
　
　
　
　
、

へ
蒐
グ
レノ

の
「
哲
学
一
と
歴
史
的
現
実

笹

澤
　
　
　
　
豊

　
へ
ー
ゲ
ル
の
晩
年
の
歴
史
哲
学
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
そ
の
強
い
観
想

的
性
格
で
あ
る
。
「
神
が
世
界
を
支
配
し
て
お
り
、
神
の
統
治
の
内
容
、
神
の

計
画
の
遂
行
が
世
界
史
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
計
画
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の

が
哲
学
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
実
現
さ
れ
た
も
の
だ

け
が
現
実
性
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
適
っ
て
い
な
い
も
の
は
無
価
値
の
実

存
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
く
勺
｝
Ω
’
竃
）
こ
れ
は
「
歴
史
哲
学
講
義
」

の
中
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
歴
史
哲
学
と
は
、
歴
史

的
世
界
を
目
的
論
的
に
把
握
す
る
一
種
の
弁
神
論
（
く
σ
q
－
、
く
勺
げ
ρ
し
o
。
一
震
◎
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
ρ
－
1
だ
が
、
世
界
史
の
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
現
実
に

対
し
て
い
か
な
る
実
質
的
意
義
を
も
持
ち
え
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
マ
ル
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ス
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ヅ
ハ
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
で
述
べ
る
通
り
で
あ
ろ
う
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ま
た
そ
れ
が
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
哲
学
の
核
心
を
な
す
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
も

考
え
難
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
青
年
期
ー
イ
エ
ー
ナ
期
の
論
文
や
手
稿
群

は
、
彼
の
哲
学
形
成
が
〃
現
実
（
地
上
）
に
お
け
る
理
念
（
神
の
国
）
の
実

現
〃
と
い
う
彼
固
有
の
実
践
的
意
図
に
導
か
れ
て
い
る
こ
と
、
と
り
わ
け
歴
史

の
問
題
は
彼
の
青
年
期
よ
り
の
切
実
な
実
践
的
関
心
の
な
か
で
自
覚
さ
れ
醸
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
八
〇
二
／
〇

三
年
の
い
わ
ゆ
る
「
自
然
法
」
論
文
は
、
端
的
に
「
哲
学
よ
り
出
来
す
る
も
の

こ
そ
、
最
も
現
実
に
適
用
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
岩
等
k
富
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
場
合
現
実
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
歴
史
性
を
担

　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

っ
た
歴
史
的
現
実
世
界
を
意
味
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
体
系
形
成
期
の
彼
の
構

想
か
ら
す
れ
ば
、
哲
学
こ
そ
歴
史
的
現
実
に
対
処
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
、
冒
頭
で
引
用
し
た
「
歴
史
哲
学
講
義
」

に
お
け
る
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
言
葉
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
間
い
を
立
て
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

が
で
き
る
。
一
体
へ
i
ゲ
ル
が
企
て
る
哲
学
は
、
歴
史
的
現
実
に
対
し
て
い
か

な
る
実
質
的
関
与
を
な
し
う
る
の
か
、
ま
た
そ
の
た
め
の
い
か
な
る
理
論
的
縞

構
を
用
意
し
て
い
る
の
か
。
1
こ
の
間
題
を
考
察
す
る
た
め
に
、
へ
ー
ゲ
ル

の
体
系
形
成
期
に
立
ち
返
り
、
そ
の
歴
史
哲
学
的
恩
老
内
容
を
検
討
す
る
こ
と

が
、
本
論
文
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、
精
神
の
運
動
と
白
然
界
の
運
動
と
の
区
別
を
、

　
　
　
、
　
　
、

そ
こ
に
否
定
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が
介
在
す
る
か
否
か
の
相
違
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
即
ち
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ

ば
、
自
然
界
の
存
在
者
は
「
相
互
外
在
」
の
形
式
に
お
い
て
あ
り
、
相
互
の
統

一
を
欠
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
知
性
な
い
し
精
神
は
そ
こ
に
統
一
を
も
た
ら

し
う
る
点
で
「
自
然
よ
り
も
高
次
」
（
易
等
し
震
）
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
統

一
を
精
神
が
も
た
ら
し
う
る
の
は
、
そ
れ
が
「
自
己
自
身
の
直
接
的
反
対
」
で

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

あ
る
と
い
う
絶
勉
的
否
定
性
を
自
ら
に
具
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
故
に

ま
た
精
神
の
運
動
に
は
「
無
」
と
「
飛
躍
」
が
存
在
す
る
（
く
σ
q
H
・
オ
等
一

亀
黒
）
。
　
こ
れ
に
対
し
て
「
自
然
は
飛
躍
し
な
い
」
（
』
考
L
o
。
～
）
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
歴
史
の
領
域
が
そ
の
よ
う
な
精
神
の
運
動
か
ら
成
る
も
の
と
す
る
な

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ら
、
そ
こ
に
は
否
定
性
が
介
在
し
、
飛
躍
が
存
在
せ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

へ
ー
ゲ
ル
は
「
自
然
法
」
論
文
の
中
で
、
具
体
的
な
歴
史
認
識
の
視
野
か
ら
民

族
の
形
態
の
推
移
を
考
察
し
つ
つ
、
歴
史
的
領
域
に
お
け
る
こ
の
否
定
性
と
飛

躍
に
論
及
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
－
－
こ
の
現
象
は
、
絶
対
的

に
対
立
し
て
い
る
も
の
へ
の
移
行
で
あ
り
、
そ
れ
故
無
隈
的
で
あ
る
。
そ
し
て

無
限
性
或
い
は
無
か
ら
の
こ
の
対
立
す
る
も
の
の
出
現
は
、
ひ
と
つ
の
飛
躍
な

の
で
あ
る
。
（
－
…
）
成
長
す
る
個
体
は
、
そ
う
し
た
飛
躍
の
喜
び
と
と
も
に
、

新
た
な
形
式
を
持
続
的
に
享
受
す
る
期
間
を
持
つ
が
、
こ
の
新
た
な
形
式
も
や

が
て
し
だ
い
に
否
定
的
な
も
の
に
身
を
開
き
、
破
壊
的
に
な
り
つ
つ
、
突
然
没

落
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
」
（
オ
罫
し
O
。
紅
）
こ
こ
で
「
成
長
す
る
個
体
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
が
民
族
な
い
し
国
家
の
謂
に
他
な
ら
な
い
が
、
或
る
時
代
に
は

歴
史
の
普
遍
的
金
体
状
況
に
適
合
し
て
い
た
民
族
な
い
し
国
家
の
制
度
や
権
カ

の
形
態
も
、
一
定
の
期
間
を
過
ぎ
れ
ば
、
全
体
へ
の
生
け
る
関
係
を
吹
っ
て
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

体
の
普
遍
性
か
ら
遊
離
し
た
特
殊
者
に
堕
し
、
全
体
に
対
し
て
否
定
的
な
も
の

へ
と
変
じ
て
民
族
の
う
ち
に
分
離
、
対
立
を
惹
き
起
こ
す
と
と
も
に
、
こ
の
否

定
的
な
も
の
は
自
己
自
身
に
対
し
て
も
否
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
自
己
崩
壊

し
、
こ
こ
に
制
度
、
権
カ
の
新
た
な
形
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「
自
然
法
」
論
文
の
三
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
「
ド
イ
ツ
憲
法
論
」
序
文
草
稿

で
は
、
普
遍
性
を
失
っ
て
単
な
る
特
殊
者
と
な
っ
た
沌
の
は
「
白
ら
の
内
に
存

す
る
自
己
自
身
の
真
理
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
、
こ
れ
と
の
矛
盾
に
も
た
ら
さ
れ

う
る
」
（
く
O
■
一
畠
Φ
）
と
言
わ
れ
る
が
、
歴
史
は
そ
う
し
た
「
矛
盾
」
の
絶
対

的
否
定
性
に
よ
っ
て
飛
躍
の
節
目
を
織
り
込
ま
れ
た
連
続
と
非
連
続
の
運
動
な

の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
存
在
者
が
「
自
己
自
身
の
真
理
」
を
自
ら

の
内
に
有
し
、
歴
史
的
世
界
は
こ
の
真
理
の
否
定
性
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ

る
必
然
的
な
諸
々
の
変
化
の
系
列
か
ら
成
る
も
の
と
す
れ
ば
、
哲
学
は
こ
の
よ

う
な
歴
史
的
世
界
を
前
に
し
て
こ
れ
に
い
か
に
関
与
し
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な

意
義
と
役
割
と
を
持
ち
う
る
の
か
、
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
の
運

動
が
必
然
性
に
貫
か
れ
た
存
在
者
そ
れ
自
身
の
真
理
に
よ
る
内
在
的
展
開
で
あ

る
と
す
る
な
ら
、
一
般
に
は
悪
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
諸
々
の
制
度
（
例
え
ば
奴

隷
制
や
封
建
制
度
）
す
ら
が
、
そ
の
発
生
に
関
し
て
も
、
ま
た
消
減
に
関
し
て

も
、
「
必
然
的
」
（
オ
等
一
お
O
）
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う

で
あ
る
な
ら
、
哲
学
は
或
る
制
度
な
り
権
カ
な
り
に
対
し
て
、
こ
れ
を
善
と
見

な
す
に
せ
よ
、
悪
と
判
断
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
実
現
に
関
し
て
も
、
或
い
は
ま

た
廃
棄
に
関
し
て
も
、
い
か
な
る
積
極
的
か
つ
実
質
的
な
関
与
も
な
し
え
ず
、

唯
一
な
し
う
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
た
歴
史
的
存
在
に
対
し
て

も
、
善
悪
を
越
え
た
「
正
当
な
」
（
弐
～
．
）
事
実
と
し
て
こ
れ
を
受
け
容
れ
る

こ
と
の
み
で
あ
ろ
う
。
否
、
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
は
、
哲
学
の
み
な
ら
ず
あ

ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
が
、
一
切
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
p
l
I
こ
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れ
は
へ
ー
ゲ
ル
の
の
ち
に
ま
で
亙
る
独
自
の
観
点
で
あ
る
が
、
歴
史
的
世
界
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ

お
い
て
は
個
人
の
理
想
主
義
的
な
「
人
間
業
」
（
く
U
、
一
竃
⑩
）
な
ど
は
無
力
で

あ
っ
て
、
或
る
人
間
が
歴
史
を
左
右
し
う
る
歴
史
的
事
業
を
な
し
え
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
彼
の
行
為
が
歴
史
の
必
然
性
に
則
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
（
く
o
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

農
⑩
）
、
ま
た
彼
が
没
落
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
必
然
性
が
彼
を
見
棄
て
て

、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
ま
っ
た
か
ら
」
（
』
印
一
8
0
）
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
企
投
（
1
観
念
的
で
あ
れ
、
実
践
的
で
あ

れ
1
）
の
有
効
性
を
も
歴
史
の
必
然
性
が
貫
き
支
配
し
て
い
る
と
す
る
な

ら
、
現
実
（
地
上
）
に
お
け
る
理
念
（
神
の
国
）
の
現
前
化
、
と
い
う
へ
ー
ゲ

ル
の
「
哲
学
」
の
主
題
を
成
就
す
る
可
能
性
は
、
果
た
し
て
何
処
に
見
出
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
歴
史
的
必
然
性
そ
の
も
の
を
神
的
な
摂
理
に

貫
か
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
観
想
的
な
作
業
の
う
ち
に

し
か
見
出
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
、

そ
の
出
発
の
当
初
か
ら
、
こ
う
し
た
観
想
的
性
格
を
強
く
含
み
持
っ
て
い
た
と

言
え
る
。
「
自
然
法
」
論
文
に
よ
れ
ば
、
「
必
然
性
を
概
念
把
握
し
、
内
容
の
連

関
と
こ
の
連
関
の
規
定
性
と
を
精
神
と
絶
対
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
と
し

て
、
ま
た
精
神
の
生
け
る
身
体
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
学
ぶ
」
（
易
ぎ
し
O
。
紅
）

も
の
が
「
人
倫
の
哲
学
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
哲
学
の
企
て
は
、
の
ち
の
『
法

哲
学
』
序
文
の
「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性

的
で
あ
る
」
（
勺
ヶ
印
く
O
昌
＆
9
農
）
と
い
う
有
名
な
テ
ー
ゼ
の
正
当
化
に
つ

な
が
り
、
ま
た
先
の
「
歴
史
哲
学
講
義
」
の
弁
神
論
的
主
張
に
も
つ
な
が
る
も

の
と
見
な
さ
れ
よ
う
。

　
世
界
の
非
合
理
性
を
〈
精
神
〉
の
合
目
的
的
連
関
の
う
ち
に
受
容
す
る
へ
ー

ゲ
ル
の
思
老
の
如
何
を
、
我
々
は
、
「
自
然
法
」
論
文
の
中
の
「
絶
対
者
が
永

遠
に
白
已
自
身
と
演
じ
る
と
こ
ろ
の
、
人
倫
的
な
も
の
に
お
け
る
悲
劇
」
の
思

想
の
う
ち
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
見
地
に
従
え
ば
、
人
倫
的
世
界
の
運

動
は
、
「
絶
対
者
が
己
れ
を
永
遠
に
客
体
性
の
な
か
に
産
み
出
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
こ
の
己
れ
の
形
態
の
な
か
で
己
れ
を
受
苦
と
死
に
委
ね
、
己
れ
の
灰
よ
り

出
て
栄
光
へ
と
高
ま
る
」
（
オ
印
叫
。
畠
O
。
｛
。
）
と
い
う
運
動
、
即
ち
、
ω
人
倫
的

自
然
と
し
て
の
絶
対
者
が
、
②
己
れ
の
「
運
命
」
（
他
と
成
っ
た
自
己
）
と
し

て
己
れ
を
非
有
機
的
白
然
へ
と
分
離
し
対
置
し
て
、
㈹
両
者
の
統
一
で
あ
る
神

的
実
在
へ
と
高
ま
る
、
と
い
う
運
動
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
現
実

界
の
非
合
理
性
を
、
神
的
な
〈
精
神
〉
の
外
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
〈
精
神
〉
の
合
目
的
的
連
関
の
う
ち
に
そ
の
展
開
の
必
然
的
な
モ
メ
ン
ト

と
し
て
内
化
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
1
も
っ
と
も
、
こ
れ
だ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
、
歴
史
的
な
出
来
事
の
展
開
の
必
然
性
が
神
の
摂
理
に
貫
か
れ
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
歴
史
的
世
界
そ
の
も
の
に
対
し
て
弁
神
論
が
主
張
さ

れ
う
る
に
は
、
さ
ら
に
こ
の
〈
精
神
〉
の
合
目
的
的
展
開
が
歴
史
そ
の
も
の
の

進
展
と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
進
展
を
〈
精
神
〉
の
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
観
念
的
な
企

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

投
を
、
現
実
の
世
界
史
に
対
し
て
い
か
に
貫
く
か
が
間
題
と
な
る
。
以
下
、
こ

の
問
題
を
廻
る
へ
ー
ゲ
ル
の
企
投
の
足
跡
を
イ
エ
ー
ナ
期
の
彼
の
思
索
展
開
の

呉
体
相
の
内
に
探
り
、
そ
こ
に
お
い
て
彼
自
身
の
「
哲
学
」
が
い
か
な
る
意
義

を
与
え
ら
れ
る
か
を
考
察
し
た
い
。

二

イ
エ
ー
ナ
期
の
へ
ー
ゲ
ル
の
論
考
の
な
か
で
、
具
体
的
な
世
界
史
の
プ
ロ
セ

ス
が
〈
精
神
〉
の
展
開
と
の
関
連
に
お
い
て
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所

へ一ゲノレのr哲学」と歴史的現実31



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
、
我
々
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
ま
だ
現
実
の
世
界

史
は
「
知
の
客
観
的
総
体
の
連
関
の
う
ち
に
位
置
を
得
る
」
（
o
罵
二
ω
◎
）
べ

き
も
の
と
し
て
は
考
察
の
射
程
内
に
入
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
へ
－
ゲ
ル
に
決
し
て
歴
史
性
の
視
野
が
欠
け

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
非
常
に
強
い
歴
史
性
の
自
覚
が
彼
の
思
考
の

特
徴
的
な
内
実
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
歴
史
性
の
自
覚
は
青
年
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

宗
教
論
の
挫
折
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
深
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
イ
エ
ー
ナ
期
の
彼
の
歴
史
認
識
が
そ
れ
以
前

の
青
年
期
の
把
握
と
の
大
き
な
異
な
り
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

で
あ
る
。
両
者
の
相
違
は
、
青
年
期
に
支
配
的
で
あ
っ
た
合
一
と
分
裂
と
の
鋭

い
二
元
的
対
立
図
式
が
解
消
さ
れ
る
、
と
い
う
点
に
由
来
し
て
い
る
。
青
年
期

の
へ
ー
ゲ
ル
は
、
合
一
（
理
想
と
し
て
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
）
に
分
裂
（
ユ
ダ
ヤ

杜
会
、
或
い
は
帝
政
ロ
ー
マ
）
を
対
置
し
、
こ
の
分
裂
に
自
ら
の
時
代
の
分
裂

（
近
代
市
民
社
会
）
を
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
理
想
像
を
範
と

し
て
自
ら
の
時
代
に
在
る
べ
き
合
一
を
回
復
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
し
か
し

イ
エ
ー
ナ
期
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
思
想
態
度
は
完
全
に
棄
て
去
ら
れ
る
。

青
年
期
の
企
て
を
彼
に
放
棄
さ
せ
た
も
の
、
そ
れ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
？
）

想
」
が
も
は
や
再
現
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
強
い
自
覚
で
あ
っ
た
。
注
貿
す
べ

き
は
、
こ
う
し
た
ギ
リ
シ
ア
的
理
想
再
興
の
不
可
能
性
が
、
一
方
で
は
、
国
家

の
規
模
の
増
大
化
、
個
別
性
を
原
理
と
す
る
市
民
社
会
の
発
生
、
と
い
っ
た
歴

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

史
的
な
事
実
の
必
然
性
の
認
識
に
基
づ
い
て
提
示
さ
れ
る
（
く
σ
q
H
．
く
O
、
一
亀
⑩
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

岩
学
し
蟹
｛
。
）
と
共
に
、
ま
た
他
方
で
は
、
〈
精
神
〉
の
展
開
の
必
然
性
に
則

っ
た
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
自
然
法
に
関
す
る
講
義
の
草
稿
の

中
で
、
へ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
〔
吉
代
ギ
リ
シ
ア
の
〕
美
し

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

い
神
々
の
世
界
は
、
そ
の
世
界
に
生
命
を
与
え
て
い
た
精
神
と
と
も
に
没
落
せ

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ざ
る
を
え
ず
、
た
だ
憶
い
出
と
し
て
し
か
存
続
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
L
（
肉
O
ω
。

H
雰
－
傍
点
は
引
用
者
）
合
一
か
ら
分
裂
へ
の
移
行
は
、
ま
さ
に
、
「
精
神
が

己
れ
の
実
在
性
と
の
間
に
有
す
る
統
一
は
引
き
裂
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
」

（
崖
～
・
）
が
故
に
必
然
的
な
の
で
あ
り
、
こ
の
必
然
性
を
前
に
し
て
、
古
代
ギ

リ
シ
ア
の
理
想
は
積
極
的
な
主
導
理
念
と
し
て
の
意
義
を
失
う
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
合
一
か
ら
分
裂
へ
の
移
行
と
同
じ
〈
精
神
〉

の
必
然
性
に
お
い
て
、
ま
た
分
裂
か
ら
再
合
一
へ
の
移
行
が
捉
え
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
理
解
に
端
的
に
示
さ
れ

て
い
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
青
年
期
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
、
人
間
の
生
に
分
離
と

対
立
を
も
た
ら
す
「
既
成
宗
教
」
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
イ
ェ
ー
ナ

期
の
講
義
草
稿
に
お
い
て
は
、
彼
は
、
自
ら
が
「
哲
学
」
に
お
い
て
形
成
し
よ

う
と
す
る
精
神
形
態
を
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
の
総

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

合
形
態
と
し
て
提
示
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
分
裂
か
ら
再
合
一
に
至
る
移
行
の
必

然
的
な
契
機
と
し
て
位
置
づ
け
る
（
く
α
q
一
．
肉
◎
ω
。
一
崖
亀
）
。
こ
う
し
た
把
握
に

も
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
は
分
裂
そ
の
も
の
の
う
ち
に
再
合
一
に

向
か
う
必
然
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
見
地
は
、
さ
ら
に
推
し
進
め
ら
れ
る
な
ら
、
一
八
〇
五
／
〇
六
年
の
子

稿
い
わ
ゆ
る
「
実
質
哲
学
（
■
）
」
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
見
解
に
つ
な
が
っ

て
ゆ
く
。
即
ち
こ
こ
で
へ
ー
ゲ
ル
は
、
彼
が
自
ら
の
時
代
の
う
ち
に
見
出
し
た

「
よ
り
大
き
な
対
立
と
教
養
形
成
」
を
、
「
必
然
的
」
に
到
来
す
る
「
よ
り
高

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

次
の
」
「
よ
り
深
い
糟
神
」
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
（
』
肉
・
一
む
。
竃
C
。
こ
こ

で
彼
が
近
代
の
人
倫
1
そ
れ
は
、
「
人
間
が
法
律
の
う
ち
に
の
み
己
れ
の
現

存
在
、
存
在
と
思
惟
を
も
ち
」
（
』
肉
。
し
艶
）
、
法
と
い
う
普
遍
者
が
個
々
人
の

32



「
実
体
と
必
然
性
」
（
－
印
し
§
）
を
な
す
法
的
人
倫
で
あ
る
－
の
う
ち
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

出
す
の
は
、
各
人
が
個
別
者
と
し
て
の
「
己
れ
の
直
接
的
自
己
の
譲
渡
（
外

化
）
」
（
』
肉
・
・
爵
島
＞
目
曇
～
）
に
よ
っ
て
普
遍
者
へ
と
自
己
を
形
成
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

望
竃
冒
σ
q
の
働
き
で
あ
り
、
普
遍
者
と
特
殊
者
と
の
分
離
の
、
知
の
媒
介
に
よ

る
統
一
で
あ
る
。
法
の
普
遍
者
が
「
個
別
者
の
実
体
と
必
然
性
」
と
な
っ
て
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

力
を
も
つ
の
は
、
各
人
が
こ
の
普
遍
者
を
自
己
自
身
の
本
質
と
し
て
知
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

に
よ
っ
て
な
の
。
で
あ
り
、
こ
の
知
の
契
機
こ
そ
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
直
接
的
統

一
に
欠
け
て
い
た
と
彼
が
見
在
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
こ
こ
で
言
わ

　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

れ
る
「
近
代
の
よ
り
高
次
の
原
理
」
（
｝
肉
。
鵠
ω
）
と
し
て
の
「
絶
対
的
個
別
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
原
理
」
（
－
肉
・
一
8
ω
＞
目
竃
二
）
と
は
、
「
各
人
が
完
全
に
自
己
内
に
遠
帰

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
、
己
れ
の
〈
自
己
〉
そ
の
も
の
を
本
質
存
在
と
し
て
知
っ
て
い
る
」
（
』
印
一

～
竃
）
と
い
う
純
粋
な
対
自
存
在
の
境
位
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
返
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
お
い
て
は
、
「
各
人
は
完
全
な
自
立
性
を
自
己
内
に
有
し
、
自
ら
の
現
実
性

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
放
棄
し
て
、
自
ら
の
知
に
お
い
て
の
み
己
れ
に
関
係
す
る
」
（
｛
げ
声
）
の
で

あ
り
、
「
こ
の
〔
近
代
の
〕
原
理
に
よ
っ
て
、
諸
個
人
の
直
接
的
現
存
在
の
う

ち
で
の
外
的
現
実
的
自
由
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
内
的
な
思
考
の
自
由

は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
精
神
は
直
接
的
現
存
在
か
ら
純
化
さ
れ
て
い
る
。
精
神

は
知
の
純
粋
な
エ
レ
メ
ン
ト
に
踏
み
入
り
、
（
－
…
・
）
精
神
は
こ
こ
で
知
と
し

て
存
在
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
」
（
｝
肉
。
墨
津
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
こ
う
し
て
、
古
代
か
ら
近
代
へ
の
推
移
は
、
〈
精
神
〉
の
知
の
契
機
の
顕
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
へ
i
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
知
の

普
遍
者
を
各
人
の
う
ち
に
お
い
て
よ
り
一
層
自
覚
的
に
現
前
化
さ
せ
る
も
の

が
、
遺
徳
性
（
罵
◎
邑
憲
叶
）
と
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
で
あ
る
。
モ
ラ
リ
テ
ー

ト
は
、
イ
ェ
ー
ナ
前
期
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
カ
ン
ト
の
そ
れ
を
指
し
、
個

別
者
に
の
み
か
か
わ
る
「
市
民
或
い
は
私
人
の
人
倫
」
（
岩
崇
し
①
o
。
）
で
あ
る

と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
一
八
〇
五
／
〇
六
年
の
こ
の
手
稿
で
は
、
そ
れ

は
「
現
存
在
か
ら
の
直
接
的
引
き
離
し
」
に
よ
っ
て
各
人
を
彼
の
属
す
る
身
分

（
ω
＄
巳
）
の
内
部
で
内
面
的
に
普
遍
者
に
高
め
る
「
各
身
分
の
心
術
（
Ω
邑
弓

婁
謁
）
、
各
身
分
の
自
己
意
識
」
（
』
甲
一
墨
㎝
）
で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
キ

リ
ス
ト
教
は
、
身
分
そ
の
も
の
を
越
え
て
普
遍
者
へ
と
諸
個
人
を
高
め
る
も
の

と
見
な
さ
れ
る
。
「
宗
教
に
お
い
て
、
各
人
は
自
ら
を
普
遍
的
〈
自
己
〉
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

て
直
観
す
る
こ
の
直
観
へ
と
高
ま
る
。
彼
の
自
然
、
彼
の
身
分
は
、
ま
ぼ
ろ
し

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
よ
う
に
、
遥
か
な
地
平
の
縁
に
島
が
ち
ぎ
れ
雲
の
ご
と
く
現
わ
れ
る
よ
う
に
、

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

没
し
去
る
。
彼
は
王
侯
に
等
し
い
。
（
…
…
）
各
人
は
神
に
対
し
て
は
、
他
の

者
と
同
等
の
価
値
を
も
つ
。
そ
れ
は
己
れ
の
全
領
域
の
、
現
存
在
す
る
已
れ
の

世
界
全
体
の
、
譲
渡
（
外
化
）
で
あ
る
。
（
…
…
）
現
実
全
体
の
普
遍
的
な
譲

渡
（
外
化
）
で
あ
る
。
」
（
』
肉
。
一
～
O
．
H
）
即
ち
、
各
人
が
己
れ
の
現
存
在
を
放
棄

し
て
己
れ
の
観
念
的
な
〈
自
己
〉
に
の
み
関
わ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
意
識
に
お
い

て
、
純
粋
対
自
存
在
の
境
位
は
も
っ
と
も
尖
鋭
な
も
の
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

け
で
あ
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
個
別
的
糖
神
が
己
れ
の
個
別

性
を
脱
し
て
自
ら
を
普
遍
的
な
〈
精
神
〉
と
し
て
知
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
「
己

れ
を
絶
対
精
神
と
し
て
知
る
精
神
」
（
』
印
し
竃
）
が
成
立
す
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。

　
も
っ
と
も
、
彼
は
こ
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
原
理
、
主
観
性
」

（
Ω
■
オ
。
ω
崖
）
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ

の
原
理
は
内
面
性
、
彼
岸
性
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
こ
の
原
理
が
も
た

ら
す
の
は
現
実
と
の
乖
離
の
上
に
の
み
成
り
立
つ
普
遍
性
で
し
か
な
い
か
ら
で

あ
る
。
即
ち
、
こ
の
精
神
は
「
己
れ
の
現
存
在
を
越
え
て
高
ま
る
精
神
」
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（
』
肉
’
轟
H
）
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
、
已
れ
が
「
己
れ
の

純
粋
意
識
と
現
実
的
意
識
と
を
合
一
さ
せ
て
い
な
い
〈
自
己
〉
」
（
〕
肉
。
L
O
．
N
）
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
こ
の
宗
教
は
「
現
存
在
か
ら
思
想
へ
の

逃
避
」
（
く
o
q
｝
し
肉
．
L
o
。
は
）
で
し
か
な
い
。
宗
教
の
天
上
と
現
実
（
地
上
）
と

は
和
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
和
解
の
思
想
、
即

ち
「
本
質
と
存
在
と
は
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
思
弁
的
理
念
」
（
H
勾
’
轟
～
）

は
、
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
う
ち
に
も
（
内
的
な
も
の
と
し
て
）
含
ま
れ
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
三
位
一
体
の
教
義
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
彼

岸
的
本
質
（
父
な
る
神
）
が
現
実
的
な
存
在
者
（
イ
ユ
ス
）
に
成
り
、
さ
ら
に
こ

の
現
実
性
が
自
己
を
止
揚
し
て
共
同
体
（
教
団
）
の
精
神
（
霊
）
に
成
る
、
と

い
う
思
想
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
こ
の
精

神
は
、
ま
だ
「
表
象
」
と
し
て
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
「
彼
岸
の
形
式
」

（
｝
肉
．
し
O
。
紅
）
を
と
っ
て
お
り
、
「
現
存
在
す
る
精
神
」
で
あ
る
国
家
と
和
解
す

る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
天
上
と
地
上
と
の
間
に
和
解
が
も
た
ら
さ

れ
る
に
は
、
こ
の
「
表
象
の
形
式
、
彼
岸
の
形
式
」
が
止
揚
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
が
、
そ
れ
を
な
す
も
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
思
弁
的
な
「
内
容
」
を
「
概
念

の
形
式
」
（
』
肉
。
墨
Φ
）
に
も
た
ら
す
「
絶
対
的
な
学
」
と
し
て
の
　
「
哲
学
」

（
訣
副
・
）
で
あ
る
と
へ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。

三

　
以
上
か
ら
、
世
界
史
の
目
的
論
的
把
握
が
へ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
で
彼
自
身
の

「
哲
学
」
に
対
す
る
意
義
づ
け
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
を
、
我
々
は
今
明
瞭

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
へ
ー
ゲ
ル
の
把
握
に
従
え
ば
、
世
界
史
と
は
、
〈
精

神
〉
が
己
れ
の
直
接
的
現
存
在
を
脱
却
し
て
知
の
普
遍
性
に
高
ま
り
、
そ
し
て

再
ぴ
己
れ
の
現
存
在
と
合
一
（
和
解
）
す
る
に
至
る
合
目
的
的
な
〈
精
神
〉
の

展
開
の
行
程
に
他
な
ら
な
い
が
、
彼
が
こ
う
し
て
世
界
史
を
天
上
と
地
上
と
の

和
解
に
向
か
う
必
然
的
な
行
程
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
”
現
実
（
地
上
）
に
お

け
る
理
念
（
神
の
国
）
の
現
前
化
”
を
本
来
の
主
題
と
す
る
自
ら
の
「
哲
学
」

を
彼
が
こ
の
世
界
史
の
行
程
の
頂
点
に
置
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
彼
の
思
考
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

必
然
的
な
帰
縞
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
「
哲
学
」
の
主
題
を
歴
史
の
必
然
性
の
も
と
に

置
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
主
題
が
自
か
ら
成
就
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
天
上
と
地
上
と
の
和
解
が
も
た
ら
さ

れ
る
の
は
世
界
史
の
行
程
の
必
然
性
に
お
い
て
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
し
て
も
、

こ
の
和
解
を
も
た
ら
す
も
の
は
彼
自
身
の
「
哲
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
っ
て
、
彼
の
「
哲
学
」
の
主
題
存
立
の
必
然
性
は
主
張
さ
れ
え
た
と
し
て

も
、
こ
の
主
題
成
就
の
必
然
性
は
彼
の
「
哲
学
」
そ
の
も
の
が
背
負
わ
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
そ
れ
で
は
こ
の
主
題
成
就
の
可
能
性
は
、
果
た
し
て
へ
ー
ゲ
ル
の
「
哲

学
」
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
へ
ー
ゲ
ル
自
身
は
こ
の

手
稿
の
中
で
、
天
上
と
地
上
と
の
和
解
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
内
容
」
を
「
概
念

の
形
式
」
に
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
も
の
と
す
る
が
、
し
か
し

そ
う
し
た
構
想
は
、
ま
さ
し
く
観
念
的
、
形
式
的
な
企
投
に
他
な
ら
ず
、
こ
の

意
味
で
、
現
実
世
界
に
対
し
て
い
か
な
る
実
質
的
な
関
与
を
も
な
さ
な
い
消
極

的
な
企
投
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
1
だ
が
果
た
し
て
哲
学
は
、
そ
の
よ
う
な
消
極
的
な
意
義
を
し
か
、
現
実

世
界
に
対
し
て
持
ち
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な

ら
、
哲
学
こ
そ
「
現
存
在
か
ら
恩
想
へ
の
逃
避
」
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
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い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
我
々
は
、
へ
－
ゲ
ル
が
自
ら
の
「
哲
学
」
を
世
界
史
的
必

然
性
の
中
に
位
置
づ
け
た
こ
と
の
意
味
を
、
も
う
一
度
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
、
自
ら
の
「
哲
学
」

が
歴
史
的
現
実
に
積
極
的
な
関
与
を
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ

う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
彼
は
、
自
然
法
講
義
草
稿
の
中
で
、
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
個
別
者
は
、
世
界
を
形
成
す
る
絶
対
的
必

然
性
の
連
鎖
の
盲
目
的
一
分
肢
で
あ
る
。
各
個
別
者
が
こ
の
連
鎖
の
非
常
な
長

さ
を
支
配
す
る
ま
で
に
高
ま
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
彼
が
、
こ
の
大
い

な
る
必
然
性
が
何
処
に
殉
か
お
う
と
し
て
い
る
か
を
認
識
す
る
と
き
の
み
で
あ

る
（
－
－
）
。
こ
の
認
識
は
、
二
千
年
間
も
世
界
と
世
界
の
文
化
の
あ
ら
ゆ
る

形
式
を
支
配
し
て
き
た
苦
悩
と
対
立
と
の
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
同
時
に
自
已
内

に
閉
じ
込
め
、
こ
の
対
立
を
越
え
て
已
れ
を
高
め
る
が
、
こ
う
し
た
認
識
は
哲

、学
の
み
が
与
え
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
（
肉
◎
ω
。
崖
H
）

　
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
個
人
は
歴
史
の
必
然
的
行
程
の
一
分
肢
で

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
認
識
に
よ
っ
て
こ
の
必
然
性
を
趨
越
し
支
配
し
う
る
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
認
識
は
「
哲
学
」
の
み
が
も
た
ら
し
う
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
1
こ
こ
で
我
々
は
、
そ
も
そ
も
歴
史
的
世
界
を
貫
く
必
然
性
が
、
鉄
鎖
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ご
と
き
自
然
必
然
性
で
は
な
く
、
糟
神
の
必
然
性
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
恩
い

起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
世
界
史
の
行
程
が
「
精
神
の
規
定
の
実
現
過
程
」
で

あ
る
と
す
る
な
ら
、
「
歴
史
哲
学
講
義
」
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
過
程
は
「
意

識
と
意
志
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
」
（
く
勺
げ
Ω
j
葛
）
　
の
で
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
（
1
0
）

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
す
ぐ
れ
て
精
神
的
な
営
為
で
あ
る
哲
学
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

の
媒
介
に
積
極
的
に
関
与
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
間
題
は
、
こ
の
媒
介
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
で
あ
る
。
－
も

う
一
度
、
へ
ー
ゲ
ル
自
身
が
提
示
し
た
歴
史
的
変
化
の
生
成
場
面
に
立
ち
戻
っ

て
考
え
て
み
よ
う
。
彼
は
、
国
家
制
度
や
権
力
の
失
効
に
つ
い
て
論
及
し
た

際
、
そ
れ
が
生
じ
る
の
は
普
遍
性
を
失
っ
た
特
殊
者
が
「
白
ら
の
内
に
存
す
る

白
己
自
身
の
真
理
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
、
こ
れ
と
の
矛
盾
に
も
た
ら
さ
れ
う

る
」
時
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
自
己
自
身
の
真
理
」
と

は
、
さ
し
あ
た
り
、
こ
の
存
在
者
が
特
殊
者
で
あ
っ
て
普
遍
者
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
、
即
ち
有
隈
者
で
あ
り
、
そ
れ
故
「
制
限
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
「
制
限
さ
れ
て
い
る

も
の
は
そ
れ
自
体
で
独
立
に
は
存
立
し
え
ず
」
（
g
串
一
H
o
。
）
、
そ
れ
が
存
立
し

う
る
の
は
た
だ
「
そ
れ
が
絶
対
者
の
内
に
お
い
て
措
定
さ
れ
て
い
る
隈
り
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

い
て
の
み
」
（
崖
｛
．
）
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
へ
ー
ゲ
ル
固
有
の
見
地
で
あ
り
、

そ
れ
故
彼
の
了
解
に
従
え
ば
、
特
殊
的
存
在
者
の
真
理
と
は
、
そ
れ
が
絶
対
者

と
い
う
「
全
体
の
運
動
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
」
（
』
印
一
轟
◎
）
に
他
な
ら
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
と
こ
ろ
で
、
特
殊
者
が
こ
う
し
た
自
己
の
真
理
と
の
矛
盾
に
も
た
ら
さ
れ
う

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

る
と
は
、
一
体
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
「
矛
盾
に
も
た
ら
さ
れ
う
る

（
卯
ρ
■
目
…
…
庄
オ
崖
①
易
℃
H
■
O
げ
σ
q
撃
H
弩
軍
考
Φ
庄
Φ
⇔
）
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ

う
で
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

で
以
下
で
は
、
こ
の
矛
盾
に
も
た
ら
さ
れ
な
い
場
合
が
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ

る
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
特
殊
者
が
已
れ
の
真
理
と
の
矛
盾
に

も
た
ら
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
か
、
ま
た
い
か
に
し
て
で
あ

る
か
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。
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特
殊
者
が
己
れ
の
真
理
と
の
矛
盾
に
も
た
ら
さ
れ
な
い
場
合
と
し
て
ま
ず
第

一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
特
殊
者
の
存
在
様
式
が
、
そ
も
そ
も
有
限
者
と

し
て
の
己
れ
の
真
理
に
矛
盾
し
て
い
な
い
場
合
、
即
ち
こ
の
特
殊
的
存
在
者
が

全
体
の
運
動
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
こ
の
運
動
に
適
合
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
も
と
よ
り
そ
こ
に
は
矛
盾
が
存
在
し
て
い
な
い
訳
で
あ
る
が
、
し

か
し
こ
の
よ
う
な
特
殊
者
で
も
、
そ
れ
が
特
殊
者
で
あ
る
限
り
、
時
の
推
移
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

全
体
の
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
、
こ
の
全
体
に
適
合
し
な
い
「
否
定
的
な
も
の
」

に
変
じ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
場
合
で
も
、
そ
れ
が
「
否
定
的

な
も
の
」
と
し
て
已
れ
自
身
を
否
定
し
、
自
己
崩
壊
す
る
な
ら
そ
の
特
殊
者

は
、
「
全
体
の
運
動
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
己
れ
の
役
割
を
む
し

ろ
全
う
し
た
こ
と
に
な
り
、
己
れ
の
真
理
と
の
齪
齢
を
何
ら
き
た
さ
な
い
の
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
特
殊
者
が
己
れ
の
真
理
と
の
矛
盾
に
も
た
ら
さ
れ
な
い
第
二
の
場
合

と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
が

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

矛
盾
と
し
て
は
現
わ
れ
て
い
な
い
場
含
で
あ
る
。
こ
二
で
「
矛
盾
が
存
在
し
て

い
る
」
と
は
い
か
な
る
状
態
で
あ
る
か
は
、
右
の
第
一
の
場
合
の
考
察
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
特
殊
者
が
も
は
や
全
体
に
適
合
し
て
い
な
い
に

も
拘
わ
ら
ず
、
な
お
「
否
定
的
な
も
の
」
と
し
て
は
顕
わ
に
な
ら
ず
、
肯
定
的

な
も
の
（
針
ω
勺
易
庄
ぎ
）
と
し
て
存
在
し
て
い
る
状
態
、
即
ち
、
本
来
の
部
分
と

し
て
全
体
の
内
に
の
み
そ
の
存
在
を
有
す
べ
き
特
殊
者
が
、
全
体
の
連
関
か
ら

遊
離
し
、
自
立
性
を
獲
得
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
特

殊
者
が
既
成
的
な
も
の
（
駐
ω
勺
o
ω
庄
話
）
に
変
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
に
他

な
ら
な
い
。
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ー
ト
と
は
、
有
限
者
と
し
て
の
已
れ
の
本
分
と
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

界
を
踏
み
越
え
て
し
ま
っ
た
特
殊
者
の
在
り
方
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
の
在
り
方
は
そ
の
ま
ま
矛
盾
と
し
て
現
わ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
が
矛
盾

と
し
て
現
わ
れ
る
に
は
、
こ
の
特
殊
者
の
限
界
が
限
界
と
し
て
対
白
化
さ
れ
、

限
界
を
踏
み
越
え
た
特
殊
者
の
存
在
が
こ
の
隈
界
と
の
強
い
対
立
関
係
に
も
た

ら
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
特
殊
者
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ

れ
ば
、
「
已
れ
の
隈
界
を
認
識
せ
ず
、
む
し
ろ
巳
れ
を
全
体
と
し
て
、
絶
対
的

な
も
の
と
し
て
構
成
す
る
と
い
う
傾
向
を
も
つ
の
が
必
定
」
（
オ
等
一
紅
ミ
）
な

の
で
あ
る
。
有
限
者
の
限
界
が
限
界
と
し
て
認
識
さ
れ
対
自
化
さ
れ
る
に
は
、

そ
こ
に
、
有
限
者
を
越
え
る
無
隈
者
の
観
点
が
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
矛
盾
が

矛
盾
と
し
て
顕
現
す
る
に
は
、
有
隈
者
の
隈
界
を
限
界
と
し
て
対
自
化
す
る

「
全
体
の
理
念
」
が
そ
こ
に
介
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
1
そ
し
て
、
こ
の
「
部

分
を
越
え
る
全
体
の
理
念
」
（
崖
↑
）
の
確
立
に
も
っ
ぱ
ら
関
与
す
る
の
が
、

「
哲
学
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
考
え
る
な
ら
、
特
殊
者
が
己
れ
の
真
理
と
の
「
矛
盾
に
も
た
ら
さ
れ
う

る
」
場
合
、
そ
こ
に
介
在
す
る
の
は
哲
学
的
認
識
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
無
限
者
の
観
点
に
立
つ
哲
学
の
思
弁
的
認
識
に
よ
り
、
こ
う
し
て
自
己
自

身
の
真
理
と
の
矛
盾
に
も
た
ら
さ
れ
た
特
殊
者
は
、
こ
の
と
き
始
め
て
「
否
定

的
な
も
の
」
と
な
り
、
自
己
を
否
定
し
つ
つ
自
己
崩
壊
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の

意
味
で
、
歴
史
の
変
化
は
哲
学
的
思
弁
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
と
言
い
う
る
の

で
あ
る
。

　
－
も
っ
と
も
、
哲
学
の
こ
の
よ
う
な
媒
介
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
ポ
ジ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

イ
ヴ
ィ
テ
ー
ト
の
止
揚
、
即
ち
全
体
の
運
動
へ
の
特
殊
者
の
適
合
化
も
、
そ
の

ま
ま
で
は
理
念
（
神
の
国
）
の
現
前
化
に
縞
び
つ
く
も
の
に
は
な
ら
な
い
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ろ
う
。
そ
れ
が
理
念
の
実
現
に
つ
な
が
る
も
の
と
さ
れ
る
に
は
、
こ
の
全
体
の

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

運
動
が
神
的
な
〈
精
神
〉
の
合
目
的
的
展
開
で
あ
る
と
い
う
保
証
が
必
要
で
あ

36



る
。
っ
ま
り
、
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ー
ト
の
止
揚
」
と
い
う
哲
学
の
積
極
的
側

面
は
、
消
極
的
側
面
で
あ
る
弁
神
論
的
企
投
と
補
い
合
っ
て
は
じ
め
て
、
理
念

（
神
の
国
）
の
実
現
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
本
来
の
主
題
を
遂
行
し
う
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

に
な
る
の
で
あ
り
、
「
全
体
の
理
念
の
確
立
」
と
は
、
部
分
を
越
え
る
全
体
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

現
前
化
す
る
と
共
に
、
こ
の
全
体
を
理
念
i
神
的
精
神
ー
と
し
て
現
前
化

す
る
精
神
の
営
為
を
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
の
体
系
形
成
の
労
苦
は
、
一
貫
し
て
そ
う
し
た
「
全
体
の
理
念
」

の
確
立
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
絶
対
者
は
全
体
で
あ
り
、
絶
対

者
た
る
全
体
は
「
知
の
総
体
」
と
し
て
の
学
の
体
系
に
お
い
て
の
み
現
前
化
さ

れ
う
る
、
と
い
う
の
が
、
「
哲
学
者
」
と
し
て
の
へ
ー
ゲ
ル
の
変
わ
ら
ぬ
確
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

で
あ
っ
た
。
絶
対
者
た
る
全
体
を
現
前
化
し
て
、
有
限
的
存
在
者
を
そ
の
全
体

的
連
関
の
う
ち
に
も
た
ら
し
、
そ
れ
ら
の
有
隈
者
と
し
て
の
位
置
と
限
界
を
対

自
化
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
哲
学
体
系
は
、
ま
た
歴
史
的
現
実
世
界
に
対
し
て
，

実
践
的
意
義
を
も
つ
も
の
と
も
な
り
う
る
。

　
そ
の
場
合
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
体
系
が
、
ア
。
プ
リ
オ
リ
な

「
直
観
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
有
限
者
そ
の
も
の
に
お
け
る
規
定
性
そ
れ
自

身
の
内
在
的
展
開
に
即
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

る
。
「
世
界
を
形
成
し
て
い
る
大
い
な
る
必
然
性
の
認
識
」
を
可
能
に
す
る
全

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

体
な
い
し
無
限
者
の
思
弁
的
観
点
は
、
有
隈
者
そ
の
も
の
の
認
識
か
ら
の
内
在

的
な
高
ま
り
と
し
て
到
達
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

歴
史
的
必
然
性
の
超
越
は
、
歴
史
的
特
殊
者
の
う
ち
か
ら
の
み
、
な
さ
れ
う
る

　
　
（
〃
）

の
で
あ
る
。

　
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
へ
i
ゲ
ル
は
『
法
哲
学
』
序
文
で
、
哲
学
は
「
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
の
ふ
く
ろ
う
」
（
勺
｝
肉
．
く
實
・
＆
9
轟
）
で
あ
る
と
述
べ
た
。
哲
学

は
、
そ
の
時
代
の
現
実
を
、
そ
の
進
行
が
終
わ
っ
て
か
ら
概
念
把
握
し
、
思
想

の
う
ち
に
対
自
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
時
代
よ
り
も
後
に
来
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
あ
る
と
の
謂
で
あ
る
。
「
個
人
に
関
し
て
い
え
ば
誰
で
も
そ
の
時
代
の
息
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

で
あ
る
が
、
哲
学
も
ま
た
そ
の
時
代
を
思
想
に
お
い
て
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。

何
ら
か
の
哲
学
が
そ
の
現
に
在
る
世
界
を
越
え
出
る
の
だ
と
空
想
す
る
の
は
、

或
る
個
人
が
そ
の
時
代
を
跳
ぴ
越
し
、
ロ
ド
ス
島
を
跳
び
越
え
る
の
だ
と
空
想

す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
愚
か
で
あ
る
。
」
（
勺
げ
印
く
◎
冒
＆
P
塞
）

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
哲
学
が
歴
史
の
必
然
性
に
規
定
さ
れ
る
の
み

で
、
歴
史
の
変
革
に
何
ら
積
極
的
な
関
与
を
な
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
は
い
な
い
。
哲
学
は
、
そ
の
時
代
の
現
実
の
概
念
的
表
出
と
し
て
、
時

　
　
、
　
　
、

代
の
後
に
来
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
時
代
の
現
実
の
反
省
、
対
自

化
と
し
て
、
時
代
の
諸
矛
盾
を
顕
在
化
さ
せ
、
次
の
時
代
の
到
来
を
よ
び
起
こ

す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
歴
史
の
展
開
に
積
極
的
か
つ
実
質
的

　
　
　
　
　
　
（
∬
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、

な
関
与
を
な
し
う
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
哲
学
が
、
内
在
的
に
歴
史
的
現
実
を
越

え
て
「
全
体
の
理
念
」
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
一
切
を
有
機
的

全
体
的
連
関
の
う
ち
に
も
た
ら
す
「
知
の
総
体
し
と
し
て
の
体
系
を
樹
立
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
．
の
「
体
系
」
の
内
奥
に
は
、
彼
を
哲
学
者
と
し
て
定
位
せ
し
め
た

青
年
期
よ
り
の
実
践
的
モ
チ
ー
フ
が
、
連
綿
と
底
流
し
て
い
る
。
「
学
の
体
系

の
第
一
部
」
た
る
『
精
神
現
象
学
』
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
の
一
八
O
八
年
、
へ

ー
ゲ
ル
は
二
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
に
宛
て
た
書
簡
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
こ
れ
は
私
が
日
ご
と
に
確
信
を
強
め
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
理
論
的
な
仕
事
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は
実
践
的
な
仕
事
よ
り
も
こ
の
世
の
な
か
で
よ
り
多
く
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
る

の
で
す
。
観
念
界
が
変
革
さ
れ
れ
ば
、
現
実
界
は
ひ
と
た
ま
り
も
あ
り
ま
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ん
。
実
践
的
な
行
為
も
必
ず
起
こ
る
で
し
ょ
う
。
L

　
こ
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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竃
摩
乱
⑦
嘗
庁

～
．

オ
ー
国
卿
旨
び
嚢
σ
q
お
轟
申
一
飼
～
．

肉
◎
ω
一
　
ρ
オ
．
申
饒
晶
魁
ω

　
U
實
旨
ω
冨
串
岩
ベ
ド

中
耐
～
1

ぼ
τ
貝

メ
む
d
｛
1

耐
Φ
匙
甘

に
依
る
。

富
紅
ト
岩
竃
げ
～
婁
黒
…

注
（
ユ
）
内
邑
竃
費
納
－
串
げ
壁
O
｝
向
お
監
茅
岸
P
H
暴
叶
ぎ
二
｛
h
竃
實
苧

　
ω
冒
易
－
ピ
9
｛
竃
冒
ω
訂
｛
B
N
内
～
①
H
ω
向
P
ω
蟹
｝
獣
岩
①
二
‘
b
d
P
ω
一
ω
ー
べ
．

（
2
）
　
ベ
ル
ン
期
の
宗
教
論
（
「
イ
エ
ス
伝
」
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
既
成
性
」

　
基
本
稿
）
に
お
い
て
も
、
ま
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
宗
教
論
（
「
キ
リ

　
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
」
）
に
お
い
て
も
、
へ
ー
ゲ
ル
が
認
め
ざ
る

　
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
自
由
を
実
現
す
べ
き
も
の
と
し
て
企
て
ら
れ
る

　
「
宗
教
」
が
、
歴
史
的
特
殊
性
に
縞
び
つ
く
こ
と
を
避
け
え
ず
、
そ
れ
に

　
よ
っ
て
再
び
人
間
の
生
に
対
し
て
抑
圧
的
に
作
用
す
る
「
ポ
ジ
テ
ィ
ー
フ

　
な
も
の
」
と
化
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
「
運
命
」
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
も
、
へ
ー
ゲ
ル
が
確
立
し
よ
う
と
し
た
宗
教
は
、
民
族
の
自
南
を
実
現
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
べ
き
民
族
宗
教
で
あ
っ
て
、
単
な
る
個
人
の
内
面
に
と
ど
ま
ら
ず
に
地
上

　
の
現
実
世
界
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
人
間
的
現
実
に
お

　
け
る
存
在
者
の
一
切
は
、
「
人
間
の
本
性
」
の
普
遍
性
に
よ
っ
て
は
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
さ
れ
ず
、
現
実
世
界
の
全
体
で
あ
る
世
界
史
の
歴
史
的
必
然
性
に
よ
っ
て

　
規
定
さ
れ
た
歴
史
的
特
殊
者
な
の
で
あ
り
、
こ
の
歴
史
的
必
然
性
に
適
っ

　
た
も
の
の
み
が
ポ
ジ
テ
ィ
ー
フ
で
は
な
い
真
な
る
も
の
た
り
う
る
の
で
あ

　
る
。
！
「
人
間
の
本
性
」
に
関
わ
る
宗
教
研
究
を
へ
ー
ゲ
ル
に
断
念
さ

　
せ
た
こ
の
よ
う
な
歴
史
性
の
自
覚
を
、
我
々
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
既
成

　
性
」
改
稿
序
論
、
「
ド
イ
ツ
憲
法
論
」
序
文
草
稿
の
中
に
確
認
す
る
こ
と
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が
で
き
、
ま
た
こ
の
自
覚
が
イ
エ
ー
ナ
期
の
「
人
倫
の
哲
学
」
の
構
想
を

　
方
向
づ
け
て
い
る
こ
と
を
「
自
然
法
」
論
文
の
中
に
確
認
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

（
3
）
　
現
実
を
常
に
歴
史
的
連
関
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の

　
強
い
歴
史
意
識
は
、
彼
の
思
索
の
出
発
当
初
よ
り
の
も
の
で
あ
る
。
く
σ
q
H
．

串
潟
①
｝
ω
亭
8
H
◎
σ
・
川
㎝
O
訂
旨
σ
q
窒
臣
O
宰
串
員
串
ω
α
q
．
く
．
串
．
岩
◎
貝

　
弓
は
げ
ま
σ
q
⑦
■
崔
◎
メ
ω
．
轟
｛
j
～
メ
ω
Φ
1

（
4
）
　
こ
の
よ
う
な
理
解
が
の
ち
の
「
世
界
史
的
個
人
」
（
く
勺
｝
Ω
。
畠
）

　
と
「
理
性
の
狡
智
」
（
く
勺
げ
ρ
一
お
）
の
思
想
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
　
主
題
的
に
論
及
す
る
の
で
は
な
い
が
世
界
史
的
視
野
に
お
け
る
そ
う

　
し
た
概
念
把
握
の
試
み
を
含
ん
だ
手
稿
が
存
在
し
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ

　
れ
は
、
自
然
法
に
関
す
る
講
義
の
草
稿
（
竃
旨
冒
①
・
H
P
オ
H
・
爵
）
で
あ

　
る
。
こ
こ
で
へ
ー
ゲ
ル
は
宗
教
の
諸
形
態
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
注

　
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
は
「
風
土
的
な
変
容
の
内
部
で
そ
れ
ら
の
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
的
な
差
異
に
応
じ
て
」
現
わ
れ
る
宗
教
の
現
実
的
諸
形
態
が
、
世
界
史
的

　
に
「
理
性
の
普
遍
的
な
三
つ
の
次
元
に
従
っ
て
」
現
わ
れ
る
と
さ
れ
る

　
（
肉
O
㎝
。
お
㎝
）
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
直
接
間
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
宗

　
教
の
諸
形
態
で
あ
り
、
そ
の
世
界
史
的
な
展
開
で
あ
っ
て
世
界
史
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
の
の
展
開
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
宗
教
的
諸
形
態
の
世
界
史
的
展
開
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
こ
こ
で
は
根
源
的
和
解
－
分
裂
r
再
合
一
と
い
う
〈
精
神
〉
の
展
開
に
即

　
、
　
　
、

　
し
た
そ
の
つ
ど
の
理
性
の
現
出
様
式
の
系
列
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、

　
こ
の
よ
う
に
〈
精
神
〉
の
展
開
を
宗
教
の
諸
形
態
が
現
出
す
る
基
底
と
し

　
て
世
界
史
的
視
野
の
う
ち
に
置
く
点
で
、
こ
の
論
老
は
へ
ー
ゲ
ル
の
最
初

　
の
且
ハ
体
的
な
歴
史
哲
学
の
試
み
を
含
む
も
の
と
見
な
さ
れ
よ
う
。

（
6
）
　
前
注
（
2
）
を
参
照
。

（
7
）
　
ハ
イ
ム
は
『
へ
ー
ゲ
ル
と
彼
の
時
代
』
の
中
で
、
へ
ー
ゲ
ル
の
イ
エ

　
ー
ナ
期
の
子
稿
「
人
倫
の
体
系
」
に
こ
と
よ
せ
、
次
の
よ
う
な
へ
ー
ゲ
〃

　
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
即
ち
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
へ
ー
ゲ

　
ル
の
考
え
方
の
最
内
奥
の
モ
チ
ー
フ
」
は
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
生
活
内
実

　
の
復
興
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
単
な
る
観
念
の
実
現
（
現
実
化
）
」
が

　
「
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
基
底
的
理
念
」
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
古
代
ギ
リ

　
シ
ァ
の
人
倫
の
復
輿
と
い
う
こ
う
し
た
彼
の
企
て
は
、
近
代
の
生
活
諸
条

　
件
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
ざ
る
を
え
ず
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
こ
の
復
興
の
企

　
て
は
哲
学
と
い
う
観
念
論
的
な
形
式
の
う
ち
に
逃
避
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

　
た
。
二
う
し
て
観
念
の
実
現
（
実
在
化
）
と
い
う
彼
の
企
て
は
、
む
し
ろ

　
逆
に
観
念
の
絶
対
化
を
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
－
1
だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
ハ
イ
ム
の
批
判
は
へ
ー
ゲ
ル
の
手
稿
「
人

　
倫
の
体
系
」
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
イ
エ
ー
ナ
期
の
へ
～
ゲ
ル
は
、

　
「
〔
吉
代
ギ
リ
シ
ア
的
な
〕
理
想
の
実
現
は
金
く
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
」

　
（
く
p
し
お
｛
．
）
と
い
う
歴
史
性
の
明
確
な
自
覚
の
も
と
に
立
ち
つ
つ
、

　
か
く
理
想
の
実
現
を
不
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
歴
史
的
必
然
と
そ
の
結
果

　
と
し
て
の
「
近
代
の
生
活
諸
条
件
」
（
ハ
イ
ム
）
を
む
し
ろ
充
分
老
慮
に

　
入
れ
た
上
で
、
こ
れ
に
適
合
す
る
新
た
な
「
人
倫
の
体
系
」
を
う
ち
立
て

　
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
の
も
と
に
書
か
れ

　
た
の
が
手
稿
「
人
倫
の
体
系
」
な
の
で
あ
る
。
く
α
q
H
・
印
饒
葛
員
串
晶
＆

　
■
b
～
器
…
屋
N
⑦
汗
嗣
胃
｝
甘
H
O
。
零
一
オ
8
げ
｛
昌
降
一
U
賢
冒
ω
冨
｛
け
お
竃
一

　
ω
一
寓
二
一
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（
8
）
　
こ
う
し
た
構
想
の
具
体
化
を
、
我
々
は
一
八
〇
五
／
〇
六
年
の
手
稿

　
い
わ
ゆ
る
「
実
質
哲
学
（
n
）
」
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
後
述
）
。

（
9
）
　
一
八
〇
五
／
〇
六
年
に
へ
ー
ゲ
ル
は
哲
学
史
を
講
義
し
て
お
り
、
そ

　
の
中
で
、
自
ら
の
時
代
を
、
世
界
に
「
新
た
な
エ
ポ
ッ
ク
」
が
到
来
し
て

　
世
界
精
神
が
己
れ
を
絶
対
精
神
と
し
て
把
握
す
る
に
至
っ
て
い
る
時
で
あ

　
る
と
し
て
（
肉
o
8
8
二
）
、
自
ら
の
哲
学
を
世
界
史
の
頂
点
に
位
置
づ
け

　
よ
う
と
し
て
い
る
。
く
σ
q
一
．
串
－
内
－
嘗
屋
簑
H
g
O
察
勺
H
O
匡
①
旨
詳
H
＞
げ
－

　
σ
q
窃
O
巨
◎
ω
ω
9
思
岸
宗
ω
U
①
自
酊
易
一
饒
晶
③
H
－
ω
冨
氏
竃
籟
①
｝
ぼ
宗
O
。
一
団
實
箏

　
H
零
9
ω
1
0
0
8
｛
．

（
如
）
　
く
㈹
H
1
罵
‘
皆
＆
⑦
ガ
ω
湯
8
竃
μ
■
｛
O
霧
O
圧
O
軍
ρ
ω
9
氏
窒
害
曽

　
巨
9
0
H
尉
臣
窒
望
竃
ま
津
く
婁
饒
①
σ
q
9
ω
勺
圧
｝
畠
O
り
庄
P
勺
H
竃
窯
員
叶
凹
．

　
憲
－
畠
富
一
ω
．
艶
．

（
n
）
・
｛
．
円
竃
費
O
轟
9
寄
塞
O
■
§
｛
肉
2
◎
軍
川
◎
員
思
弩
◎
目
串
霧
ω

蟹
潟
・
副
爵
①
串
一
〇
員
困
O
ω
↓
冨
H
塞
O
ら
．
轟
H
l

（
1
2
）
　
拙
稿
「
無
隈
者
の
形
而
上
学
　
　
　
『
精
神
現
象
学
』
以
前
の
へ
ー
ゲ

　
ル
に
お
け
る
実
体
－
主
体
論
」
（
『
哲
学
』
第
三
十
一
号
所
収
）
、
　
一
六
九

　
頁
参
照
。

（
蝸
）
　
「
自
然
法
」
論
文
の
申
で
へ
－
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
特
殊
者
が
特
殊
者
で
あ
る
故
に
こ
れ
を
ポ
ジ
テ
ィ
ー
フ
な
も
の
と
考
え

　
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
が
全
体
の
絶
対
的
連
関
の
外
で
固
有
の
部
分

　
と
し
て
自
立
性
を
獲
得
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
の
み
そ
れ
を
ポ
ジ
テ
ィ

　
ー
フ
な
も
の
と
考
え
る
の
が
哲
学
で
あ
る
。
」
（
乞
箒
一
紅
O
。
ω
）

　
　
ポ
ジ
テ
ヴ
ィ
テ
ー
ト
の
止
揚
、
と
い
う
テ
ー
マ
は
青
年
期
よ
り
の
へ
ー

　
ゲ
ル
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
「
自
然
法
」
論
文
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な

　
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ー
ト
の
概
念
規
定
は
、
歴
史
性
に
対
す
る
自
覚
が
顕
在

　
化
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
の
既
成
性
」
改
稿
序
論
に
お
い
て
は
じ
め
て
見
出

　
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
（
く
σ
q
H
．
饒
①
σ
q
①
H
ω
庄
8
H
O
α
q
げ
O
｝
①
　
』
¢
㈹
Φ
目
監
O
ゲ
H
岸
－

　
箒
戸
ω
．
崖
H
）
、
そ
れ
以
前
の
宗
教
論
に
お
け
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
い

　
る
（
く
σ
q
H
」
圧
戸
ω
．
零
㎝
）
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
く
σ
q
－
ρ
霞
σ
q
σ
q
①
H
①
♪

饒
①
σ
・
①
ぽ
畠
窪
＆
竃
・
厚
ぎ
O
B
g
〇
一
〇
σ
・
庁
宗
ω
O
①
｛
箒
9
句
・
⑲
宇
員
α
・
＼

　
竃
雪
臣
彗
H
雪
メ
ω
』
9
｛
．

（
μ
）
　
「
歴
史
哲
学
講
義
」
の
中
で
へ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
我
々
は
歴
史
を
そ
の
在
る
が
ま
ま
に
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々

　
は
史
実
的
、
経
験
的
な
や
り
方
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
く
勺
｝
ρ
一
S
）

　
こ
の
よ
う
塗
言
葉
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
言
う
よ
う
に
、
一
見
す
れ
ば
「
観

念
論
的
な
歴
史
哲
学
と
し
て
は
奇
妙
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
示
す
も
の
と
も

　
見
え
よ
う
が
、
体
系
構
成
の
方
法
論
に
貫
か
れ
る
へ
ー
ゲ
ル
の
根
本
態
度

　
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
決
し
て
「
奇
妙
な
」
も
の
で
は
な
い
。
o
沖

煮
賢
O
易
P
寄
曽
昌
竃
μ
寄
く
◎
H
ξ
昌
ら
．
S
㎝
．

（
比
）
　
へ
ー
ゲ
ル
自
身
、
「
哲
学
史
講
義
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

　
る
。
「
哲
学
は
そ
の
時
代
を
越
え
出
な
い
。
哲
学
は
、
そ
の
時
代
の
実
体

　
的
な
も
の
の
知
な
の
で
あ
る
。
（
－
－
－
）
哲
学
が
そ
の
時
代
の
精
神
の
う
ち

　
に
あ
る
も
の
で
あ
る
隈
り
、
こ
の
精
神
は
哲
学
の
特
定
の
世
界
内
容
で
あ

　
る
。
し
か
し
同
時
に
哲
学
は
知
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
越
え
出
、
そ
の
時
代

　
の
精
神
を
対
象
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
単
に
形
式
的
で

　
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
哲
学
は
実
際
に
何
も
別
の
内
容
を
持
つ
わ
け
で

　
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
な
が
ら
、
こ
の
知
そ
の
も
の
は
確
か
に
精
神

　
の
現
実
性
で
あ
り
、
精
神
の
自
己
知
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
区
別
は
ま
た
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実
質
的
な
現
実
的
区
別
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
知
は
、
発
展
の
新

　
し
い
形
式
を
産
み
出
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
L
　
（
く
O
．
H
蟹
昌
α
q
竃
事
實

氏
③
Ω
霧
O
庄
O
軍
①
宗
・
勺
雪
O
ω
O
冨
｛
9
ρ
オ
．
申
饒
晶
①
一
オ
⑦
・
訂
甘

　
N
オ
彗
昆
σ
q
碗
ぎ
皆
戸
困
応
．
崖
一
ω
．
貫
｛
．
）

　
　
へ
…
ゲ
ル
の
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
『
法
哲
学
』
序
文
の
「
ミ
ネ
ル
ヴ

　
ァ
の
ふ
く
ろ
う
」
の
思
想
と
同
様
に
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
碗
庄
艮
①
く
畠
ρ
邑
陣
箏
饒
①
α
q
具
紅
碗
宗
‘
プ
易
σ
q
1
く
．
H
饒
◎
串
曽
⑦
｛
－

　
。
。
8
■
N
誌
ト
串
ポ
饒
P
冒
一
旨
H
σ
q
岩
竃
I
H
⑩
賢
一
b
d
～
1
H
一
ω
．
爵
ω
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
さ
さ
ざ
わ
。
ゆ
た
か
　
筑
波
大
学
助
手
）

41　へ一ゲノレの「哲学」と歴史的現実


