「
倫
理
的
個
人

主
義
」
　
（
O
實
Φ
爵
涼
O
ぼ
ぼ
亀
＜
竃
膚
鯉
屏
竃
易
）
と
し
た
の
で

あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
　
『
自
由
の
哲

学
』
と
い
う
哲
学
書
に
よ
っ
て
、
ゲ
ー
テ
の
認
識
論
と
い
う
か
た

ち
で
自
分
の
個
人
的
な
確
信
を
述
べ
る
ゲ
ー
テ
研
究
者
か
ら
、
認

識
論
を
「
倫
理
的
個
人
主
義
」

貌
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

の
立
場
か
ら
論
じ
る
哲
学
者
に
変

四
、
ワ
イ
マ
ー
ル
に
お
け
る
外
的
生
活
と
内
的
変
貌

　
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
つ
い
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
の
ち
に
次

の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

　
「
こ
れ
ま
で
根
本
に
お
い
て
、
私
は
、
外
的
世
界
と
と
も
に
生

き
る
こ
と
が
い
か
に
少
な
か
っ
た
か
を
、
実
感
せ
ざ
る
え
な
か

　
っ
た
。
私
は
活
発
な
交
際
か
ら
身
を
引
い
た
と
き
、
私
の
従
来

か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
世
界
は
、
私
が
内
面
で
直
観
し
て
い

た
精
神
的
世
界
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
、
当
時
繰
り
返
し
思
い
知

　
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
者
の
世
界
（
精
神
的
世
界
－
引
用
者

註
）
と
は
、
私
は
容
易
に
目
分
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き

た
。
」
㈹

　
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
あ
と
で
、
さ
ら
に
彼
は
当
時
の
こ
と
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
は
自
分
自
身
の
心
（
留
浄
）
と
と
も
に
、
外
的
世
界
に
隣

接
す
る
ひ
と
つ
の
世
界
に
生
き
て
い
た
。
そ
し
て
外
的
世
界
と

何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
持
と
う
と
す
る
と
き
は
、
い
つ
も
ひ
と

　
つ
の
境
界
を
越
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
私
は
非
常
に
活
発
な
交
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際
の
中
に
い
た
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
目
分
の
世
界
か
ら

　
扉
を
開
く
よ
う
に
し
て
、
そ
の
交
際
の
中
へ
入
っ
て
い
か
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
外
的
世
界
に
踏
み
込
む

　
た
び
に
、
私
は
訪
問
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
心
境
を
味
わ
う

　
の
だ
っ
た
。
」
㈱

　
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
目
己
描
写
に
従
え
ば
、
彼
は
、

外
的
世
界
と
は
別
に
、
閉
じ
こ
も
る
こ
と
の
で
き
る
目
分
の
内
的

世
界
、
つ
ま
り
精
神
的
世
界
を
持
っ
て
お
り
、
彼
自
身
も
そ
の
世

界
の
中
に
い
る
と
き
の
ほ
う
が
、
外
的
世
界
と
か
か
わ
る
よ
り
も

安
心
で
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
一
面
で

は
内
向
的
な
性
質
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
性
質
を
有

し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
、
彼
の
内
的
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ゲ
ー
テ
の
自
然
科
学
論
に
一
人
で
独
自
の
認
識
論

的
な
解
釈
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
や
す
か
っ
た
し
、
ま
た
カ
ン
ト

や
フ
イ
ヒ
テ
な
ど
の
認
識
論
も
一
人
で
研
究
し
や
す
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
た
だ
単
に
内
向
的
な
性
質
を
持

つ
青
年
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
ウ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
も
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
他
面
で
は
、
外
的
世
界
で
は
「
訪
問
者
」
的
な

気
持
ち
で
あ
っ
た
が
、
活
発
な
人
問
的
交
流
を
行
う
青
年
で
も
あ

っ
た
。

　
自
叙
伝
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
に
お
い

て
、
哲
学
者
や
政
治
家
を
は
じ
め
、
演
劇
家
や
画
家
や
詩
人
な
ど

と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
々
と
交
流
を
重
ね
て
い
る
。

そ
う
し
た
人
々
と
の
交
流
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
彼
の
目
を
開

か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
ば
か
り
か
、
そ
の
後
の
彼
の
人
生
に
と
っ

て
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
彼
の

思
想
形
成
の
う
え
で
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
と
し
て
あ
げ
ら

れ
る
の
は
、
哲
学
者
ハ
ル
ト
マ
ン
（
饒
鱒
ユ
嚢
馨
員
曽
く
竃
）
と
動

物
学
者
喧
思
想
家
ヘ
ッ
ケ
ル
（
蟹
県
呉
単
声
）
と
哲
学
者
二
ー

チ
ェ
（
髪
黒
轟
序
9
『
亀
．
）
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
こ

の
よ
う
な
当
時
の
著
名
な
人
々
の
思
想
を
単
に
彼
ら
の
著
作
を
通

し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
直
接
に
彼
ら
と
会
っ

た
り
、
手
紙
を
書
い
た
り
す
る
よ
う
な
交
流
を
行
っ
て
い
た
。

穿
っ
た
見
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
特
に
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
著

名
な
人
々
と
の
人
間
的
な
か
か
わ
り
を
通
し
て
、
ゲ
ー
テ
お
よ
び

認
識
論
の
研
究
者
と
し
て
頭
角
を
表
し
つ
つ
あ
っ
た
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る
世
の
中
に
出
る
機
会
を
探
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
自
身
も
そ
の
よ
う
な

趣
旨
の
こ
と
を
ま
っ
た
く
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
人
生

に
お
け
る
行
動
を
眺
め
て
み
る
と
、
ど
う
も
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ

て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
当
時
に
お
い
て
彼
は
、
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そ
れ
ほ
ど
思
想
的
に
陶
酔
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
有
名

な
人
物
や
サ
ー
ク
ル
で
あ
れ
ば
、
積
極
的
に
そ
れ
ら
と
か
か
わ
り

に
な
ろ
う
と
行
動
し
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
に

つ
い
て
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
ウ
ィ
ー
ン
滞
在
の
折
か
ら
手
紙

を
出
し
続
け
て
お
り
、
移
住
す
る
ま
え
に
ワ
イ
マ
ー
ル
ヘ
下
見
に

行
っ
た
と
き
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
を
訪
問
し
て
い
る
。
　
『
自
由
の
哲

学
』
が
刊
行
さ
れ
た
折
に
は
、
彼
は
そ
れ
を
す
ぐ
さ
ま
ハ
ル
ト
マ

ン
に
献
呈
し
て
い
る
。
そ
の
著
作
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
理

解
し
に
く
か
っ
た
よ
う
で
、
彼
は
そ
れ
を
批
評
と
と
も
に
送
り
返

し
て
い
る
。
ま
た
、
ヘ
ッ
ケ
ル
に
つ
い
て
は
、
何
年
間
も
の
文
通

の
あ
と
、
一
八
九
四
年
に
、
イ
エ
ナ
で
催
さ
れ
た
ヘ
ッ
ケ
ル
の
六

十
歳
の
祝
賀
会
の
と
き
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
ヘ
ッ
ケ
ル
と
会
談

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー

は
、
一
八
九
四
年
に
、
二
ー
チ
ェ
の
妹
の
案
内
で
彼
の
部
屋
を
訪

問
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
二
ー
チ
ェ
は
す
で
に
精
神
的
錯

乱
状
態
に
陥
っ
て
い
た
と
い
う
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
そ
の
翌
年

に
は
、
二
ー
チ
ェ
に
関
す
る
著
作
『
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
。
二
ー
チ
ヱ

ー
同
時
代
と
の
闘
争
者
1
』
　
（
句
ユ
＆
ユ
法
婁
Φ
富
8
ぎ
一
Φ
帥
饒

慧
曽
憎
穿
胸
晶
竃
審
ぎ
Φ
N
Φ
岸
）
を
刊
行
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
著
名
人
と
の
交
流
に
関
す
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
真

の
意
図
を
、
今
か
ら
正
確
に
推
し
量
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど

も
、
結
果
的
に
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
で
の
著
名
人
を
は
じ
め
さ
ま
ざ

ま
な
人
々
と
の
か
か
わ
り
が
、
す
な
わ
ち
彼
の
言
葉
で
言
え
ば
外

的
世
界
に
お
け
る
か
か
わ
り
が
、
次
第
に
彼
の
内
的
な
性
質
を
変

え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
は
目
叙
伝
の
中
で
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　
「
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
終
る
頃
、
私
は
、
三
十
六
歳
に
な
っ
て

　
い
た
。
そ
の
十
年
ほ
ど
ま
え
か
ら
、
私
の
心
（
留
匙
⑯
）
に
は
深

　
刻
な
変
化
が
萌
し
は
じ
め
て
い
た
。
：
：
：
（
中
略
）
：
：
：

　
物
質
的
世
界
の
事
物
や
現
象
を
、
正
確
か
つ
厳
密
に
観
察
す
る

　
私
の
能
力
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
学

　
問
の
分
野
で
も
外
的
な
生
活
の
分
野
で
も
あ
て
は
ま
っ
た
。
そ

　
れ
以
前
に
は
、
精
神
に
適
し
た
方
法
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
幅

　
広
い
学
問
的
連
関
が
、
い
と
も
容
易
に
私
の
心
の
財
産
と
な
っ

　
た
け
れ
ど
も
、
対
象
を
正
確
に
知
覚
し
、
そ
し
て
特
に
そ
の
知

　
覚
し
た
も
の
を
記
憶
す
る
た
め
に
は
、
激
し
い
緊
張
が
必
要
で

　
あ
っ
た
。
今
や
、
事
態
は
一
変
し
た
。
以
前
に
は
欠
け
て
い

　
た
、
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
で
き
る
も
の
に
対
す
る
注
意
力
が
、

　
私
の
中
に
目
覚
め
た
の
で
あ
る
。
事
細
か
な
こ
と
が
私
に
と
っ

　
て
重
要
に
な
っ
て
き
た
。
感
覚
界
に
は
、
感
覚
界
の
み
が
開
示

　
で
き
る
よ
う
な
何
か
が
あ
る
に
違
い
な
い
、
と
私
は
感
じ
て
い

　
た
。
思
想
や
そ
の
他
の
内
的
に
出
現
す
る
心
的
内
容
を
媒
介
と
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せ
ず
に
、
そ
れ
（
感
覚
的
世
界
－
引
用
者
註
）
が
伝
え
る
内
容

　
だ
け
に
よ
っ
て
そ
れ
（
感
覚
的
世
界
－
引
用
者
註
）
を
知
る
こ

　
と
こ
そ
、
私
は
理
想
と
考
え
た
。

　
私
は
、
人
生
の
転
機
を
他
の
人
よ
り
も
非
常
に
遅
い
年
代
に

経
験
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
」
似

　
一
」
の
彼
の
叙
述
に
従
う
な
ら
、
以
前
に
は
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、

「
感
覚
的
世
界
」
、
つ
ま
り
目
に
見
え
る
現
実
界
と
の
か
か
わ
り

を
あ
ま
り
得
意
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

三
六
歳
頃
に
な
っ
て
、
彼
は
、
人
々
よ
り
か
な
り
遅
れ
て
、
　
「
感

覚
的
世
界
」
と
う
ま
く
か
か
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ

の
点
に
つ
い
て
、
彼
は
か
な
り
独
特
な
言
い
回
し
で
語
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
、
簡
単
に
言
え
ば
、
彼
は
外
的
世
界
と
積
極
的
に

か
か
わ
っ
て
い
け
る
自
信
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
ゲ
ー
テ
の
研
究
に
一
区
切
を
つ

け
た
と
き
、
自
分
の
内
的
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
自
分
の
見
解
を
外
に
向
か
っ
て
積
極
的
に
語
ろ
う
と
決
心
し

て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
か
ら
大
都
市
ベ
ル
リ
ン
に
移
住
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
叙
伝
の
「
私
は
、
自
分
の
意
見

を
雑
誌
に
主
張
す
る
可
能
性
を
求
め
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
か
ら
ベ
ル

リ
ン
に
移
っ
た
」
慨
と
い
う
彼
の
記
述
が
、
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い

る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
「
第
一
生
活
期
」
と
呼
ば
れ
る
期
間

の
う
ち
、
大
学
を
卒
業
す
る
頃
か
ら
、
彼
の
「
第
二
生
活
期
」
の

終
り
ま
で
の
期
間
の
思
想
形
成
と
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
体
験
に
つ

い
て
論
究
し
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
論
究
を
簡
単

に
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
大
学
卒
業
後
の
シ
ュ
タ
イ
ナ
i
は
、
ウ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
多
数

の
サ
ー
ク
ル
に
参
加
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
々
と
交
流
し
て

い
る
。
そ
う
し
た
人
々
と
の
か
か
わ
り
か
ら
、
彼
は
、
思
想
的
に

少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、
　
『
ド
イ
ツ
週
報
島
と

い
う
雑
誌
の
編
集
と
執
筆
の
機
会
を
得
て
い
る
。
こ
の
雑
誌
の
仕

事
の
体
験
は
、
ベ
ル
リ
ン
時
代
以
後
の
雑
誌
や
新
闘
の
編
集
に
携

わ
る
う
え
で
大
い
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
キ
ュ
ル
シ
ュ

ナ
ー
教
授
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
家
庭
教
師
と
い
う
職
も
、
長
期

聞
に
わ
た
っ
て
同
じ
子
ど
も
を
実
際
に
指
導
し
た
点
で
、
彼
に
と

っ
て
貴
重
な
教
育
体
験
と
な
っ
た
。

　
ウ
イ
ー
ン
に
お
い
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
す
で
に
『
ド
イ
ツ

国
民
文
学
全
集
』
に
お
け
る
ゲ
ー
テ
の
自
然
科
学
論
の
仕
事
に
励

ん
で
い
る
。
彼
は
、
ゲ
ー
テ
を
読
み
進
め
る
中
で
、
ゲ
ー
テ
に
し

て
み
れ
ば
自
明
の
体
験
で
あ
っ
た
も
の
を
認
識
論
的
に
解
釈
を
加
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え
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
八
六
年
に
は
、
彼
は
『
ゲ
ー
テ

的
世
界
観
の
認
識
論
要
縄
』
を
ま
と
め
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

そ
の
の
ち
、
彼
は
ワ
イ
マ
ー
ル
に
移
住
し
、
そ
こ
で
よ
り
い
っ
そ

う
ゲ
ー
テ
研
究
に
打
ち
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
一
八
九
七
年
に

は
、
彼
は
、
ゲ
⊥
ア
研
究
の
結
実
と
も
言
う
べ
き
、
　
『
ゲ
ー
テ
の

世
界
観
』
を
刊
行
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
に
お
い
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
ゲ
ー
テ

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
人
々
の
思
想
の
著
作
も
読
み
進
ん
で

い
る
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
な
ど
の
認
識
論

の
研
究
は
、
ゲ
ー
テ
の
も
の
と
並
ん
で
、
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
と
言
う
の
も
、
彼
が
ド
イ
ツ
哲
学
者
の
認
識
論
を
熱
心
に
研

究
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
実
科
学
校
時
代
お
よ
び
大
学
時
代
か
ら

の
学
問
的
関
心
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
意
味
で
は

ゲ
ー
テ
研
究
を
継
続
画
発
展
さ
せ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
認
識
論
の
研
究
は
、
一
八
九
四
年
の

『
自
由
の
哲
学
』
と
い
う
か
た
ち
で
一
応
の
完
成
を
み
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
研
究
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
ゲ
ー
テ
を
盾

に
し
な
が
ら
自
分
の
認
識
論
を
表
明
す
る
ゲ
ー
テ
研
究
者
で
あ
っ

た
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
哲
学
者
の
認
識
論
を
も
盾
に
し
な
が
ら

「
倫
理
的
個
人
主
義
」
の
立
場
か
ら
自
分
の
認
識
論
を
表
明
す
る

哲
学
者
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
認
識
論
と
い
う
衣
を
き
せ
な
が
ら
、
少
年
時

代
の
確
信
を
著
作
と
い
う
か
た
ち
で
公
的
に
語
り
は
じ
め
た
の
で

あ
る
。
そ
の
の
ち
、
彼
が
認
識
論
と
い
う
衣
を
脱
ぎ
、
宗
教
的
な

思
想
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
自
分
の
確
信
を
自
分
の
言
葉
で
語
る

と
き
、
そ
の
と
き
が
彼
独
自
の
「
人
智
学
」
の
誕
生
な
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
は
、
の
ち
の
「
人
智

学
」
に
お
け
る
認
識
論
的
な
基
本
的
枠
組
は
ほ
と
ん
ど
完
成
し
て

い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
ワ
イ
マ
ー
－
ル
時
代
の
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
　
「
ゲ
ー
テ
一

シ
ラ
ー
文
書
館
」
の
仕
事
お
よ
び
自
分
の
研
究
の
傍
ら
、
ウ
イ
ー

ン
時
代
と
同
様
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
々
と
積
極
的
に
交
流

し
て
い
る
。
し
か
も
、
ワ
イ
マ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
彼
は
、
そ
の

時
代
の
か
な
り
著
名
な
人
々
と
も
交
流
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
そ
の
よ
う
な
交
流
に
対
す
る
彼
の
意
図
は
正
確
に
は
計
り
知

れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
の
人
々
と
の
交
流
、
つ
ま
り
外
的
世
界
な
い
し
は
現
実
界

と
の
か
か
わ
り
は
、
内
向
的
な
性
質
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
た
シ
ュ

タ
イ
ナ
ー
を
、
安
心
し
て
よ
り
外
向
的
な
生
活
を
で
き
る
人
闇
に

変
貌
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼

は
ゲ
ー
テ
研
究
の
一
応
の
完
成
を
機
に
、
自
分
の
主
張
を
よ
り
公

に
す
べ
く
、
そ
れ
ま
で
の
業
績
と
人
間
関
係
を
生
か
し
な
が
ら
、

一88一



大
都
巾
ベ
ル
リ
ン
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
本
稿
で
主
に
論
述
し
て
き
た
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
大
学
卒

業
後
か
ら
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
最
後
ま
で
の
期
間
の
中
で
、
特
に

彼
の
教
育
思
想
形
成
上
、
最
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
と

し
て
、
筆
者
は
次
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
若
い
と
き
に
経
済
的
な
理
由
と

い
う
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
子
ど
も

の
家
庭
教
師
の
体
験
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の

教
育
学
者
ヘ
ル
バ
ル
ト
（
患
昏
腎
ト
申
）
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
、
教
育
思
想
を
形
成
す

る
上
で
貴
重
な
教
育
実
践
の
体
験
と
な
っ
た
。
特
に
、
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
の
場
合
、
教
育
の
主
な
対
象
と
な
っ
た
子
ど
も
が
障
害
児
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
あ
り
、
彼
は
、
教
育
に
お
け
る
精
神
的
一
心

的
な
も
の
と
肉
体
的
な
も
の
と
の
関
連
の
重
要
性
を
確
信
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
確
信
は
、
の
ち
の
彼
の
教
育
思
想
に
お
け
る

基
本
的
な
考
え
方
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
お
い
て
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
彼

の
教
育
思
想
の
基
盤
と
な
る
「
人
智
学
」
の
認
識
論
的
な
基
本
的

枠
組
を
ほ
と
ん
ど
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼

は
、
ゲ
ー
テ
を
は
じ
め
、
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
な
ど
の
哲
学
者
の

認
識
論
に
解
釈
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
分
の
考
え
方
を
表

明
し
な
が
ら
、
目
分
の
そ
れ
を
構
築
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
彼

は
、
少
年
時
代
か
ら
の
確
信
で
あ
っ
た
、
　
「
感
覚
的
世
界
」
と
そ

の
背
後
に
隠
さ
れ
た
「
精
神
的
世
界
」
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
存

在
を
、
彼
な
り
の
認
識
論
に
よ
っ
て
説
明
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
終
り
頃
ま
で
に
は
、
シ
ュ
タ
イ

ナ
ー
は
、
現
実
界
の
中
で
生
き
て
い
く
自
信
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
彼
は
、
ま
っ
た
く
の
内
向

的
な
人
間
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
が
、
一
面
で
は
か
な
り
内
向
的

な
性
質
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
性
質
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
、
幼

少
年
時
代
か
ら
異
様
な
体
験
を
し
た
り
、
㈱
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
な

ど
の
難
解
な
哲
学
書
を
熟
読
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
は
、
彼
は
、
ゲ
ー
テ
の
全

集
に
携
わ
っ
た
業
績
お
よ
び
認
識
論
に
関
す
る
著
作
の
業
績
に
よ

っ
て
生
じ
た
目
信
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
な
分
野
の
人
々
と
の
交
流

も
相
侯
っ
て
、
外
的
な
現
実
界
の
中
で
も
自
信
を
持
っ
て
生
き
て

い
け
る
人
間
に
変
貌
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
七

年
間
の
ワ
イ
マ
ー
ル
の
滞
在
を
終
え
て
、
自
分
の
意
見
を
主
張
す

べ
く
ベ
ル
リ
ン
に
移
住
し
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

本
稿
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
生
涯
の
う
ち
の
「
第
二
生
活
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期
」
ま
で
の
教
育
患
想
の
形
成
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
稿
で
は
、
　
「
第
三
生
活
期
」
に
お
い
て

彼
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
な
が
ら
い
か
な
る
思
想
を
形
成
し
て

い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
註

ω
　
自
由
ヴ
ァ
ル
ド
ル
フ
学
校
（
津
⑦
獄
峯
邑
皆
ユ
ω
艮
邑
⑦
）

　
の
教
師
で
あ
る
カ
ル
ル
グ
レ
ン
（
O
弩
掃
轟
員
声
）
に
従
え

　
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
生
涯
は
七
つ
の
期
間
に
大
き
く
区
分
さ

　
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
　
「
第
一
生
活
期
」
　
（
畠
賢
－

　
H
。
◎
。
◎
⑩
）
、
　
「
第
二
生
活
期
」
　
（
轟
竃
－
畠
鵠
）
、
　
「
第
三
生
活

　
期
」
　
（
罵
彗
－
畠
竃
）
、
　
「
人
智
学
第
一
発
展
期
」
　
（
墨
S
－

　
お
8
）
、
　
「
人
智
学
第
二
発
展
期
」
　
（
岩
嵩
山
胃
⑪
）
、
　
「
人
智

　
学
第
三
発
展
期
」
　
（
H
胃
†
お
轟
）
、
　
「
人
智
学
第
四
発
展
期
」

　
（
↑
竃
ω
1
崖
爵
）
で
あ
る
。
　
（
O
費
一
湾
①
P
旬
二
射
富
ら
◎
嵩

　
o
◎
置
墨
哨
實
ρ
窪
③
》
鴻
夢
8
電
8
冨
帥
Φ
b
◎
憂
8
芦
お
鼻
）

　
　
な
お
、
　
「
第
一
生
活
期
」
に
お
け
る
大
学
卒
業
ま
で
の
時

　
期
に
関
す
る
研
究
は
、
拙
稿
「
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
教
育
思
想
の

　
形
成
ω
」
　
（
教
育
方
法
研
究
会
編
『
教
育
方
法
学
研
究
』
、
第

　
八
集
、
一
九
八
八
年
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

ω
　
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
を
学
生
時
代
に
指
導
し
た
大
学
教
授
シ
ュ

　
レ
ー
ア
ー
は
、
そ
の
論
説
に
対
し
て
、
　
「
あ
な
た
は
再
び
オ
ー

　
ス
ト
リ
ア
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
主
導
の
教
育
政
策
を
持
ち
込
み

　
た
い
の
で
す
か
？
」
と
い
う
疑
問
を
彼
に
呈
し
た
と
い
う
。

　
（
o
o
宥
ぎ
貸
印
一
嵩
Φ
ぎ
■
島
竃
ω
胸
竃
喫
o
◎
憂
8
芦
畠
◎
。
讐
ρ

　
旨
o
I
）

㈹
　
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
マ
ル
ク
ス
主
義
を
代
表
す
る

　
ひ
と
り
で
あ
っ
た
ア
ド
ラ
ー
（
》
亀
章
く
。
）
で
あ
る
。

④
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
教
育
思
想
の
形
成

　
　
（
一
）
」
を
参
照
。

）6
　
ω
富
ぽ
男
声
一
峯
Φ
臣
ピ
昏
竃
o
。
帽
竃
娯
o
◎
．
奉

）6
　
冒
峯
一
◎
o
あ
◎
．

）σ
　
冒
鼻
一
ω
．
奉

）8
　
冒
富
．

（⑨
　
0
◎
置
塁
グ
評
霞
邑
Φ
帥
ざ
饒
胸
竃
豊
Ω
8
爵
藷
爵
砕
暮
－

　
寒
甘
繋
箏
o
竈
o
ぽ
毘
農
o
ぽ
⑪
曽
留
ぽ
臥
津
①
員
U
◎
憂
8
芦
お
o
◎
一
ρ
｝
ド

）1
0
　
冒
竃
．

X1
1
　
冒
崖
．
一
　
◎
◎
μ
9

x1
2
　
冒
崖
．

X1
3
　
c
o
富
ぎ
竃
一
印
一
峯
Φ
ぎ
ピ
昏
竃
ω
胸
竃
蝉
ω
．
o
．
N
．

X
1
4
　
旨
邑
．
一
〇
◎
．
o
o
㎝
．

（
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）．
1
5
　
冒
崖
二
ω
．
o
o
o
o
．

X1
6
　
ω
皆
ぼ
薯
一
申
一
Ω
昌
冒
亀
榊
艮
Φ
鱒
⑩
ぎ
③
哨
罰
『
蹄
Φ
曽
嵩
砕
邑
絡
蚊
Φ
◎
ユ
Φ

（　
腎
『
Q
8
臣
Φ
8
ぼ
Φ
螢
薫
Φ
犀
嘗
8
冨
¢
員
岬
胸
一
竃
砕
思
8
螢
α
胃
胃

　
勾
箒
茅
ぎ
雲
陣
虞
時
ω
o
ば
嘗
①
■
N
膚
胸
庁
ざ
げ
⑦
歓
竃
N
富
胸
鯉
ぴ
Φ
N
¢

　
Ω
◎
Φ
峠
げ
Φ
ω
　
嵩
陣
叫
虜
ぺ
奏
尉
吻
①
饒
ω
o
ぽ
陣
的
津
ぎ
げ
⑪
饒
　
ω
o
ぼ
ユ
津
Φ
賞
　
｛
曽

　
穴
鰍
轟
O
ぎ
⑪
議
忌
幕
8
げ
胃
岩
鯉
戌
◎
劇
邑
－
巨
清
蟹
畔
冒
“
O
◎
昌
鯉
O
戸

　
岩
⑪
〇
一
〇
り
μ
崖
．

）1
7
　
冒
竃
二
〇
つ
．
嵩
◎
◎
1

×1
8
　
ω
富
臣
胃
旬
二
耐
ユ
昆
Φ
－
　
鵠
◎
。
H
l
嵩
⑩
p
O
◎
竃
8
貫
畠
o
．
9

（　
ω
μ
岸
1

）1
9
　
シ
費
1
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
全
集
は
一
八
九
四
年
に
、
パ
ウ
ル

（　
の
選
集
は
一
八
九
七
年
に
コ
ッ
タ
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い

　
る
。

　
　
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ェ
ル
の
思
想
は
、
の
ち
に
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー

　
の
人
間
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
シ

　
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ェ
ル
の
名
前
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
『
目
由
の

　
哲
学
』
　
（
良
Φ
爵
夢
8
冨
宥
創
胃
匂
轟
榊
冨
津
）
や
『
教
育
学

　
の
基
礎
と
し
て
の
一
般
人
間
学
㎏
（
≧
厨
Φ
昌
Φ
臣
Φ

　
峯
竃
8
ぼ
爵
昌
宗
陣
尿
Ω
蟹
艮
H
繕
①
冨
風
晶
畳
即
）
の
著
作

　
の
中
で
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
パ
ウ
ル
の
思

　
想
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
教
育
観
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

（23）（22）（21）（20）（25）（24））62（
た
と
え
ば
、
パ
ウ
ル
の
名
前
が
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
の

教
育
に
関
す
る
最
初
の
著
作
で
あ
る
『
精
神
科
学
の
観
点
か
ら

見
た
子
ど
も
の
教
育
』
　
（
畠
Φ
卑
艮
島
暮
胸
⑪
竈
肉
歓
創
霧

く
◎
蔓
Ω
露
ざ
窯
o
o
匂
富
簿
鮮
試
⑭
弩
Ω
Φ
帥
段
窃
老
甘
轟
⑪
顯
8
ぽ
毘
畔
）

の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、

パ
ウ
ル
に
お
け
る
幼
児
教
育
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

（
ω
宥
ぎ
零
一
射
二
口
尉
　
向
冒
げ
ぽ
曽
箏
帽
腎
ω
　
肉
臣
創
霧
　
＜
◎
曇

Ω
轟
げ
ぽ
蔚
り
冒
ぎ
⑫
創
竃
Ω
Φ
尉
富
o
o
ま
簗
饒
8
嚢
一
津
算
緒
覧
一

お
轟
ω
嘗
。
〈
故
富
田
竹
三
郎
先
生
所
蔵
〉
）

　
ω
砕
Φ
榊
賞
Φ
『
｝
宛
■
｝
　
曽
Φ
甘
饒
　
　
］
「
Φ
ぴ
③
箏
ω
閑
⑳
螢
胸
｝
　
m
W
．
べ
⑪
■

　
冒
富
占
o
o
μ
旨
．

　
c
り
宥
ぎ
Φ
グ
射
二
蘭
ユ
昆
Φ
同
　
嵩
◎
◎
H
－
畠
⑩
p
ω
μ
亀
．

　
0
◎
試
甘
螢
Φ
グ
串
一
峯
卿
ば
判
げ
①
岸
蟹
螢
φ
婁
抹
審
爵
吻
◎
ぽ
毘
砕
一
く
◎
『
1

0
o
旦
g
Φ
臣
脅
《
噌
ぽ
障
◎
8
り
窪
Φ
q
弩
匂
轟
婁
⑦
箒
》
一
U
◎
蟹
馨
戸

岩
賢
一
c
o
．
⑩
．

　
○
り
富
臣
竃
旬
3
竃
③
ぎ
ご
Φ
げ
Φ
饒
o
o
㈱
⑲
簿
堕
ω
．
嵩
ド

　
く
魁
．
顯
⑦
冒
宥
げ
Φ
員
戸
肉
富
⑭
◎
尉
蹄
O
O
需
雪
弩
一
饒
鯛
竃
げ
ぱ
『
禦

岩
胃
一
ω
．
震
．

　
固
曇
冒
ぎ
ぽ
◎
＜
⑦
饒
一
向
．
峯
1
N
．
＜
鯉
箏
一
肉
鰭
創
◎
罵
　
o
り
箒
ぎ
Φ
ご

ω
砕
篤
茸
㈱
鯉
ユ
一
お
賢
一
ω
．
H
お
．

）2
7
　
ω
箒
ぎ
賢
一
射
．

（

一
U
叡
勺
匡
ぎ
8
り
蟹
⑳
φ
Φ
『
　
句
『
色
げ
Φ
岸
一
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（36）（35）（34）（33）（32）（31）（30） （29）（28）

∩
｝
昌
箏
創
N
蝕
胴
Φ
　
　
Φ
凶
饒
①
『
　
　
曇
◎
叫
Φ
『
曽
Φ
饒
　
　
婁
Φ
一
畔
鱒
螢
ω
o
ず
⑲
虜
¢
日
F
胸
．

o
◎
Φ
Φ
饒
ω
o
ぱ
Φ
　
餉
Φ
◎
げ
φ
o
ぽ
叫
曽
鱒
鋼
吻
『
Φ
ω
¢
串
紳
⑲
畔
Φ
　
賞
鯉
o
蚊
　
饒
鯉
叫
崖
『
1

奏
帥
ω
o
o
Φ
曽
ω
o
ぽ
鋤
峠
吋
H
甘
o
ず
Φ
『
　
峯
⑳
紳
ぼ
◎
⑭
Φ
岨
　
肖
）
◎
『
曽
鱒
o
ぽ
｝
H
⑩
⑪
N
｝
　
ω
’
べ
．

冒
邑
．

た
と
え
ば
、
　
「
認
識
と
は
、
知
覚
と
概
念
と
の
総
合
で
あ

る
」
　
（
冒
隼
一
ω
．
べ
ω
、
）
と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

H
げ
｛
ρ
．
咄
　
o
o
．
H
ω
ω
■

肉
げ
｛
ρ
■
｝
　
0
0
．
H
ω
①
．

o
o
叫
Φ
帥
饒
⑦
『
｝
勾
．
岨
　
嵩
Φ
｛
箏
　
尉
ピ
③
由
）
⑪
籟
ω
㈱
鯉
爵
胸
｝
　
o
o
．
H
べ
㎝
．

H
び
帥
α
．
｝
　
o
o
．
H
べ
㎝
峠
．

H
び
｛
φ
二
　
ω
．
N
ω
⑦
．

H
び
｛
叫
．
｝
　
ω
■
H
c
◎
H
．

拙
稿
「
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
教
育
思
想
の
形
成
ω
」
、
　
六
九

－
七
〇
頁
。
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