
諾
商
品
集
成
の
感
性
的
直
観
一
そ
の
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

「
資
本
論
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
」

の
第
三
章
と
し
て

梯

明
　
　
　
秀

一
、
脚
註
第
一
の
論
理
的
意
味
、
　
二
、
河
上
博
士
の
解
説
の
批
判
－
（
以
上
第
二
巻
第
一
号
）
、

三
、
諾
商
晶
集
成
の
感
性
的
直
観
－
（
本
号
）
、
　
四
、
重
商
主
義
に
１
抽
け
る
貨
幣
の
直
接
性
－

（
以
下
後
号
）
、
　
五
、
古
典
学
派
に
．
お
け
る
労
働
の
媒
介
性
、
　
六
、
僑
性
的
範
酵
と
し
て
の
要

素
的
商
品
、
　
七
、
端
緒
的
商
晶
に
■
拍
け
る
媒
介
性
、
　
八
、
資
本
の
縞
果
と
し
て
の
現
実
的
商
晶

と
実
践
的
直
観
の
立
場
。

１

疎
外
的
実
存
と
し
て
の
物

　
資
本
論
Ｈ
頭
文
節
の
第
一
句
を
二
段
に
分
ち
、
第
一
段
Ｏ
、
　
「
資
本
制
的
生
産
様
式
が
支
配
的
に
行
は
れ
る
諾
杜
会
の
富
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

つ
の
老
大
な
諾
商
品
の
集
成
と
し
て
現
れ
る
」
と
い
う
命
題
に
お
け
る
「
現
れ
る
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
な
直
観
的
意
識
に

現
象
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
段
の
、
「
個
六
の
商
品
は
、
か
か
る
富
の
要
素
的
形
態
と
し
て
現
れ
る
」
と
い
う
命
題
の
「
現
れ
る
」

は
、
エ
レ
メ
ン
ト
な
る
抽
象
的
思
惟
規
定
が
、
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
的
意
識
に
さ
し
あ
た
り
先
ず
現
象
す
る
と
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
同
じ
く
「
現
れ
る
」
と
言
表
さ
れ
て
あ
っ
て
も
、
第
一
段
の
命
題
と
第
二
段
の
命
題
と
は
、
ン
、
れ
ぞ
れ
の
主
語
と
な
っ
て
い

る
対
象
が
、
現
象
す
る
が
ま
ま
に
受
け
容
れ
る
場
所
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
意
識
形
態
を
異
に
す
る
と
い
う
点
で
、
相
互
に
区
別
さ

　
　
諾
商
晶
集
成
の
感
性
的
直
観
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
（
五
二
三
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
（
五
二
四
）

れ
ね
ば
な
ら
凌
い
。
こ
れ
が
、
第
二
章
ま
で
の
論
述
に
よ
っ
て
導
い
て
き
た
わ
た
し
の
主
張
内
容
、
て
あ
っ
た
。
ン
、
こ
で
次
に
、
区
別

さ
れ
た
両
命
題
の
統
一
的
把
握
を
目
指
す
本
稿
の
最
後
の
目
的
か
ら
し
て
も
、
当
然
な
が
ら
両
命
題
の
意
味
す
る
ン
、
れ
ジ
、
れ
○
立
場

に
試
み
に
徹
底
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
帰
結
さ
れ
る
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
章
に
お
い
て
は
、
順

序
に
し
た
が
っ
て
第
一
命
題
の
吟
味
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
命
題
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
何
で
あ
り
、
何
を
要
請

し
て
い
る
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
し
か
し
、
こ
○
命
題
白
体
が
果
し
て
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
か
否
か
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。

１
、
本
節
は
本
誌
第
二
巻
第
一
号
に
．
掲
載
し
た
「
賓
本
論
冒
頭
文
節
の
体
系
的
意
味
」
の
第
一
、
　
二
章
　
　
従
前
の
「
節
」
を
「
章
」
に
・
改
め
、

　
　
「
分
節
」
を
「
節
」
と
す
る
　
　
に
１
続
く
も
の
て
あ
る
が
、
本
章
だ
け
で
な
く
今
後
と
も
、
独
立
の
諭
文
と
ま
で
は
行
か
な
い
に
ー
し
て
も
、
各

　
　
章
ご
と
に
切
り
離
し
て
読
ん
で
も
理
解
し
う
る
よ
う
に
努
め
た
Ｌ
、
努
め
る
予
足
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
号
に
．
お
け
る
標
題
も
、
本
章
の

　
　
標
題
を
も
っ
て
代
え
、
総
標
題
は
副
題
と
し
て
お
い
た
。
な
お
総
標
題
の
も
と
に
お
け
る
企
労
作
が
何
を
目
的
と
し
て
如
何
に
・
艦
過
Ｌ
て
ゆ
く

　
　
か
を
明
示
し
、
部
分
的
な
各
節
の
み
に
．
よ
る
誤
解
を
遮
け
て
お
く
た
め
、
各
章
の
標
題
を
鵜
げ
て
お
く
が
、
章
数
、
標
題
に
．
若
千
の
変
更
は
あ

　
　
リ
う
る
こ
と
で
あ
る
、
ま
た
本
論
稿
の
完
緕
を
早
め
る
た
め
、
切
り
離
す
可
能
性
の
あ
る
章
は
、
こ
れ
を
他
誌
に
．
発
表
す
る
こ
と
も
考
え
て
い

　
　
る
。
な
お
本
論
稿
が
窮
秘
に
．
何
を
意
図
し
て
い
る
か
は
、
各
章
の
標
題
か
ら
或
る
程
度
の
搾
察
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
明
記
す
れ
ば
、
拙
著

　
　
『
資
本
諭
の
学
閑
的
椎
造
』
第
一
諭
丈
第
五
節
「
黄
本
諭
に
１
拍
け
る
哲
学
と
科
学
と
の
一
致
」
の
所
諭
を
、
口
頭
文
節
の
角
度
か
ら
見
た
か
ぎ

　
　
リ
の
内
容
と
し
て
、
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
未
発
表
の
脊
章
を
挾
渕
す
る
必
要
あ
る
ば
あ
い
は
、
右
の
個
所
の
検
討
に
．
お

　
　
い
て
批
判
さ
れ
て
も
、
誤
解
に
導
く
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

２
、
第
一
拍
よ
ぴ
第
二
章
に
お
い
て
、
巴
５
；
潟
一
一
９
５
考
買
昌
・
・
ｐ
昌
旨
一
；
び
ｑ
の
訳
語
を
、
諾
甫
吊
「
集
積
」
と
し
て
き
た
が
、
本
章
の
第
五
な
い

　
　
し
六
節
の
諭
理
的
分
析
に
．
も
と
づ
い
て
、
以
後
、
河
上
博
士
に
よ
る
訳
語
と
し
て
の
「
集
大
戊
」
に
１
し
た
が
い
「
集
成
」
と
し
て
変
更
す
る
こ

　
　
と
に
し
た
、
す
な
わ
ち
、
ノ
！
、
冒
ｇ
誉
旨
冒
一
…
胴
は
、
感
性
的
に
１
直
観
さ
れ
る
と
し
て
、
も
、
単
に
知
悦
の
対
玖
と
し
て
の
集
積
さ
れ
た
諾
商
品
で

　
　
な
く
、
構
想
力
に
．
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
う
る
一
っ
の
企
体
と
し
て
の
形
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
、
こ
の
版
語
に
・
添
う
て
い
え
ぱ
、



単
に
≧
。
・
竃
旨
罵
邑
一
ユ
目
ぴ
ｑ
¢
一
－
さ
れ
て
限
前
に
存
在
す
る
（
ざ
呂
…
一
邑
片
鶉
で
は
な
く
、
昌
９
篶
旨
（
ぎ
ミ
昌
き
、
色
邑
胴
竃
と
い
う
わ
れ
わ
れ
（
り

綜
合
力
を
前
提
し
た
全
体
表
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
、
、
訳
語
の
変
更
に
あ
た
っ
て
そ
の
汽
、
一
内
を
簡
典
に
予
告
す
る
次
第
で
あ
る
、

　
初
め
に
文
章
上
の
構
造
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
動
詞
「
現
れ
る
」
を
修
飾
し
て
い
ろ
「
一
つ
Ｏ
尤
大
な
諾
商
品
○
集
成
と
し
て
」

の
伎
置
を
変
え
、
主
語
、
「
資
本
制
生
産
様
式
が
支
配
的
に
行
は
れ
る
諾
杜
会
○
富
」
、
略
し
て
「
資
本
家
的
富
」
あ
る
い
は
単
に
「
資

本
」
の
修
飾
語
と
し
て
も
、
文
法
的
に
詐
さ
れ
る
こ
と
改
め
て
断
る
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
　
「
一
つ
の
老
大
な
諾
商
品
の
集
成
」

と
は
、
諾
商
品
の
集
積
が
一
つ
の
全
体
性
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
一
個
の
全
体
と
し
て
の
諾
商
品
集
成
」
が
羊
、
の

ま
ま
「
資
本
あ
る
い
は
資
本
家
的
富
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
修
飾
語
を
主
語
と
し
て
も
文
章
上
の
意
味
に
も
何
ら

変
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
動
詞
「
現
れ
る
」
は
前
述
の
と
お
り
「
わ
れ
わ
れ
の
直
鶴
に
感
性
的
に
現
れ
る
」
の
意
味
で

あ
る
の
で
、
以
下
、
論
理
的
分
析
の
た
め
に
第
一
段
の
命
題
を
次
の
ご
と
き
文
章
と
し
て
、
分
析
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
「
諾
商
品
の
集
成
と
し
て
の
資
本
家
的
富
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
直
観
に
与
え
ら
れ
る
。
」
　
　
あ
る
い
は

　
　
　
「
資
本
家
的
富
す
な
わ
ち
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
諾
商
品
集
成
は
、
感
性
的
に
直
観
さ
れ
る
。
」

　
す
な
わ
ち
、
感
性
的
に
直
観
さ
れ
る
対
象
が
、
資
本
家
的
富
で
あ
り
諾
商
品
集
成
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
個
六
の
商
品
で
も
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
直
観
に
与
え
ら
れ
知
覚
さ
れ
る
も
の
は
、
外
的
な
知
党
対
象
と
し
て
感
性
的

な
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
個
六
の
商
品
は
、
し
た
が
っ
て
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
諾
商
品
集
成
も
、
ま
た
資
本
家

的
富
あ
る
い
は
資
木
も
、
い
ず
れ
も
感
性
的
な
知
覚
対
象
と
し
て
、
す
な
わ
ち
物
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
ｏ
意
議
に
直
接
的
に
与
え
ら

れ
る
か
に
思
は
れ
る
一
こ
こ
に
既
に
問
題
が
あ
る
ｏ
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
マ
ル
ク
ス
も
、
冒
頭
文
節
に
続
く
第
二
文
節
を
、

　
　
　
「
商
品
は
、
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
諾
属
性
に
よ
っ
て
人
間
の
な
ん
ら
か
の
種
類
の
欲
望
を
み
た
す
と
こ
ろ
の
、
一
つ
の
外
界

　
　
諾
商
品
集
成
の
感
性
的
直
槻
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
（
五
二
五
）



・
、
　
　
　
、
」
　
・
　
　
　
　
　
－
　
，
　
　
　
　
　
一
　
　
二
　
：
　
　
　
　
、
　
　
！
・
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
」

　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
五
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
（
五
二
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
）

　
の
対
象
　
　
一
つ
の
物
¢
ぎ
皇
畠
　
　
　
で
あ
る
。
」

　
と
い
う
一
句
で
初
め
た
わ
け
で
あ
り
、
さ
ら
に
第
三
巻
第
五
篇
第
二
十
四
章
「
利
子
生
み
資
本
の
形
態
に
お
け
る
資
本
関
係
の
外

面
性
」
の
第
二
文
節
に
お
い
て
も
、
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
資
本
が
利
子
の
、
資
本
自
身
の
増
殖
の
、
神
秘
的
で
自
已
創
造
的
な
源
泉
と
し
て
現
象
す
る
。
物
Ｈ
）
｝
暴
（
貨
幣
、
商
品
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
価
値
）
が
今
や
単
な
る
物
と
し
て
既
に
資
本
で
あ
っ
て
、
資
本
は
単
な
る
物
と
し
て
現
象
す
る
。
冒
一
。
。
穴
毫
ぎ
一
¢
、
。
。
。
訂
一
巳
け
隼
庁

　
一
）
Ｈ
畠
ｇ
。
鶉
Ｈ
）
一
暴
．
」

　
商
品
あ
る
い
は
資
本
を
、
マ
ル
ク
ス
が
物
と
し
て
最
初
に
先
ず
規
定
し
た
の
は
、
単
に
そ
れ
が
本
章
に
お
い
て
わ
た
し
が
主
と
し

て
問
題
に
す
る
よ
う
な
意
味
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
資
本
論
全
巻
を
貫
く
方
法
論
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
商
品
、

あ
る
い
は
諾
商
品
の
全
体
と
し
て
の
資
本
が
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
と
人
間
と
び
社
会
関
係
を
い
み
す
る
は
ず
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら

の
外
面
性
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
物
と
物
と
の
関
係
と
し
て
し
か
現
れ
え
な
い
、
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
人
間
労
働
の
資
本
主

義
的
白
已
疎
外
の
思
想
が
、
そ
こ
に
底
ふ
か
く
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
事
柄
の
ゆ
え
に
物
神
崇
拝
の
錯
覚
を
、
資
本
家
社
会
に
住
ん

で
い
る
わ
れ
わ
れ
に
、
商
晶
あ
る
い
は
資
本
に
た
い
し
て
抱
か
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
こ
の
錯
覚
を
与
え
る
現

象
の
背
後
に
、
わ
れ
わ
れ
が
真
実
の
本
質
的
関
係
を
分
析
し
だ
す
と
い
う
○
が
、
資
本
論
に
お
け
る
科
学
的
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
し
て
も
、
商
品
、
貨
幣
、
あ
る
い
は
資
木
の
物
神
的
性
格
は
、
ン
、
○
論
理
構
造
と
し
て
は
、
ン
、
れ
ら
の
疎
外
に
お
け
る
彫
態
が
感

性
的
に
知
覚
ぎ
れ
る
物
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
錯
覚
を
与
え
る
現
象
と
し
て
の
仮
象
が
、
感
性
的
対
象
と

し
て
わ
牝
わ
れ
○
外
に
実
存
し
て
い
る
物
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
重
大
な
意
味
を
も
つ
○
で
あ
る
か
ら
、
資
木
論
の
方
法
論
を
把
握

す
る
た
め
に
も
、
商
品
あ
る
い
は
資
本
が
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
直
観
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
徹
底
的
理
解
は
、
単
に
認
識



論
的
な
問
題
と
し
て
軽
祝
す
べ
き
事
柄
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
３
、
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
、
第
一
巻
二
長
谷
部
訳
（
青
木
版
）
第
一
冊
、
　
一
二
二
頁
、

　
４
、
同
右
、
第
三
巻
、
長
谷
部
訳
（
巨
評
版
）
第
十
冊
、
一
〇
九
頁
、
、

　
さ
て
、
感
性
的
に
直
観
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
、
此
処
に
起
っ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
今
、
此
処
に
無
い
物
を
わ
れ
わ
れ
は
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
眼
の
前
に
有
る
物
が
わ
れ
わ
れ
に
見
ら
れ
、
見
ら
れ
て
意
識
内
容
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
考

え
る
。
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
経
験
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
単
に
眼
を
閉
じ
て
臆
測
す
る
だ
け
で

は
現
実
の
経
験
に
は
な
ら
な
い
。
思
准
と
直
観
と
は
、
経
験
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
要
素
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
二
つ
の
契
機
で
あ
る
が
、

経
験
が
現
実
的
で
あ
る
た
め
の
契
機
は
、
最
初
に
は
、
直
観
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
思
惟
が
な
く
て
は
経
験
が
成
り
た
た

な
い
か
ぎ
り
、
思
惟
も
媒
介
的
に
は
、
そ
の
現
実
性
の
た
め
の
契
機
で
あ
る
に
相
違
は
な
い
が
、
思
惟
だ
け
を
切
り
は
な
せ
ば
、
今
、

此
処
を
超
越
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
直
観
と
差
別
さ
れ
非
現
実
的
な
も
の
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
章
に
お
い
て
現

実
性
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
物
が
今
、
此
処
で
わ
れ
カ
れ
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
対
象
と
わ
れ
わ
れ
の
意
識
と
が
現
在
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
）

こ
の
場
所
で
相
い
接
触
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
を
意
味
せ
し
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
具
体
的
な
現
実
性
の
直
接
的

外
面
性
を
問
題
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
対
象
と
意
識
と
の
直
接
し
て
い
る
事
柄
が
感
性
的
直
観
。
り
一
旨
白
・
訂

＞
屋
｝
書
冒
頃
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
感
性
的
直
観
は
か
か
る
現
実
性
と
い
う
こ
と
を
本
質
的
規
定
と
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
ン
、
し
て
、
か
か
る
現
実
性
の
ゆ
え
に
、
対
象
が
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
受
け
容
れ
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の

に
な
る
、
す
な
わ
ち
表
象
と
い
う
意
識
内
容
に
な
る
、
か
く
し
て
、
と
に
か
く
対
象
は
、
そ
れ
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
否
と
に
か
か

わ
ら
ず
、
感
性
的
直
観
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
与
え
ら
れ
、
対
象
も
意
識
も
現
実
的
な
も
の
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
対
象
が
わ

　
　
諾
商
品
集
成
の
感
性
的
直
観
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
（
五
二
七
）



－
、
入
、
杉
　
，
一
∴
一
＼
？
、
，
，
ダ
。
篶
ん
、
二
ざ
．
、
、
一
々
圭
・
、
、
∴
ジ
、
・
、
一
、
、
．
・
、
・
言
壬
小
、
、
、
、
、
一
．
、
、
．
、
、
、
．
、
、
、
、
、
∴
、
、
、
，
戸
，
　
．
、
、
、
、
、
〃
、
，
一
，
、
中
一
二
申
、
　
－
二
，
、
捗
、
、
、

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
（
五
二
八
）

れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
需
需
一
）
竃
と
か
、
受
け
容
れ
ら
れ
る
；
釘
彗
；
；
冒
ｇ
と
か
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
対
象
が
わ
れ
わ

れ
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
○
旦
双
初
の
直
接
的
な
意
識
形
態
。
て
あ
っ
て
、
感
性
的
直
観
○
こ
と
を
意
味
せ
ね
ば
な
ら
な
い
一
ン
、
し
て
ま

た
、
直
観
が
外
に
あ
る
対
象
を
内
へ
受
け
容
れ
る
○
は
、
感
性
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
対
象
に
〃
／
こ
い
し
て
感
性
的
１

で
あ
る
こ
と
コ
Ｑ
一
…
ま
ユ
己
・
幸
は
、
直
観
○
所
与
性
、
・
多
？
売
争
ｇ
さ
あ
・
つ
い
は
受
容
性
一
ざ
８
言
ｉ
葦
と
い
う
こ
と
と
も
同
一
で

あ
る
。

５
、

へ
－
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
　
「
現
実
性
と
は
、
本
質
と
実
存
と
の
統
一
、
あ
る
い
は
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
と
の
続
一
が
、
直
接
的
な
統
一
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る
、
…
…
現
実
的
な
も
の
は
、
直
凄
的
な
外
約
実
存
の
う
ち
に
あ
る
か
ぎ
リ
に
お
い
て
の
み
、
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
」
と

説
か
れ
て
い
る
（
へ
－
ゲ
ル
『
小
論
理
学
』
一
四
二
節
（
松
村
一
人
訳
岩
波
文
庫
版
、
八
一
頁
）
、
、
す
な
わ
ち
外
的
直
接
性
に
１
お
け
．
る
本
質
と

実
存
と
の
統
一
が
現
実
で
あ
る
が
、
対
象
と
意
識
と
の
対
立
関
係
に
こ
の
へ
－
ゲ
ル
の
規
定
を
も
っ
て
く
れ
ば
、
こ
の
外
面
性
が
わ
れ
わ
れ
の

意
識
に
直
接
灼
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
そ
れ
は
、
感
性
灼
で
あ
る
こ
と
を
本
賃
的
規
定
と
し
て
硯
れ
て
く
る
、
こ
の
点
、
カ
ン
ト
の
現
実
性

の
規
定
の
方
が
明
瞭
で
あ
る
、
、
カ
ン
ト
は
「
原
則
の
分
析
諭
」
に
お
い
て
「
経
炊
灼
思
惟
一
般
の
要
請
」
と
し
て
、
　
「
一
、
経
験
の
形
式
的
制

約
（
荷
観
拍
よ
び
概
念
に
関
す
る
）
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
可
龍
で
あ
る
。
二
、
経
験
の
質
料
的
糊
約
（
感
党
）
と
関
連
す
る
と
こ
ろ

の
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
、
三
、
現
実
的
な
る
も
の
と
の
関
連
が
経
験
の
一
般
灼
制
約
に
し
た
が
っ
て
限
足
さ
れ
て
い
る
も
の
は
必
然
的
で
あ

る
」
（
｝
、
純
粋
理
性
批
判
』
天
野
貞
祐
氏
訳
杵
波
文
庫
版
、
二
八
一
頁
）
と
し
て
い
る
。
し
か
Ｌ
、
可
稽
灼
な
る
本
質
が
現
実
的
な
る
現
象
に
．
常

に
不
離
な
関
係
に
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
事
擦
を
常
に
必
然
的
な
も
の
と
見
る
と
こ
ろ
に
、
へ
ー
ゲ
ル
の
立
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
い
み
で
へ
ー
ゲ
ル
の
「
現
実
性
は
、
外
孤
仕
の
う
ち
で
ｎ
分
向
身
に
反
劣
し
て
お
り
、
そ
の
定
有
は
〔
分
白
身
の
顕
挑
で
あ
っ
て
、
他
の

も
の
の
そ
征
で
は
一
、
は
い
」
　
（
前
掲
、
阿
、
）
と
い
う
一
一
、
Ｈ
茱
に
江
一
．
＾
せ
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
Ｌ
木
章
に
お
け
る
現
実
性
は
、
そ
の
外
価
灼
血
接

惟
を
特
に
重
要
－
概
す
る
の
で
あ
る
か
∴
、
、
次
の
へ
ー
グ
ル
の
、
一
．
↓
某
は
念
蚊
に
お
い
一
、
お
く
こ
と
は
理
桝
を
汰
め
る
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
、
、
１
－
．
．

「
市
一
に
直
接
的
な
も
の
の
形
式
と
し
て
、
有
わ
・
一
よ
び
吹
存
が
あ
ら
わ
れ
た
申
、
有
は
、
　
一
被
に
艇
反
－
育
の
直
禁
態
で
あ
リ
、
他
肯
へ
の
移
行
で
あ
る
、
一



実
存
は
・
有
と
反
省
と
め
直
接
的
統
一
、
し
た
が
っ
て
現
象
で
あ
っ
て
、
根
拠
か
ら
串
て
根
拠
へ
帰
る
。
現
実
的
な
も
の
は
、
こ
の
統
一
の
定

立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
・
自
己
と
同
一
と
な
っ
た
相
関
で
あ
る
」
、
、
－
－
－
－
－
す
だ
、
わ
ち
、
同
じ
く
直
接
性
の
形
式
で
あ
つ
て
、
自
己
兵
省
に
・
お
け

る
相
互
関
連
を
内
容
に
１
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
ー
、
現
実
性
の
形
式
の
最
も
具
体
的
で
あ
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
、

　
と
こ
ろ
で
・
当
面
の
間
題
と
し
て
は
、
Ｈ
資
本
家
的
冨
が
、
す
な
わ
ち
一
個
の
全
体
と
し
て
の
諾
商
品
集
成
が
、
物
的
対
象
と
し

て
・
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
直
観
に
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
果
し
て
可
能
で
あ
る
か
何
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
が
・
こ
の
問
題
が
単
に
・
か
か
る
物
的
対
象
が
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
所
与
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
可
能
性
の
問
題
に
す
ぎ
な
い

も
の
な
ら
ば
・
そ
の
感
性
的
直
概
の
現
実
性
を
反
省
す
れ
ば
何
ら
の
諭
証
の
い
ら
な
い
自
明
の
事
柄
、
て
あ
る
か
に
見
え
る
。
す
な
わ

ち
・
わ
れ
わ
れ
は
現
実
に
こ
の
資
本
家
杜
会
に
わ
れ
わ
れ
各
白
の
生
活
を
現
在
い
と
な
ん
で
お
り
、
こ
の
資
本
家
的
な
杜
会
環
境
に

あ
っ
て
何
ら
か
の
経
済
的
活
動
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
目
常
の
生
活
を
今
、
此
処
に
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
実
の
体
験
に
は
何
ら
の
凝
い
の
い
れ
よ
う
は
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
日
常
の
経
済
生
活
に
お
い
て
、
こ
れ
が
関
連
し

て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
杜
会
と
し
て
の
杜
会
環
境
を
意
識
の
対
象
と
し
て
念
頭
に
浮
べ
て
い
る
し
、
こ
の
現
在
の

現
実
の
資
本
家
杜
会
に
お
い
て
富
が
、
白
分
た
ち
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
は
ず
の
富
が
、
自
分
た
ち
の
手
許
に
は
無
く
て
他

入
の
詐
に
蓄
え
ら
れ
て
有
る
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
杜
会
の
大
多
数
の
人
々
が
直
接
に
休
験
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
白
分

た
ち
の
生
活
環
境
と
し
て
今
、
此
処
に
現
実
に
存
在
す
る
こ
の
杜
会
が
、
「
淡
木
制
的
生
産
様
式
が
支
配
的
に
行
わ
れ
て
い
る
杜
会
」

で
あ
る
か
何
う
か
を
科
学
的
認
識
を
つ
う
じ
て
理
解
し
て
い
ろ
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
木
家
的
常
が
彼
処
に
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
き
、

貧
困
は
此
処
の
わ
れ
わ
れ
の
仲
間
の
う
ち
に
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
色
六
な
規
象
で
経
験
し
て
き
て
い
る
。
し
か
も
、

こ
の
資
本
家
的
富
に
つ
い
て
の
こ
○
よ
う
な
径
験
内
存
は
、
商
島
の
諾
現
象
を
つ
う
じ
て
誰
し
も
体
験
し
て
い
る
事
柄
、
て
あ
ろ
う
。

　
　
｛
霧
品
集
成
の
感
性
的
葛
一
そ
二
一
一
梯
一
　
　
　
　
１
１
　
　
・
　
七
一
五
二
寸
∴



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
，
　
．

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
五
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
（
五
三
〇
）

た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
欲
望
を
み
た
そ
う
と
思
え
ば
、
　
「
貨
幣
を
持
っ
て
　
　
河
上
博
士
の
い
う
ご
と
く
　
　
デ
パ
ー

ト
に
行
け
ば
、
有
用
性
を
も
っ
た
、
の
が
何
で
も
手
に
入
る
」
。
こ
れ
ら
の
有
用
物
は
貨
幣
と
交
換
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
す
な

わ
ち
商
品
と
し
て
、
一
つ
一
つ
違
っ
た
価
格
が
つ
い
て
い
る
、
何
ら
か
の
有
用
物
を
商
品
と
し
て
購
入
す
る
だ
け
の
貨
幣
を
手
詐
に

わ
れ
わ
れ
が
所
持
し
て
い
な
い
１
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
を
俸
給
な
り
賃
銀
と
し
て
先
ず
手
に
入
れ
る
こ

と
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
要
す
る
に
、
大
衆
の
欲
望
を
満
足
さ
す
べ
き
杜
会
的
な
一
切
の
有
用
物
は
、
商
品
と
し
て
、
貨
幣
を
媒
介
に

し
な
い
で
は
大
衆
に
接
近
し
て
い
な
い
も
の
、
か
か
る
誇
商
品
の
集
積
と
し
て
の
富
は
、
大
衆
に
は
疎
遠
な
も
の
、
大
衆
に
と
っ
て

疎
外
さ
れ
た
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
し
も
各
自
の
体
験
で
熟
知
し
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
第
一
段
の
命
題
の

意
味
す
る
内
容
は
、
現
実
的
に
自
明
の
事
柄
と
し
て
、
改
め
て
一
〆
、
の
可
能
性
如
何
を
問
う
が
ご
と
き
は
、
不
必
要
に
し
て
ナ
ン
セ
ン

ス
な
問
題
提
起
で
あ
る
か
に
も
見
え
よ
う
。

　
し
か
も
事
実
に
お
い
て
、
か
か
る
胃
常
の
現
実
的
な
体
験
を
基
礎
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
各
自
の
人
生
観
を
直
接
的
に
自
覚
し
、

杜
会
的
環
境
に
対
処
す
る
行
動
１
あ
る
い
は
実
践
の
原
理
と
し
て
、
、
そ
れ
を
心
に
秘
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
よ
う
な
常
識
の
世
界
を
超
え
、
こ
の
環
境
と
し
て
の
資
本
家
的
社
会
の
科
学
的
分
析
を
媒
介
に
し
て
、
大
衆
各
自
の
主
観
的
人
生

観
を
客
観
的
な
世
界
観
に
転
化
せ
し
め
、
こ
の
世
界
観
に
よ
る
実
践
に
よ
っ
て
杜
会
環
境
を
変
革
せ
し
め
ん
と
し
た
の
が
、
マ
ル
ク

ス
の
実
践
的
の
み
な
ら
ず
理
論
的
な
立
場
で
あ
り
、
資
本
論
の
学
問
的
な
本
来
の
意
味
で
も
あ
っ
た
、
資
本
家
杜
会
の
対
象
的
分
析

を
経
済
学
に
求
め
た
と
こ
ろ
に
、
資
本
論
の
経
済
的
科
学
で
あ
る
研
以
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
の
世
界
観
の
叙

述
と
し
て
は
、
資
本
論
は
同
時
に
、
哲
学
を
直
接
的
な
も
Ｏ
と
し
て
叙
述
体
系
の
底
に
秘
め
て
い
る
ご
と
き
学
問
的
構
造
に
あ
る
と

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
ン
、
し
て
、
資
本
論
全
三
巻
を
つ
う
じ
て
の
か
か
る
体
系
的
叙
述
を
、
一
貫
す
る
方
法
論
が
、
冒
題
文
節
に



書
か
れ
て
あ
る
ご
と
く
商
品
の
分
析
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
節
に
お
い
て
特
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
端
緒

的
商
品
が
感
性
的
な
物
と
し
て
現
れ
る
、
と
い
う
一
般
的
規
定
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
論
述
を
出
発
せ
し
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
に
こ
そ
既
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
世
界
観
、
す
な
わ
ち
、
賃
労
働
者
の
資
本
主
義
的
自

己
疎
外
と
い
う
哲
学
的
思
想
の
、
最
初
の
露
頭
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
疎
外
の
彫
態
が
、
そ
の
外
面

性
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
商
品
と
い
う
感
性
的
な
物
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
対
立
す
る
が
ゆ
え
に
、
同
時
に
科
学
的
分
析
の
対
象
に
な
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６

っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
学
的
体
系
に
お
い
て
、
冒
頭
文
節
が
如
何
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
を
、
分
析
せ
ん
と
す

る
本
稿
の
意
図
の
出
発
点
と
し
て
、
今
そ
の
第
一
句
の
第
一
段
の
命
題
を
吟
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
資
本
家
的
富
の

感
性
的
直
観
と
し
て
の
現
実
的
資
本
の
こ
の
外
面
的
直
接
性
の
問
題
に
か
か
わ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
も
、
資
本
論
全
三
巻
に
わ
た
る

体
系
的
叙
述
を
予
じ
め
展
望
し
て
お
く
こ
と
は
、
こ
の
外
面
的
直
接
性
の
契
機
の
理
解
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
当
面
の
命
題
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
何
で
あ
る
か
推
察
す
る
た
め
に
、
特
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

５
、
　
「
も
し
も
事
物
の
斑
琢
形
態
と
そ
の
本
質
と
が
直
接
に
一
致
」
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
拍
よ
そ
科
学
は
余
計
な
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
マ

　
　
ル
ク
ス
の
有
名
な
言
葉
の
ご
と
く
に
１
、
す
な
わ
ち
、
貨
本
制
杜
会
に
拍
け
る
本
来
的
人
間
の
自
己
疎
外
の
事
実
、
杜
会
的
現
象
の
物
神
的
性
格

　
　
こ
そ
が
マ
ル
ク
ス
の
科
学
的
関
心
、
特
に
１
経
済
学
へ
の
専
心
を
、
誘
起
し
刺
戟
Ｌ
結
実
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
認
識
を
、
資
本

　
論
第
一
巻
の
第
一
、
第
二
の
両
節
に
１
お
け
る
外
的
反
省
の
立
場
に
１
よ
る
下
向
的
分
析
の
叙
述
を
読
む
と
き
に
．
、
読
者
が
忘
れ
な
い
な
ら
ば
、
資

　
本
論
の
第
一
節
に
１
拍
い
て
さ
え
既
に
１
哲
学
と
科
学
と
が
統
一
さ
れ
て
あ
り
、
そ
の
統
一
の
仕
方
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
自
覚
さ
れ
る

　
　
の
に
困
薙
を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
な
拍
右
の
有
名
な
言
葉
が
、
第
三
巻
第
七
篇
第
四
十
八
章
で
、
　
「
三
位
一
体
的
範
式
」
の
仮
象
を
打
ち
破
る
た
め
に
１
発
言
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
は
、
疎
外
の
形
態
と
し
て
物
的
現
象
を
把
握
す
る
と
き
の
体
系
的
関
連
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
次
節
に
．
拍
い
て
読
者
は

　
諾
商
晶
集
成
の
感
性
的
直
狽
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
（
五
三
一
）

●
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立
命
館
経
済
掌
（
第
二
巻
・
第
五
号
）
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
（
五
三
二
）

　
　
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

６
、
本
稿
第
二
章
（
本
誌
第
二
巻
第
一
号
）
の
註
…
に
お
い
て
、
．
「
冒
頭
丈
節
の
論
理
的
意
味
を
分
析
す
る
と
い
う
水
準
に
１
、
目
本
の
経
済
学
界
が

　
　
進
ん
で
い
な
い
現
状
を
一
つ
の
不
思
議
な
こ
と
」
と
し
て
き
た
が
、
た
ま
／
＼
遊
部
久
蔵
氏
の
『
価
値
と
価
格
』
を
手
に
し
て
、
そ
の
第
一
篇

　
　
第
二
章
が
「
資
本
講
跨
頭
の
商
晶
に
．
っ
い
て
」
と
い
う
標
題
で
あ
り
、
一
読
し
て
右
の
註
０
Ｄ
の
わ
た
し
の
感
想
が
危
憂
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

　
　
た
。
端
緒
的
商
品
の
現
在
の
も
の
か
過
去
の
も
の
か
の
諭
争
に
．
つ
い
て
、
わ
た
し
は
そ
れ
が
戦
前
に
１
あ
っ
た
記
憶
が
あ
り
、
戦
後
の
そ
れ
に
１
つ

　
　
い
て
は
未
読
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
が
事
実
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
遊
部
氏
の
労
作
を
逸
す
る
非
礼
に
１
な
っ
た
わ
け
で
、
こ
こ
に
．
、
第
二
章
第

　
　
一
節
の
謹
ｏ
じ
の
補
足
の
い
み
で
、
氏
の
所
説
を
批
判
し
て
抽
き
た
い
。
拙
稿
「
現
実
的
な
学
と
し
て
の
資
本
論
」
が
「
思
想
」
誌
上
に
．
嘗
て
発

　
　
表
さ
れ
た
さ
い
、
遊
部
氏
は
、
い
ち
は
や
く
、
わ
た
し
に
．
は
思
ひ
が
け
な
く
、
紹
介
灼
批
判
の
筆
を
と
ら
れ
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
後
わ
た
し

　
　
は
未
だ
に
．
反
批
判
を
す
る
機
会
を
作
ら
ず
に
．
今
日
に
き
て
い
る
、
一
こ
れ
は
二
重
の
非
礼
で
あ
る
、
し
か
し
以
下
の
諭
述
は
、
こ
の
後
の
い
み
の

　
　
返
答
の
も
の
で
な
い
。

　
　
　
氏
は
先
づ
「
端
緒
と
し
て
の
商
晶
が
先
資
本
制
商
晶
か
資
本
制
商
晶
か
と
い
う
論
争
が
既
に
．
行
れ
た
が
、
そ
し
て
或
る
論
者
の
ご
と
き
は
、

　
　
も
は
や
今
巨
で
は
か
か
る
詮
索
は
あ
ま
刀
意
義
が
な
い
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
久
留
間
鮫
造
氏
、
　
「
評
論
」
二
二
年
二
月
号
）
が
、
私
見

　
　
は
、
む
し
ろ
、
か
か
る
端
緒
の
問
題
を
等
閑
に
附
し
て
「
寮
本
論
」
の
理
解
は
柳
か
ぺ
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
総
じ
て
か
か
る

　
　
方
法
論
灼
閑
趣
の
等
閑
視
こ
そ
、
今
町
空
で
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
を
山
解
せ
し
め
て
き
た
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
、
、
こ
の
方
法
講
的
意
識
に
、

　
　
そ
し
て
、
そ
の
確
固
た
る
信
念
に
．
、
わ
た
し
は
日
蝋
、
未
検
討
な
が
ら
敬
仰
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
Ｃ

　
　
　
端
緒
的
商
品
の
論
理
的
意
昧
を
分
析
す
る
に
１
あ
た
っ
て
氏
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
大
諭
理
４
の
序
論
の
理
解
か
ら
始
め
る
。
マ
ル
ク
ス
自
身
が
貰

　
　
本
論
の
体
系
化
の
構
想
に
お
い
で
、
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
序
諭
を
念
頭
に
１
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
遊
部
氏
の
こ
の
歩
み
方
は
オ
ー
ソ
ド
ツ
ク

　
　
ス
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
氏
が
へ
ー
ゲ
ル
の
始
元
諭
の
弁
証
法
を
埋
解
し
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
”
端
絡

　
　
的
商
品
に
た
い
す
る
皿
解
も
正
し
か
っ
－
．
」
し
、
し
か
も
一
｝
の
始
．
兀
と
い
う
肯
昧
か
ら
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
い
る
、
す
∴
わ
ち
、
瑞
緒

　
　
灼
商
品
を
直
楼
性
と
媒
介
性
と
の
統
一
と
い
う
論
理
帷
造
で
把
掃
す
る
だ
け
で
た
く
、
へ
ー
ゲ
ル
の
慨
念
の
円
班
述
動
の
止
拷
と
し
て
の
汽
本

　
　
論
の
体
系
性
に
も
関
わ
り
弓
る
と
二
ろ
ま
で
進
ん
で
い
る
、



　
先
ず
第
一
に
１
、
　
「
本
来
、
下
向
と
上
向
と
の
二
重
の
道
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。
上
向
が
唯
一
の
遣
で
あ
る
。
上
向
し
て
ゆ
く
こ
と
の
う
ち
に

下
向
が
実
は
合
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
正
し
い
言
葉
を
見
い
出
す
（
五
四
頁
）
。
　
こ
れ
は
へ
－
ゲ
ル
の
次
の
言
葉
を
理
解
し
得
て
い

た
か
ぎ
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
学
間
に
と
っ
て
根
本
的
な
事
柄
は
、
純
粋
直
接
的
存
在
が
そ
の
始
元
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
よ
り
は
、
む

し
ろ
単
全
体
が
自
己
に
１
戻
る
円
環
運
動
を
形
成
し
、
こ
の
運
動
に
．
お
い
て
は
、
最
初
の
も
の
は
最
後
の
も
の
、
哀
後
の
も
の
は
最
初
の
も
の
で

あ
る
・
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
・
こ
の
「
最
初
の
も
の
か
ら
最
後
の
も
の
へ
」
の
「
前
進
と
は
、
根
拠
す
な
わ
ち
根
源
的
に
し
て
真
な
る
ポ
の

へ
の
復
帰
で
あ
っ
て
、
出
発
点
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
根
拠
に
．
依
存
し
、
実
際
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
に
他

な
ら
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
最
後
の
も
の
と
し
て
の
根
拠
か
ら
直
接
的
な
最
初
の
も
の
へ
と
は
、
真
・

実
の
主
体
の
自
覚
の
過
程
で
あ
り
、
こ
の
主
体
へ
の
直
接
的
な
も
の
の
接
近
が
、
す
な
わ
ち
、
基
礎
づ
け
の
過
程
が
前
進
で
あ
る
（
三
五
頁
）
。

こ
れ
は
、
へ
－
ゲ
ル
の
『
論
運
学
』
を
構
成
す
る
体
系
的
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
が
し
か
し
、
そ
れ
は
『
精
神
現
象
学
』
の
体
系
的
構
戊

の
論
理
と
直
ち
に
１
同
一
で
な
い
。
遊
部
氏
は
へ
－
ゲ
ル
の
前
進
却
復
席
の
思
想
を
へ
ー
ゲ
ル
そ
の
ま
ま
『
論
理
学
』
の
視
角
か
ら
の
み
理
解
Ｌ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
資
本
論
は
『
諭
理
学
』
と
『
精
神
現
象
学
』
と
牢
的
性
格
の
差
典
を
認
め
た
う
え
で
の
両
者
の
統
一
に
成
立
し
た
体
系

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
　
『
論
理
学
』
の
み
か
ら
の
貨
本
論
理
解
が
一
面
性
に
１
と
ど
ま
る
こ
と
は
明
か
で
あ
っ
て
、
遊
部
氏
は
こ
の
一
酉
性
に
・
満

足
し
て
い
る
の
を
見
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
媒
介
性
と
直
接
性
と
の
同
時
的
存
在
性
を
始
原
と
終
枢
と
の
始
原
に
．
お
け
る
相
亙
依
存
性
」
と
し
て

の
み
把
握
し
、
Ｌ
た
が
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
の
も
の
の
現
れ
と
し
て
の
み
へ
－
ゲ
ル
の
「
前
進
却
復
帰
」
の
思
想
を
班
解
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
、

こ
れ
を
へ
ー
ゲ
ル
を
超
え
て
分
析
的
に
１
理
解
す
る
こ
と
を
氏
は
試
み
て
さ
え
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
引
用
を
省
く
が
、
前
掲
同
氏
著
三
七
頁

の
第
一
パ
ラ
ク
ラ
フ
の
文
章
で
明
か
で
あ
み
う
。
　
　
そ
れ
に
し
て
も
、
　
『
精
神
塊
象
、
子
』
の
背
景
的
諭
理
が
『
諭
理
労
』
で
あ
る
か
ぎ
リ
、

『
論
狸
４
』
は
貨
本
諭
の
本
貨
灼
契
機
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
大
蒲
班
学
』
　
「
序
論
」
に
．
お
け
る
次
の
青
葉
に
・
お
い
て
、
　
、

「
哲
学
に
。
抽
い
て
．
は
」
　
の
句
を
　
「
貰
本
諭
に
抽
い
て
は
」
　
と
す
れ
ば
、
　
そ
の
交
ま
マ
ル
ク
ス
主
義
灼
に
正
し
い
こ
と
か
ら
解
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
資
本
講
に
．
お
い
て
は
（
へ
－
ゲ
ル
で
は
、
哲
学
に
拍
い
て
は
、
）
、
前
逃
は
寧
ろ
か
え
っ
て
後
退
あ
る
い
は
基
礎
づ
け
と
な
る
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
基
礎
づ
づ
け
を
終
ろ
こ
と
に
．
よ
つ
て
、
先
に
則
溌
点
と
さ
れ
た
も
の
が
革
な
る
任
意
的
存
在
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
際
に
・
は
真
理

は
あ
る
い
は
最
初
の
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
に
さ
れ
る
」
、
－
Ｉ
Ｉ
す
な
わ
ち
、
端
緒
的
商
晶
は
真
理
と
し
て
の
資
本
の
直
接
性
で
あ
リ
、

誇
商
品
集
成
の
感
性
的
直
観
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
（
五
三
三
）



立
－
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
（
五
三
四
）

こ
の
抽
象
的
な
直
接
的
商
晶
の
止
揚
に
．
媒
介
的
な
具
体
性
の
あ
る
資
本
が
あ
る
つ
そ
Ｌ
て
、
遊
部
氏
の
資
本
論
の
体
系
性
の
理
解
も
、
こ
の
か

ぎ
リ
の
も
の
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
一
面
的
に
１
は
正
当
で
あ
る
が
、
抽
象
性
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
、
こ
の
こ
と
の
批
判
は
、

氏
の
第
二
の
正
し
い
斎
想
の
批
判
に
．
拍
い
て
関
連
的
に
．
明
ら
か
と
な
ろ
う
Ｃ

　
遊
部
氏
が
資
本
論
の
体
系
性
を
深
く
理
解
せ
ん
と
し
て
い
る
第
二
の
証
佐
は
、
右
の
へ
－
ゲ
ル
『
論
理
学
』
か
ら
の
資
本
論
に
た
い
す
る
適

用
的
理
解
か
ら
演
緯
さ
れ
て
い
る
、
、
そ
れ
は
、
　
「
資
本
制
生
産
の
閏
発
点
と
し
て
の
商
品
と
資
本
制
生
産
の
結
果
と
し
て
の
商
晶
と
の
一
致
」

の
済
想
で
あ
リ
、
　
「
も
ち
ろ
ん
、
か
か
る
一
致
は
資
本
制
杜
会
に
１
拍
い
て
の
み
行
は
れ
る
」
と
し
た
氏
の
勝
れ
光
洞
察
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
一
致
の
主
張
は
マ
ル
ク
ス
の
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
．
遺
稿
「
資
本
の
生
産
物
と
し
て
の
商
晶
」
は
、
資
本
論
に
お
い
て
へ
－
ゲ
ル

の
思
惟
の
円
環
運
動
が
上
向
下
向
の
方
法
と
し
て
如
何
に
．
批
判
的
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
か
を
、
マ
ル
ク
ス
自
身
に
．
よ
っ
て
明
示
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
超
感
性
的
な
主
体
と
し
て
の
純
粋
概
念
の
円
環
的
自
已
運
動
の
論
理
が
、
感
性
的
に
．
現
実
的
な
主
体
と
し
て
の
資
本
の
円
環
的
自
已
運

動
に
．
如
何
に
し
て
適
用
し
う
る
か
、
と
い
う
必
ず
Ｌ
も
容
易
で
な
い
間
題
を
、
遊
部
氏
が
如
何
に
１
解
決
し
た
か
は
、
全
く
不
明
で
あ
る
と
い
う

ぽ
か
は
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
氏
の
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
資
本
論
理
解
も
、
そ
の
深
い
理
解
を
志
し
な
が
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
の
外
的
適
用
に
■
拍
け

る
偶
然
的
一
致
と
い
う
外
見
を
払
拭
し
え
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
の
着
想
で
は
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
白
身
の
遺
稿
の
論
理
の
明
快
さ
に
導
か

れ
て
、
氏
は
次
の
ご
と
き
極
め
て
正
し
い
主
張
を
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
　
　
　
「
な
る
ほ
ど
商
晶
は
、
商
晶
生
産
お
よ
び
流
通
は
、

先
資
本
制
杜
会
に
．
も
存
し
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
商
品
は
資
本
の
歴
史
的
前
提
で
あ
リ
、
こ
こ
に
．
商
晶
か
ら
資
本
へ
と
進
む
上
向
法
に
お

け
る
歴
史
的
な
る
も
の
と
論
理
的
な
る
も
の
と
の
並
行
な
い
し
一
致
が
、
た
だ
ち
に
見
い
だ
さ
れ
て
も
宜
さ
そ
う
に
思
は
れ
る
。
だ
が
、
そ
う

で
は
な
い
。
資
本
論
壁
頭
の
商
品
、
始
原
と
し
て
の
商
晶
は
、
決
し
て
、
こ
の
よ
う
な
商
晶
　
　
歴
史
的
単
純
商
品
　
　
で
は
あ
リ
え
な
い
、

け
だ
し
遺
稿
に
－
述
べ
ら
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
商
品
は
、
そ
れ
が
く
生
産
物
の
一
般
的
要
素
的
形
態
で
あ
る
か
ぎ
リ
Ｖ
　
　
し
か
リ
〈
冨
の
要
素

的
形
態
（
冒
頭
の
一
句
）
Ｖ
と
」
て
の
商
口
帥
が
、
　
い
ま
間
題
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
　
　
く
本
質
上
、
資
本
主
義
狛
生
産
過
程
の
生
産
物
拍
よ
び

緒
果
と
し
て
現
わ
れ
る
Ｖ
か
ら
」
、
「
か
く
の
ご
と
き
く
特
に
明
確
な
歴
史
的
性
質
Ｖ
を
得
る
商
品
こ
そ
、
わ
れ
／
＼
に
１
と
っ
て
の
始
原
と
し
て

の
商
品
で
あ
る
Ｃ
わ
れ
わ
れ
が
経
済
４
の
研
究
対
象
と
し
て
近
代
ブ
ル
ヂ
ョ
ァ
社
会
に
対
向
す
ポ
か
ぎ
リ
・
遺
稿
に
言
は
れ
て
い
る
よ
う
に
１
・

〈
資
本
の
不
断
の
要
素
的
前
提
（
存
在
条
件
）
と
し
て
現
は
れ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
資
本
主
義
的
生
産
過
種
の
直
接
的
結
果
と
し
て
現
わ



れ
る
」
商
晶
が
、
わ
れ
わ
れ
に
ー
と
っ
て
研
究
上
の
始
原
た
る
も
の
で
あ
る
」
（
五
五
－
六
頁
）
。
こ
の
遼
部
氏
の
主
張
内
容
は
、
わ
た
し
も
独
立

に
、
同
じ
く
右
の
遺
稿
に
．
導
か
れ
て
、
戦
前
か
ら
抱
い
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
戦
後
に
．
、
そ
の
諭
理
的
把
擾
に
苦
心
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
の

も
の
　
　
そ
の
一
応
の
成
果
が
拙
著
『
資
本
論
に
お
け
る
学
間
的
構
造
』
所
収
「
哲
学
と
杜
会
科
学
」
の
「
資
不
論
に
１
拍
け
る
哲
挙
と
科
掌
と

の
一
致
」
の
一
部
分
と
な
り
て
い
る
　
　
で
あ
リ
、
本
稿
も
ま
た
右
の
一
応
の
成
果
の
基
礎
づ
け
を
窮
極
の
目
標
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

戦
後
に
１
拍
い
て
、
端
緒
的
商
晶
を
先
資
本
制
商
晶
で
あ
る
と
す
る
と
す
る
に
１
し
て
も
、
　
ま
た
資
本
制
商
晶
と
す
る
に
１
し
て
も
、
　
そ
の
諭
述
の

方
法
が
単
に
ー
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
言
葉
を
援
用
す
る
だ
け
の
理
由
づ
け
　
　
へ
－
ゲ
ル
の
排
斥
し
た
レ
ゾ
ン
ヌ
マ
ン
■
、
一
・
。
。
昌
。
冒
。
ま

－
に
１
満
足
す
る
水
準
の
中
に
あ
っ
て
、
遊
部
氏
が
へ
－
ゲ
ル
の
始
元
の
弁
証
法
に
．
ま
で
遡
っ
て
右
の
主
張
を
確
信
し
え
て
い
る
こ
と
は
、
け

だ
し
出
色
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
と
し
て
も
感
激
を
党
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
遺
稿
に
よ
る
遊
部
氏
の
確
信
の
内
容
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
が
マ
ル
ク
ス
の
思
想
内
容
の
一
面

に
１
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
は
マ
ル
ク
ス
の
「
現
実
的
資
本
の
不
断
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
直
接
的
緕
果
で
あ
る
商

晶
」
の
思
想
を
、
前
に
．
指
摘
し
て
拍
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
単
に
１
へ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』
の
体
系
性
か
ら
の
み
把
握
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
「
資
本
論
に
お
け
る
姶
原
と
終
局
と
の
始
原
に
お
け
る
相
互
依
存
性
で
あ
リ
、
こ
こ
に
始
原
に
．
お
け
る
媒
介
性
と
直
接
性
と
の
同
時
存

在
、
円
環
連
動
に
お
け
る
前
進
と
復
帰
と
の
相
即
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
　
（
五
七
頁
）
と
し
て
、
端
緒
的
商
品
の
媒
介
性
と
直
接
性
と

を
、
実
体
的
汽
本
と
そ
の
抽
象
的
直
接
と
の
関
係
と
し
て
の
み
把
握
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
遊
部
氏
の
い
う
「
姶
原
に
拍
け
る
直
接
性
と
媒

介
性
と
の
同
時
存
在
」
な
る
句
に
。
お
け
る
始
元
と
は
、
へ
－
ゲ
ル
『
論
理
学
』
の
始
元
と
し
て
、
　
「
精
神
現
象
学
」
の
始
元
と
し
て
の
「
感
党

的
確
信
」
で
な
く
し
て
、
超
感
性
的
な
純
粋
思
惟
的
な
始
元
で
あ
る
。
要
す
る
に
．
、
具
体
的
な
る
も
の
が
思
惟
に
よ
っ
て
抽
象
さ
れ
た
抽
象
的

直
接
性
で
あ
る
。
か
く
て
氏
自
身
も
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
「
端
緒
が
直
接
的
抽
集
的
存
在
と
い
う
規
定
性
の
う
ち
で
も
つ
一
面
性

は
、
そ
の
具
体
化
の
進
展
を
と
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
、
そ
れ
は
媒
介
さ
れ
た
存
在
と
な
り
、
学
的
進
展
の
線
は

円
と
な
る
、
、
し
た
が
っ
て
始
ま
り
な
る
も
の
は
、
そ
の
串
発
点
に
．
拍
い
て
未
災
点
無
内
容
な
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
１
、
始
原
に
お
い
て
は
、
そ

れ
は
未
だ
真
に
認
識
さ
れ
が
た
く
、
む
し
ろ
学
閑
の
完
全
に
ー
展
開
し
た
殴
階
に
お
い
て
始
め
て
く
そ
の
始
原
に
関
す
る
完
縞
し
た
内
容
携
當
な
、

ま
た
真
理
に
基
く
認
識
Ｖ
が
獲
得
さ
れ
る
つ
」
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』
理
解
と
し
て
は
、
し
た
が
っ
て
資
本
論
理
解
の
二
固
と
し
て
は
全

諾
商
晶
集
成
の
感
性
的
直
観
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
（
五
三
五
）
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く
正
し
い
こ
の
遊
部
氏
の
主
張
に
．
反
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
端
緒
的
商
品
は
、
そ
の
内
容
の
貧
弱
な
抽
象
性
の
も
の
で
あ
る
に
．
か
か
わ
ら
ず
、
現

　
実
的
資
本
の
外
面
的
直
接
性
に
．
あ
る
そ
の
生
産
物
で
あ
り
結
果
と
し
て
、
現
に
今
此
処
に
生
活
す
る
感
性
的
な
我
六
に
■
直
接
的
な
も
の
、
し
た

　
が
っ
て
、
感
性
的
現
実
的
に
．
は
、
抽
象
的
で
な
く
し
て
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
論
叙
述
の
進
展
と
と
も
に
．
こ
の
感
性
的

　
規
定
性
は
決
し
て
消
失
し
て
ゆ
く
が
ご
と
き
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
が
「
現
実
的
資
本
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
り
同
時
に
１
そ

　
　
の
結
果
で
あ
る
と
し
た
商
晶
」
は
、
か
か
る
感
性
的
に
，
具
体
的
な
、
わ
れ
わ
れ
に
直
接
的
な
現
実
の
商
品
で
あ
る
。
こ
の
感
性
的
に
現
実
的
な

　
商
晶
こ
そ
は
、
資
本
制
杜
会
研
究
の
現
実
的
串
発
点
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
資
本
論
の
端
緒
的
商
品
で
あ
る
。

　
　
　
か
く
て
、
端
緒
的
商
晶
の
先
の
二
重
性
と
は
、
か
か
る
直
接
性
と
、
エ
レ
メ
ン
ト
と
い
う
思
想
規
定
の
媒
介
性
と
の
二
重
性
で
あ
る
。
現
実

　
的
資
本
の
外
面
的
直
接
性
と
、
こ
れ
を
媒
介
と
し
て
認
識
が
到
達
し
う
る
資
本
の
実
体
性
と
の
同
一
性
で
あ
る
、
と
こ
ろ
で
、
こ
の
実
体
的
資

　
本
嘗
体
に
と
つ
て
は
、
関
係
は
蓮
に
．
な
リ
、
人
間
意
識
に
．
た
い
す
る
外
面
的
直
接
性
は
媒
介
的
な
も
の
に
な
リ
、
自
己
自
身
が
直
接
的
な
も
の

　
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
『
諭
理
学
』
の
直
接
性
と
は
、
こ
の
自
己
自
身
を
、
謂
は
ば
内
な
る
直
接
性
を
い
み
し
て
い
る
、
、
遊
部
氏
は
、
こ
の
内
な

　
　
る
直
接
性
を
感
性
的
な
外
な
る
直
接
性
と
混
同
し
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
、
し
へ
ー
ゲ
ル
に
拍
い
て
人
間
意
識
へ
の
直
接
性
を
出
発

　
点
に
し
た
も
の
は
『
絡
神
現
象
学
』
で
あ
り
た
、
、
か
く
て
、
端
緒
的
商
品
の
二
重
性
と
し
て
の
直
接
性
と
媒
介
性
と
の
統
一
は
、
単
に
１
『
論
理

　
学
』
的
意
味
だ
け
で
な
く
同
時
に
『
絡
神
現
象
学
』
的
に
．
も
、
す
な
わ
ち
更
に
１
二
重
に
１
把
撮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
、
端
緒
的
商
最
が
過
去
の
先

　
資
本
制
単
純
商
品
で
あ
る
か
、
現
在
の
資
本
制
商
品
で
あ
る
か
の
対
立
は
、
こ
の
諭
争
に
参
加
し
た
論
オ
の
思
索
の
不
徹
底
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
貰
本
論
の
叙
述
に
．
お
い
て
現
実
に
、
双
方
の
諭
拠
と
な
る
マ
ル
ク
ス
の
青
葉
の
幾
多
を
そ
れ
そ
れ
の
立
場
で
琉
見
し
え
て
い
る
ご
と
く
、
端
系

　
的
商
品
に
１
お
い
て
当
然
に
閑
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｛
糖
神
班
匁
４
』
的
な
二
重
性
で
あ
る
、
遊
部
氏
は
資
本
論
固
有
の
、
」
の
二
重
性
を

　
不
閑
に
１
附
し
て
、
た
だ
『
諭
理
学
』
的
二
重
性
の
一
酉
の
み
を
弦
調
し
て
い
る
に
１
す
ぎ
な
い
、
或
は
寧
ろ
、
資
本
論
固
有
の
始
元
の
弁
証
法
を

　
理
解
せ
し
む
る
こ
の
二
重
性
の
問
趣
を
斥
け
さ
え
し
て
い
る
（
六
〇
頁
）
”
し
先
に
１
、
氏
の
資
本
諭
の
体
系
的
把
握
の
意
図
に
１
お
い
て
、
そ
の
深

　
　
い
根
底
か
ら
の
理
解
の
企
て
が
抽
象
的
一
面
性
に
．
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
こ
と
の
〃
内
は
、
こ
こ
に
１
明
か
に
さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う
、

　
　
と
こ
ろ
で
、
遊
部
氏
の
資
本
諭
の
方
法
諭
的
把
握
に
１
抽
け
る
こ
の
抽
琢
的
一
面
性
は
、
氏
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
手
続
と
し
て
の
へ
ー
ゲ
ル

　
理
解
に
不
徹
底
で
あ
る
こ
と
に
．
帰
閑
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
　
『
大
諭
理
学
』
　
「
序
諭
」
そ
れ
だ
け
の
理
解
に
１
は
、
氏
と
し
て
も
遺
憾
な
か
っ
た
も

９
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の
と
し
ょ
う
、
」
に
１
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
序
論
に
．
お
い
て
へ
－
ゲ
ル
自
身
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ
〃
、
　
『
精
神
現
象
学
』
と
の
前
提
的
関
係
に
お

け
る
直
接
性
と
媒
介
性
と
の
間
題
を
、
氏
は
熟
知
し
な
が
ら
遂
に
．
不
間
に
１
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
っ
た
、
こ
の
間
題
を
も
と
リ
あ
げ
て
、
し
か

る
後
に
ー
資
本
論
と
対
照
す
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
始
元
の
弁
証
法
の
把
握
た
め
に
．
は
、
へ
－
ゲ
ル
に
お
い
て
へ
ー
ゲ
ル
を
超
え
た
批
判
的
理

解
が
先
ず
成
就
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
困
難
な
途
を
敢
て
進
む
こ
と
戸
」
そ
が
、
資
本
論
理
解
へ
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
な
手
続
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
遊
部
氏
は
、
こ
の
困
難
な
思
弁
的
努
力
を
避
け
た
か
ぎ
り
で
、
へ
－
ゲ
ル
『
論
理
学
『
の
単
た
る
外
的

適
用
の
外
見
を
清
算
し
え
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
遊
部
氏
の
「
汽
本
論
壁
頭
の
商
品
に
．
つ
い
て
」
な
る
の
労
作
は
、
間
題
自
体
の
根
拠
か
ら
の
請
証
を
展
開
す
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、
い
は
ば
党
え
書
き
程
度
の
も
の
と
し
て
猪
表
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
着
想
に
．
お
い
て
高
く
評
価
さ
る
べ
き
も
の
た
る

を
失
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
と
す
べ
き
程
度
の
水
準
に
．
、
わ
が
国
の
資
本
論
研
究
の
方
法
論
的
意
識
は
、
冒
壁
文
節
に
．
限
定
す
る
か
ぎ
リ
で

は
、
ま
っ
た
く
停
滞
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
、
　
と
い
え
ば
、
　
こ
れ
も
、
他
日
後
悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
臆
測
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
。
　
　
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
遊
部
氏
の
右
の
労
作
に
１
つ
い
て
、
な
拍
多
く
の
こ
と
を
関
連
的
に
１
述
べ
た
い
衝
動
を
感
ず
る
が
、
計
画
的

な
本
稿
自
体
が
こ
の
同
一
閑
題
の
解
明
を
日
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
註
記
に
１
拍
い
て
全
部
を
貧
る
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
た
だ

一
つ
、
端
緒
的
商
品
の
閑
融
が
、
貰
本
諭
の
学
的
体
系
性
を
前
提
と
し
て
の
み
、
意
味
あ
る
こ
と
、
へ
－
ゲ
ル
に
お
け
る
と
同
一
で
あ
る
と
い

う
視
点
に
立
つ
今
の
さ
い
、
遊
部
氏
の
へ
－
ゲ
ル
理
解
の
不
徹
底
か
ら
く
る
誤
謬
を
一
っ
だ
け
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
そ
れ
は
次
の
文
章
に
１
現
れ
て
い
る
、
　
　
　
「
経
済
亨
に
お
い
て
、
へ
－
ゲ
ル
に
と
っ
て
の
ロ
ゴ
ス
や
自
南
な
る
意
志
に
照
応
す
る
も
の
は
価

侃
法
則
で
あ
り
、
円
環
連
動
の
主
体
の
狩
本
で
あ
る
。
」
　
　
だ
が
資
本
諭
に
．
拍
け
る
ロ
ゴ
ス
は
、
価
侃
法
則
で
な
く
て
、
価
伍
法
則
否
だ
の

清
神
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
如
何
に
ー
し
て
、
資
本
諭
が
近
代
資
本
制
杜
会
に
１
た
い
す
る
変
革
の
廿
界
観
の
叙
述
で
あ
リ
う
る
か
。
価
値
法
則
を

貨
本
諭
の
ロ
ゴ
ス
と
す
る
こ
と
は
、
資
本
が
賃
労
働
に
．
た
い
す
る
反
省
規
定
で
あ
る
こ
と
に
た
い
す
る
認
識
を
、
不
用
意
に
．
も
忘
れ
た
か
の
ご

と
く
で
あ
る
、
こ
こ
に
．
氏
の
主
体
性
に
１
つ
い
て
の
方
法
諭
的
自
党
の
不
徹
底
を
見
る
、
円
瑛
逃
動
の
主
体
と
し
て
の
本
資
は
、
そ
れ
の
否
定
的

止
揚
者
と
し
て
の
賃
労
働
者
階
級
を
和
関
的
に
１
意
昧
す
べ
き
こ
と
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
こ
の
遊
部
氏
の
誤
謬
は
、
貰
本
諭
の
体
系
を

へ
－
ゲ
ル
そ
の
ま
ま
に
完
結
的
と
見
る
と
こ
ろ
に
ー
肉
来
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
必
ず
し
も
偶
然
で
は
な
い
。
　
こ
の
点
、
資
本
論
に
へ
ー
ゲ
ル

諾
商
品
集
成
の
感
性
的
直
碩
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
（
五
三
七
）

●
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◆

立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
（
五
三
八
）

『
論
理
学
』
を
外
的
に
．
適
用
し
た
武
市
健
人
氏
と
撲
を
一
に
．
す
る
。
資
本
論
の
体
系
は
へ
ー
ゲ
ル
体
系
の
ご
と
く
完
結
的
に
．
閉
ぢ
ら
れ
た
も
の

で
な
く
て
、
開
か
れ
た
未
完
結
の
体
系
で
あ
る
、
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
一
巻
第
六
晋
所
載
の
拙
稿
、
　
「
資
本
諭
の
体
系
性
」
を
参

照
を
乞
う
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
諭
託
を
省
略
す
る
。

　
次
に
１
、
序
で
な
が
ら
、
冒
頭
文
節
に
１
た
い
す
る
方
法
論
意
識
を
全
く
欠
如
し
て
い
て
も
、
こ
の
文
節
に
１
；
貢
す
る
こ
と
を
方
法
論
的
に
よ
ぎ

な
く
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
一
例
を
、
た
ま
た
ま
山
本
二
三
丸
氏
（
「
資
本
論
の
解
明
」
講
座
、
第
一
分
冊
）
に
１
見
る
。

　
そ
の
「
冒
頭
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
意
味
」
の
標
題
（
六
七
頁
）
の
所
で
、
氏
は
冒
頭
丈
節
に
１
つ
い
て
注
意
す
べ
き
諾
点
と
し
て
、
Ｈ
、
　
「
人
間

杜
会
一
般
の
合
理
的
な
生
産
お
よ
び
分
配
の
法
則
を
研
究
の
対
象
と
し
て
い
る
古
典
派
理
論
」
に
た
い
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
資
本
制
生
産
様
式

が
支
配
的
に
行
は
れ
る
杜
会
を
研
究
対
象
と
し
て
明
確
に
打
ち
だ
し
た
、
白
、
　
「
商
晶
が
単
に
も
っ
と
も
簡
単
な
も
っ
と
も
抽
象
的
な
生
産
関

係
を
現
は
す
と
い
う
に
１
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
簡
単
な
生
産
関
係
が
商
届
の
交
換
関
係
と
い
う
物
的
関
係
を
と
っ
て
現
象
す
る
」
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
「
富
の
原
基
形
態
と
し
て
塊
象
す
る
」
と
い
三
言
葉
の
意
味
で
あ
る
。
臼
、
「
労
働
生
産
物
が
一
般
に
．
商
品
形
態
を
と
る
の
は
、
生
産

手
段
の
私
有
一
般
が
行
は
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
リ
」
、
「
マ
ル
ク
ス
が
商
晶
を
分
析
し
て
、
暴
露
し
た
と
こ
ろ
の
そ
の
奥
に
１
か
く
さ
れ
た
生
産
関

係
と
は
正
に
と
れ
で
あ
る
」
　
（
五
六
頁
）
。
そ
し
て
「
以
上
の
よ
う
な
豊
富
な
内
容
を
ば
僅
夫
一
個
の
文
章
の
中
に
盛
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
何
故

に
そ
の
研
究
が
商
晶
の
分
析
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
論
理
的
に
１
粗
雑
な
山
本

氏
の
文
章
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
真
意
を
氏
自
身
が
如
何
に
理
解
し
て
い
る
か
を
さ
え
携
察
す
る
に
．
容
易
で
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
右
に
．
挙
げ
た

三
点
は
、
冒
頭
丈
節
に
拘
は
ら
し
め
る
か
ぎ
刀
で
執
れ
も
、
誤
解
を
誘
ふ
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
自
体
に
誤
謬
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
Ｈ
、
古
典
経
済
学
と
い
え
ど
も
そ
の
研
究
対
象
は
、
特
殊
な
資
本
制
杜
会
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
た
だ
、
そ
の
方
法
論
的
立
場
が
、

こ
の
研
究
対
象
を
自
然
的
な
人
間
杜
会
と
し
て
一
般
化
せ
し
め
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
リ
、
か
か
る
い
み
で
、
マ
ル
ク
ス
の
方
法
論
的
意
識
が
既

に
１
冒
頭
文
節
に
１
鮮
や
か
に
宣
明
さ
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
っ
ぎ
に
１
，
ｏ
、
商
晶
の
物
神
性
が
冒
頭
文
節
に
１
既
に
意
味
せ
し
め
ら
れ
て

い
る
と
す
る
こ
と
は
卓
見
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
現
象
形
態
は
「
一
個
の
旭
大
な
諾
商
品
集
成
」
で
あ
ろ
う
。
さ
い
ご
に
．
、
自
、
第
一
、
二
節
の

「
商
品
分
析
」
に
お
い
て
、
そ
の
背
最
に
研
究
対
象
と
し
て
マ
ル
ク
ス
が
念
頭
に
浮
べ
て
い
た
表
象
は
、
現
実
の
資
本
制
杜
会
で
あ
っ
て
、
こ

の
杜
会
に
■
お
け
け
る
賃
労
働
者
の
人
間
的
自
己
疎
外
が
、
物
神
的
な
商
品
と
し
て
物
的
形
態
を
と
る
の
で
あ
る
。
氏
の
ご
と
く
「
商
晶
分
析
」

○



の
奥
の
生
産
関
係
を
「
生
産
手
段
の
愁
有
一
般
と
し
て
明
確
に
指
摘
す
る
こ
と
」
は
、
誤
謬
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
氏
の
自
負
の
と
お
り
「
き
わ

め
て
希
で
あ
る
」
は
ず
て
あ
ろ
う
が
、
同
一
の
思
想
を
無
自
覚
に
１
秘
ま
せ
て
い
る
人
々
　
　
端
緒
的
商
晶
を
単
に
資
本
制
以
前
の
商
晶
と
す
る

人
々
　
　
は
必
ず
し
も
希
で
な
い
よ
う
で
あ
る
、
氏
の
功
績
は
、
か
か
る
立
場
の
一
般
的
誤
謬
を
明
確
化
し
た
こ
と
に
あ
る
が
・
さ
ら
に
氏
の

誤
謬
は
、
か
か
る
理
解
で
は
↑
の
冒
頭
文
節
隻
け
る
物
神
的
把
握
の
卓
見
と
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
借
加
さ
れ
る
－
の
み
奮
ず
２

論
点
雪
え
矛
盾
す
る
。
矛
盾
に
気
づ
宇
、
あ
な
主
張
さ
れ
て
言
、
こ
を
意
味
せ
孟
て
い
る
と
い
う
言
匡
・
一
ル
ク
ス
の
叙
述

の
「
文
字
だ
け
を
見
て
、
そ
の
奥
に
秘
ん
で
い
る
真
の
意
版
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
」
で
、
「
そ
の
内
容
を
極
め
て
豊
富
」
と
す
る

こ
と
は
、
落
認
識
の
藷
の
段
階
隻
け
る
霧
的
確
信
の
星
心
に
似
て
い
る
。
わ
れ
く
の
感
覚
と
い
う
も
の
は
・
荒
差
り
・

こ
れ
も
あ
り
、
そ
の
他
等
々
と
い
う
調
子
で
、
対
象
を
具
体
的
に
把
握
し
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
あ
れ
で
も
な
く
・
こ
れ
で

も
な
い
原
理
を
抽
象
し
得
て
い
な
い
か
ぎ
リ
で
の
無
思
想
が
、
感
覚
的
確
信
な
る
も
の
の
固
有
の
本
質
で
あ
る
・
　
こ
の
点
は
・
　
へ
ー
ゲ
ル
の

一
精
神
現
筆
一
の
端
緒
の
弁
証
法
と
し
て
轟
さ
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
冒
要
節
の
内
容
を
最
姦
富
書
の
と
感
じ
な

が
ら
、
最
も
貧
し
く
し
か
把
握
し
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
例
証
に
．
、
山
本
氏
の
所
説
が
終
ら
な
い
こ
と
を
切
に
望
み
た
、

皿
　
第
三
巻
に
お
け
る
外
面
的
直
接
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
資
本
論
が
「
近
代
杜
会
の
経
済
的
運
動
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
最
後
の
窮
極
の
目
的
」
と
し
た
著
述
で
あ
る
こ
と
は
マ
ル

ク
ス
自
身
が
そ
の
第
一
巻
の
序
文
に
お
い
て
明
記
し
て
あ
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
が
「
経
済
的
な
杜
会
構
造
の
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

展
を
一
つ
の
白
然
史
的
過
程
と
解
す
か
」
一
般
的
な
思
想
的
立
場
に
あ
っ
て
、
そ
れ
の
特
殊
化
せ
る
テ
ー
マ
の
も
と
に
抱
か
れ
た
目

的
で
あ
り
、
一
！
、
し
て
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
一
切
の
杜
会
的
諾
関
係
の
う
ち
生
産
的
諸
関
係
が
根
源
的
で
あ
る
と
し
・
こ
れ
を
爾
余

の
諾
関
係
の
な
か
か
ら
抽
象
し
た
か
ら
で
あ
つ
た
、
そ
し
て
「
資
本
主
義
的
社
会
構
成
全
体
を
生
き
た
も
の
と
し
て
　
　
そ
れ
の
実

　
　
諾
商
品
集
成
の
感
性
的
直
観
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
（
五
三
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
二
巻
．
第
葦
一
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ユ
竈
〇
一

生
活
上
の
諾
方
面
・
生
産
諾
関
係
に
固
有
な
階
級
的
敵
対
の
事
実
上
の
杜
会
的
な
現
れ
、
資
本
家
階
級
の
支
配
を
ま
も
る
ブ
ル
ヂ
ヨ

ア
的
政
治
的
上
層
建
築
、
自
由
、
平
等
、
等
六
の
ブ
ル
ヂ
ヨ
ア
的
諾
観
念
な
い
し
ブ
ル
ヂ
ヨ
ア
的
家
族
関
係
を
も
つ
た
と
こ
ろ
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

生
け
る
も
の
と
し
て
　
　
読
者
に
明
恭
す
る
」
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
が
資
本
論
の
叙
述
に
お
い
て
意
図
し
て
い
た
こ
と
、
レ
ー
ニ
ン
の

解
説
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
　
「
研
究
対
象
を
隼
き
た
も
の
と
し
て
読
者
に
明
示
す
る
」
と
い
う
こ
の
レ
ー
ニ
ソ
の
一
一
一
口
葉
は
、
対
象
の

凡
ゆ
る
面
の
規
定
性
を
見
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
綜
合
し
て
、
も
つ
と
も
現
実
的
な
姿
で
そ
れ
を
描
く
と
い
う
こ
と
、
日
常
の
わ
れ
わ

れ
の
実
際
生
活
の
諸
方
両
に
お
い
て
直
接
に
見
ら
れ
た
り
聞
か
れ
う
る
諾
現
象
の
姿
の
ま
ま
で
、
対
象
を
具
体
的
に
描
く
と
い
う
こ

と
で
あ
今
と
こ
ろ
で
・
資
本
制
的
生
産
様
式
が
直
接
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
現
実
的
具
体
性
を
、
マ
ル
ク

ス
が
展
開
し
た
の
は
・
資
本
論
の
第
三
巻
に
お
い
て
で
あ
っ
た
、
「
資
本
制
生
産
の
総
過
程
」
と
副
題
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
第
三

巻
の
・
右
の
ご
と
き
巨
常
的
直
接
性
の
マ
ル
ク
ス
的
把
握
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
次
の
一
一
一
。
葉
が
改
め
て
確
め
て
く
れ
る
。

　
　
　
「
第
一
巻
に
お
い
て
は
・
そ
れ
自
身
と
し
て
考
え
ら
れ
た
、
す
な
わ
ち
直
接
的
生
産
過
程
と
し
て
考
え
ら
れ
た
資
本
主
義
的

　
生
産
過
程
が
呈
す
る
諾
現
象
が
研
究
さ
れ
、
そ
の
さ
い
外
部
の
諾
事
情
か
ら
く
る
一
切
の
第
二
次
的
影
響
は
考
察
の
範
囲
外
に
お

　
か
れ
た
・
し
か
し
資
本
の
生
涯
は
、
こ
の
直
接
的
生
産
過
程
の
み
を
も
っ
て
尺
き
る
も
○
で
は
な
い
。
現
実
世
界
に
、
お
い
て
は
、

　
そ
れ
は
第
二
巻
の
研
究
対
象
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
流
通
過
程
に
よ
っ
て
柿
充
さ
れ
る
。
…
こ
の
第
三
巻
の
任
務
に
つ
い
て
一
、
一
［
う

　
な
ら
ば
・
生
産
と
流
通
と
の
こ
の
統
一
に
つ
い
て
一
般
的
な
考
察
を
試
み
る
こ
と
は
、
ン
、
の
任
務
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
で
は

　
な
く
て
・
全
体
的
な
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
た
資
本
の
、
運
動
過
程
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
ｏ
具
体
的
諾
彩
態
を
、
見
い
だ
し
記
述

　
す
る
こ
と
が
・
こ
こ
で
は
必
要
な
の
で
あ
る
、
諾
資
本
は
、
こ
れ
を
ン
、
ｏ
現
実
の
運
助
に
お
い
て
み
れ
ば
、
具
体
的
諾
彬
態
を
、
わ

　
ら
て
互
に
対
立
し
て
お
り
、
そ
の
さ
い
、
直
接
的
生
産
過
程
に
お
け
る
資
本
の
形
態
と
、
流
通
過
程
に
お
け
る
資
本
の
形
態
と
は
、



　
単
に
特
殊
的
な
契
機
に
す
ぎ
ぬ
。
か
く
て
本
巻
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
記
述
す
る
と
こ
ろ
の
資
本
の
諾
形
態
は
、
そ
れ
ら
が
杜

　
会
の
表
面
に
お
い
て
相
い
異
な
る
諾
資
本
相
互
間
の
作
用
や
、
生
産
当
事
者
の
巳
常
の
意
識
な
ど
の
う
え
に
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
）

　
の
形
態
に
、
一
歩
一
歩
と
近
ず
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
」

　
こ
こ
で
は
、
第
一
巻
お
よ
び
第
二
巻
に
た
い
す
る
第
三
巻
の
、
体
系
的
意
味
と
位
置
づ
け
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
直
接
的
生
産
遇
程
に
お
け
る
資
本
の
形
態
と
、
流
通
過
程
に
お
け
る
資
本
の
形
態
と
が
、
と
も
に
止
揚
さ
れ
て
、

そ
の
特
殊
な
る
二
契
機
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
の
薪
た
な
る
全
体
性
が
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
在
的
矛
盾
に
よ
る
自
己
運
動

に
お
い
て
展
開
す
る
資
本
の
具
体
的
諾
彩
態
以
、
現
実
的
転
化
の
総
過
程
の
叙
述
が
、
第
三
巻
の
内
容
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
叙
述
の
進
展
は
、
　
「
杜
会
の
表
面
に
お
い
て
現
れ
る
と
こ
ろ
の
彩
態
に
一
歩
一
歩
と
近
ず
い
て
ゆ
く
」
べ
き
も
の
と
す

れ
ば
、
現
実
世
界
に
お
い
て
今
、
此
処
に
実
存
す
る
具
体
的
諾
資
本
の
現
象
的
な
相
互
関
連
こ
そ
が
、
第
三
巻
に
お
い
て
、
わ
れ
わ

れ
読
者
の
ま
え
に
生
き
た
全
体
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
全
体
と
し
て
の
現
象
的
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

互
関
連
は
、
第
一
巻
に
お
い
て
分
析
さ
れ
た
直
接
的
生
産
過
程
の
資
本
関
係
、
す
な
わ
ち
実
体
的
な
資
本
が
、
外
面
に
現
れ
杜
会
の

表
面
に
お
い
て
と
る
と
こ
ろ
の
姿
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
ン
、
し
て
、
実
体
的
資
本
の
こ
の
外
面
性
は
、
杜
会
の
表
面
に
お
い
て

現
象
せ
ら
れ
る
か
ぎ
り
の
も
の
と
し
て
は
、
単
に
生
産
当
事
者
の
日
常
の
意
識
に
だ
け
で
な
く
、
一
般
に
市
民
と
し
て
資
木
制
杜
会

に
生
活
す
る
現
実
的
人
閉
の
す
べ
て
の
日
常
の
意
識
に
、
と
く
に
単
に
消
費
的
生
活
に
の
み
終
始
す
る
人
六
を
も
例
外
と
し
な
い
社

会
的
常
識
に
、
直
接
的
で
あ
り
、
ン
、
し
て
経
験
内
存
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
ろ
と
こ
ろ
○
、
現
象
的
な
資
木
の
諾
彬
態
の
と
る
盗
ｏ

総
体
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
ユ
、
マ
ル
ク
ス
、
　
『
貨
本
論
』
第
一
巻
、
序
丈
、
長
谷
部
訳
、
　
（
音
木
版
）
七
三
頁
、
レ
ー
ニ
ン
、
『
人
民
の
友
』
、
邦
訳
、
レ
ｉ
ニ
ン
ニ
巻
選
集
、

　
　
諾
商
晶
集
成
の
感
性
的
直
観
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
一
九
（
五
四
一
）
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い
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い
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ミ
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｝
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、
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、
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．
キ
、
，
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、
、
止
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．
．
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，
、
、
、
，
、
、
一
二
力
一
・
、
　
、
バ
、
，
一
、
、
，
一
、
　
一
　
“
バ
づ
三
、
一
、
、
、
．
ノ

立
命
館
経
済
掌
（
第
二
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
（
五
四
二
）

第
一
巻
第
一
分
冊
ニ
ハ
四
頁
。

　
な
お
、
わ
た
し
は
「
近
代
杜
会
の
経
済
的
運
動
法
則
」
を
特
殊
と
し
「
自
然
史
的
過
程
」
を
一
艇
と
し
た
が
、
こ
れ
は
完
成
し
た
マ
ル
ク
ス

の
思
想
体
系
に
お
け
る
諭
理
的
関
係
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
主
観
的
意
図
に
つ
い
て
言
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学

研
究
は
、
か
れ
の
世
界
観
を
客
観
化
す
る
た
め
の
媒
介
的
手
段
で
あ
っ
た
と
す
る
わ
た
し
の
立
場
（
拙
著
『
資
本
論
の
学
間
的
構
造
』
の
序
文

お
よ
び
第
一
論
文
を
参
照
）
か
ら
見
て
も
、
思
瞥
の
形
成
順
序
に
前
後
を
考
え
る
べ
き
で
な
い
。
誤
解
を
避
け
て
、
念
の
た
め
。

レ
ー
ニ
ン
、
　
『
人
民
の
友
』
、
邦
訳
、
同
右
、
　
一
六
四
－
八
頁
。

マ
ル
ク
ス
、
　
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
長
谷
部
訳
（
旦
評
版
）
。

　
本
節
の
理
解
の
た
め
の
豫
備
知
識
と
し
て
、
参
考
の
た
め
に
．
、
　
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
（
ｉ
資
本
論
註
解
』
第
三
巻
、
三
八
頁
）
に
よ
っ
て
指
示

さ
れ
て
あ
る
各
巻
の
差
異
を
引
用
し
て
拍
く
。

　
　
　
直
接
的
生
産
過
程
（
第
一
巻
）
に
．
お
け
る
資
本
の
形
態
は
、
労
働
力
の
所
有
者
に
．
た
い
す
る
、
生
産
拍
よ
ぴ
流
通
の
諾
手
段
の
所
有
者

の
支
配
の
形
態
で
あ
る
。
し
か
る
に
．
「
杜
会
の
表
面
」
　
（
第
三
巻
）
に
１
お
い
て
は
、
資
本
は
貨
幣
を
生
む
貨
幣
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
直
接

的
生
産
過
程
に
．
お
い
て
は
、
剰
余
労
働
坂
得
の
資
本
主
義
的
形
態
た
る
剰
余
価
値
が
間
題
と
な
る
が
、
「
杜
会
の
表
面
」
に
－
拍
い
て
は
、
費
用

価
格
に
た
い
す
る
超
過
分
と
し
て
、
全
資
本
の
所
産
と
し
て
、
利
潤
な
る
も
の
が
登
場
し
て
く
る
。
剰
余
価
値
は
可
変
資
本
に
．
比
例
す
る
が
、

利
潤
は
全
資
本
に
比
例
す
る
。

　
　
　
資
本
の
流
通
過
程
の
分
析
（
第
二
巻
）
に
．
よ
れ
ば
、
流
通
な
る
も
の
は
価
値
形
態
の
交
替
に
．
す
ぎ
な
い
。
価
値
も
剰
余
価
値
も
流
通
に
１

拍
い
て
生
ず
る
も
の
で
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
杜
会
の
表
面
」
に
抽
い
て
は
、
利
潤
な
る
も
の
が
、
商
業
利
潤
の
形
態
で
現
れ
た
リ
、
貸
付
利
子

の
形
態
で
現
わ
れ
て
き
た
リ
す
る
。
っ
ま
リ
、
流
通
に
南
来
す
る
利
潤
の
形
態
で
現
れ
て
く
る
。
第
二
巻
で
研
究
さ
れ
て
い
る
ご
と
き
姿
に
１
拍

け
る
流
通
過
程
に
．
拍
い
て
は
、
貨
幣
お
よ
ぴ
商
晶
は
、
産
業
資
本
の
貨
幣
形
態
な
ら
び
に
商
晶
形
態
で
あ
る
。
し
か
る
に
１
「
杜
会
の
表
面
」
に
１

拍
い
て
は
、
貨
幣
と
商
品
と
は
、
い
わ
ば
独
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
お
リ
、
商
業
資
本
お
よ
ぴ
貸
付
次
本
と
し
て
登
場
す
る
。

実
体
的
汽
本
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
資
本
諭
の
弁
証
法
的
根
拠
』
第
四
篇
「
資
本
発
生
の
弁
証
法
」
を
参
照
、
、

』



　
わ
れ
わ
れ
に
直
接
的
な
こ
の
現
象
的
な
姿
は
、
実
体
的
資
本
自
体
に
と
っ
て
○
直
接
性
で
は
な
い
。
こ
れ
を
敢
え
て
資
本
の
直
接

性
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
資
本
の
外
面
的
直
接
性
で
あ
り
外
な
る
直
接
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
内
な
る
直
接
性
こ
そ

が
資
本
自
体
に
と
っ
て
の
固
有
の
直
接
性
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
第
一
券
の
研
究
対
象
と
し
た
「
直
接
的
生
産
過
程
」
と
い
う
言

表
に
お
け
る
「
直
接
性
」
が
ま
さ
に
そ
れ
に
あ
た
る
。
資
本
は
生
産
過
程
に
あ
っ
て
の
み
そ
れ
自
体
に
お
い
て
あ
る
の
で
あ
り
実
体

的
で
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
実
体
的
資
本
の
現
象
世
界
へ
の
実
存
化
し
た
姿
は
、
生
産
遇
程
の
自
已
否
定
的
止
揚
の
結
果
と
し
て
、
流

通
過
程
に
お
い
て
現
実
化
し
た
資
本
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
現
実
的
資
本
の
外
面
性
が
、
わ
れ
わ
れ
に
直
接
的
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
認
識
論
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
わ
れ
わ
れ
に
直
接
的
な
も
の
か
ら
始
め
る
ほ
か
不
可
能
で
あ
る
。
す
べ
て

の
研
究
と
い
う
も
の
の
出
発
点
は
感
性
的
直
観
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
近
代
杜
会
の
経
済
的
運
動
法
則
」
の
把
握
を
こ
こ

ろ
ざ
し
た
マ
ル
ク
ス
に
た
い
し
て
も
、
こ
の
認
識
論
的
法
則
の
例
外
は
許
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
資
本
制
生
産
様
式

の
分
析
を
始
め
る
と
き
の
出
発
点
も
、
か
れ
自
身
の
感
性
的
直
観
の
内
容
と
し
て
の
杜
会
の
表
両
に
お
い
て
資
本
の
と
っ
て
い
た
現

象
的
諾
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
流
通
遁
程
に
現
実
化
せ
る
資
木
の
現
象
的
外
面
性
を
直
鶴
の
所
与
と
し
、
こ
の

主
観
的
所
与
に
反
省
を
加
え
て
客
観
的
内
容
に
自
己
転
化
し
た
と
こ
ろ
に
、
マ
ル
’
ク
ス
に
よ
る
現
実
的
資
本
の
実
体
的
把
握
が
成
立

し
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
産
過
程
に
お
け
る
資
本
ｏ
形
態
と
し
て
の
第
一
巻
が
、
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
　
「
杜

会
の
表
面
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
諾
形
態
に
一
歩
一
歩
と
近
ず
い
て
ゆ
く
」
と
マ
ル
ク
ス
白
身
に
よ
っ
て
言
表
さ
れ
た
こ

と
は
、
単
に
第
三
巻
Ｏ
叙
述
の
進
於
遁
程
を
い
み
す
ろ
だ
け
で
は
な
く
、
第
一
巻
か
ら
第
二
巻
を
終
て
第
三
巻
に
い
た
る
マ
ル
ク
ス

の
資
木
論
全
体
系
Ｏ
叙
述
の
過
秩
で
も
な
け
れ
ば
た
ら
ず
、
要
す
る
に
資
本
論
叙
述
の
体
系
的
方
法
は
実
休
的
資
本
の
現
実
化
の
論

理
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
本
自
体
の
即
白
態
か
ら
向
自
態
を
経
て
即
自
且
向
自
的
な
現
実
的
事
態
ま
で

　
　
諾
商
品
集
成
の
感
性
的
直
衡
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
（
五
四
三
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
（
五
四
四
）
．

具
体
化
す
る
実
在
的
な
自
己
運
動
が
マ
ル
ク
ス
の
頭
脳
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
資
本
に
と
っ
て
直
接
的
な
る
も
の
か
ら
我
友
に

、
と
っ
て
直
接
的
な
る
も
○
へ
○
実
在
的
運
動
の
必
然
性
で
あ
る
。
ン
、
し
て
ヒ
れ
が
「
近
代
社
会
の
径
済
的
運
動
法
則
」
と
し
て
マ
ル

ク
ス
が
資
本
論
に
お
い
て
窮
極
目
的
と
し
た
ン
、
の
も
の
で
あ
っ
た
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
窮
極
目
的
に
到
達
す
る
た
め
○
研
究
過
程

は
、
逆
に
現
実
的
資
本
の
外
面
性
に
あ
る
我
六
の
感
性
的
直
観
か
ら
出
発
し
て
、
叙
述
の
出
発
点
た
る
第
一
巻
の
実
体
的
資
本
の
認

識
に
到
達
す
る
下
向
の
途
で
あ
り
、
外
な
る
直
接
性
か
ら
内
な
る
直
接
性
へ
の
方
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
資
本
論
全
三
巻
の
体
系
的
一

叙
述
は
、
研
究
の
出
発
点
へ
の
復
帰
の
過
程
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
同
時
に
、
こ
の
復
帰
的
上
向
の
体
系
的
叙
述
の

背
後
に
は
下
向
的
な
科
学
的
分
析
の
往
賂
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
見
る
ほ
か
な
い
。
け
だ
し
、
学
間
の
体
系
と
は
、
か
か
る
往
路
帰

路
が
方
向
を
背
馳
し
な
が
ら
同
一
の
運
動
で
あ
る
円
環
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
に
、
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
資
本
論
の
こ
の
学
的
体
系
性
の
問
題
は
本
章
の
分
析
の
か
か
わ
る
と
こ
ろ
、
て
は
な
い
。
当
面
の
問
題
は
、
資
本
論
に
お
け
る
研
究

の
出
発
点
で
あ
り
、
叙
述
の
到
着
点
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
実
的
資
本
の
外
面
的
直
接
性
の
分
析
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
分
析
が

第
三
巻
の
後
半
に
お
い
て
遂
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
第
三
巻
へ
の
体
系
的
展
望
を
必
要
と
す
る
と
、
わ
た
し
は
先
に
言
っ
て
き

た
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
い
み
で
、
わ
れ
わ
れ
の
胃
常
の
感
性
的
直
観
に
与
え
ら
れ
る
現
実
的
資
本
の
外
面
性
が
、
第
三
巻
の
叙
述
に

お
い
て
、
如
何
に
展
開
さ
れ
る
に
い
た
る
か
を
辿
っ
て
見
る
こ
と
は
、
本
章
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
資
本
家
的
富
の
感
性
的
直
観
」
に

つ
い
て
の
理
解
を
、
徹
底
化
す
る
た
め
の
必
要
な
手
続
き
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
、

　
そ
こ
で
、
第
三
巻
宇
！
、
の
篇
別
の
順
に
し
た
が
っ
て
通
読
し
て
ゆ
く
と
、
第
一
篇
に
お
い
て
「
剰
余
価
値
の
利
潤
へ
の
転
化
」
の

原
因
が
探
究
さ
れ
、
こ
の
「
利
潤
Ｏ
平
均
利
潤
へ
の
転
化
」
を
制
約
す
る
資
本
相
互
間
の
競
争
と
い
う
実
在
的
契
機
が
第
二
篇
で
取

り
あ
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
第
三
篇
に
お
い
て
、
剰
余
価
値
の
増
大
し
て
ゆ
く
と
い
う
資
本
主
義
的
蓄
積
過
程
の
必
然
性
に
か
か
わ
ら
ず



「
利
潤
率
低
下
の
傾
向
の
法
則
」
の
支
配
す
る
こ
と
が
分
析
的
に
抽
き
だ
さ
れ
て
お
り
、
現
実
的
資
本
の
具
体
的
諾
形
態
の
う
ち
最

も
一
般
的
な
も
の
と
し
て
の
利
潤
を
剰
余
価
値
○
表
現
と
す
る
立
場
か
ら
、
論
理
的
で
あ
る
と
同
時
に
実
在
的
で
あ
る
過
程
と
し
て

右
の
法
則
が
具
体
化
さ
れ
・
そ
れ
の
現
実
的
把
握
が
成
就
さ
れ
て
あ
る
け
わ
で
あ
る
が
、
第
三
篇
ま
で
の
叙
述
内
容
は
、
現
実
的
資

本
は
な
お
単
に
産
業
資
本
と
し
て
の
抽
象
性
に
と
ど
ま
り
、
産
業
資
本
家
の
み
が
資
本
家
階
級
の
代
表
者
と
し
て
前
両
に
現
れ
て
い

た
に
す
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
産
業
資
本
の
現
実
的
外
面
性
に
と
ど
ま
る
。
流
通
の
契
機
が
実
体
的
な
資
本
の
自

己
展
開
的
な
運
動
過
程
に
お
い
て
未
だ
独
立
的
な
過
程
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
つ
て
生
産
の
契
機
と
の
対
立
関
係
は
前

面
化
さ
れ
ず
・
杜
会
的
総
資
本
の
現
実
的
外
面
性
に
到
達
す
る
に
は
一
歩
の
距
離
を
隔
て
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
杜
会
の
表

面
に
お
い
て
は
・
産
業
資
本
の
ほ
か
に
商
莱
資
木
な
り
銀
行
資
本
な
り
柚
、
併
存
し
て
い
て
相
亙
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諾

資
本
は
、
唯
一
の
実
体
的
資
本
が
そ
の
現
実
的
外
面
性
に
お
い
て
と
る
現
象
的
な
諾
形
態
で
あ
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
生
活
は

か
か
る
外
面
性
に
お
い
て
具
体
的
で
あ
り
う
る
わ
け
、
て
あ
る
、
こ
の
現
実
的
外
両
性
に
到
達
し
た
の
は
、
ト
｛
う
や
く
第
四
節
「
商
品

資
本
と
貨
幣
資
本
と
の
商
晶
取
扱
壬
資
本
と
貨
幣
取
扱
資
木
と
へ
の
転
形
」
の
叙
述
に
お
い
て
、
て
あ
つ
た
。
産
業
資
本
の
、
王
要
な
彩
態

は
生
産
資
本
で
あ
り
、
こ
れ
が
実
体
的
資
本
の
本
来
的
形
態
で
あ
る
か
ぎ
り
、
流
通
過
程
に
あ
る
他
の
二
つ
資
本
形
態
と
し
て
の
商

晶
形
態
と
貨
幣
形
態
と
を
制
約
す
る
。
す
な
わ
ち
商
葬
資
本
と
は
、
産
業
資
本
の
商
晶
彩
態
の
独
立
化
し
た
派
生
的
白
立
性
に
あ
る

も
の
で
あ
り
・
貸
付
資
本
と
は
、
同
じ
く
産
葬
資
本
お
よ
び
商
葬
資
本
の
貨
幣
的
形
態
が
派
生
的
自
立
性
を
も
っ
て
独
立
せ
る
も
の

で
あ
る
・
マ
ル
ク
ス
９
百
葉
に
よ
っ
て
繰
り
か
え
せ
ば
、
　
「
杜
会
の
総
資
本
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
ユ
、
の
一
部
分
は
、
常
に
貨
幣
に

移
行
す
る
た
め
に
商
品
と
し
て
市
場
に
あ
り
、
他
の
一
部
分
は
、
商
品
に
移
行
す
る
た
め
に
貨
幣
と
し
て
市
場
に
あ
る
。
そ
れ
は
常

に
・
か
か
る
移
行
運
動
・
か
か
る
形
式
的
洛
態
変
換
運
動
を
な
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
、
流
通
過
程
に
あ
る
資
本
の
こ
の
機
能
が
一

　
　
諾
商
晶
集
成
の
感
性
的
直
観
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
（
五
四
五
）



、
、
，
、
、
（
、
．
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パ
ｈ
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、
、
バ
　
李
ニ
メ
乃
、
、
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ペ
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韮
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乱
、
乃
∴
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、
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争
り
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一
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、
、
　
一
、
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「
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箒
　
　
、
い
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争
　
　
、
、
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一
、
一
、
、
、
、
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．
ナ
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一
、
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．
．
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立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
、
・
第
五
号
）
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
二
四
（
五
四
六
）

　
　
般
的
に
一
．
特
殊
資
本
の
特
殊
機
能
と
し
て
自
立
化
さ
れ
、
分
業
に
よ
っ
て
或
る
特
殊
な
資
本
家
部
類
に
わ
り
あ
て
ら
れ
た
一
機
能
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
し
て
固
定
化
す
る
や
否
や
、
商
品
資
本
は
商
品
取
扱
資
本
ま
た
は
商
業
資
本
↑
な
る
口
。
さ
ら
に
「
産
業
資
本
お
よ
び
商
晶
取
扱
資

　
　
本
の
流
通
過
程
に
お
い
て
、
貨
幣
が
遂
行
す
る
と
こ
ろ
の
純
粋
に
技
術
的
な
諾
運
動
は
、
か
か
る
運
動
を
、
そ
し
て
、
か
か
る
運
動

　
　
の
み
を
、
そ
れ
独
自
の
諾
操
作
と
し
て
行
う
特
殊
な
諸
資
本
の
機
能
に
ま
で
自
立
化
す
れ
ば
、
こ
の
資
本
を
貨
幣
取
扱
資
本
に
転
形

　
　
　
６
）

　
　
す
る
」
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
商
業
資
本
お
よ
び
貸
付
資
本
は
、
産
業
資
本
と
併
列
し
て
、
三
者
相
亙
に
各
自
の
特
徴
的
諾
属
性
に

　
　
よ
っ
て
相
互
に
関
連
し
あ
う
と
こ
ろ
の
現
実
的
資
本
の
外
面
性
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
５
、
マ
ル
ク
ス
を
超
え
れ
ば
、
金
融
資
本
、
国
家
あ
る
い
は
国
際
独
占
資
本
、
筆
々
と
、
実
体
的
資
本
の
現
実
化
の
自
己
展
開
を
見
る
。
こ
れ
ら
は
・

　
　
　
　
　
資
本
論
の
体
系
的
叙
述
の
範
囲
外
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
体
系
性
の
範
囲
を
超
ゆ
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
に
っ
い
て
、
改
め
て
論
ず
る
必

　
　
　
　
　
要
は
な
か
ろ
う
と
思
は
れ
る
が
、
こ
こ
で
、
か
く
の
ご
と
く
開
か
れ
た
未
完
結
の
体
系
性
を
資
本
論
が
も
っ
て
い
る
こ
と
に
、
注
意
を
促
す
こ

　
　
　
　
　
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
拙
稿
「
資
本
諭
の
体
系
性
」
　
（
本
誌
筆
一
巻
第
六
号
）
参
照
。

　
　
　
６
、
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
　
（
長
谷
部
訳
日
評
版
・
第
九
分
冊
）
、
二
四
六
頁
。

　
　
　
し
か
し
、
外
面
性
を
単
に
外
面
性
と
し
て
把
握
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
連
は
統
一
的
で
あ
り
え
ず
、
部
分

　
　
的
な
そ
の
場
ン
、
の
場
の
関
連
の
寄
せ
集
め
の
総
体
を
表
象
す
る
と
し
て
も
、
外
面
性
の
全
体
は
一
つ
の
混
沌
た
る
全
体
表
象
に
す
ぎ

　
　
な
い
。
外
面
性
の
全
体
と
し
て
の
把
握
が
統
一
的
で
あ
り
法
則
の
認
識
で
あ
り
う
る
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
階
級
関
係
お
よ
び
運

　
　
動
と
し
て
の
資
本
で
あ
る
産
茅
資
木
を
全
面
的
に
分
析
　
　
こ
れ
は
第
一
巻
か
ら
第
二
巻
を
経
て
第
三
巻
第
三
節
に
お
よ
ぶ
仕
事
で

　
　
あ
っ
た
　
　
し
た
の
ち
に
、
一
〆
、
れ
か
ら
の
派
生
的
な
資
木
と
の
和
互
関
連
を
実
体
的
に
基
礎
ず
け
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
第
三
巻
の
叙

　
　
述
方
法
で
あ
っ
た
、
か
く
実
体
的
資
木
ｏ
現
実
化
は
段
階
を
と
っ
て
追
跡
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

　
　
こ
の
現
実
化
の
段
階
の
す
す
む
に
つ
れ
て
前
段
階
に
お
い
て
感
性
的
に
直
観
さ
れ
た
事
柄
が
、
後
段
階
に
い
た
っ
て
隠
さ
れ
て
眼
に



　
見
え
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
杜
会
的
総
資
本
の
現
実
的
運
動
も
産
業
資
本
と
し
て
の
段
階
で
は
、
資
本
の
三

　
つ
の
彩
態
は
直
接
に
与
え
ら
れ
て
い
て
相
互
に
移
行
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
商
業
資
本
と
し
て
の
運
動
段
階
丁
お
い
て
は
、
貨
幣

　
資
本
の
二
彩
態
の
み
が
直
接
的
所
与
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
生
産
資
本
と
の
関
連
は
、
分
析
的
思
惟
を
媒
介
せ
ず
し
て
は
把
握
さ
れ

　
え
な
い
。
さ
ら
に
貸
付
資
本
の
現
実
的
運
動
と
し
て
は
、
貨
幣
彫
態
の
資
本
の
み
が
前
面
化
し
て
、
そ
れ
の
生
産
資
本
な
ら
び
に
商

　
業
資
本
と
の
関
連
は
、
そ
の
背
後
に
際
蔽
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
あ
た
か
も
貨
幣
は
ン
、
れ
自
体
で
資
本
で
あ
る
と
い
う
錯
覚
を
、
そ
の

　
感
性
的
直
観
に
お
い
て
生
ぜ
し
め
る
し
、
ま
た
、
信
用
取
引
が
資
本
主
義
的
生
産
と
の
関
連
を
離
れ
て
貨
幣
を
資
本
化
す
る
と
こ
ろ

　
か
ら
、
貨
幣
を
資
本
に
転
化
す
る
も
の
は
、
直
接
的
に
流
通
過
程
の
信
用
で
あ
っ
て
、
も
と
と
も
剰
余
価
値
の
生
産
に
よ
っ
て
基
礎

　
ず
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
う
し
な
う
に
到
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
現
実
的
杜
会
の
表
面
に
あ
っ
て
は
、
商
業
資
本
あ
る
い
は
貨
幣

　
資
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
派
生
的
自
立
性
に
お
い
て
本
来
的
な
資
本
で
あ
る
か
の
外
見
を
呈
し
、
そ
れ
の
所
有
者
は
、
単
に
仕
事
の

．
上
で
産
業
資
本
家
と
関
係
を
緕
ぶ
と
い
う
外
面
性
に
よ
っ
て
巨
常
の
意
識
が
制
約
さ
れ
、
産
業
資
本
か
ら
剰
余
価
値
の
一
部
分
の
譲

渡
に
と
ど
ま
る
産
業
利
潤
を
、
商
業
資
本
独
白
の
直
接
的
結
果
で
あ
る
と
考
え
昌
巴
一
彗
た
り
、
資
本
の
再
生
産
過
程
の
自
已
運
動

　
の
一
契
機
で
あ
る
か
ぎ
り
で
取
得
さ
れ
う
る
余
剰
価
値
部
分
で
あ
る
利
子
を
も
、
貸
付
業
務
の
結
果
と
し
て
貸
付
資
本
家
の
本
来
の

　
所
得
と
思
い
旨
¢
サ
竃
込
ん
だ
り
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
杜
会
的
総
資
本
の
現
実
的
外
面
性
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
錯
覚
で
あ

　
り
幻
想
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
資
本
家
が
企
業
利
得
を
受
け
と
る
の
は
、
工
業
ま
た
は
商
業
に
積
極
的
に
参
加
し
資
本
の
本
来
の
機

能
を
果
す
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
産
業
利
潤
と
商
業
利
潤
と
に
分
裂
す
る
の
は
、
産
業
資
本
の
商
品
お
よ
び
貨
幣
の
二

　
形
態
が
独
立
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
他
人
よ
り
の
借
人
資
本
に
よ
っ
て
も
積
極
的
資
本
家
が
剰
余
価
値
を
取
得
し
う
る
と
い
う
こ
と

　
は
、
他
人
資
本
を
そ
の
独
立
へ
と
誘
引
し
、
貸
幣
資
本
を
貸
付
資
本
に
転
化
せ
し
め
、
　
「
利
潤
を
企
業
利
得
と
利
子
と
へ
の
分
裂
」

　
　
　
諾
繭
品
集
成
の
感
性
的
直
臼
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
（
五
四
七
）



．
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
（
五
四
八
）

に
い
た
ら
し
め
る
こ
と
を
い
み
す
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
入
は
、
こ
の
「
利
子
生
み
資
本
」
の
諾
機
能
の
分
析
の
た
め
に
、
第
五
篇
の
全
部
を
さ
い
て
い
る
。
そ
の
第
二
十
一
章
第

二
文
節
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
貨
幣
　
　
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
、
或
る
価
値
額
の
自
立
的
表
現

を
い
み
す
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実
上
そ
の
価
値
額
が
貨
幣
と
し
て
実
存
す
る
か
商
品
と
し
て
実
存
す
る
か
を
間
は
な
い
の
で
あ
る
が

　
　
は
、
資
本
制
生
産
の
上
で
こ
そ
資
本
に
転
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
転
化
に
よ
り
或
る
与
え
ら
れ
る
価
値
額
か
ら
自
ら
を

増
殖
し
増
加
す
る
価
値
と
な
る
。
そ
れ
は
利
潤
を
生
産
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
資
本
家
を
し
て
、
或
る
一
定
の
不
払
労
働

剰
余
生
産
物
お
よ
び
剰
余
価
値
　
　
を
労
働
者
か
ら
引
き
だ
し
て
取
得
す
る
こ
と
を
得
せ
し
め
る
。
か
よ
う
に
し
て
貨
幣
は
、
そ
れ

が
貨
幣
と
し
て
有
す
る
使
用
価
値
の
ほ
か
に
、
一
つ
の
追
加
的
使
用
価
値
、
す
な
わ
ち
資
本
と
し
て
機
能
す
る
使
用
価
値
を
受
け
と

る
。
貨
幣
の
使
用
価
値
は
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
ま
さ
に
資
本
に
転
化
し
た
貨
幣
が
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
利
潤
に
存
す
る
。
可
能
的

資
本
と
し
て
の
、
利
潤
を
生
産
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
、
こ
の
属
性
に
お
い
て
、
貨
幣
は
独
自
の
種
類
の
商
品
と
な
る
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
）

は
同
じ
こ
と
に
帰
着
す
る
が
、
資
本
は
資
本
と
し
て
商
品
と
な
る
」
の
で
あ
る
、
　
「
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
○
１
０
、
を
、

よ
り
多
く
の
貨
幣
を
生
み
だ
す
貨
幣
を
、
両
極
を
媒
介
す
る
過
程
な
し
に
自
ら
を
増
確
す
る
価
値
を
も
つ
の
で
あ
る
。
商
人
資
本
す

な
わ
ち
９
１
奉
１
０
、
に
お
い
て
は
、
す
く
な
く
と
も
資
本
の
運
動
　
　
と
い
っ
て
も
、
こ
の
運
動
は
Ｊ
／
こ
だ
流
通
部
面
内
に
と
ど
ま

り
、
し
た
が
っ
て
利
潤
は
単
な
る
譲
渡
利
潤
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
る
が
　
　
の
一
般
的
形
態
が
現
存
し
て
い
る
、
だ
が
、
そ
れ

で
も
利
潤
は
、
社
会
的
関
係
な
る
物
の
生
産
物
と
し
て
現
は
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
物
の
生
産
物
と
し
て
現
は
汀
な
い
。
商
人

資
本
の
彩
態
と
い
え
ど
も
、
対
立
す
る
両
段
階
の
統
一
た
る
一
過
程
を
、
対
立
す
る
二
つ
の
事
象
た
る
商
品
の
講
買
と
販
売
と
に
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

裂
す
る
一
運
動
を
表
示
す
る
。
こ
れ
が
、
利
子
生
み
資
木
の
形
態
た
る
（
一
１
（
｝
、
で
は
消
滅
し
て
い
る
」
。
「
こ
の
利
子
生
み
資
本
に



お
い
て
・
資
本
関
係
は
・
そ
の
最
も
外
面
的
で
最
も
物
神
的
な
形
態
を
え
る
Ｌ
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
次
の
長
い
文
章
を
、

　
　
そ
の
一
部
の
言
葉
は
先
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
　
　
現
実
的
資
本
の
外
面
的
直
接
性
が
も
つ
性
格
を
認
識
す

る
た
め
に
引
用
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
「
０
１
０
∴
こ
れ
は
資
本
の
本
源
的
出
発
点
で
あ
り
、
？
１
奉
１
０
、
な
る
範
式
に
お
け
る
貨
幣
が
両
極
○
１
０
、
に
整
約
さ

れ
を
の
で
あ
一
て
・
こ
の
注
・
・
争
書
、
着
多
く
の
貨
幣
を
創
造
す
る
貨
幣
で
あ
る
。
こ
れ
は
叢
性
的
姦
括
に

　
総
括
さ
れ
た
資
本
の
本
源
的
な
一
般
的
な
範
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
産
過
程
と
流
通
過
程
と
の
統
一
た
る
、
し
た
が
つ
て
一
定
の

　
期
間
に
一
定
の
剰
余
価
値
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
、
完
成
せ
る
資
本
で
あ
る
。
利
子
生
み
資
本
の
形
態
に
お
い
て
は
、
こ
の
関
係

が
生
産
過
程
と
流
通
過
程
と
に
媒
介
さ
れ
き
で
直
接
に
現
等
る
、
資
本
｝
、
利
子
の
、
資
吉
身
の
増
殖
の
、
神
秘
的
で
自

　
已
増
殖
的
な
源
泉
と
し
て
現
象
す
る
。
物
　
　
貨
幣
、
商
品
、
価
値
　
　
が
今
や
、
単
な
る
物
と
し
て
既
に
資
本
で
あ
つ
て
、
資

　
本
は
単
な
る
物
と
し
て
現
象
す
る
。
総
生
産
過
程
の
締
果
が
、
物
に
白
ら
具
は
る
一
属
性
と
し
て
現
象
す
る
。
、
利
子
生
み
資

　
本
に
お
い
て
は
・
白
ら
自
身
を
増
殖
す
る
価
値
、
貨
幣
を
生
む
貨
幣
、
と
い
う
こ
の
白
動
的
物
神
が
純
粋
に
作
り
あ
げ
ら
れ
て
い

　
る
の
で
あ
っ
て
・
資
本
は
こ
の
形
態
で
は
、
も
は
や
、
そ
の
成
立
の
何
ら
の
痕
跡
も
お
び
て
い
な
い
。
杜
会
的
関
係
が
、
物
た
る

　
貨
幣
の
そ
れ
白
身
に
た
い
す
る
関
係
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
る
、
資
本
へ
の
貨
幣
の
現
実
的
転
化
の
か
わ
り
に
、
こ
こ
で
は
、
か

　
か
る
転
化
の
無
内
容
な
珊
態
の
み
が
現
れ
る
、
労
働
力
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
、
貨
幣
の
使
用
価
値
は
、
こ
こ
で
は
、
価
値
を

　
創
造
す
る
と
い
う
使
用
価
値
と
な
る
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、
す
ノ
し
に
潜
勢
的
に
は
自
□
ら
を
蛸
砿
す
る
価
値
で
あ
り
、
ま
た
、

　
か
か
る
も
の
と
し
て
貸
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
貸
付
は
、
こ
の
独
白
の
商
口
岬
に
と
つ
て
の
販
売
の
形
態
で
あ
る
、
価
依

　
を
創
造
し
利
子
を
も
た
ら
す
こ
と
が
貨
幣
の
木
性
と
た
る
の
は
、
あ
た
か
も
梨
の
実
を
締
ぶ
こ
と
が
梨
の
樹
の
本
性
た
る
の
と
同

　
　
諾
商
品
集
成
の
感
性
的
直
観
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
（
五
四
九
）
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立
命
館
経
済
掌
（
常
二
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
（
五
五
〇
）

　
　
　
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
利
子
を
生
む
も
の
と
し
て
、
貨
幣
の
貸
手
は
、
自
分
の
貨
幣
を
売
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
現
実
に
機
能
す
る
資
本
も
、
機
能
資
本
と
し
て
で
は
な
く
、
資
本
自
体
と
し
て
、
貨
幣
資
本
と

　
　
　
し
て
、
利
子
を
も
た
ら
す
と
い
う
ふ
う
に
自
ら
を
表
示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
鉦
じ
ま
げ
ら
れ
る
、
利
子
は
利
潤
の
一
部

　
　
　
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
そ
の
利
子
が
い
ま
や
逆
に
資
本
の
本
来
的
果
実
と
し
て
、
本
源
的
な
も
の
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
利
潤
の
方
は
、
い
ま
や
企
業
者
利
得
の
形
態
に
転
化
し
て
、
再
生
産
遇
程
に
附
加
さ
れ
る
単
な
る
添
加
物
な
い
し
追
加
物
と
し
て

　
　
　
現
象
す
る
。
こ
こ
で
資
本
の
物
神
的
盗
態
が
、
そ
し
て
資
本
物
神
な
る
表
象
が
、
完
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
○
－
ｐ
、
に
お
い
て
．
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
も
の
は
、
資
本
の
没
概
念
的
形
態
、
生
産
諾
関
係
の
最
高
度
の
顧
倒
、
お
よ
び
事
物

　
　
　
化
た
る
利
子
生
み
盗
態
、
資
本
自
身
の
再
生
産
過
程
に
前
提
さ
れ
て
い
る
資
本
の
単
純
な
る
姿
態
で
あ
る
。
貨
幣
ま
た
は
商
品
が
、

　
　
　
再
生
産
か
ら
独
立
し
て
、
そ
れ
自
身
の
価
値
を
増
殖
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
　
　
こ
れ
は
、
も
っ
と
も
著
し
い
形
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
）

　
　
　
で
の
資
本
の
神
秘
化
で
あ
る
。
」

　
　
　
す
な
わ
ち
、
利
子
と
企
業
者
利
得
と
へ
利
潤
が
分
裂
し
、
両
者
が
白
立
的
な
も
の
と
し
て
相
互
に
対
立
関
係
に
入
っ
た
こ
と
は
、

　
　
普
通
の
商
口
帥
市
場
や
労
働
市
場
と
な
ら
ん
で
、
資
本
そ
の
も
の
を
取
引
し
、
資
本
自
体
が
需
給
さ
れ
る
資
本
市
場
の
発
生
し
た
こ
と

　
　
を
い
み
す
る
。
と
同
時
に
消
極
的
資
本
家
を
成
立
せ
し
め
、
銀
行
、
証
券
取
引
所
、
そ
の
他
の
諾
施
設
が
、
体
系
的
に
大
規
模
の
網

　
　
の
眼
の
ご
と
く
、
現
実
的
杜
会
総
資
本
の
直
接
的
外
面
に
、
隈
な
く
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
る
に
到
っ
た
こ
と
を
い
み
す
る
。
し
か
も
、

　
　
こ
の
全
信
用
組
織
を
自
己
の
機
能
の
緒
果
と
し
て
も
つ
貸
付
資
本
は
、
自
ら
が
商
業
資
本
あ
る
い
は
産
業
資
本
の
基
礎
の
上
に
立
つ

　
　
上
層
建
築
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
白
ら
が
直
接
に
生
産
過
程
に
だ
け
で
な
く
流
通
過
程
に
も
結
び
つ
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、

　
　
下
部
構
造
と
し
て
の
自
己
白
身
の
成
立
過
程
を
ば
完
全
に
忘
却
し
て
了
う
緒
果
に
た
る
こ
と
を
い
み
す
る
、
要
す
る
に
、
実
体
的
資



本
は
白
ら
の
現
実
化
の
過
程
が
貸
付
資
本
を
分
出
独
立
せ
し
め
る
段
階
に
お
よ
ん
で
、
自
ら
の
実
体
性
を
完
全
に
否
定
し
て
現
象
世

界
に
実
存
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
現
実
的
な
社
会
的
総
資
本
の
直
接
的
外
面
性
は
、
本
質
を
喪
失
し
た
現
象
と
し
て

は
、
仮
象
で
あ
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
　
「
最
も
著
し
い
彩
態
で
の
資
本
の
神
秘
化
」
．
が
、
わ
れ
わ
れ
現
実
的
人

間
の
直
接
的
意
識
の
う
ち
に
、
発
生
す
る
根
拠
が
あ
る
。

　
７
、
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
　
（
長
谷
部
訳
目
評
版
第
十
分
冊
）
二
頁
。

　
８
、
同
右
、
　
一
〇
八
頁
。

　
９
、
同
右
、
　
一
〇
九
頁
－
一
一
一
頁
。

　
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
「
没
感
性
的
」
に
し
て
「
没
概
念
的
」
な
信
用
体
系
と
し
て
の
外
面
性
に
お
い
て
も
、
実
体
的
資
本
の
自
已

疎
外
は
「
最
も
著
し
い
彩
態
」
で
現
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
い
ま
だ
そ
れ
は
完
全
な
形
態
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

　
資
本
制
杜
会
の
表
面
に
お
い
て
は
、
産
業
資
本
家
、
商
業
資
本
家
、
お
よ
び
、
貸
付
資
本
家
の
各
集
団
の
ほ
か
に
、
土
地
所
有
者

が
、
自
ら
の
土
地
所
有
権
そ
の
も
の
、
土
地
の
肥
沃
度
、
あ
る
い
は
地
下
埋
藏
資
源
を
理
由
と
し
て
、
剰
余
価
値
の
分
け
前
を
要
求

し
実
現
し
て
い
る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
感
性
的
に
直
観
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
の
外
面
的
な
疎
外
の
彩
態
と
し
て
、
利
潤
、

利
子
の
ほ
か
に
地
代
の
存
在
を
わ
か
わ
れ
は
熟
知
し
て
い
る
、
か
く
て
マ
ル
ク
ス
も
、
　
「
全
体
と
し
て
考
察
さ
れ
る
資
本
の
運
動
過

程
」
か
ら
生
ず
る
そ
の
具
体
的
諾
形
態
の
分
析
を
、
第
六
篇
「
超
過
利
潤
の
地
代
へ
の
転
化
」
を
も
っ
て
完
了
す
る
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
運
動
段
階
の
外
面
性
に
お
い
て
薪
に
発
生
す
る
仮
象
は
、
剰
余
価
値
の
他
の
特
殊
化
的
転
化
諾
彩
態
と
異
な
り
、
地

代
は
、
資
本
の
産
物
と
し
て
で
な
く
土
地
の
産
物
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
第
七
篇
「
所
得
と

そ
れ
の
源
泉
」
に
お
い
て
、
現
実
的
な
杜
会
的
総
資
本
の
外
面
性
の
全
き
広
り
と
し
て
の
地
平
■
◎
ま
９
き
に
お
い
て
、
労
賃
は
労

働
か
ら
、
利
潤
は
資
本
か
ら
ハ
地
代
は
土
地
か
ら
、
と
い
う
「
三
位
一
体
的
範
式
」
と
し
て
、
諾
仮
象
の
実
在
的
体
系
化
が
杜
会
の

　
　
　
諾
商
品
集
成
の
感
性
的
直
観
（
そ
の
一
）
　
（
梯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
（
五
五
一
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
（
五
五
二
）

　
全
表
面
に
現
象
す
る
こ
と
を
論
述
し
、
こ
の
疎
外
さ
れ
た
現
象
の
総
体
を
、
直
接
的
所
与
と
し
て
受
け
容
れ
た
ま
ま
で
無
批
判
的
に

　
体
系
化
し
た
理
論
と
し
て
の
物
神
崇
拝
的
経
済
学
を
、
徹
底
的
に
暴
露
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
実
体
的
資
本
○
現
実
化
の
完
成
は
、

　
剰
余
価
値
の
杜
会
的
配
分
の
完
成
と
し
て
現
実
的
杜
会
の
外
面
的
ホ
リ
ゾ
ソ
ト
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
と
同
時

　
に
、
現
実
的
資
本
の
実
体
性
は
、
す
な
わ
ち
生
産
遇
程
に
お
け
る
資
本
家
と
賃
労
働
者
と
の
階
級
関
係
は
、
全
く
喪
失
し
て
し
ま
い
、

　
現
実
杜
会
は
、
労
働
関
係
の
総
体
と
し
て
で
は
な
く
、
物
と
し
て
の
資
本
の
関
係
の
総
体
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
完
成
す
る
。
実
体

　
的
資
本
の
実
現
の
完
成
は
、
そ
の
自
己
喪
失
の
、
そ
の
自
已
疎
外
の
、
そ
の
物
神
的
性
格
の
実
現
の
完
成
で
あ
る
。

　
　
か
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
の
目
常
生
活
に
お
い
て
感
性
的
に
直
観
す
る
現
実
的
な
杜
会
的
総
資
本
の

外
面
的
直
接
性
は
、
生
産
過
程
の
人
的
関
係
の
隠
蔽
さ
れ
た
物
的
関
係
の
総
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
資
本
家
的
富
が
わ
れ
わ
れ

　
の
直
接
的
な
日
鴬
意
識
に
、
資
本
、
貨
幣
、
あ
る
い
は
商
品
と
い
う
物
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
ば
あ
い
、
先
に
注
意
を
予
め
し
て
お

　
い
た
と
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
直
接
的
意
識
が
、
認
識
の
出
発
点
と
し
て
の
最
初
の
段
階
の
意
識
が
、
感
性
的
直
観
で
あ
る
と
い
う
認

識
論
的
な
意
味
だ
け
に
、
吟
味
の
焦
点
を
向
け
る
べ
き
で
な
く
、
認
識
の
対
象
と
し
て
の
資
本
家
的
富
そ
の
も
の
が
物
と
し
て
自
已

を
疎
外
し
て
実
在
し
て
い
る
と
い
う
対
象
白
体
の
動
的
構
造
に
も
、
同
時
に
留
意
し
て
吟
味
を
す
す
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
は
ち
、
こ
の
点
か
ら
、
「
資
本
家
的
富
が
諾
商
品
集
成
と
し
て
感
性
的
に
直
観
さ
れ
る
」
と
い
う
冒
頭
文
節
の
第
一
段
の
命
題

が
、
ま
ず
何
を
意
味
し
て
い
た
か
を
理
解
し
え
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
感
性
的
直
観
の
所
与
と
し
て
の
対
象

の
外
面
的
直
接
性
と
い
う
こ
と
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
資
本
論
第
三
巻
を
辿
つ
て
き
た
こ
と
の
成
果
で
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。


