
運
勤
は
連
続
か
葬
逮
続
か

三
　
枝

充
　
恵

　
家
の
な
か
に
本
が
溢
れ
て
、
重
要
な
専
門
書
の
ほ
か
は
も
う
長
ら
く
本
は
購

入
し
な
い
。
買
う
と
し
て
も
ほ
と
ん
ど
が
薄
い
小
冊
子
ば
か
り
。
せ
っ
か
く

買
っ
て
も
な
か
な
か
読
ま
な
い
、
読
め
な
い
。
そ
ん
な
な
か
か
ら
最
近
（
こ
の

一
年
間
に
一
読
ん
だ
書
物
の
諸
印
象
を
、
荒
削
り
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
ま
ま

綴
っ
て
み
る
。

　
自
ら
が
本
拠
を
置
く
べ
ー
ス
の
、
専
門
と
称
す
る
狭
い
領
域
か
ら
、
な
る
べ

く
視
界
を
拡
げ
た
地
平
に
、
比
較
思
想
研
究
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
は
、
い
ま

さ
ら
付
言
す
る
ま
で
も
な
い
。

　
毎
年
毎
月
、
友
人
や
知
人
が
ひ
と
り
ふ
た
り
と
死
去
す
る
。
七
十
歳
に
近
づ

き
、
そ
れ
を
過
ぎ
る
と
、
そ
の
数
は
い
ち
だ
ん
と
増
え
る
。

　
そ
の
ひ
と
り
、
大
森
荘
蔵
が
今
年
（
一
九
九
七
年
一
二
月
十
七
日
に
他
界
し

た
。
享
年
七
十
五
歳
。
大
森
は
、
し
か
し
わ
た
し
に
は
格
別
の
友
人
で
も
な

く
、
届
く
か
届
か
な
い
ほ
ど
遠
く
離
れ
た
知
人
に
す
ぎ
な
い
。
わ
ず
か
な
回

数
、
何
か
の
会
合
で
顔
を
合
わ
せ
て
、
ほ
ん
の
一
言
二
言
ど
ち
ら
か
ら
と
も
な

く
挨
拶
し
、
「
そ
の
う
ち
ゆ
っ
く
り
お
話
し
ま
し
ょ
う
」
な
ど
の
こ
と
ば
を
交

わ
し
た
の
み
。
た
が
い
に
機
会
が
得
ら
れ
た
な
ら
、
会
話
や
討
論
を
実
際
に
望

ん
で
は
い
た
が
、
果
た
せ
ず
に
逝
っ
た
。

　
哲
学
・
思
想
に
関
連
す
る
一
般
的
な
月
刊
誌
は
い
ま
は
「
思
想
」
一
岩
波
書

店
）
と
「
現
代
思
想
」
一
青
土
社
）
と
の
二
誌
。
一
「
よ
く
も
続
い
て
い
る
」
と

驚
き
、
「
わ
た
し
と
は
無
関
係
」
と
嘆
く
、
そ
の
振
幅
が
大
き
い
）
。

　
ず
い
ぶ
ん
以
前
に
わ
た
し
は
「
現
代
思
想
」
に
寄
稿
し
た
縁
が
あ
り
、
ま
た

青
土
社
に
は
拙
著
の
公
刊
の
お
世
話
に
預
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
延
長
で

あ
ろ
う
が
、
「
現
代
思
想
」
の
毎
号
寄
贈
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
全
文
が
八

ポ
か
九
ポ
の
二
段
組
み
三
〇
〇
ぺ
i
ジ
以
上
の
同
誌
を
、
毎
号
の
特
集
に
感
歎

し
な
が
ら
目
を
凝
ら
す
。
扱
う
フ
ィ
ー
ル
ド
は
違
っ
て
い
て
も
、
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
に
関
心
が
湧
き
深
ま
り
傍
線
を
引
い
た
り
す
る
が
、
暫
時
で
終
わ
る
。
同
誌

は
特
集
と
二
、
三
の
連
載
の
ほ
か
、
特
別
の
論
文
を
載
せ
る
。
大
森
荘
蔵
の
文

を
わ
た
し
が
読
む
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
「
現
代
思
想
」
所
載
の
稿
に

よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
大
森
の
作
品
を
わ
た
し
は
知

、
ら
な
い
。
　
一
な
お
「
現
代
思
想
」
一
九
九
六
年
十
二
月
号
ま
で
、
そ
の
末
尾
に

中
村
元
の
連
載
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
完
結
す
る
と
、
青
土
社
か
ら
単
行
本
が



数
冊
刊
行
さ
れ
た
）
。

　
「
現
代
思
想
」
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
大
森
論
文
は
あ
ら
た
め
て
単
行
本
と
な
り
、

青
土
社
か
ら
っ
ぎ
の
三
冊
が
公
刊
さ
れ
た
。

　
『
時
間
と
自
我
』
一
一
九
九
二
年
三
月
一

　
『
時
間
と
存
在
』
二
九
九
四
年
三
月
）

　
『
時
は
流
れ
ず
』
（
一
九
九
六
年
九
月
一

　
こ
れ
ら
三
冊
に
は
標
題
ど
お
り
集
注
し
て
大
森
の
「
時
間
論
」
が
説
か
れ
て

お
り
、
本
稿
は
、
そ
の
一
部
、
と
り
わ
け
キ
イ
ワ
ー
ド
と
見
な
さ
れ
る
「
運

動
」
を
と
り
あ
げ
る
。

　
大
森
の
文
は
明
快
で
小
気
味
よ
く
、
活
気
に
湧
き
、
引
く
例
も
警
え
も
一
わ

た
し
の
暗
い
物
理
学
・
数
学
の
分
野
は
判
ら
ぬ
一
壷
に
嵌
ま
り
、
文
脈
に
は
淀

　
と
ど
こ
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L
や

み
も
滞
り
も
な
い
。
い
さ
さ
か
斜
に
構
え
、
身
近
か
な
常
識
な
り
世
事
な
り
か

ら
論
述
を
始
め
て
、
い
っ
た
ん
そ
れ
に
離
反
し
逆
説
ま
じ
り
に
否
定
し
去
り
し

か
し
翻
っ
て
そ
れ
を
自
説
の
も
と
に
み
ご
と
に
再
築
す
る
。
途
中
に
は
、
あ
ま

た
の
む
ず
か
し
そ
う
な
術
語
の
類
い
を
平
易
に
手
な
ず
け
て
、
熟
練
を
極
め
た

わ
ざ技

も
鮮
や
か
。
そ
の
断
定
的
な
口
調
は
と
き
に
読
者
を
興
奮
さ
せ
る
。

　
大
森
に
よ
れ
ば
、
「
今
現
在
一
今
最
中
一
」
し
か
な
い
、
「
今
現
在
」
の
み
が

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し

　
時
間
の
空
間
化
を
大
森
は
厳
し
く
警
め
て
、
時
の
流
れ
一
時
は
流
れ
る
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ニ
7

い
う
俗
見
を
断
固
斥
け
る
。
線
型
時
間
と
い
う
語
は
わ
た
し
に
は
な
じ
み
が
薄

い
が
、
そ
れ
を
用
い
る
意
図
は
納
得
が
行
く
。
線
型
時
間
は
原
生
時
間
と
対
立

す
る
な
ど
と
説
き
な
が
ら
、
専
ら
前
者
の
拒
絶
と
論
難
に
大
森
は
奮
闘
す
る
。

　
と
く
に
、
過
去
と
は
現
在
に
お
け
る
想
起
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
何

も
の
で
も
な
い
、
と
過
去
を
徹
底
的
に
追
及
す
る
。
過
去
と
い
う
錯
覚
、
と
わ

た
し
な
ら
ば
呼
ぶ
と
こ
ろ
を
、
大
森
は
錯
覚
と
い
う
語
は
使
わ
ず
一
あ
る
い
は

故
意
に
避
け
て
一
、
「
言
語
的
に
創
作
さ
れ
た
一
誤
謬
）
」
と
い
う
。
第
三
冊
の

『
時
は
流
れ
ず
』
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
「
物
自
体
」
（
9
晶
関
姜
｛
邑
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
シ
ヒ

な
ら
っ
て
、
「
過
去
自
体
」
と
い
う
語
を
創
出
し
、
ち
ょ
う
ど
カ
ン
ト
が
物

ア
ン
ジ
ヒ

白
体
を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
に
綿
密
で
的
確
な
認
識
体
系
を
確
立
し
た
の
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
ジ
ヒ

様
、
大
森
は
、
過
去
自
体
を
ど
こ
ま
で
も
否
定
し
貫
い
て
、
「
色
即
是
空
と
い

う
無
差
別
の
世
界
の
な
か
に
生
き
る
」
　
「
天
地
有
情
」
を
宣
言
す
る
。

　
時
聞
論
は
必
然
的
に
運
動
を
テ
ー
マ
と
す
る
論
述
へ
と
移
行
す
る
。

　
ス
タ
i
ト
の
『
時
間
と
自
我
』
は
、
そ
の
第
五
章
に
相
当
す
る
「
刹
那
仮
説

と
ア
キ
レ
ス
及
び
観
測
問
題
」
に
入
っ
て
運
動
が
論
じ
ら
れ
始
め
る
と
、
突
如

一
と
わ
た
し
に
は
映
る
）
、
「
刹
那
滅
」
の
語
を
登
場
さ
せ
る
。
以
下
に
は
大
森

の
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
よ
う
。

　
〈
ア
キ
レ
ス
と
亀
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
困
難
の
核
心
は
運
動
の
連
続
性
に
あ
る
。
〉

　
〈
運
動
の
連
続
性
を
否
定
す
る
と
い
う
グ
ロ
テ
ス
ク
と
ゼ
ノ
ン
の
運
動
不
可

　
能
の
結
論
と
い
う
グ
ロ
テ
ス
ク
と
V

　
〈
こ
こ
に
二
つ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
が
あ
る
。
…
…
そ
こ
で
運
動
の
非
連
続
性
を

　
あ
か
ら
さ
ま
に
内
含
し
て
い
る
仏
教
思
想
の
中
の
刹
那
滅
の
考
え
を
取
り
上

　
げ
て
こ
れ
を
仮
説
と
し
て
設
定
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
世
界
は
時
間
的
に

　
非
連
続
で
刹
那
刹
那
に
生
じ
た
途
端
に
消
滅
す
る
と
い
う
と
ん
で
も
な
い
仮

　
説
で
、
こ
れ
を
刹
那
仮
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
〉

　
大
森
は
こ
の
刹
那
仮
説
に
も
と
づ
い
て
く
確
園
た
る
常
識
で
あ
る
運
動
の
連



続
性
を
否
定
す
る
V
論
を
展
開
す
る
。

　
そ
の
論
究
を
終
え
た
あ
と
に
再
確
認
し
て
い
う
。

　
〈
た
ま
た
ま
仏
教
教
説
（
倶
舎
論
－
大
毘
婆
沙
論
等
一
に
あ
る
と
言
わ
れ
る

　
刹
那
生
滅
の
考
え
と
名
前
を
拝
借
し
て
刹
那
仮
説
と
称
し
た
。

　
　
そ
の
中
味
を
簡
単
に
言
え
ば
、
世
界
は
刹
那
刹
那
に
出
現
し
て
そ
れ
ら
の

　
刹
那
以
外
の
時
間
に
は
没
し
滅
し
て
無
に
帰
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
以
上
精
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
。
例

　
え
ば
、
一
つ
の
刹
那
の
持
続
期
間
と
か
、
刹
那
と
刹
那
と
の
時
間
間
隔
は

　
…
…
そ
う
い
う
細
部
は
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
付
け
加
え
れ
ば
よ
い
。
〉

　
〈
こ
の
刹
那
仮
説
に
お
い
て
は
、
空
問
的
運
動
は
対
象
の
刹
那
的
出
現
の
飛

　
び
飛
び
の
系
列
に
な
る
と
考
え
る
の
が
白
然
だ
ろ
う
。
〉

　
〈
簡
単
に
言
え
ば
、
自
然
法
則
の
連
続
的
な
変
化
曲
線
か
ら
断
続
的
に
刹
那

　
点
を
抜
き
出
し
て
並
べ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
更
に
一
層
簡
単
に
言
え

　
ば
、
連
続
的
な
自
然
法
則
か
ら
断
続
す
る
刹
那
系
列
を
切
り
出
す
の
で
あ

　
る
。
〉

　
〈
こ
う
し
て
刹
那
仮
説
は
現
代
科
学
と
矛
層
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。

　
し
か
し
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
刹
那
仮
説
の
方
が
現
代
使
用
中
の
線
型
時

　
問
よ
り
も
物
理
学
に
よ
り
よ
く
適
合
す
る
と
さ
え
見
え
る
。
〉

　
大
森
は
一
」
う
し
て
「
ア
キ
レ
ス
の
運
動
」
を
締
め
括
り
、
さ
ら
に
「
量
子
論

の
観
測
間
題
」
を
刹
那
仮
説
に
よ
っ
て
解
決
す
る
。
そ
の
仔
細
は
わ
た
し
に
は

不
明
な
が
ら
、
そ
の
文
中
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
「
固
有
の
」
一
〇
樹
9
一
と
い

う
語
が
目
に
と
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
イ
ェ
ー
シ
ス

　
こ
の
あ
と
に
は
「
言
語
的
制
作
と
し
て
の
過
去
と
夢
」
の
章
、
そ
し
て
「
過

去
概
念
の
改
訂
」
の
章
が
、
上
述
し
た
よ
う
な
「
今
現
在
の
想
起
」
の
な
か
に

「
過
去
」
を
封
じ
こ
め
て
、
大
森
の
「
運
動
論
を
含
む
時
間
論
」
は
い
ち
お
う

完
了
（
完
成
）
す
る
。

　
仏
教
思
想
に
説
か
れ
る
「
刹
那
滅
」
に
着
目
し
て
そ
れ
を
採
用
し
、
わ
が
も

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ポ
リ
ア

の
顔
に
縦
横
に
活
用
し
難
問
や
逆
説
を
論
詰
し
反
論
し
論
証
し
た
大
森
の
慧
眼

と
力
禰
と
に
、
わ
た
し
は
敬
意
を
奉
す
る
。

　
た
だ
し
、
「
刹
那
仮
説
」
の
命
名
ど
お
り
、
「
刹
那
滅
」
の
な
か
の
「
刹
那
」

の
ほ
う
に
大
森
は
傾
き
す
ぎ
て
、
「
滅
」
へ
の
注
視
が
や
や
軽
い
の
で
は
な
い

か
、
わ
た
し
に
は
そ
ん
な
印
象
が
一
読
し
た
あ
と
に
漂
う
。

　
そ
こ
で
つ
ぎ
の
3
に
は
い
わ
ゆ
る
一
般
論
の
文
を
、
そ
の
あ
と
の
4
に
仏
教

学
か
ら
そ
れ
を
補
っ
て
記
す
。

　
運
動
を
考
え
る
と
、
最
低
っ
ぎ
の
二
っ
が
い
わ
ば
原
理
原
則
的
に
浮
か
ぶ
。

そ
れ
ら
を
こ
こ
に
は
、

①
運
動
の
区
分

②
運
動
の
主
体
（
運
動
す
る
ポ
σ
）

と
呼
ん
で
、
以
下
に
私
見
を
述
べ
る
。

①
運
動
の
区
分

　
運
動
は
、
去
来
と
生
住
滅
と
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
大
森
は
気
づ
い

て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
本
稿
で
は
、
大
森
の
い
う
「
生
滅
」
を
仏
教

の
説
く
「
生
住
滅
」
に
あ
ら
た
め
る
一
。

　
当
然
、
運
動
の
あ
り
か
た
・
あ
り
よ
う
も
、
去
来
と
生
住
滅
と
の
あ
い
だ
に

相
違
が
あ
る
。

　
運
動
は
必
ず
時
間
を
伴
い
、
な
い
し
は
時
間
と
と
も
に
進
行
す
る
。
そ
の
さ



い
、
去
来
に
あ
っ
て
は
、
継
起
す
る
時
間
に
運
動
も
連
続
す
る
。
し
か
し
生
住

滅
に
関
し
て
い
え
ば
、
継
起
す
る
時
間
に
運
動
は
連
続
し
な
い
。
こ
の
場
合
に

は
「
運
動
は
非
連
続
」
と
考
え
て
よ
い
。

　
換
言
す
れ
ば
、
去
来
の
運
動
は
連
続
、
生
住
滅
の
運
動
は
非
連
続
で
あ
り
、

い
ず
れ
の
場
合
に
も
時
間
は
継
起
し
て
い
る
。
た
だ
し
時
間
継
起
は
一
方
向
に

限
ら
れ
て
い
て
、
逆
転
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
た
め
に
時
間
は
、
少
な
く
と
も

経
験
す
る
時
間
一
カ
ン
ト
の
い
う
超
越
論
的
時
問
を
除
く
、
手
も
と
に
あ
る
時

間
一
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
つ
ね
に
「
い
ま
」
で
あ
り
、
「
現
在
」
で
あ
り
、

過
去
・
未
来
は
現
実
に
は
、
な
い
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
現
実
に
は
あ
り
得
ず
、

現
実
化
さ
れ
な
い
時
閲
を
、
過
去
ま
た
未
来
と
称
す
る
。

　
大
森
が
去
来
運
動
の
み
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
が
ら
、
突
如
、
仏
教
の
刹
那
滅

を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
生
住
滅
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
別
の
運
動
に
移
行
し
た

だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
別
段
、
奇
異
で
も
な
く
、
い
わ
ん
や
グ
ロ
テ
ス
ク
で
．

は
な
い
。

　
こ
の
生
住
滅
の
運
動
に
は
、
そ
れ
が
生
住
滅
の
一
揃
い
が
刹
那
に
あ
っ
て
滅

し
て
し
ま
う
か
ら
、
そ
の
直
後
に
は
い
わ
ば
別
の
生
住
滅
が
あ
り
、
ま
た
さ
ら

に
異
な
る
生
住
滅
が
っ
づ
く
、
と
流
れ
て
行
く
。
こ
こ
に
別
や
異
な
る
な
ど
と

い
う
な
か
に
、
上
掲
の
②
が
浮
上
す
る
。

②
運
動
の
主
体
一
運
動
す
る
も
の
一

　
大
森
も
、
大
森
が
し
ば
し
ば
引
用
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ま

で
の
運
動
－
時
間
論
者
の
す
べ
て
に
、
な
ぜ
か
欠
落
し
て
い
る
の
は
、
最
も
日

常
的
な
常
識
に
し
た
が
っ
て
表
現
す
れ
ば
、
運
動
に
は
運
動
の
主
体
が
あ
る
、

運
動
す
る
ポ
σ
が
運
動
す
る
と
い
う
当
た
り
ま
え
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

去
来
に
も
生
佳
滅
に
も
も
ち
ろ
ん
共
通
す
る
。

　
運
動
は
、
一
カ
ン
ト
に
即
し
て
い
え
ば
感
性
的
。
。
①
易
旨
g
で
あ
ろ
う
と
可
想

的
ぎ
2
曾
冨
一
で
あ
ろ
う
と
一
一
現
実
に
一
経
験
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
運
動
の
主

体
一
運
動
す
る
も
の
）
を
有
す
る
。
以
下
に
は
そ
れ
を
た
ん
に
「
モ
ノ
」
と
呼
ぶ
。

　
モ
ノ
、
例
え
ば
ア
キ
レ
ス
が
、
亀
、
空
気
、
電
磁
波
、
映
像
が
、
運
動
す
る
。
モ
ノ

一
精
確
に
は
つ
ぎ
の
4
に
論
述
す
る
一
は
或
い
は
点
で
も
数
で
も
よ
く
、
ま
た

笑
い
や
怒
り
で
も
同
じ
。
一
大
森
の
口
癖
に
な
ら
っ
て
「
簡
単
に
い
え
ば
」
一
モ

ノ
の
時
間
的
進
行
が
運
動
で
あ
る
、
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　
上
掲
の
例
の
な
か
で
モ
ノ
が
ア
キ
レ
ス
と
亀
な
ら
ば
、
常
識
は
微
笑
し
つ
つ

答
え
る
。
走
る
平
面
は
二
次
元
で
あ
ろ
う
が
、
右
の
両
者
は
三
次
元
に
属
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ン
ナ
ー

ア
キ
レ
ス
に
も
亀
に
も
足
が
あ
る
。
疾
風
の
ご
と
き
走
者
の
ア
キ
レ
ス
神
も
、

そ
の
名
の
つ
い
た
腱
が
知
ら
れ
る
以
上
、
長
さ
は
不
詳
な
が
ら
、
往
時
の
壷
の

絵
に
窺
わ
れ
る
二
本
の
足
を
も
つ
。
そ
の
歩
幅
が
亀
の
そ
れ
を
は
る
か
に
凌
ぐ

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
先
に
ス
タ
ー
ト
し
た
亀
を
ア
キ
レ
ス
は
必
ず
跨
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
イ
ス

過
ぎ
る
。
三
次
元
の
立
体
の
モ
ノ
で
あ
る
両
者
を
並
べ
て
お
き
、
両
者
の
競
争

を
何
故
に
二
次
元
の
平
面
に
の
み
敢
え
て
隈
定
す
る
の
か
、
な
い
し
は
両
者
の

平
面
は
高
さ
が
違
う
の
に
、
と
ふ
つ
う
の
常
識
は
疑
問
視
し
、
そ
ん
な
競
争
を

無
視
し
去
る
。

　
ど
う
し
て
も
平
面
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
、
上
掲
の
モ
ノ
の
例
に
あ
げ
た
映
像

が
当
て
ら
れ
よ
う
。
平
ら
な
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
モ
ノ
の
運
動
が
見
え
る
。

　
元
来
、
そ
の
モ
ノ
は
フ
ィ
ル
ム
の
各
コ
マ
に
別
々
に
独
立
し
て
収
ま
り
不

動
、
そ
れ
ら
を
綴
り
合
わ
せ
た
フ
ィ
ル
ム
を
流
す
と
、
各
コ
マ
の
モ
ノ
た
ち

は
、
い
わ
ば
刹
那
に
生
住
滅
し
、
且
つ
そ
れ
が
連
動
す
る
、
こ
う
し
て
モ
ノ
の

運
動
の
画
像
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
例
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
映
写
機
」
の
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
か
リ
ん

を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
古
代
イ
ン
ド
仏
教
に
は
「
旋
火
輪
」
（
急
§
四
ζ
悶
点
の



火
が
廻
転
し
て
輪
の
面
を
映
す
一
が
た
び
た
び
言
及
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
は
仏
教
の
説
く
よ
う
に
す
べ
て
幻
影
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
車
が

路
面
を
走
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
も
説
明
を
求
め
れ
ば
、
ま
え
の
映
像
の
例
と

変
わ
ら
な
い
。
動
力
の
点
滅
に
よ
る
車
軸
の
回
転
が
、
車
輸
の
各
面
を
占
め
る

凸
の
モ
ノ
や
凹
の
モ
ノ
の
生
住
滅
を
導
き
促
し
、
そ
れ
が
路
面
の
凹
凸
と
噛
み

合
っ
て
連
動
す
る
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
車
は
前
後
に
動
き
速
度
を
変
え
る
。
付

言
す
る
ま
で
も
な
く
そ
の
間
に
時
間
は
進
行
し
て
い
る
。

　
以
上
は
去
来
と
生
住
滅
と
が
組
ん
で
重
な
る
運
動
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
し
た

が
っ
て
、
運
動
は
連
続
と
非
連
続
と
が
交
錯
す
る
こ
と
に
な
り
、
運
動
は
連
続

し
つ
つ
非
連
続
で
あ
り
、
同
時
に
断
絶
し
て
非
連
続
で
あ
り
つ
つ
連
続
す
る
、

そ
し
て
そ
れ
が
運
動
の
一
少
な
く
と
も
経
験
さ
れ
得
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
一

現
実
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
3
の
一
般
論
に
つ
づ
い
て
、
こ
こ
に
は
仏
教
学
に
も
と
づ
く
補
足
を

記
す
。
便
宜
上
、
テ
i
マ
ご
と
に
＊
を
も
っ
て
区
切
る
。

　
　
　
　
＊

　
運
動
を
去
来
と
生
住
滅
と
に
二
分
す
る
と
い
う
考
え
に
よ
り
な
が
ら
、
本
稿

を
企
て
、
そ
の
骨
格
や
内
容
を
組
み
立
て
、
字
を
列
ね
て
文
に
綴
り
、
書
き
散

ら
し
や
下
書
が
何
種
も
重
複
し
、
そ
の
清
書
に
入
り
、
数
回
書
き
改
め
、
さ
ら

に
修
訂
を
加
え
て
い
る
あ
い
だ
に
よ
う
や
く
、
こ
の
運
動
二
分
説
が
本
来
わ
た

し
の
べ
ー
ス
で
あ
る
イ
ン
ド
仏
教
に
、
し
か
も
専
門
と
す
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
一
龍
樹
一
の
『
中
論
』
に
も
あ
る
一
『
中
論
』
に
あ
っ
た
一
と
気
づ
い
た
。

　
ま
さ
に
大
森
の
い
う
「
想
起
」
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
問
に
半
年
近
い
月
日
が

過
ぎ
た
。
こ
の
想
起
の
プ
ー
ル
は
、
わ
た
し
の
記
憶
と
い
う
よ
り
は
、
仏
教
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
う
し
き

唯
識
説
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
一
蔵
識
一
と
す
る
ほ
う
が
は
る
か
に
的
を
射
て
い
る
。

『
申
論
』
の
冒
頭
に
は
ど
の
テ
ク
ス
ト
に
も
「
八
不
」
の
名
で
知
ら
れ
る
偶
類

一
詩
一
が
あ
り
、
八
種
の
否
定
を
告
げ
る
。
そ
の
第
一
句
は
「
不
生
亦
不

滅
」
、
そ
し
て
第
四
句
は
「
不
来
亦
不
出
」
を
説
き
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の

語
順
も
「
不
滅
不
生
…
：
・
不
来
不
去
」
と
変
わ
ら
な
い
。

　
ま
た
『
中
論
』
全
二
十
七
章
の
第
；
早
は
「
生
」
を
、
第
二
章
は
「
去
」
を

め
ぐ巡

っ
て
、
そ
れ
ら
に
ま
つ
わ
り
つ
く
い
わ
ゆ
る
実
体
観
の
否
定
を
、
す
な
わ
ち

「
不
生
」
「
不
去
」
を
徹
底
し
て
論
証
す
る
。

　
た
だ
し
『
中
論
』
が
、
そ
し
て
ナ
i
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
そ
の
他
の
著
書
が
、

「
運
動
を
去
来
と
生
一
住
一
滅
と
に
二
分
」
と
解
す
る
叙
述
は
、
い
ま
の
わ
た

し
に
は
思
い
浮
か
ば
な
い
。

　
　
　
　
＊

　
「
刹
那
滅
」
に
つ
い
て
は
、
平
川
彰
「
有
刹
那
と
刹
那
滅
」
一
初
出
一
九
六

八
年
一
と
い
う
卓
抜
な
論
文
が
あ
り
、
イ
ン
ド
仏
教
の
諸
部
派
の
多
く
の
論
書

を
、
と
く
に
『
倶
舎
論
』
を
資
料
と
し
て
、
各
部
派
の
「
刹
那
」
説
を
綿
密
詳

細
に
解
明
す
る
。
　
「
平
川
彰
著
作
集
第
2
巻
」
の
『
原
始
仏
教
と
ア
ビ
ダ
ル
マ

仏
教
』
二
九
九
一
年
、
春
秋
杜
刊
一
に
転
載
。

　
な
お
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
映
写
機
」
説
は
か
つ
て
拙
稿
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
仏

教
に
つ
い
て
」
　
一
拙
著
『
東
と
西
の
思
想
　
比
較
思
想
論
集
2
』
二
九
八
二

年
、
春
秋
社
に
転
載
一
に
論
じ
た
。

　
　
　
　
＊

　
「
モ
ノ
」
と
い
う
符
号
め
い
た
語
を
用
い
、
「
経
験
す
る
（
さ
れ
る
一
」
を

繰
り
返
し
強
調
し
た
の
は
、
仏
教
の
い
う
「
有
為
」
を
つ
ね
に
念
頭
に
置
い
た



か
ら
で
あ
る
。
「
う
い
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
タ
の
漢
訳
で
、
邦
訳
は
「
つ
く
ら
れ

た
ポ
σ
・
こ
ど
」
。
こ
の
「
ポ
ゆ
」
は
名
詞
を
主
と
す
る
体
言
を
、
　
「
こ
ど
」

は
動
詞
を
主
と
す
る
用
言
を
代
表
す
る
が
、
両
者
の
識
別
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は

な
く
、
間
隔
も
狭
い
の
で
、
敢
え
て
「
モ
ノ
」
に
統
一
し
た
。

　
「
モ
ノ
」
の
例
に
あ
げ
た
ア
キ
レ
ス
、
亀
、
空
気
、
電
磁
波
、
車
は
「
も

ゆ
」
で
あ
り
、
笑
い
や
怒
り
は
「
こ
ど
」
に
属
し
、
ま
た
映
像
や
点
や
数
は

「
も
の
」
に
も
「
こ
と
」
に
も
通
ず
る
。

　
動
詞
の
ク
リ
一
つ
く
る
、
す
る
一
が
接
頭
辞
の
サ
ン
を
冠
し
、
過
去
受
動
分

詞
形
を
と
っ
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
タ
（
パ
ー
リ
語
は
サ
ン
カ
タ
一
と
な
る
。

　
こ
の
語
の
否
定
は
、
否
定
辞
の
ア
を
伴
い
、
漢
訳
は
「
無
為
」
、
「
つ
く
ら
れ

た
の
で
は
な
い
ポ
ル
・
こ
ど
」
を
あ
ら
わ
す
。

　
有
為
と
無
為
と
の
区
分
に
は
、
カ
ン
ト
に
独
白
の
ト
ラ
ン
ス
ツ
ェ
ン
デ
ン

タ
ァ
ル
の
語
を
借
用
す
る
と
、
判
り
や
す
い
。
こ
の
ド
イ
ツ
語
は
、
か
つ
て
は
．

「
先
験
的
」
と
、
い
ま
は
「
超
越
論
的
」
と
邦
訳
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
経
験
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
・
ブ
リ
オ
リ

先
だ
っ
て
そ
の
根
底
に
横
た
わ
り
、
先
天
的
で
あ
り
、
必
然
性
が
あ
り
、
し
か

も
直
観
さ
れ
る
、
と
い
う
あ
り
か
た
を
示
す
形
容
詞
で
あ
っ
て
、
感
性
に
関
し

て
は
空
間
が
そ
し
て
時
間
が
、
ま
た
悟
性
に
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
カ
ン
ト
に

よ
っ
て
的
確
に
論
証
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
語
は
そ
の
全
哲
学
を
一
貫
す
る
。

　
こ
の
ト
ラ
ン
ス
ツ
ェ
ン
デ
ン
タ
ァ
ル
の
領
域
と
平
行
し
て
、
仏
教
の
説
く
無

為
が
あ
る
。
無
為
法
は
三
種
、
そ
れ
を
現
代
風
に
い
え
ば
、
①
絶
対
空
間

　
こ
く
・
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
は
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
．
　
　
　
■
　
．

一
虚
空
一
、
②
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
一
浬
薬
一
、
③
不
生
の
も
の
二
」
と
と
さ
れ
る
。

一
「
法
」
は
つ
づ
い
て
述
べ
る
）
。

　
な
お
こ
の
無
為
法
は
一
カ
ン
ト
に
比
較
し
て
一
時
間
と
い
う
契
機
を
欠
き
、

区
分
さ
え
も
内
含
し
て
い
な
い
こ
と
が
注
冒
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
＊

　
有
為
は
経
験
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
二
」
と
の
す
べ
て
、
そ
し
て
そ
の
各
々

の
個
で
あ
り
、
一
こ
の
「
個
」
は
上
述
し
た
大
森
の
「
固
有
の
」
と
つ
な
が

る
一
そ
の
現
実
態
は
バ
ー
ヴ
ァ
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
名
詞
一
が
ふ
さ

わ
し
い
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
バ
ー
ヴ
ァ
の
語
は
「
有
」
と
訳
さ
れ
る

が
、
し
ば
し
ば
「
性
」
「
体
」
と
も
、
と
き
に
「
法
」
の
訳
も
あ
る
。

　
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
バ
ー
ヴ
ァ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
バ
ー
ヴ
ァ
た
ら
し
め
て

い
る
の
は
、
ダ
ル
マ
で
あ
り
、
ダ
ル
マ
こ
そ
が
「
法
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、

ま
さ
し
く
有
為
法
が
万
般
の
有
為
を
現
出
さ
ぜ
て
い
る
、
と
諾
部
派
の
論
書
は

ダ
ル
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
ル
マ

「
法
」
論
に
専
念
す
る
。
こ
の
法
は
数
が
隈
ら
れ
、
『
倶
舎
論
』
の
説
く
「
七

十
五
法
」
が
広
く
知
ら
れ
、
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』
一
東
京
書
籍
刊
、
五

八
四
ぺ
ー
ジ
一
は
そ
の
一
覧
表
を
掲
げ
る
。

　
そ
こ
で
は
有
為
法
の
計
七
十
二
の
う
ち
、
心
の
法
が
一
、
心
の
は
た
ら
き
の

法
は
計
囚
十
六
も
立
て
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
心
理
作
用
の
分
析
と
そ
の
グ
ル
ー
プ

化
お
よ
び
総
合
が
完
結
し
て
、
全
体
系
は
密
度
の
濃
い
絵
図
を
描
く
。
一
生
住

異
滅
の
四
も
有
為
法
の
一
グ
ル
ー
プ
内
に
収
ま
る
一
。

　
な
お
有
為
と
有
為
法
の
あ
り
よ
う
は
、
ち
ょ
う
ど
現
代
科
学
が
物
質
を
分
子

に
、
さ
ら
に
百
個
余
の
原
子
（
元
素
一
に
分
割
す
る
の
と
似
る
。
こ
の
類
い
の

　
　
　
　
　
　
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
く
み

文
は
、
物
質
一
「
色
」
と
い
う
）
の
法
の
「
極
微
」
説
と
し
て
『
倶
舎
論
』
に

も
見
え
、
そ
れ
以
前
の
イ
ン
ド
哲
学
の
一
派
が
す
で
に
明
示
し
て
い
る
。

　
『
倶
舎
論
』
に
詳
述
さ
れ
る
仏
教
の
都
派
は
、
日
常
の
現
実
に
可
能
な
か
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
ル
マ

り
交
叉
し
て
常
識
的
な
素
朴
実
在
論
の
奥
を
探
索
し
よ
う
と
、
法
の
分
析
を
貫

徹
す
る
が
、
同
時
に
仏
教
論
書
と
し
て
、
さ
と
り
、
聖
な
る
智
、
禅
定
を
論
じ

尽
く
し
、
さ
ら
に
邪
見
の
破
砕
に
も
功
名
を
馳
せ
る
。



　
　
　
　
＊

　
有
為
一
の
バ
ー
ヴ
ァ
一
に
生
住
滅
の
三
種
一
の
ち
に
生
住
異
滅
の
四
種
一
の

あ
り
か
た
一
「
相
」
と
い
う
一
を
設
定
す
る
の
は
、
仏
教
が
い
わ
ば
運
動
（
動

く
一
を
基
本
と
す
る
故
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
刹
那
」
（
豚
岩
戸
写
増
φ
の

音
写
一
と
押
え
た
の
は
、
「
無
常
」
と
い
う
そ
の
根
原
の
基
盤
に
も
と
づ
く
。

　
本
稿
の
最
初
に
記
し
た
よ
う
に
、
大
森
を
は
じ
め
と
す
る
諸
学
者
は
、
時
間

論
の
展
開
に
必
ず
「
時
間
の
空
聞
化
」
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
に
賛
成
・
同
調

し
た
り
、
反
対
・
否
定
し
た
り
す
る
。
そ
れ
は
空
間
が
万
人
に
開
か
れ
て
お

り
、
明
白
で
あ
ろ
う
か
ら
採
用
し
た
、
と
わ
た
し
は
推
定
す
る
。

　
お
そ
ら
く
自
分
の
在
る
場
、
見
え
る
形
、
占
め
る
大
き
さ
な
ど
か
ら
、
ト
ラ

ン
ス
ツ
ェ
ン
デ
ン
タ
ァ
ル
の
ま
ず
最
初
に
、
空
間
が
設
定
さ
れ
、
一
次
元
・
二

次
元
・
三
次
元
の
世
界
が
こ
こ
に
ひ
ろ
が
つ
て
い
る
。

　
そ
の
莫
た
る
空
間
を
切
り
刻
み
凹
凸
を
つ
け
た
う
え
で
、
運
動
を
加
え
る
、

そ
れ
と
同
時
に
時
間
が
始
ま
り
、
割
れ
た
空
間
を
区
分
す
る
微
細
な
線
は
時
間

の
刹
那
と
な
る
。
す
で
に
空
間
に
関
し
て
使
用
済
み
の
「
さ
き
、
ま
え
、
な

か
、
あ
い
だ
、
へ
だ
た
り
、
ひ
ろ
が
り
、
あ
と
、
う
し
ろ
」
や
「
…
か
ら
…
ま

で
」
の
語
を
、
時
間
に
も
転
用
す
る
。
違
や
別
を
、
異
を
介
し
て
変
や
化
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ぴ
き

さ
ら
に
去
や
生
や
滅
に
換
え
る
。
や
が
て
は
因
果
律
の
輻
が
出
没
す
る
。

　
仏
教
は
こ
う
し
て
お
こ
り
、
と
と
の
え
て
、
空
間
を
時
間
化
す
る
。

　
そ
の
さ
い
、
な
お
そ
れ
を
包
み
こ
む
ト
ラ
ン
ス
ツ
ェ
ン
デ
ン
タ
ァ
ル
な
絶
対

空
間
一
虚
空
一
は
無
為
に
残
し
た
ま
ま
、
区
分
さ
れ
た
一
経
験
界
の
）
空
間
を

満
た
す
有
為
は
時
間
と
表
裏
し
一
体
化
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
っ
ぎ
の
よ
う
に
も
換
言
さ
れ
る
。

　
臼
本
（
や
申
国
）
で
は
時
空
と
称
し
て
時
を
先
行
さ
せ
る
が
、
西
洋
で
は
わ

た
し
の
知
る
か
ぎ
り
空
間
が
さ
き
、
時
間
が
あ
と
に
論
議
に
登
る
。
ま
た
無
為

の
ト
ッ
プ
を
虚
空
が
占
め
る
。
そ
れ
ら
に
呼
応
し
て
、
こ
こ
に
ま
ず
空
間
を
置

き
そ
れ
か
ら
時
間
を
考
え
る
。
そ
こ
で
万
人
に
通
じ
や
す
い
従
来
の
「
時
間
の

空
間
化
」
に
対
し
て
、
こ
こ
に
（
仏
教
の
「
無
常
」
に
な
ら
い
一
　
「
空
間
の
時

間
化
」
を
提
唱
す
れ
ば
、
必
ず
推
進
す
る
「
運
動
」
が
間
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

そ
れ
は
、
存
在
を
運
動
化
す
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
‘
b

　
い
っ
た
ん
始
動
し
て
時
間
に
晒
さ
れ
れ
ば
、
存
在
と
は
、
運
動
を
停
止
さ
せ

た
そ
の
一
局
面
の
み
。
ほ
ん
の
一
刹
那
の
相
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
の
場
面
に
こ

だ
わ
っ
て
止
ま
ろ
う
と
し
、
い
わ
ば
生
住
滅
の
セ
ッ
ト
の
な
か
か
ら
住
だ
け
を

む
り
に
抽
象
し
て
も
、
架
空
の
そ
ら
ご
と
に
す
ぎ
な
い
。

　
そ
れ
に
は
、
と
り
あ
え
ず
、
「
お
や
す
み
、
休
憩
」
一
休
息
も
必
要
か
一
と
慰

め
の
弁
を
呈
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
＊

　
も
の
・
こ
と
、
す
な
わ
ち
モ
ノ
の
運
動
は
、
人
に
お
い
て
は
行
動
・
行
為
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ル
マ

お
こ
な
い
で
あ
り
、
そ
の
総
体
を
仏
教
は
「
業
」
と
称
す
る
。
カ
ル
マ
の
語
は

動
詞
の
ク
リ
に
由
来
し
上
掲
の
有
為
（
サ
ン
ス
ク
リ
タ
一
と
も
運
な
る
。

　
カ
ル
マ
は
翻
訳
し
が
た
く
、
欧
米
で
は
原
語
の
ま
ま
用
い
る
。
ど
う
し
て

も
、
と
ド
イ
ツ
語
に
探
し
て
廻
れ
ば
、
「
タ
ー
ト
（
弓
繁
お
こ
な
い
）
」
の
語
が

少
な
く
と
も
カ
ル
マ
の
一
部
を
担
う
。
わ
た
し
に
は
「
タ
ー
ト
」
の
語
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ノ
ロ
ー
グ

ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
あ
の
独
白
を
想
起
さ
せ
る
。

　
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
一
部
は
、
か
な
り
長
い
「
夜
」
「
門
の
ま
え
」
の
あ
と

　
に
「
書
斎
」
が
一
一
七
八
行
か
ら
始
ま
る
。
書
斎
に
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
ひ
と

　
り
。
俳
個
と
独
白
、
聖
書
を
開
く
、
〈
は
じ
め
に
「
こ
と
ば
」
が
あ
つ
た
〉

　
　
っ
か
　
　
つ
ま
ず

　
に
問
え
蹟
く
。
「
こ
と
ば
」
（
奏
量
）
の
訳
語
を
「
こ
こ
ろ
」
（
C
。
帥
墨
）
に
、



　
さ
ら
に
「
力
」
一
琴
曇
一
に
換
え
る
。
な
お
不
満
。
よ
う
や
く
「
お
こ
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
く

（
夢
巳
の
語
を
思
い
つ
い
て
安
ら
ぐ
。
プ
ー
デ
ル
（
彪
犬
一
に
霧
に
怒
鳴
り
、

　
あ
と
メ
フ
ィ
ス
ト
ォ
フ
ェ
レ
ス
が
登
場
す
る
。
そ
の
誘
い
に
乗
り
、
賭
け
、

　
二
人
は
俗
世
間
に
出
て
、
芝
居
が
進
行
し
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
恋
人
グ
レ
ー
ト

　
ヒ
ェ
ン
の
悲
劇
で
閉
じ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
タ
ー
ト
」
が
開
き
、
導

　
き
、
終
わ
る
、
と
評
さ
れ
よ
う
。

　
カ
ル
マ
一
業
一
の
語
の
長
大
で
複
綜
し
た
思
想
史
は
こ
こ
に
は
余
白
が
な
い
。

　
　
　
　
　
＊

　
さ
き
に
バ
i
ヴ
ァ
一
募
岬
毒
一
の
語
を
記
し
た
。
そ
の
語
根
の
ブ
7
i
一
竪
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
が

と
い
う
動
詞
は
、
「
あ
る
」
と
「
な
る
」
と
の
両
義
に
跨
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
て
ん

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
西
洋
古
代
哲
学
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
万
物
流
転

一
パ
ン
タ
・
レ
イ
一
の
変
化
を
軸
と
す
る
運
動
論
が
、
エ
レ
ア
学
派
の
パ
ル
メ

ニ
デ
ス
の
存
在
論
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
よ
っ
て
弱
ま
り
消
え
る
、
と
哲
学
史
家

は
説
く
。
そ
れ
に
対
し
て
イ
ン
ド
に
は
、
仏
教
が
運
動
を
根
拠
に
掘
え
て
貫
き

通
し
た
こ
と
は
、
上
述
の
と
お
り
。
そ
れ
ら
を
括
っ
て
、
以
下
の
乱
暴
で
粗
雑

な
口
上
で
結
ぼ
う
。

　
ト
ラ
ン
ス
ツ
ェ
ン
デ
ン
タ
ァ
ル
な
無
為
の
絶
対
空
間
一
虚
空
一
か
ら
、
カ
ル

マ
一
業
、
お
こ
な
い
一
が
有
為
の
バ
i
ヴ
ァ
一
も
の
二
」
と
一
を
私
的
空
間
と
し
て

切
り
離
す
。
そ
こ
に
は
す
で
に
運
動
が
は
た
ら
き
、
時
間
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
わ
た
く
し

カ
ル
マ
は
、
私
と
い
う
経
験
さ
れ
る
或
る
バ
ー
ヴ
ァ
を
生
住
滅
さ
せ
る
。
す
る

と
、
い
ま
や
私
の
カ
ル
マ
は
そ
の
生
住
滅
を
廻
転
さ
せ
て
諸
相
を
演
出
し
、
み

ず
か
ら
に
そ
れ
ら
圭
畢
け
つ
つ
カ
ル
マ
に
励
む
。
継
起
し
断
絶
し
、
連
続
と
非

連
続
と
が
交
錯
す
る
刹
那
の
運
動
が
、
私
の
カ
ル
マ
と
し
て
バ
i
ヴ
ァ
と
し
て

展
開
す
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
そ
の
よ
う
な
運
動
が
現
世
の
俗
と
聖
な
る
彼
岸

と
を
切
断
し
ま
た
接
合
さ
せ
る
、
と
仏
教
は
説
い
た
。

　
な
お
カ
ル
マ
と
バ
ー
ヴ
ァ
と
の
二
者
の
対
応
に
「
縁
」
が
説
か
れ
る
が
、

「
縁
」
一
そ
れ
は
「
空
」
に
い
た
る
一
に
つ
い
て
は
本
稿
は
及
び
得
な
い
。

註

　
大
森
「
時
間
論
」
批
判
と
私
見
「
運
動
論
」
と
に
終
始
し
た
が
、
つ
ぎ
の
文

庫
本
へ
の
短
評
も
わ
た
し
の
走
り
書
き
に
は
あ
っ
た
。

　
今
西
錦
司
『
進
化
と
は
な
に
か
』
講
談
社
学
術
文
庫

　
石
川
文
康
『
カ
ン
ト
入
門
』
ち
く
ま
新
書

　
長
谷
川
宏
『
新
し
い
へ
ー
ゲ
ル
』
講
談
杜
現
代
新
書

　
本
川
達
雄
『
時
間
　
生
物
の
視
点
と
ヒ
ト
の
生
き
方
』
N
H
K
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

　
吉
田
孝
『
日
本
の
誕
生
』
岩
波
新
書

　
田
中
克
彦
『
名
前
と
人
間
』
岩
波
新
書

註

　
欧
文
題
目
は
右
の
4
に
も
と
づ
い
て
、
巾
ぎ
；
a
N
落
。
。
と
し
、
長
期
問
わ
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
山
■
さ

か
ら
離
れ
な
い
声
箒
己
潟
σ
・
員
、
、
寄
ぎ
昌
Q
N
艮
。
，
に
卿
か
応
え
た
。
た
だ
し

以
上
の
私
見
は
、
仏
教
の
創
始
以
来
封
じ
ら
れ
て
い
る
「
無
記
」
に
違
反
す
る

一
邪
見
（
身
省
一
と
の
白
責
も
残
る
。
　
（
一
九
九
七
．
十
一
．
八
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
さ
い
ぐ
さ
・
み
つ
よ
し
　
筑
波
大
学
名
誉
教
授
一


