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そ
れ
以
降
は
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

造
説
」
と
呼
ば
れ
る
着
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

は

じ

め

に
ー
ー
デ
カ
ル
ト
の
「
連
続
創
造
説
」

「
我
の
存
在
」

と
連
続
創
造

に
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
本
格
的
な
形
成
が
始
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

「
連
続
創
造
説
」
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
開
始
時
点
で
既

一六一―

-0年
前
後

こ
れ
が
デ
カ
ル
ト
の
「
連
続
創

「
生
涯
の
全
て
の
時
間
は
無
数
の
部
分
に
分
割
さ
れ
得
る
し
、
そ
の
個
々
の
部
分
は
残
り
の
部
分
に
全
く
依
存
し
て
は
い
な
い
」

48~49, 

cf• 

VII 
1
0
9
,
 

VII 
1
6
5
,
 

VllIー

1

1
3
 etc.)。
L

4

」ぶいっ

t
、
J

9

L

「
中
心
」
ぶ
5

「七仕ナ
H
」
L

結
砂

i
り

t
ぃ
こ
ム
L
と
L

ィ）
J
も
‘
工
J
4
いげ
i

「坤
t
」

が
「
私
」
を
「
再
度
こ
の
瞬
間
に
創
造
す
る
」
か
ら
で
あ
る
（
ニ

4
9
,

cf・

ニ
1
0
9
,VIII

—

1 

1
3
 
etc.)。

さ
て
デ
カ
ル
ト
の
著
作
を
読
め
ば
、
我
々
は
次
の
こ
と
に
気
付
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
「
連
続
創
造
説
」
が
、
或
る
時
期
か
ら

「
神
を
認
識
し
、
我
々
自
身
を
認
識
す
る
」

(a
M
e
r
s
e
n
n
e
,
 1
5
 
avril 
1
6
3
0
,
 
I
 

1
4
4
)

こ
と
を
出
発
点
と
し
て
、

米

虫

正

巳

（ニ
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も、 に
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
哲
学
の
形
成
の
開
始
と
共
に
、
そ
の
部
分
的
な
成
果
の
一
っ
と
し
て

平
行
し
て
執
筆
が
進
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
『
世
界
論
』
の
「
第
七
章
」
に
お
い
て
、
既
に
「
連
続
創
造
説
」
は
そ
の
姿
を
見
せ
て
い

そ
し
て
こ
の
「
連
続
創
造
説
」
は
、
冒
頭
に
引
用
｀
し
た
よ
う
に
『
省
察
』
や
『
哲
学
原
理
』

（
あ
る
い
は
『
方
法
序
説
』
や
そ
れ
ら
の
著
作
の
前
後
の
数
々
の
書
簡
）
を
経
て
、
デ
カ
ル
ト
の
死
の
前
年
で
あ
る
一
六
四
九
年
に
お
い
て

(a 
M
o
r
u
s
,
 1
5
 
a
v
r
i
l
 
1
6
4
9
,
 

V
 3
4
3
,
 

a
 Clerselier, 
2
3
 
a
v
r
i
l
 
1
6
4
9
,
 

V
 3
5
7
)

。

て
「
連
続
創
造
説
」
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
最
後
ま
で
放
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
哲
学
に
伴
う
か
の
よ
う
に
約
二

0
年
間
一
貫
し
て

そ
う
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
次
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
こ
の
「
連
続
創
造
説
」
は
デ
カ
ル
ト

哲
学
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
哲
学
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
。

そ
れ
は
確
か
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
話
が
済
む
訳
で
は
な
い
。

「
第
三
省
察
」
の
、
神
の
存
在
の
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な

1

―
つ
の
証
明
の
内
の
二
番
目
の
証
明
、

し
た
が
っ

い
わ
ゆ
る

「
第
二
証
明
」
に
お
い
て
で
あ
る
（
ニ
4
8
~
4
9
)
。
こ
れ
は
『
哲
学
原
理
』
で
も
同
じ
証
明
（
『
哲
学
原
理
』
の
順
序
で
は
三
番
目
の
証
明
）

で
現
れ
（
三
|1
 
1
3
)

、
ま
た
『
方
法
序
説
』
で
も
同
様
で
あ
る

(VI
3
5
 1
 
3
6
)

。
そ
し
て
「
連
続
創
造
説
」
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
お
い
て

「
神
の
観
念
を
有
す
る
私
の
存
在
の
起
源
を
問
う
」
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
る
「
第
二
証
明
」
を
遂
行
す
る
上
で
の
重
要
な
契
機
と
し

て
機
能
し
て
い
る
（
『
方
法
序
説
』
の
場
合
は
証
明
の
後
で
言
及
さ
れ
る
証
明
の
前
提
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
）
。
そ
れ
ゆ
え
存
在
証
明
の
遂

(

1

)

 

行
上
の
不
可
欠
な
契
機
と
し
て
「
連
続
創
造
説
」
を
理
解
す
る
と
い
う
観
点
な
ら
ば
、
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
し
、
そ
の
限

り
で
の
「
連
続
創
造
説
」
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
い
て
持
つ
役
割
も
決
し
て
見
逃
さ
れ
て
き
た
訳
で
は
な

説
」
が
最
初
に
現
れ
る
の
は
、

主
張
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
や
は
り
そ
の
姿
を
現
し
て
い
る

る
か
ら
で
あ
る

(XI
3
7
 

XI 
4
3
~
4
4
)

。

『
省
察
』
で
「
連
続
創
造
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れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
連
続

「
第
二
部
」
以
降
を
参
照
）
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学

「
神
の
存
在
証
明
」
の
一
契
機
と
い
う
に

「
神
の
存
在
証
明
」
と
は
直
接
に
関
係
の
な
い
文
脈
に
お

だ
が
そ
う
し
た
観
点
が
充
全
な
も
の
だ
と
は
我
々
に
は
思
わ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
神
の
存
在
証
明
」
に
お
け
る
契
機
と
し
て
の
「
連

「
連
続
創
造
説
」
は
「
神
の
存
在
証
明
」
の
た
め
に
一
時
的
に
の
み
使
用
さ
れ
、
そ
れ
以
後
は

顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
暫
定
的
見
解
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
「
連
続
創
造
説
」
は
、
デ
カ

ル
ト
も
や
は
り
ス
コ
ラ
哲
学
の
伝
統
の
流
れ
に
属
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
の
ニ
ピ
ソ
ー
ド
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
で
あ

(

2

)

 

ろ
う
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
の
著
作
を
見
れ
ば
、

「
連
続
創
造
説
」
が
「
私
の
存
在
」
と
「
神
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
と
い
う

(

3

)

 

「
神
の
存
在
証
明
」
と
直
接
に
は
無
関
係
な
文
脈
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
以
上
、
「
神
の
存
在
証
明
」

の
み
に
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
見
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

説
」
を
「
神
の
存
在
証
明
」
の
一
契
機
に
還
元
す
る
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、

い
て
、
な
ぜ
「
連
続
創
造
説
」
が
言
及
さ
れ
る
の
か
が
理
解
も
説
明
も
で
き
ず
、
デ
カ
ル
ト
の
「
連
続
創
造
説
」
に
固
有
の
意
義
が
見
失
わ

他
方
で
あ
る
い
は
ま
た
次
の
よ
う
な
別
の
観
点
も
あ
り
得
る
。

つ
ま
り
「
連
続
創
造
説
」
が
「
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
の
、
そ
し
て
自
然
学

(

4

)

 

と
形
而
上
学
の
諸
関
係
の
正
確
な
理
解
を
根
本
的
に
条
件
づ
け
て
い
る
」
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

と
ど
ま
ら
ず
、

「
連
続
創
造
説
」
に
固
有
の
意
義
を
探
ろ
う
と
す
る
点
で
は
、
こ
の
観
点
は
正
し
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
次

の
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
「
連
続
創
造
説
」
が
、
デ
カ
ル
ト
の
「
自
然
学
」
の
領
域
に
お
い
て
固
有
の
意
義
を
持

っ
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
（
『
世
界
論
』
や
『
哲
学
原
理
』

が
「
自
然
学
」
の
基
礎
の
構
築
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
『
省
察
』
や
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
の
よ
う
に
、

の
は
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、

続
創
造
説
」
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、

、0し

「
連
続
創
造
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「
連
続
創
造
説
」
は
「
神
の
存
在
証
明
」
の
み
に
関
わ
り
、
そ
の
た
め
に
の
み
使
用
さ
れ
、
そ
れ
以
後
は

顧
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
暫
定
的
見
解
で
は
な
く
、
ま
た
自
然
学
に
つ
い
て
の
知
見
か
ら
持
ち
込
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
固
有
の
意
義
を
持
つ
着
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。

「
連
続
創
造
説
」
は
「
神
の
存
在
証
明
」
の
プ
ロ
セ
ス
の
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
機
能
し
、
こ
の
証
明
自
体
を
基
礎
づ
け
な
が
ら
、
ま
た

さ
ら
に
そ
の
証
明
を
経
て
最
終
的
に
得
ら
れ
た
自
然
学
に
お
い
て
も
機
能
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
自
身
は
こ
の
「
神
の
存
在
証
明
」
お
よ

び
「
自
然
学
」
と
い
う
問
題
系
を
越
え
る
、
あ
る
い
は
そ
の
手
前
に
あ
る
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
の
根
本
的
な
着
想
の
一
っ
と
し
て
、
デ
カ

ル
ト
哲
学
の
中
で
立
ち
現
れ
て
き
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
で
の
考
察
の
目
的
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
い
て
こ
の
「
連

続
創
造
説
」
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
い
か
な
る
固
有
の
意
義
を
有
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

の
で
は
な
い
。
我
々
と
し
て
は
、

ろ
ん
こ
れ
は
「
神
の
存
在
証
明
」
や
「
自
然
学
」
に
お
い
て
、

創
造
説
」
が
、
そ
の
哲
学
の
体
系
の
中
で
「
自
然
学
」
以
前
に
ま
ず
「
私
の
存
在
」
と
「
神
」
と
の
関
係
に
関
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
の
な

「
連
続
創
造
説
」
が
第
一
に
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
は
、

ま
ず
何
よ
り
も
そ
の
「
自
然
学
」
を
基
礎
づ
け
る
べ
き
側
の
領
域
に
お
い
て

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
「
連
続
創
造
説
」
の
理
解
に
自
然
学
の
側
か
ら
の
知
見
を
持
ち
込
ん
で
し
ま
う
の
は
、
事
態

「
連
続
創
造
説
」
か
ら
「
時
間
の
不
連
続
性
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
導
き
出
し
、
そ
れ
を
空
し

(

5

)

 

く
反
復
す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
そ
の
揚
げ
句
に
自
ら
が
設
定
し
た
解
釈
の
枠
組
み
を
裏
切
っ
て
し
ま
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

「
連
続
創
造
説
」
は
「
神
の
存
在
証
明
」
の
一
契
機
（
た
と
え
そ
れ
が
不
可
欠
な
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
あ
れ
）
に

還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
自
然
学
」
以
前
の
領
域
に
お
い
て
そ
の
固
有
の
意
義
を
見
い
出
し
得
る
と
い
う
観
点
を
採
る
。
も
ち

し
た
が
っ
て
我
々
は
、

を
転
倒
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
し
か
な
ら
ず
、

ら
ば
、

「
連
続
創
造
説
」
が
何
の
役
割
も
果
た
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
神
の
観
念
を
有
す
る
私
の
存
在
の
起
源
」
が
問
題
に
な
る
と
い
う
局
面
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
私
は
何
に
由
来
し
て
在
る
の
か

a
q
u
o
 e
s
s
e
m
?
J
 
(VII 
4
8
)

と
デ
カ
ル
ト
は
問
う
。

(ibid.) 
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
デ
カ
ル
ト
は
、

す
る
事
物

r
e
s
c
o
g
i
t
a
n
s

」
と
し
て
の
「
私
の
内
に
•
…
・
・
全
く
な
い
と
私
は
経
験
す
る
」
以
上(
i
b
i
d
.
)

、
「
私
は
私
に
由
来
し
て
在
る
」
こ

と
は
否
定
さ
れ
、
最
終
的
に
「
神
」
と
規
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
「
或
る
原
因
」
が
「
私
を
再
度
こ
の
瞬
問
に
創
造
し
て
い
る
」

こ
う
し
て
見
る
と
、

こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
―
つ
は
「
分
割
さ
れ
た
時
間
の
諸
瞬
間
（
諸
部
分
）
の
独
立
性
」
で
あ
り
、
も
う
一
っ
は
そ
の
「
諸
瞬
間
」
に
お

け
る
「
神
に
よ
る
連
続
創
造
」
で
あ
る
。
無
論
こ
れ
ら
は
二
つ
の
異
な
る
事
柄
で
は
な
く
、
緊
密
に
結
び
あ
っ
て
「
連
続
創
造
説
」
を
構
成

(

6

)

 

し
て
い
る
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
別
個
に
論
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
初
め
に
前
者
の
「
時
間
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
と
い
う
こ

と
に
着
目
し
よ
う
。

「
生
涯
の
全
て
の
時
間
は
無
数
の
部
分
に
分
割
さ
れ
得
る
し
、
そ
の

一
般
に
「
連
続
創
造
説
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
、
こ
の
着
想
は
二
つ
の
構
成
要
素
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う

「
時
間
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
と
い
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
れ
ば
、

い
う
こ
と
に
な
る
。

し
後
に
も
私
で
在
る
と
い
う
よ
う
に
し
得
る
よ
う
な
何
ら
か
の
力
」

「
連
続
創
造
説
」
は
「
時
間
」
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
か
の
よ

(ibid.)

と

（ニ
4
9
)

の
存
在
を
探
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
「
力
」
は
「
思
惟

個
々
の
部
分
は
残
り
の
部
分
に
全
く
依
存
し
て
い
な
い
」

（
ニ
4
8
~
4
9
)とい
う
事
態
に
基
づ
い
て
、

「
現
に
私
で
在
る
そ
の
私
が
、
少

ま
ず
『
省
察
』
で
の
「
連
続
創
造
説
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

ー

「
私
は
私
に
由
来
し
て
在
る

a
m
e
 e
s
s
e
m
」

「
第
三
省
察
」
で
「
連
続
創
造
説
」
が
登
場
す
る
の
は
、
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と
共
に

そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
は
、
「
ど
の
よ
う
な
実
体
で
も
、
持
続
す

J

の
よ
う
な
「
時
間
」
は
、

と
デ
カ
ル
ト
は
言
う
。
問

る
場
面
で
は
、

「
連
続
創
造
説
」
は
こ
の
「
時
間
」
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
。

う
に
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
我
々
と
し
て
は
「
連
続
創
造
説
」
に
お
け
る
「
時
間
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考

察
す
る
た
め
に
、
そ
の
「
時
間
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
と
言
う
と
き
の
「
時
間
」
と
は
何
で
あ
る
か
を
、
ま
ず
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

「
連
続
創
造
説
」
が
提
起
さ
れ
る
の
は
や
は
り
「
時
間

tern
p
u
s
」
（
ニ

1
0
9
)

に

関
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
の
「
時
間
」
概
念
を
厳
密
に
捉
え
る
な
ら
ば
、

の
「
時
間
」
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
の
「
時
問
」
と
は
、

「
思
惟
の
様
態

m
o
d
u
s

c
o
 ,
 

g
i
t
a
n
d
i
」
と
し
て
の
「
持
続

d
u
r
a
t
i
o
」
（
三
ー
1

2
7
)

に
よ
っ
て
、
「
思
惟
」
の
対
象
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
現
れ
る
事
物
の

「
持
続
」
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
思
惟
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
現
れ
る
対
象
の
持
続
の
内
、

き
く
最
も
規
則
的
な
運
動
の
持
続
」
を
抽
出
し
た
上
で
、
諸
対
象
の
持
続
を
こ
の
「
運
動
の
持
続
」
に
基
づ
け
て
「
比
較
し
」
、

(

7

)

 

「
運
動
の
数
」
と
い
う
伝
統
的
定
義
に
従
っ
て
最
も
厳
密
な
意
味
で

(ibid.)
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
「
自
然
学
」
の
対
象
と
し
て
客
観
化
さ
れ
た
「
物
体
」
の

「
持
続
」
で
あ
り
、
こ
の
「
持
続
」
が
デ
カ
ル
ト
の
「
時
間
」
な
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
「
第
一
二
省
察
」
で
「
連
続
創
造
説
」
が
現
れ

「
一
般
的
な
意
味
で
の
持
続
」
か
ら
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(ibid.)

題
は
こ
の
「
一
般
的
な
意
味
で
の
持
続
」
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
一
般
的
な
意
味
で
の
持
続
」
は
「
実
体

s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
」

「
最
も
一
般
的
な
事
物
」
で
あ
る
と
さ
れ
（
奎

-12
2
~
2
3
)

、

る
こ
と
を
や
め
れ
ば
存
在
す
る
こ
と
を
や
め
る
の
だ
か
ら
、
実
体
は
単
に
観
点
の
上
で

r
a
t
i
o
n
e
し
か
そ
の
持
続
か
ら
区
別
さ
れ
な
い
」

の
「
時
問

t
e
m
p
u
s
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る

行
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
比
較
の
基
準
と
な
る
「
運
動
の
持
続
」
が
、

客
観
化
が

「
最
も
大

「
連
続
創
造
説
」
が
関
わ
る
の
は
こ
の
厳
密
な
意
味
で

例
え
ば
『
省
察
』
の
「
第
一
答
弁
」
に
お
い
て
も
、

、o
し
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性
」
と
正
確
に
言
い
換
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
デ
カ
ル
ト
は
、

「
時
間
の
す
な
わ
ち
事
物
の
持
続
の
本

た
表
現
と
し
て
は
「
持
続
す
る
事
物
の
時
間
す
な
わ
ち
持
続
t
e
m
p
u
s
,
s
e
u
 d
u
r
a
t
i
o
 
rei 
durantis」

間
の
す
な
わ
ち
事
物
の
持
続
の
本
性
t
e
m
p
o
r
i
s
s
i
v
e
 
r
e
r
u
m
 d
u
r
a
t
i
o
n
i
s
 
n
a
t
u
r
a
」
（
ニ

l

ー1
1
3
)

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
「
連
続
創
造
説
」
が
関
わ
る
も
の
に
つ
い
て
、

「
時
間
」
が
最
終
的
に
は
「
事
物
の
持
続
」
と
言
わ
れ
て
い

上
に
見
た
「
実
体
」

の
存
在
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
「
一
般
的
な
意
味
で
の
持
続
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
「
時
間
」
と
は
混
同

「
持
続
す
る
事
物
の
時
間
す
な
わ
ち
持
続
」
や
、

(

8

)

 

「
連
続
創
造
説
」
が
関
わ
る
の
は
、
そ
れ
が
表
面
上
「
時
間
」
と
呼
ば
れ
よ
う
が
「
持
続
」
と
呼
ば
れ
よ
う
が
、
そ
の
厳
密
な
内
容
規
定

る
点
で
両
者
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
連
続
創
造
説
」
が
関
わ
る
べ
き
は
こ
の
「
事
物
の
持
続
」
、

（ニ
3
7
0
)

も
し
く
は
、

「
時

る
こ
と
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
連
続
創
造
説
」
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
時
間
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
の
、
そ
の
「
時
間
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
正
確
な
規
定
を
、
我
々

は
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
「
第
五
答
弁
」
や
『
哲
学
原
理
』
で
、

「
連
続
創
造
説
」
が
関
わ
る
も
の
が
、
最
も
ま
と
ま
っ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
一
般
的
な
意
味
で
の
持
続
」
と
は
、

「
実
体
」
と
い
う
事
物
の
存
在
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
の
存
在
が
持
続
す

の
「
持
続
」
は
「
事
物
r
e
s
(11
実
体
）
そ
の
も
の
の
内
に
在
り
」

（三ー
1

2
6
)

、
そ
の
限
り
で
「
一
般
的
な
意
味
で
の
持
統
」
と
呼
ば
れ

（三ー
1

3
0
)

と
い
う
仕
方
で
、

つ
ま
り
「
観
点
の
上
で
の
区
別
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
r
a
t
i
o
n
i
s
」
に
よ
っ
て
し
か
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
仕
方
で
、

そ
の
「
実
体
」
の
広
い
意
味
で
の
「
属
性
」
と
し
て
（
三
ー
1

2
6
)

、
こ
の
「
持
続
」
が
「
実
体
」
と
不
可
分
な
も
の
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ

の
「
実
体
」
と
同
じ
も
の
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
「
実
体
」
と
の
こ
の
不
可
分
性
と
一
体
性
の
ゆ
え
に
、
我
々
は
「
実
体
」

か
ら
こ
の
「
持
続
」
を
排
除
す
れ
ば
「
そ
の
実
体
に
つ
い
て
明
晰
判
明
な
観
念
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
三

-13
0
)

。

つ
ま
り
こ



「
時
間
」
と
は
、

「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

「
連
続
創
造
説
」
に
お
け
る
「
時
間
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
と
言
う
時
の

「
思
惟
す
る
事
物
」
と
し
て
の
「
魂
」
自
身
の
「
持
続
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
今
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
導
巻
出
さ
れ

た
。
そ
れ
ゆ
え
「
連
続
創
造
説
」
の
「
時
間
の
諸
瞬
問
の
独
立
性
」
と
は
、

「
連
続
創
造
説
」
が
関
わ
る
の
は
「
事
物
の
持
続
」
で
あ
り
、

II 

と
す
る
な
ら
ば
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
し
て
の
「
魂
」
自
身
の
「
持
続
」
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
連
続
創
造
説
」
は
ま
ず
何
よ
り
も
「
実
体
」
で
あ
る
「
思
惟
す
る
事
物
」

に
在
る
」

の
持
続
と
は
、

「
第
二
省
察
」
に
お
い
て
見
い
出
さ
れ
た
、

省
察
」
に
お
い
て
「
連
続
創
造
説
」
が
登
場
す
る
時
、

「
連
続
創
造
説
」
が
関
わ
る
べ
き
「
事
物
の
持
続
」
、

106

の
面
か
ら
見
れ
ば
、

「
事
物
の
持
続
」
、

実
体
の
存
在
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
「
一
般
的
な
意
味
で
の
持
続
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
第
一
―
―

す
な
わ
ち
「
実
体
」
の
存
在

「
思
惟
す
る
事
物

r
e
s
c
o
g
i
t
a
n
s
」
(VII
2
7
)

と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
、

ま
り
「
実
体
」
で
あ
る
「
魂
」
の
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
ニ

1
0
7
,

a
 Cl
e
r
s
e
l
i
e
r
,
 
2
3
 
a
v
r
i
l
 1
6
4
9
,
 

V
 3
5
7
)

。

つ

「
実
体
」
で
あ
る
「
魂
」
は
持
続
す
る
も
の
で
あ
り
（
ニ

2
2
2
,

VII
―ー
2

3
4
8
 etc.)
、
「
連
続
創
造
説
」
が
関
わ
る
「
事
物
そ
の
も
の
の
内

（三ー
1

2
6
)

「
一
般
的
な
意
味
で
の
持
続
」
と
は
、
こ
の
「
魂
」
と
い
う
「
実
体
」
の
「
持
続
」
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
「
連
続
創
造
説
」
に
お
け
る
「
時
間
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
の
「
時
間
」
と
は
、

「
実
体
」
で
あ
る
「
思
惟
す
る
事
物
」

と
し
て
の
「
私
」
の
存
在
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
そ
の
哲
学
の
「
第
一
原
理

le
p
r
e
m
i
e
r
 p
r
i
n
c
i
p
e
」
(
V
I
3
2
,
 

K
ー

2

10, 
a
 Cl
e
r
s
e
l
i
‘
 

er, 
j
u
i
n
 
o
u
 
juillet 
1
6
4
6
,
 

N
 4
4
4
)
 

Al
し
て
日
兄
い
山
3

さ
れ
た
「
呻
匹
」
と
し
て
の
「
私
」
の
在
り
方
に
関
わ
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る

(
9
)
 

の
で
あ
る
と
。
我
々
は
「
連
続
創
造
説
」
を
こ
の
「
私
の
存
在
」
の
問
題
と
し
て
次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
こ
か
ら
第
二
に
、
こ
の
「
事
実
上
分
割
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
次
に
こ
の
「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
に
目
を
向
け
て
、
そ
れ
が
「
私
の
存
在
」
に
ど
う
関
わ
る
の

ま
ず
「
事
物
の
持
続
の
本
性
」
、

が
理
解
さ
れ
る
。
第
一
に
こ
の
「
持
続
」
が
「
無
数
の
部
分
に
分
割
可
能
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
ニ

4
8
~
4
9
,W
 10
9
,
 

W
 37
0
)

。
そ

し
て
第
二
に
そ
う
し
て
「
分
割
」
さ
れ
た
「
諸
部
分
」
が
「
互
い
に
独
立
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
ニ

4
8
~
4
9
,VII 
1
6
5
,
 VIII

—

1 

1
3
,
 

a
 

C
h
a
n
u
t
,
 6
 

j
u
i
n
 
1
6
4
7
,
 

V
 5
3
)

。
我
々
は
こ
れ
ら
二
つ
を
先
に
「
時
間
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
と
し
て
―
つ
に
ま
と
め
た
の
だ
が
、
こ

こ
で
も
う
一
度
取
り
上
げ
直
そ
う
。

す
な
わ
ち
「
魂
の
持
続
の
本
性
」
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
見
解
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
二
つ
の
こ
と

「
持
続
」
が
「
分
割
さ
れ
得
る

d
i
v
i
d
i
p
o
t
e
s
t
」
（
ニ
4
9
)

、
な
い
し
は
「
分
離
さ
れ
得
る

p
o
s
s
e…

s
e
p
a
,
 

（三
3
7
0
)

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、

の
で
あ
る
と
す
る
解
釈
も
出
て
く
る
。
し
か
し
我
々
は
こ
の
解
釈
に
同
意
し
て
、

こ
れ
を
「
権
利
上
分
割
可
能
な
も
の
」
で
あ
っ
て
「
事
実
上
分
割
さ
れ
な
い
」
も

「
分
割
さ
れ
得
る
」
な
い
し
「
分
離
さ
れ
得
る
」
と
い
う
言
葉
は
現
れ
ず
、
現
実
に
分

割
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
直
ち
に
「
持
続
」
の
「
諸
部
分
の
独
立
性
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
(
M
Iー

1

1
3
)

。
そ
し

て
『
ビ
ュ
ル
マ
ン
と
の
対
話
』
で
は
「
持
続
」
を
「
事
実
上
分
割
さ
れ
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
解
釈
に
抗
す
る
か
の
よ
う
に
、
私
の
持

(
V
 1
5
5
)

と
し
て
、

っ
き
り
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
分
割
可
能
」
と
は
「
権
利
上
分
割
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
事
実
上
分
割
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
持
続
の
諸
部
分
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
「
独
立
性
」
が
言
わ
れ
る
。
つ
ま

続
の
「
諸
部
分
は
分
け
ら
れ
て
い
る

e
s
s
e
n
t
 
s
e
j
u
n
c
t
a
e」

「
事
実
上
」
の
「
分
割
」
な
い
し
は
「
分
離
」
が
は

こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
『
哲
学
原
理
』
で
は
、

「
持
続
」
を
「
事
実
上
分
割
さ
れ
な
い
も
の
」
と
考
え
る

rari」
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、

か
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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く
経
験
し
な
い
(
i
b
i
d
.
)
。
J

う
し
て
私
は
「
自
分
自
身
を
維
持
す
る
力
」

（ニ

1
6
8
,Vlll

—

1 

1
3
)

を
蛉
E

っ
て
い
な
い
N
5
上
、
現
在
の
私
の

が
必
要
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
既
に
見
た
よ
う
に
、

が
持
続
す
る
た
め
に
は
、

（ニ

4
9
,

cf. 
VI 
4
5
)
 

の
で
あ
る
か
ら
、

「
思
惟
す
る
事
物
」
と
し
て
の
私

「
思
惟
す
る
事
物
」
と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
の
考
察
に

cf. 
VIIIー

1

1
3
,
 

a
 Ar
n
a
u
l
d
.
 4
 
j
u
i
n
 
1
6
4
8
 

り
「
魂
の
持
続
」
の
全
て
の
「
諸
部
分
」
は
自
分
以
外
の
「
部
分
に
全
く
依
存
し
て
い
な
い
」

（ニ

4
9
,

VIII-I
 

1
3
)

と
さ
れ
、
こ
の
こ
と

は
、
た
と
え
相
互
に
最
も
近
接
し
た
部
分
同
士
に
つ
い
て
で
さ
え
も
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
ニ

1
6
5
)

。

持
続
の
諸
部
分

が
現
実
に
分
離
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
部
分
が
互
い
に
独
立
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
魂
の
持
続
の
本
性
」
と
し
て
の
「
魂
の
持
続
の
諸

そ
し
て
こ
の
「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
は
次
の
こ
と
を
否
定
的
に
掃
結
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
す
な
わ
ち
「
私
が
す
ぐ
前
に

在
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
今
在
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
帰
結
し
な
い
」
（
ニ
4
9
)

し
、
反
対
に
「
私
が
今
在
る
と
い
う
こ

と
か
ら
、
引
き
続
い
て
私
が
ま
た
在
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
帰
結
し
な
い
」

V
 
1
9
3
)

。
現
に
在
る
私
の
存
在
は
、

の
に
必
要
な
の
と
同
じ
だ
け
の
力
と
働
き
を
必
要
と
す
る
」

瞬
間
の
独
立
性
」
が
意
味
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（ニ

1
0
9
,

そ
れ
以
前
の
私
の
存
在
を
原
因
と
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
以
後
の
私
の
存
在
の
原
因
で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
直
接
的
な
因
果
関
係
が
切
断
さ
れ
て
、
現
に
在
る
こ
の
私
の
存
在
は
、
現
に
在
る
私
の
存
在
以
外
の
私
の
存
在
を
原
因
と
は

し
得
な
い
し
、
逆
に
現
に
在
る
私
の
存
在
以
外
の
私
の
存
在
の
原
因
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

無
論
こ
の
こ
と
は
「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
を
受
け
入
れ
た
と
き
、

と
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
が
肯
定
さ
れ
る
以
上
、

「
ど
ん
な
も
の
で
も
そ
れ
が
持
続
す
る
各
瞬
間
に
お
い
て
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
も
の
が
ま
だ
な
か
っ
た
場
合
に
新
し
く
創
造
す
る

「
現
に
私
で
在
る
そ
の
私
が
、
少
し
後
に
も
私
で
在
る
と
い
う
よ
う
に
し
得
る
よ
う
な
何
ら
か
の
力
」

(
i
b
i
d
.
)

「
思
惟
す
る
事
物
」
で
あ
る
私
は
自
ら
の
内
に
そ
の
よ
う
な
力
が
在
る
こ
と
を
全
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カ、
0 

つ
ま
り
「
神
」
が
こ
の
創
造
を
一
度
止
め
れ
ば
、

「
私
の
存
在
」
は

「
再
度
創
造
す
る
」

す
な
わ
ち
神
が
連
続
的
な

存
在
と
、
現
在
の
私
の
存
在
以
外
の
私
の
存
在
と
の
間
の
、
因
果
的
な
連
鎖
は
断
ち
切
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
す
る
と
こ
こ
で
奇
妙
な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
今
見
た
よ
う
に
「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
に
よ
っ
て
、
現
に
在
る

「
私
の
存
在
」
の
、
そ
れ
以
外
の
「
私
の
存
在
」
へ
の
因
果
的
な
関
係
は
全
て
遮
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
現
に
在
る
「
私

の
存
在
」
は
「
現
に
在
る
私
の
存
在
」
の
「
瞬
間
」
の
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
「
私
の
存
在
」
に
つ

い
て
は
、
現
に
在
る
「
私
の
存
在
」
に
よ
っ
て
は
確
定
さ
れ
得
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
仮
に
そ
れ
以
外
の
「
私
の
存
在
」
が
認
め
ら
れ
る

と
し
て
も
、

う
こ
と
と
、

「
私
の
存
在
」
同
士
の
連
鎖
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
私
の
存
在
」
に
つ
い
て
「
持
続
」
し
て
い
る
と

言
う
の
は
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

間
の
独
立
性
」
は
「
持
続
」
と
い
う
こ
と
を
自
ら
裏
切
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
魂
が
持
続
す
る
」
と
い

「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
間
が
互
い
に
独
立
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
矛
盾
し
た
事
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

こ
こ
で
介
入
す
る
の
が
「
連
続
創
造
説
」
の
も
う
―
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
神
に
よ
る
連
続
創
造
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
あ
ら
ゆ
る

事
物
の
創
造
者
」

を
「
こ
の
瞬
問
に
」

つ
ま
り
「
私
の
存
在
」
の
「
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
「
持
続
の
諸
瞬

（三
-
1

1
3
,
 cf• 

VII 
4
5
 .etc.)
で七
3

る
「
神
」
は
、
「
私
の
存
在
」
つ
ま
り
「
思
惟
す
る
事
物
」
で
あ
る
「
魂
の
存
在
」

（ニ
4
9
)

、
ま
た
「
各
瞬
間
に
」

作
用
に
よ
り
各
瞬
間
に
創
造
を
行
う
の
で
あ
り
、

と
消
え
失
せ
る
」

(a
H
y
p
e
r
a
s
p
i
s
t
e
s
,
 
a
o
u
t
 1
6
4
1
,
 

「
存
在
す
る
こ
と
を
や
め
る
」
の
で
あ
る
。

（ニ
109,

ニ
5
3
)

声

4
2
9
)

。

（ニ
4
9
)

。

「
神
が
そ
の
協
力

(11
創
造
）
を
や
め
れ
ば
、
創
造
さ
れ
た
全
て
の
も
の
は
直
ち
に
無
ヘ

こ
の
よ
う
な
「
神
に
よ
る
連
続
創
造
」
に
訴
え
か
け
る
こ
と
だ
け
で
困
難
は
取
り
除
か
れ
る
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
ゲ
ル
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(11) 

ー
は
、
我
々
の
言
う
「
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
を
「
時
間
の
不
連
続
性
」
と
捉
え
、

「
連
続
的
」
な
「
持
続
」
が
「
不
連
続
」
な
「
諸

(12) 

瞬
間
の
総
和

(11
ゲ
ル
ー
の
言
う
時
間
）
か
ら
生
じ
る
」
と
い
う
「
困
難
は
、
神
の
創
造
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
」
と
主
張
す

「
神
に
よ
る
連
続
創
造
」
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
持
続
」
と
し
て
「
連
続
性
」
を
取
り
戻
し
、

だ
が
残
念
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
解
決
は
問
題
を
真
に
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
と
我
々
に
は
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
こ
こ
で
の
問
題
は
、

「
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
を
伴
う
「
私
の
存
在
」
の
「
持
続
」
を
な
お
も
「
持
続
」
と
言
い
得
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
°
ゲ
ル

ー
の
解
釈
で
は
、
「
不
連
続
性
」
を
前
提
し
た
上
で
、
「
連
続
創
造
」
す
る
「
神
」
が
ま
さ
し
く
「
機
械
仕
掛
け
の
神
」
の
ご
と
く
こ
の
「
不

連
続
性
」
の
亀
裂
に
超
越
的
に
介
入
し
、
そ
れ
を
「
連
続
性
」
へ
と
縫
い
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
こ
で
の
「
連
続
性
」
は
「
連

(13)

（

14) 

続
化
」
に
よ
っ
て
、
「
抽
象
的
で
不
完
全
な
」
「
結
果
の
観
点
」
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
に
す
’
ぎ
ず
、
ゲ
ル
ー
の
言
う
こ
の
「
連
続
化
」
と

は
「
不
連
続
な
も
の
の
反
復
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
の
「
連
続
性
」
と
は
断
片
的
な
諸
事
物
の
変
転
や
交
替
と
い

「
私
の
存
在
」
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
う
し
た
事
態
の
内
に
非
同
一
的
な
交
替
や
変
転
を
見
い
出

し
こ
そ
す
れ
、
そ
こ
に
「
魂
の
持
続
」
な
ど
は
決
し
て
見
い
出
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

(16) 

他
方
で
こ
れ
に
対
し
、
例
え
ば
ベ
イ
サ
ッ
ド
な
ら
ば
「
デ
カ
ル
ト
は
時
間
の
不
連
続
性
を
決
し
て
主
張
し
て
い
な
い
」
と
し
て
、
デ
カ
ル

(17) 

ト
に
お
け
る
「
時
間
は
幾
何
学
に
お
け
る
直
線
と
同
じ
く
連
続
的
で
あ
る
」
と
み
な
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
仮
に
「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
間
」

が
「
連
続
的
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
連
続
性
」
が
い
か
な
る
点
に
存
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
「
連
続
性
」
が
い
か
に
し
て
成
り
立
っ

て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
し
に
、
ベ
イ
サ
ッ
ド
の
よ
う
に
「
持
続
」
に
対
し
て
最
初
か
ら
「
幾
何
学
に
お
け
る
直
線
」
の
よ
う

な
「
連
続
性
」
を
前
提
し
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
予
め
こ
う
し
た
直
線
的
な
「
連
続
性
」
を
「
持
続
」
に
対

う
状
況
で
し
か
あ
る
ま
い
。

「
諸
瞬
間
」
は
、

る
。
こ
の
ゲ
ル
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

「
不
連
続
性
」
と
「
連
続
性
」
は
調
停
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
互
い
に
独
立
」
で
あ
る
「
不
連
続
」
な



111 「我の存在」と連続創造

「
魂
は
…
…
常
に
思
惟
す
る

a
n
i
m
a
 :
 ・・・・semper 
cogitare」。

我
々
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
手
掛
か
り
を
、

持
続
」
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

あ
ろ
う
か
。

「
魂
の

(18) 

し
て
一
度
前
提
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
時
は
「
持
続
の
諸
瞬
問
の
独
立
性
」
を
無
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

ベ
イ
サ
ッ
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
確
か
に
デ
カ
ル
ト
は
持
続
の
「
不
連
続
性
」
を
主
張
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

(19) 

デ
カ
ル
ト
は
「
直
線
」
の
よ
う
に
単
純
な
「
持
続
」
の
「
連
続
性
」
を
主
張
す
る
こ
と
も
や
は
り
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
持
続
の
諸

瞬
間
の
独
立
性
」
を
「
時
間
の
不
連
続
性
」
と
捉
え
た
上
で
、
そ
こ
に
「
神
に
よ
る
連
続
創
造
」
を
超
越
的
に
介
入
さ
せ
て
し
ま
う
立
場
を

退
け
る
一
方
で
、

「
持
続
」
に
対
し
て
安
易
に
直
線
的
な
「
連
続
性
」
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

を
塞
ぐ
立
場
も
同
時
に
退
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
「
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
に
対
す
る
、

「
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
に
目

と
い
う
二
者
択
一
の
設
定
そ
の
も
の
に
疑
義
が
差
し
挟
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
あ
く
ま
で
も
「
連
続
性
」
も
「
不
連

「
持
続
」
に
つ
い
て
「
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
が
矛
盾
な
く
言
わ
れ
得
る
と
い
う
立
場
に
止
ま
ら
な

そ
れ
で
は
「
魂
の
持
続
」
と
「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
問
の
独
立
性
」
の
両
者
が
、
ど
の
よ
う
に
矛
盾
な
く
肯
定
さ
れ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
で

「
持
続
の
諸
瞬
間
が
独
立
」
で
あ
る
「
魂
の
持
続
」
と
い
う
も
の
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
こ
の
時
「
神

に
よ
る
連
続
創
造
」
が
、
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
の
「
機
械
仕
掛
け
の
神
」
の
よ
う
に
超
越
的
に
介
入
す
る
の
で
は
な
い
仕
方
で
、

「
魂
は
常
に
思
惟
す
る
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
主
張
に
求
め
よ
う
と
思
う
。

III 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

続
性
」
も
前
提
す
る
こ
と
な
く
、

こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
著
作
や
書
簡
で
幾
度
と
な
く
主
張
す
る

「
不
連
続
性
」
か
「
連
続
性
」
か
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の
「
持
続
」
を
保
証
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
魂
は
思
惟
し
つ
つ
、
そ
の
思
惟
す
る
こ

「
魂
は
常
に
思
惟
す
る
」
と
い
う
こ
の
主
張
は
、

に
は
「
思
惟
す
る
」
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

v
i
e
r
 1
6
4
2
 

声

4
7
8
,cf• 

VII 
2
7
)

。

q
u
a
n
d
i
u

で

テ
ー
ゼ
で
あ
る

(a 
H
y
p
e
r
a
s
p
i
s
t
e
s
,
 
aoO.t 1
6
4
1
,
 

=
 
4
2
3
,
 

cf. 
a
 Gibieuf, 1
9
 j
a
n
v
i
e
r
 1
6
4
2
,
 

=
 

4
7
8
,
 
V
 1
5
0
,
 

a
 A
r
n
a
u
l
d
,
 

4
 

juin 1
6
4
8
,
 

V
 1
9
3
,
 

VII 
3
5
6
,
 

VII 
4
2
7
)

。
こ
の
主
串
抵
は
一
仕
江
何
に
茸
『
つ
い
て
苺
臼
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
魂
の
本
質

essentia

な
い
し
本
性

n
a
t
u
r
a
が
思
惟
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
ニ

l

ー

1

2
5
,
 
V
l
l
l
-
2
 
3
4
8
,
 

a
 Arnaulcl, 4
 

juin 1
6
4
8
,
 

V
 1
9
3
)

。
そ
し
て
「
魂

の
本
性
が
思
惟
で
あ
る
か
ら
に
は
、
魂
は
常
に
思
惟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(a
A
r
n
a
u
l
d
,
 4
 
juin 1
6
4
8
,
 

V
 1
9
3
)

。

性
で
あ
る
限
り
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
思
惟
し
な
い
魂
と
い
う
も
の
は
矛
盾
し
た
事
態
で
あ
っ
て
、
も
し
魂
が
思
惟
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

「
魂
は
思
惟
な
し
に
在
る
と
概
念
す
る
よ
り
も
…
…
魂
が
存
在
す
る
こ
と
を
止
め
て
い
る
と
考
え
る
」
べ
ぎ
で
あ
る

(a
Gibieuf, 1
9
 jan ,
 

あ
る
」
（
ニ

2
7
)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

連
続
性
」
を
認
め
る
と
し
て
も
、

そ
れ
ゆ
え
「
私
が
存
在
す
る
」
の
は
「
私
が
思
惟
す
る
限
り
に
（
間
に
）
お
い
て

つ
ま
り
魂
は
存
在
す
る
限
り
必
然
的
に
思
惟
し
て
い
る
し
、
ま
た
反
対
に
、
魂
は
存
在
す
る
た
め

一
見
「
魂
が
思
惟
す
る
こ
と
の
連
続
性
」
や
、
そ
の
「
連
続
性
」
に
よ
る
「
魂
の
存
続

化
」
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
魂
は
常
に
思
惟
す
る
」
と
い
う
主
張
は
、

と
の
連
続
性
に
よ
っ
て
存
続
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
「
思
惟
す
る
こ
と
の
連
続
性
」
が
、

「
魂
の
存
在
」
と
そ

だ
が
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
私
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
私
は
思
惟
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
思
惟
す
る
こ
と
の

連
続
性
が
魂
の
存
続
化
を
保
証
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
仮
に
「
魂
は
常
に
思
惟
す
る
」
と
い
う
事
態
に
お
い
て
「
思
惟
す
る
こ
と
の

「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
が
既
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
思
惟
す
る
こ
と

の
連
続
性
」
が
こ
の
「
魂
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
と
関
係
‘
‘
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
上
で
「
思
惟
す
る
こ
と
の
連
続
性
」
が

思
惟
が
そ
の
本
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者
」
の
欺
き
か
ら
逃
れ
得
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、

な
い
。 ま

ず
「
思
惟
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
、

い
か
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
「
懐
疑
」
と
い
う
思
惟
の
慟
き
自
体
は
「
欺
職

つ
ま
り
問
題
ぱ
再
び
振
り
出
し
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
魂
は
常
に
思
惟
す
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
「
常
に
」
が
、
そ
し
て
「
思
惟
す
る
」
が
何
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
を
我
々
は
問

そ
こ
で
我
々
は
さ
ら
に
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
「
第
一
原
理
」
と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
の
確
立
の
場
面
を
取
り
上
げ
よ
う
。

察
』
で
、
徹
底
的
な
懐
疑
の
試
練
を
く
ぐ
り
抜
け
つ
つ
デ
カ
ル
ト
は
、
「
こ
の
上
な
く
力
能
が
あ
り
、

で
さ
え
、
「
自
分
が
何
も
の
か
で
あ
る
と
私
が
思
惟
す
る
で
あ
ろ
う
限
り
は
（
間
は
）
q
u
a
m
c
l
i
u
、

立
さ
れ
る
。

「
第
一
原
理
」
で
あ
る
「
思
惟
す
る
事
物
」
ま
た
は
「
魂
」
と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
が
確

「
『
我
在
り
、
我
存
在
す

E
g
o
s
u
m
,
 e
g
o
 e
x
i
s
t
o
』
と
い
う
こ
の
言
明
は
、
…
…
精
神
に
よ
っ
て
抱
か
れ
る
そ
の
た
び
ご
と

に

q
u
o
t
i
e
s
、
必
然
的
に
真
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(ibid.)
。

「
思
惟
」
の
内
実
を
求
め
よ
う
。

「
第
二
省
察
」
で
「
私
の
存
在
」
が
見
い
出
さ
れ
る
際
の
思
惟
の
作
用

0

p
e
r
a
t
i
o

な
い
し
慟
き

a
c
t
u
s

と
は
「
懐
疑
」
で
あ
る
が
、

こ
の
「
懐
疑
」
と
い
う
思
惟
の
働
き
に
お
い
て
「
私
」
の
「
思
惟
」
の
内
実
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
う
い
う
訳
に
は
い
か

「
懐
疑
」
と
は
「
意
志
の
慟
き
、
あ
る
い
は
意
志
の
作
用

volitio,
s
i
v
e
 
o
p
e
r
a
t
i
o
 
v
o
l
u
n
t
a
t
i
s
」
に
帰
着
す
る
の
だ
が
（
奎
I

(20) 

1
 
1
7
)

、
「
私
が
懐
疑
し
て
い
る
時
、
自
ら
を
自
由
で
あ
る
と
表
象
し
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

(21) 

「
私
が
意
志
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
る
」
。

し
な
い
」

(VI!
2
5
)

と
い
う
地
点
に
到
達
し
、

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
が
無
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
は
決
し
て

こ
の
上
な
く
狡
智
に
た
け
た
欺
隔
者
」

「
第
一
原
理
」
で
あ
る
「
思
惟
す
る
事
物
」
と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
の
、
そ
の 『省
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し
か
し
「
知
性
」
に
よ
る
「
直
観
」
や
「
反
省
」
に
、
こ
の
「
知
覚
」
は
存
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
し
、
そ
こ
に
お
い
て
「
私
の
存
在
」

の
内
の
―
つ
で
あ
る
「
知
性
」
に
還
元
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

動
」
と
は
、

の
で
あ
り
、
こ
の
意
志
の
覚
知
II
知
覚
が
な
け
れ
ば
、

「
意
志
の
知
覚
」
と
い
う
「
魂
」
の
「
受

「
意
志
」
が
現
実
的

て
い
る

a
p
e
r
c
e
v
o
i
r
」

(ibid.)

「
我
々
は
い
か
な
る
も
の
も
意
志
す
る
こ
と
は

む
し
ろ
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
懐
疑
」
と
い
う
思
惟
の
働
き
で
あ
る
「
意
志
」
が
、
能
動
的
な
魂
の
働
き
で
あ
り
な
が
ら

(
M

3
4
2
,
 

a
 Re
g
i
u
s
,
 
m
a
i
 1
6
4
1
,
 

Ill 
3
7
2
,
 

a
 Re
g
i
u
s
,
 
d
e
c
e
m
b
r
e
?
 1
6
4
1
,
 

Ill 
4
5
5
,
 

a
 Me
s
l
a
n
d
,
 2
 
m
a
i
 1
6
4
4
,
 

N
 1
1
3
 
etc.)
、

同
時
に
「
魂
自
身
を
原
因
と
し
て
持
つ
」
「
知
覚

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
」
(XI
3
4
3
)

の
内
の
、

の
「
受
動

p
a
s
s
i
o
n
」
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(ibid.)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
き
な
い
」

(ibid.,

cf. 
a
 M
e
r
s
e
n
n
e
,
 2
8
 
j
a
n
v
i
e
r
 1
6
4
1
,
 

III 
2
9
5
)
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
意
志
の
知
覚
」
は
、

に
働
く
こ
と
の
条
件
と
し
て
、
意
志
と
い
う
思
惟
の
働
き
に
必
然
的
に
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
魂
」
が
働
き
つ
つ
あ
る
意
志
と
い
う
思
惟
の
作
用
と
し
て
自
ら
を
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
「
思
惟
す
る
事
物
」
と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
が
確
立
さ
れ
る
そ
の
「
思
惟
」
を
、
意
志
の
場
合
に
つ
い
て
今
見
た
よ
う
な
、
働
き
っ

つ
あ
る
思
惟
の
作
用
と
し
て
魂
が
自
ら
を
知
覚
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
限
り
で
の
「
魂
」
の
「
受
動
」
に
求
め
る
こ
と
が

(22) 

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
魂
」
の
「
知
覚
」
、
「
受
動
」
を
我
々
は
さ
ら
に
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
知
覚
」
は
具
体
的
に
は
何
に
存
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
は
し
ば
し
ば
「
魂
」
の
「
知
覚
」
な
い
し
は
「
受
動
」
を
「
知
性
（
作
用
）

o
p
e
r
a
t
i
o
 
intellectus, 
intel-

lectio
」
と
等
置
す
る
（
ニ
[
-
1

1
7
,
 

a
 Re
g
i
u
s
,
 
rnai 
1
6
4
1
,
 

III 
3
7
2
,
 

a
 Re
g
i
u
s
,
 
d
e
c
e
r
n
b
r
e
?
 1
6
4
1
,
 

Ill 
4
5
5
)
。
す
る
と
「
碑
ご

が
思
惟
の
作
用
と
し
て
自
ら
を
知
覚
す
る
と
い
う
時
の
こ
の
「
知
覚
」
と
は
、
思
惟
の
主
要
な
二
つ
の
様
態
と
さ
れ
る
「
知
性
」
と
「
意
志
」

「
我
々
は
意
志
し
て
い
る
こ
と
を
同
じ
仕
方
で
覚
知
し

「
我
々
の
意
志
の
知
覚
」

(ibid.)

と
し
て
「
魂
」
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c
o
m
m
u
n
i
s」

と
し
て
、

デ
カ
ル
ト
が
「
第
三
答
弁
」
で
規
定
す
る
、

「
思
惟
、

あ
る
い
は
知
覚
、
あ
る
い
は
意
識
c
o
g
i
t
a
t
i
o

「
反

s
1
v
e
 

「
知
覚
」
で
は
な
い
こ
の
「
知
覚
」
こ
そ
、

知
性
、

意
志
、

想
像
、

感
覚
等
の
思
惟
の
働
き
が
そ
こ
に
内
属
す
る
「
共
通
の
根
拠

ratio 

及
び
そ
の
反
省
が
前
提
す
る
「
間
隙
」
な
い

で
あ
る
「
私
の
存
在
」
を
確
立
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
。

「
反
省
が
事
後
的
に
経
験
的
な
所
与
と
し
て
そ
れ
を (23) 

が
成
立
し
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
「
思
惟
す
る
事
物
」
と
し
て
の
「
私
」
の
本
質
を
「
純
粋
知
性
」
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
い
う
の
も
こ
の
よ
う
な
「
知
性
」
と
い
う
「
知
覚
」
が
「
直
観
」
や
「
反
省
」
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
限
り
、
そ
こ
に
は
常
に
「
思
惟
を

(

2

4

)

(

2

5

)

 

•
…
•
•
そ
の
実
在
性
か
ら
分
離
す
る
間
隙
l
'
i
n
t
e
r
v
a
l
l
e
」
な
い
し
は
「
隔
た
り
e
c
a
r
t
」
が
必
然
的
に
介
入
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

た
け
た
欺
職
者
」
の
欺
き
を
、

「
知
性
」
と
い
う
「
知
覚
」
は
「
こ
の
上
な
く
力
能
が
あ
り
、
こ
の
上
な
く
狡
智
に

つ
ま
り
懐
疑
の
可
能
性
を
完
全
に
は
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

省
さ
れ
た
知
に
先
行
し
て
い
る
内
的
な
…
…
認
識
c
o
g
n
i
t
i
o
・
:
・
:
i
n
t
e
r
n
a
」
（
ニ

4
2
2
)

よ
う
な
「
間
隙
」
や
「
隔
た
り
」
が
介
入
す
る
以
上
、

「
確
固
不
動
」

（ニ

2
4
)

の
「
第
一
原
理
」

「
確
固
不
動
」
の
「
第
一
原
理
」
で
あ
る
「
私
の
存
在
」
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、

(26) 

確
証
す
る
こ
と
も
、
表
象
が
そ
の
存
在
の
中
に
先
回
り
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
」
。
む
し
ろ
「
思
惟
を
そ
れ
自
身
に
対
し
て
外
在
化
す

（

刀

）

（

28）

る
ど
ん
な
反
省
作
用
も
…
…
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
つ
ま
り
「
反
省
の
不
在
」
、

(29) 

し
は
「
隔
た
り
」
の
「
排
除
」
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
直
観
」
や
「
反
省
」
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
る
「
知
性
」
に
よ
る
の
で
は
な
い
、
全
く
別
の
「
知
覚
」
に
「
思
惟
す
る
事

物
」
の
「
思
惟
」
の
内
実
は
存
し
、
そ
こ
に
お
い
て
「
私
の
存
在
」
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
知
性
」
と
い
う

p
e
r
c
e
p
t
i
o
, 
s
i
v
e
 
conscientia」

(VII
1
7
6
)

で
ネ
セ
る
°
音
心
士
心
や
‘
5
心杜
1

竿
す
の
思
紐
此
の
作
げ
田
m
は
、
こ
の
「
田
心
雄
g

、
ネ
の
る
い
は
5
盆
見
、
，
あ
る
い

は
意
識
」
に
よ
っ
て
「
知
覚
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
魂
」
な
い
し
は
「
思
惟
す
る
事
物
」
と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
は
、

と
し
て
の
「
知
覚
」
、

つ
ま
り
「
反
省
」
の
手



こ‘
，＇ 
．
 J

の
よ
う
に
見
れ
ば
「
私
が
思
惟
す
る
限
り
に
（
間
に
）
お
い
て

q
u
a
n
d
i
u
」
「
私
が
在
る
」

「
魂
」
が
そ
の
「
働
き
、

つ
ま

（ニ
2
7
)

と
デ
カ
ル
ト
が
言
う
と
き
の

そ
れ
ゆ
え
「
魂
」
が
自
ら
を
こ
う
し
た
働
き

「
直

「
魂
」
が
自
ら
を
、
思
惟
の
作
用
の
「
現
実
的
に
」
働
き

し
て
の
」

「
魂
」
が
働
き
つ
つ
あ
る
思
惟
の
作
用
と
し
て
自
ら
を
知
覚
す
る
こ
と
と
い
う
意
味
で
の
「
魂
」
の
「
受
動
」
に
お
い
て
、
あ

る
い
は
そ
う
し
た
「
魂
」
の
「
受
動
」
と
い
う
事
態
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
第
四
答
弁
」
で
は
、
こ
の
「
魂
が
働
き
つ
つ
あ
る
思
惟
の
作
用
と
し
て
自
ら
を
知
覚
す
る
」
と
い
う
事
態
は
、

「
我
々
の
精
神

(II
魂
）
の
働
き
、

s
e
」

(VII
2
4
6
)

と
も
表
現
さ
れ
る
。

つ
つ
あ
る
こ
と
と
し
て
「
常
に
」

つ
ま
り
作
用
を
、
我
々
は
常
に
現
実
的
に
意
識
し
て
い
る

s
e
m
p
e
r
a
c
t
u
 c
o
n
s
c
i
o
s
 
e
s
 ,
 

つ
ま
り
「
魂
」
が
「
存
在
す
る
」
と
は
、

「
意
識
す
る
」
と
い
う
仕
方
で
受
動
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
っ
て
、
こ
の
思
惟
の
「
作
用
は
全
て
」

接
に
我
々
が
意
識
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
我
々
の
内
に
在
る
」
（
ニ

1
6
0
,

cf. 
VllJー

1

7
)
。

つ
つ
あ
る
思
惟
の
作
用
と
し
て
「
知
覚
」
な
い
し
は
「
意
識
」
す
る
時
、
そ
こ
に
は
「
知
性
」
に
お
け
る
よ
う
に
、
「
間
隙
」
や
「
隔
た
り
」

の
介
入
す
る
余
地
は
生
じ
得
な
い
。
こ
の
「
知
覚
」
な
い
し
は
「
意
識
」
に
お
い
て
「
思
惟
す
る
事
物
」
と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
が
成
立

し
、
そ
れ
は
懐
疑
の
可
能
性
を
完
全
に
排
除
し
た
「
確
固
不
動
」
の
「
第
一
原
理
」
と
し
て
確
立
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

「
思
惟
す
る
」
と
は
、
魂
が
自
ら
を
働
き
つ
つ
あ
る
思
惟
の
作
用
と
し
て
直
接
に
「
知
覚
」
な
い
し
は
「
意
識
」
す
る
こ
と
、

の
働
き
と
し
て
自
ら
を
受
動
す
る
こ
と
と
し
て
の
「
魂
」
の
「
受
動
」
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

先
に
「
魂
は
常
に
思
惟
す
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
「
常
に
」
と
「
思
惟
す
る
」
が
何
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
を
問
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
我
々
は
言
っ
た
。
我
々
は
ま
ず
こ
こ
で
、
こ
の
問
い
の
内
の
後
者
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
思
惟

「
思
惟
す
る
事
物
と

今
引
用
し
た
「
第
三
答
弁
」
で
こ
の
「
知
覚

p
e
r
c
e
p
t
i
o
」
が
「
意
識

c
o
n
s
c
i
e
n
t
i
a
」

16

前
に
あ
る
、

ー

に
等
置
さ
れ
て
言
い
換
え
ら
れ
て
い
た
よ
う



117 「我の存在」と連続創造

る
こ
と
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

IV 

り
作
用
を
、
常
に
現
実
的
に
意
識
す
る
」
時
の
そ
の
「
意
識
c
o
n
s
c
i
e
n
t
i
a
」
が
、

に
等
置
さ
れ
言
い
換
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
「
意
識
す
る
」
は
「
思
惟
す
る
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、

(II
魂
）
の
働
き
、

つ
ま
り
作
用
を
、
我
々
は
常
に
現
実
的
に
意
識
し
て
い
る
」
と
い
う
表
現
は
、

と
完
全
に
同
じ
事
態
を
指
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
魂
は
常
に
思
惟
す
る
」
と
い
う
こ
の
テ
ー
ゼ
の
「
思
惟
す
る
」
が
意
味
す
る
の
も

「
魂
」
が
思
惟
の
作
用
の
働
き
つ
つ
あ
る
こ
と
と
し
て
自
ら
を
「
知
覚
」
な
い
し
は
「
意
識
」
す
る
こ
と
と
し
て
の
「
魂
」
の

「
受
動
」
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
魂
は
常
に
思
惟
す
る
」
は
、

の
「
魂
」
で
あ
る
「
私
」
、
「
思
惟
す
る
事
物
」
と
し
て
の
「
私
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
魂
は
常
に
思
惟
す

「
我
々
の
精
神

の
自
己
の
受
動
で
あ
る
『
魂
』
の
『
受
動
』
と
し
て
生
じ
る
」
と
い
う
よ
う
に
読
み
換
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
「
実
体
」
と
し
て

し
か
し
「
常
に
」
と
い
う
言
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
魂
」
の
「
受
動
」
に
よ
る
「
私
の
存
在
」
は
一
度
確
立
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
で

恒
常
的
に
存
続
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
魂
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
と
い
う
主
張
か
ら
も
当
然
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
私
が
存
在
す
る
」
と
言
わ
れ
得
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
私
が
思
惟
す
る
限
り
に
（
間
に
）
お
い
て
q
u
a
m
d
i
u
」
（
ニ

2
7
,

VII 
2
5
)

で

あ
り
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
「
思
惟
す
る
」
こ
と
、

つ
ま
り
現
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
「
魂
」
の
「
受
動
」
が
止
ま
れ
ば
、

こ
う
し
て
「
思
惟
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
す
る
も
の
は
定
め
ら
れ
た
が
、
我
々
は
さ
ら
に
も
う
―
つ
の
問
い
、

「
魂
」
も
存
在
す

る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
の
「
常
に
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
も
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
常
に
」
と
い
う

や
は
り
、

「
魂
は
常
に
、
思
惟
の
作
用
と
し
て

「
魂
は
常
に
思
惟
す
る
」
と
い
う
表
現

「
第
三
答
弁
」
で
は
さ
ら
に
ま
た
「
思
惟
c
o
g
i
t
a
t
i
o
」
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こ
と
と
「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

再
び
「
第
二
省
察
」
に
戻
ろ
う
。
そ
こ
で
は
「
『
我
在
り
、
我
存
在
す
』
と
い
う
こ
の
言
明
は
、
…
…
精
神
に
よ
っ
て
抱
か
れ
る
そ
の
た

の
た
び
ご
と
に

q
u
o
t
i
e
s
」
と
い
う
表
現
を
厳
密
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
表
現
は
、

こ
と
で
あ
る
「
魂
」
の
「
受
動
」
が
生
じ
る
「
そ
の
た
び
ご
と
に
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

の
「
常
に

s
e
m
p
e
r
」
の
位
置
付
け
で
あ
る
。

声

4
0
8
)

デ
カ
ル
ト
は
、

「
魂
は
常
に
思
惟
す
る
」
の
「
常
に
」
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
°
問
題
は
こ

「
常
に

s
e
m
p
e
r
」
と
い
う
言
葉
の
用
法
の
適
切
性
に
つ
い
て
ヒ
ペ
ラ
ス
ピ
ス
テ
ス
に
批
判
さ
れ
た

(
H
y
p
e
r
a
s
p
i
s
t
e
s
a
 De
s
c
a
r
t
e
s
,
 

ヒ
ペ
ラ
ス
ビ
ス
テ
ス
が
批
判
す
る
箇
所
で
は
こ
の
「
常
に
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
な
い

と
切
り
返
し
た
後
で
、
自
分
が
「
常
に
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
際
に
用
い
る
彼
自
身
の
厳
密
な
定
義
を
取
り
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
「
我

々
に
よ
っ
て
常
に
或
る
こ
と
が
起
こ
る
と
言
う
時
、
こ
の
『
常
に

s
e
m
p
e
r
』
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
…
…
我
々
が
そ
れ
を
為
す
よ
う
に
す

る
機
会
が
生
じ
る
そ
の
都
度
に
絶
え
ず

o
m
n
e
s
v
i
c
e
s
を
意
味
す
る
」

(a
H
y
p
e
r
a
s
p
i
s
t
e
s
,
 
aoO.t 
1
6
4
1
,
 
芦

4
3
1
)

。
こ
の
「
常
に
」

「
魂
は
常
に
思
惟
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
「
常
に
」
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
れ
ば
「
魂
が
常
に
思
惟
す
る
」
と
言
う
時
の
「
常
に
」
と
は
、

o
t
i
e
s
」
と
も
対
応
し
、
「
魂
が
思
惟
す
る
よ
う
に
す
る
機
会
が
生
じ
る
そ
の
都
度
に
絶
え
ず
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
り
「
魂
」
は
思
惟
す
る
機
会
が
生
じ
る
そ
の
都
度
に
必
然
的
に
思
惟
す
る
。

の
定
義
は
当
然
、

juillet 
1
6
4
1
 

そ
れ
で
は
こ
の
「
そ
の
た
び
ご
と
に
」
は
、

「
魂
」
の
「
受
動
」
と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
と
い
う
事
実

「
第

1

一
省
察
」
で
の
「
私
」
が
思
惟
す
る
「
そ
の
た
び
ご
と
に

q
u
,
 

つ

存
在
す
る
の
は
、

「
私
」
が
思
惟
す
る
「
そ
の
た
び
ご
と
に

q
u
o
t
i
e
s
」、

つ
ま
り
働
き
つ
つ
あ
る
思
惟
の
作
用
と
し
て
自
ら
を
知
覚
す
る

「
魂
」
と
し
て
の
「
私
」
が

び
ご
と
に

q
u
o
t
i
e
s
、

必
然
的
に
真
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（ニ
2
5
)

と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
そ



，
 

11

で
あ
る
か
ら
、

(VI 35~36)0~ 

が
自
己

「
い
か
な
る
事
物
も
神
の
協
力
な
し
で
は
存
在
し
得
な
い
」

(a 
H
y
p
e
r
a
s
p
i
s
t
e
s
.
 
a
o
u
t
 
1
6
4
1
 

芦

4
2
9

も
ち
ろ
ん
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
可
能
性
も
完
全
に
否
定
す
る
。

「
私
の
存
在
の
全
て
は
各
瞬
間
ご
と
に
神
に
依
存
し
て
」

独
立
性
」
に
基
づ
い
て
、

「我の存在」と連続創造

が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
「
そ
の
都
度
に
」
が
、

し
か
し
「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
問
の
独
立
性
」
は
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
も
う
―
つ
の
帰
結
へ
と
導
く
。
我
々
は
先
に
「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
問
の

「
現
に
在
る
私
の
存
在
は
、
現
に
在
る
私
の
存
在
以
外
の
私
の
存
在
を
原
因
と
は
し
得
な
い
し
、
逆
に
現
に
在
る

私
の
存
在
以
外
の
私
の
存
在
の
原
因
と
は
な
り
得
な
い
」
と
述
べ
た
が
、
実
は
こ
れ
す
ら
正
確
な
表
現
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
こ
の
表
現

で
は
「
現
に
在
る
私
の
存
在
」
が
「
現
に
在
る
私
の
存
在
」
の
原
因
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
未
だ
に
無
規
定
な
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
私
の
存
在
」
は
「
神
の
力
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
ず
、
神
な
し
で
は
一
瞬
も
存
続
し
得
な
い
」

Vlil-1 
2
4
,
 (V[ 5

3
)

お
り
、

奎ー
1

2
5
)

の

と
は
こ
う
し
た
事
態
を
指
し
示
す
概
念
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
魂
の
持
続
」
と
ぱ
‘

と
し
て
、

側
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
「
連
続
創
造
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
で
あ
っ
て
、

1
 
1
3
)

な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
そ
の
「
不
断
に
」
が
、
「
神
の
持
続
d
u
r
a
t
i
o
Dei」

(
V
1
4
8
,
 

a
 A
r
n
a
u
l
d
,
 4
 

juin 1
6
4
8
,
 

V
 1
9
3
)
 

「
魂
は
常
に
思
惟
す
る
」
の
「
常
に
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
「
そ
の
都
度
に
絶
え
ず
」
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
魂
」
の
「
受
動
」
が
そ
の
都
度
絶
え
ず
生
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
都
度
に
「
魂
」
の
「
受
動
」

「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
問
の
独
立
性
」
に
対
応
し
て
い
る
。
「
連
続
創
造
」

「
神
」
の
「
連
続
創
造
」
が
「
不
断
に

c
o
n
t
i
n
u
o

」（三

そ
し
て
ま
た
、
そ
の
都
度
「
魂
」
の
「
受
動
」
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
魂
」
と
し
て
の
「
私
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
「
神
」
の

な
し、

゜

い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
、

は
絶
え
ず
そ
の
都
度
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
魂
が
常
に
思
惟
す
る
」
と
は
、

「
魂
」
と
し
て
の
「
私
」
が
そ
の
都
度
そ
の
存
在
の
事
実
性
に
お
い
て
在
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

「
魂
」
が
機
会
を
与
え
ら
れ
て
、

「
魂
」
の
「
受
動
」
と
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「
魂
」
の
「
受
動
」
と
い
う
事
態
そ
の

「
私
」
自
身
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

に
も
か
か

「
魂
が
常
に
思
惟
す
る
」
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に

「
精
神

(II
魂
）
は
（
自
分
が
）
思
惟
す
る
事
物
で
あ
る
こ
と
の
原
因
で
は
な

い」

(a
A
r
n
a
u
l
d
,
 2
9
 
juillet 1
6
4
8
,
 

V
 
2
2
1
)

。
「
魂
」
に
思
惟
す
る
「
機
会
」
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、

に
思
惟
す
る
」
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
は
「
魂
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
思
惟
す
る
実
体
の
生
産
」

(a
Clerselier, 2
3
 
a
v
r
i
l
 1
6
4
9
,
 

V
 
3
5
7
)

が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
魂
」
の
「
受
動
」
と
い
う
事
態
の
端
緒
そ
の
も
の
が
「
魂
」
自
身
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
「
魂
」

の
「
受
動
」
が
「
そ
の
都
度
」
生
じ
る
こ
と
も
「
魂
」
自
身
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
。

わ
ら
ず
そ
の
都
度
絶
え
ず
「
魂
」
の
「
受
動
」
と
し
て
「
私
の
存
在
」
が
事
実
生
じ
て
い
る
こ
と
、

も
の
が
全
く
受
動
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
問
の
独
立
性
」
が
最
終
的
に
意
味
す
る
こ
と
で
あ

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
魂
が
常

「
魂
」
の
「
受
動
」
が
そ
の
都
度
生
じ
る
が
、

「
魂
」
は
そ
れ
自
身
、

「
魂
」
の
「
受
動
」
が
そ
の
都
度
生
じ
る
こ
と
の
原
因
で
は
あ
り
得

「
魂
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
と
は
、

「
我
々
自
身
」
で
は
な
く
「
神
」
な
の
で
あ
る
（
三
ー
1

1
3
)

。

て

a
s
e
在
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

自
身
を
存
在
さ
せ
得
る
の
な
ら
ば
、

つ
ま
り
私
が
私
自
身
を
創
造
し
得
る
な
ら
ば
、
私
は
神
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は

当
然
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
（
ニ

4
8
)

。
有
限
な
「
精
神

(II
魂
）
は
…
…
自
己
自
身
に
由
来
し

（ニ

1
3
6
)

。
し
た
が
っ
て
「
現
に
在
る
私
の
存
在
」
も
「
現
に
在
る
私
の
存
在
」
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ニ

5
0
)

。
そ
れ
が
現
時
点
の
こ
と
で
あ
れ
「
最
初
に
我
々
を
生
み
出
し
た
原
因
」
は

こ
こ
か
ら
も
う
一
度
「
魂
の
持
続
の
諸
瞬
間
の
独
立
性
」
を
見
直
せ
ば
、
諸
「
瞬
間
」
の
存
在
同
士
の
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の

は
も
ち
ろ
ん
、
各
「
瞬
間
」
の
存
在
自
体
も
そ
れ
自
身
に
由
来
し
て
在
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
「
瞬
間
」
が
始
ま
る
こ
と
は
自
ら
の
力
に
よ

っ
て
為
し
得
る
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
れ
を
「
魂
」
の
「
受
動
」
の
場
面
に
置
き
換
え
れ
ば
、
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り
、
こ
の
「
魂
」
の
「
受
動
」
の
そ
の
都
度
の
絶
え
ざ
る
受
動
的
な
生
起
と
し
て
の
、
「
無
か
ら
生
起
す
る
こ
と

e
x
nihilo e
m
e
r
g
e
r
e
」

と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
の
事
実
性
を
規
定
す
る
こ
と
が
「
連
続
創
造
説
」
の
意
義
な
の
で
あ
る
。

我
々
は
デ
カ
ル
ト
の
「
連
続
創
造
説
」
の
固
有
な
意
義
を
探
ろ
う
と
し
て
き
た
。
我
々
に
と
っ
て
こ
の
「
運
続
創
造
説
」
と
は
、
ま
ず
何

よ
り
も
「
魂
の
持
続
」
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
「
連
続
創
造
説
」
を
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
と
っ
て
の
「
第
一
原
理
」
で

あ
る
「
魂
」
と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
に
つ
い
て
の
規
定
を
な
す
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
、

「
私
の
存
在
」
の
事
実
性
を
そ
の
都
度
の
絶
え

ざ
る
受
動
的
な
生
起
に
よ
っ
て
規
定
す
る
と
い
う
点
に
「
連
続
創
造
説
」
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

規
定
を
な
お
行
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
逆
に
「
第
二
省
察
」
に
お
け
る
「
私
の
存
在
」
に
対
す
る
「
思
惟
す
る
事
物
」
（
ニ

2
7
)

と
い
う
規

「
第
二
省
察
」
に
止
ま
る
限
り
で
は
、
そ
の
内
実
に
関
し
て
少
な
く
と
も
顕
在
的
に
は
未
だ
具
体
的
な
も
の
を
与
え
な
い
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
「
連
続
創
造
説
」
が
「
第
二
省
察
」
で
確
立
さ
れ
た
「
私
の
存
在
」
の
規
定
を
さ
ら
に
具
体
化
す
る
も

の
で
あ
る
限
り
、

『
省
察
』
で
の
「
連
続
創
造
説
」
の
登
場
は
「
第
二
省
察
」
で
確
立
さ
れ
た
「
私
の
存
在
」
を
前
提
し
、
そ
れ
に
依
存
し

「
連
続
創
造
説
」
が
真
で
あ
る
こ
と
は
「
自
然
の
光

l
u
m
e
n
n
a
t
u
r
a
l
e

に
よ
っ
て
」
明
ら
か
で
あ
る
し

以
前
か
ら
「
神
学
者
た
ち
」
に
よ
っ
て
も
確
か
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る

(VI
4
5
)

。
し
か
し
こ
の
デ
カ

ル
ト
の
言
明
を
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
と
い
う
の
も
『
省
察
』
で
「
連
続
創
造
説
」
が
溝
入
さ
れ
る
段
階
で
は
、
未

4
9
)

、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、

て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
が
、 と

こ
ろ
で
『
省
察
』
に
お
い
て
は
、

「
連
続
創
造
説
」
が
現
れ
る
の
は
「
第
三
省
察
」
で
あ
る
。

（ニ

「
連
続
創
造
説
」
が
「
私
の
存
在
」
の

お

わ

り

に
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りヽ の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

＜ ヽ

「
連
続
創
造
説
」
が
、

「
連
続
創
造
」
と
は
有
限
な

「
連
続
創
造
説
」
が
指
示
す
る
の
は
こ
う
し
た
徹
底
的

「
神
の
存
在
証
明
」
の
一
契
機
と
し
て
そ
こ
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な

「
第
二
省
察
」
か
ら
「
第
三
省
察
」
へ
と
移
行
す
る
際
の
、

「
私
の
存
在
」
の
規
定
の
潜
在
的
な
深
化
で
あ
り
、
こ
の
「
私
の
存
在
」
の
よ

だ
「
私
」
は
「
欺
く
神
」
の
欺
き
か
ら
解
除
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
か
ら
、

場
し
た
「
連
続
創
造
説
」
が
何
の
懐
疑
に
も
か
け
ら
れ
な
い
ま
ま
自
明
の
も
の
と
し
て
そ
っ
く
り
受
け
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
十
分
な

し
た
が
っ
て
そ
も
そ
も
こ
の
「
連
続
創
造
説
」
の
導
入
自
体
の
確
実
性
ぱ
何
に
存
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を

「
欺
く
神
」
が
こ
の
時
点
で
も
ま
だ
介
入
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

「
連
続
創
造
説
」
は
こ
れ
以
前
の
段
階
で
、
潜
在
的
な
仕
方
で
あ
れ
既
に
欺
き
を
免
れ
る
も
の

「
私
」
に
お
い
て
与
え
ら
れ
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
れ
ば
「
第
二
省
察
」
で
「
確
固
不
動
」
の
真
理
と
し
て
確
立
さ
れ
た
「
私
の
存
在
」
に
お
い
て
、
こ
の
「
連
続
創
造
説
」
が
何
ら
か

の
仕
方
で
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
し
て
「
第
二
省
察
」
で
の
こ
の
「
私
の
存
在
」
の
確
立
に
基
づ
き
つ
つ
、
そ
こ
で
与

え
ら
れ
た
「
私
の
存
在
」
の
規
定
の
さ
ら
な
る
具
体
化
と
し
て
、
「
連
続
創
造
説
」
は
、
そ
れ
と
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、

り
根
本
的
な
規
定
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

「
神
の
存
在
証
明
」
を
可
能
に
し
つ
つ
も
そ
の
条
件
と
し
て
そ
の
手
前
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た

そ
れ
自
身
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
都
度
絶
え
ず
「
魂
」
の
「
受
動
」
と
い
う
事
態
が
受
動
的
に
生
じ
る
こ
と
に
よ

「
思
惟
す
る
事
物
」
と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
と
い
う
事
実
が
与
え
ら
れ
る
。

に
受
動
的
な
「
私
の
存
在
」
の
そ
の
都
度
の
絶
え
ざ
る
生
起
と
い
う
事
態
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

と
し
て
、

受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

得
な
い
。

「
自
然
の
光
」
に
よ
る
こ
の
自
明
視
は
そ
の
ま
ま
で
は

説
明
が
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
自
然
の
光
に
よ
っ
て
」
の
み
で
は
、
何
の
前
触
れ
も
な
く
登



123 「我の存在」と連続創造

註
デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
と
参
照
は

gu
v
r
e
s
 d
e
 D
e
s
c
a
r
t
e
s
、
p
u
b
l
i
e
e
s
p
a
r
 C
h
.
 A
d
a
m
 e
t
 
P
.
 
T
a
n
n
e
r
y
 (C• 

N
.
 R
.
 S
.
 
-J. 
V
r
i
n
,
 

1
9
6
4
-
1
9
7
4
,
 
llvols.)

に
よ
h
へ
、
＊

X
｛
中
に
逸
も
粕
丞
レ
J

ペ
ー
ジ
料
巫
を
一
ホ
ナ
ぉ

代
表
的
な
例
と
し
て
は
グ
イ
ニ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
C
f
•
H
e
n
r
i
 
G
o
u
h
i
e
r
,
 
L
a
 p
e
n
s
e
e
 
m
e
t
a
p
h
y
s
i
q
u
e
 
d
e
 D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 
J. 
V
r
i
n
,
 
1
9
6
2
.
 

p
p
.
 135~141. 

u
デ
ィ
ス
11
レ
ヴ
ィ
ス
も
基
本
的
に
ほ
グ
イ
ニ
と
同
様
で
あ
っ
て
、
「
連
続
創
造
説
」
を
「
神
の
存
在
証
明
」
に
お
け
る
原
因
の

無
限
遡
行
の
不
可
能
性
の
問
題
に
帰
着
さ
せ
る
。

Cf.

G
e
n
e
v
i
e
v
e
 
R
o
d
i
sー

L
e
w
i
s
,

L
'
a
?
u
v
r
e
 
d
e
 D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 
J. 
V
r
i
n
,
 1
9
7
1
,
 
t
o
m
e
 I 

,
 

p
p
.
 2
9
8
 1
 
3
0
2
.
 

(
2
)

ジ
ル
ソ
ン
が
ト
マ
ス
や
ス
ア
レ
ス
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
連
続
創
造
説
」
が
ス
コ
ラ
哲
学
の
伝
統
を
あ
る
程
度
引
き
継
い
で
い

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

Cf.
E
t
i
e
n
n
e
 
G
i
l
s
o
n
,
 
I
n
d
e
x
 scolastico 1
Cミ
rtesien,
J. 
V
r
i
n
,
 
1
9
1
3
,
 
p
p
.
 
6
2
 1
 
6
4
,
 
p. 
2
8
7
.
 

し
か
し
問
題

は
そ
の
継
承
の
仕
方
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
論
ず
る
余
裕
は
な
い
が
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
、
ス
コ
ラ
的
な
概
念
や
着
想
か
ら
出
発
し
な

が
ら
そ
れ
を
独
自
の
も
の
と
し
て
練
り
上
げ
て
い
く
傾
向
が
顕
著
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
3
)

正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
「
連
続
創
造
説
」
に
関
す
る
言
及
は
大
部
分
、
「
神
の
存
在
証
明
」
と
は
無
関
係
に
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
神
の
存

在
証
明
」
に
関
連
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
『
省
察
』
本
文
、
『
哲
学
原
理
』
、
『
方
法
序
説
』
に
概
ね
限
ら
れ
る
。

(
4
)
 
M
a
r
t
i
a
l
 
G
u
e
r
o
u
l
t
,
 
D
e
s
c
a
r
t
e
s
 
s
e
l
o
n
 
l'ordre 
d
e
s
 
raisons, 
A
u
b
i
e
r
,
 
1
9
5
3
,
 
t
o
m
e
 I 

,
 

p. 
2
8
5
.
 

ヴ
ァ
ー
ル
の
立
場
も
こ
れ
に
近
い
。

Cf. 
J
e
a
n
 W
a
h
l
,
 D
u
 role 
d
e
 l'idee 
d
e
 !'instant 
d
a
n
s
 la 
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
d
e
 D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 
J. 
V
r
i
n
,
 
1
9
2
0
,
 
p. 
1
.
 

(
5
)

「
理
由
の
順
序
に
拠
る
」
は
ず
の
ゲ
ル
ー
で
さ
え
、
「
連
続
創
造
説
」
を
扱
う
に
際
し
て
は
、
そ
れ
を
証
明
の
。
フ
ロ
セ
ス
自
体
と
厳
密
に
は
結
び

付
け
ら
れ
ず
、
自
然
学
の
記
述
を
援
用
し
な
が
ら
別
個
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
理
由
の
順
序
」
か
ら
逸
脱
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い

る。

(
6
)
 

(

1

)

 

用
語
自
体
ほ
ゲ
ル
ー
と
ヴ
ァ
ー
ル
に
負
っ
て
い
る
。

Cf.
G
u
e
r
o
u
l
t
,
 
op. 
cit., 
p. 
2
7
2
 `
 
W
a
h
l
,
 o/J•Cii.

" 

p. 
3
,
 

10 
etc. 

「
私
」
と
い
う
受
動
的
な
「
存
在
」
の
事
実
性
の
生
起
の
経
験
で
あ
り
、

「
連
続
創
造
説
」
は
そ
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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(

7

)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』
四
巻
十
一
章
参
照
。

(
8
)

実
際
デ
カ
ル
ト
の
「
時
間
」
と
「
持
続
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
も
首
尾
一
貫
し
て
お
ら
ず
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
少
な
く
は
な
い
。

し
か
し
そ
う
し
た
表
面
上
の
言
葉
の
曖
昧
さ
に
惑
わ
さ
れ
な
い
で
、
デ
カ
ル
ト
が
「
時
間
」
な
い
し
は
「
持
続
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
何
を
ど
の

よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
が
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
9
)

こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
「
時
間
の
不
連
続
性
」
を
主
張
す
る
ウ
ァ
ー
ル
や
ゲ
ル
ー
と
、
「
時
問
の
連
続
性
」
を
主
張
す
る
べ

イ
サ
ッ
ド
の
間
の
対
立
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
「
時
間
」
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
明
確
な
規
定
を
欠
い
た
ま
ま
で
の
、

ま
た
「
持
続
」
の
諸
レ
ベ
ル
を
明
確
に
区
別
し
な
い
ま
ま
で
の
「
不
連
続
」
か
「
連
続
」
か
と
い
う
対
立
は
、
「
連
続
創
造
説
」
の
意
義
を
見
失
わ

せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
「
持
続
」
の
諸
レ
ベ
ル
の
区
別
と
「
我

E
g
o
」
の
「
持
続
」
に
関
し
て
は
、
我
々
と
は
異
な
る
観
点
か
ら

で
は
あ
る
が
マ
リ
オ
ン
が
論
じ
て
い
る
。

C
f
.
J
e
a
n
-
L
u
c
 M
a
r
i
o
n
,
 S
u
r
 le p
r
i
s
m
e
 m
e
t
a
p
h
y
s
i
q
u
e
 d
e
 D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 
P
.
 
U
.
 F
.
 `
 
1
9
8
6
,
 
p
p
.
 

1
8
0
 1
 
2
0
2
.
 

(10) 
C
f
.
 
J
e
a
nー

M
a
r
i
e
B
e
y
s
s
a
d
e
,
 
L
a
 p
r
e
m
i
e
r
e
 
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
d
e
 D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 
F
l
a
m
m
a
r
i
o
n
,
 1
9
7
9
,
 
p
p
.
 139~140. 

R
o
d
i
s
-
L
e
w
i
s
,
 

0
 p. 
cit., 
p. 
2
9
7
.
 

(11) 
G
u
e
r
o
u
l
t
,
 
op. cit•• 

p
p
.
 275~285. 

ウ
ァ
ー
ル
も
同
様
で
あ
る
。

C
f
.
W
a
h
l
,
 0
 p, 
cit., 
p
.
 

1
8
.
 

(
1
2
)
 

Ibid., 
p
.
 

2
7
4
.
 

(
1
3
)
I
b
i
d
.
＂ 

p
.
 

2
8
5
.
 

(
1
4
)
 

Ibid., 
p
.
 2

7
5
.
 

(
1
5
)
 
Ibid., 
p
.
 

2
8
5
.
 

(
1
6
)
 
B
e
y
s
s
a
d
e
,
 
o
p
.
 cit•• 

p
.
 
VII. 

(17)Ibid•• 

p. 
X
.
 

(
1
8
)

「
時
間
の
連
続
性
」
に
基
‘
つ
き
、
「
も
し
私
が
自
ら
の
諸
経
験
の
連
鎖
を
自
分
自
身
で
秩
序
づ
け
る
な
ら
ば
」
「
主
体
は
…
…
時
間
の
中
で
自
ら

を
導
き
、
さ
ら
に
自
ら
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
ペ
イ
サ
ッ
ド
は
言
う

(ibid.,
p
p
.
 1
4
2
~
1
4
3
.
)

。
そ
う
な
れ
ば
「
時
間
の
諸
継
期

m
o

,
 

m
e
n
t
…
•
•
•
の
分
散
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
体
は
諸
継
期
の
連
鎖
を
能
動
的
に
調
整
し
、
自
ら
の
運
動
に
よ
っ
て
こ
の
連
鎖
の
形
象
を
描
く
こ
と
が

で
き
る
」
こ
と
に
な
る

(ibid.,
p
.
 
1
4
3
.
)
。
ベ
イ
サ
ッ
ド
が
こ
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
す
る
の
も
、
「
持
続
」
の
諸
レ
ベ
ル
を
厳
密
に
区
別
し
得



125 「我の存在」と連続剖造

て
い
な
い
上
に
、
「
能
動
性
」
に
定
位
し
つ
つ
「
主
体
」
を
「
時
問
的
な
も
の
」
と
し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る

(
c
f
・
i
b
i
d
.
,

p. 
1
3
4
,
 
1
4
0
,
 

1
4
2
,
 
1
6
5
,
 
2
7
9
 
e
t
c
.
)
。

(19)

デ
カ
ル
ト
が
「
持
続
」
に
関
し
て
は
「
連
続
的
」
と
も
「
不
連
続
的
」
と
も
言
わ
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

2

0

)

 

G
u
e
r
o
u
l
t
,
 
o
p
.
 
cit., 
p
・
7
5
.
 

(
2
1
)
I
b
i
d
;
 p. 
76・ 

(

2

2

)

こ
の
時
点
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
「
思
惟
す
る
事
物
」
で
あ
る
限
り
の
「
私
の
存
在
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
が
こ
こ
で
言

う
「
魂
」
の
「
受
動
」
と
は
、
「
物
体
（
身
体
）
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
魂
の
受
動
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
思
惟
の
慟
き
な

い
し
は
作
用
で
あ
る
受
動
を
意
味
す
る
の
で
も
な
い
。
問
題
な
の
は
そ
う
し
た
受
動
と
し
て
の
思
惟
の
作
用
で
は
な
く
、
こ
の
思
惟
の
作
用
の
「
受

動
」
で
あ
る
。

(23)

我
々
が
こ
こ
で
批
判
し
て
い
る
の
は
、
『
我
思
惟
す
』
を
「
あ
ら
ゆ
る
表
象
の
可
能
性
の
究
極
的
条
件
」

(
G
u
e
r
o
u
l
t
,

o
p
.
 
cit., 
p. 
5
3
.
)

と

み
な
し
、
「
思
惟
す
る
事
物
」
と
し
て
の
「
我
」
の
本
質
を
「
純
粋
知
性
」

(ibid.,

p. 
5
8
 e
t
c
.
)

の
「
反
省
」

(ibid.,

p. 
9
9
 e
t
c
.
)

に
求
め

る
ゲ
ル
ー
の
解
釈
で
あ
る
。

(
2
4
)
 
P
i
e
r
r
e
 
L
a
c
h
i
e
z
e
-
R
e
y
,
 
L
'
J
d
e
a
l
i
s
m
e
 
k
a
n
t
i
e
n
,
 
A
k
a
n
,
 
1
9
3
2
,
 
2
e
d
.
 
J. 
V
r
i
n
,
 
1
9
5
0
,
 
p. 
9. 

(25) 
I
b
i
d
.
,
 
p. 
19. 

(26) 
I
b
i
d
.
,
 
p. 
16. 

(

2

7

)

 

Ibid., 
p. 
9. 

(
2
8
)
 
I
b
i
d
.
,
 
p
・
2
1
.
 

(
2
9
)

「
『
我
思
惟
す
』
の
明
証
性
は
意
識
の
そ
れ
自
身
へ
の
極
め
て
内
密
な
現
前
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
、
い
か
な
る
反
省
も
、
い
か
な
る
懐
疑
も
、

い
か
な
る
分
離
も
…
•
•
そ
の
明
証
性
に
対
し
て
優
越
し
得
な
い
」
F
e
r
d
i
n
a
n
d
A
l
q
u
i
e
,
 
L
a
 d
e
c
o
u
v
e
r
t
e
 
m
e
t
a
p
h
y
s
i
q
u
e
 d
e
 l
'
h
o
m
m
e
 c
h
e
z
 

D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 P
・
U
.
 F
・
,
 
1
9
5
0
,
 
p. 
189・

「
思
惟
に
お
い
て
疑
い
得
な
い
の
は
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
構
築
、
二
項
問
の
あ
ら
ゆ
る
距
離
、
現
れ
と
切

り
離
さ
れ
た
或
る
実
在
に
つ
い
て
の
判
断
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
態
度
を
遠
ざ
け
る
限
り
に
お
い
て
の
純
粋
な
現
れ
で
あ
る
」

B
e
y
s
s
a
d
e
,
o
p
.
 
cit., 
p. 

2
3
4
.
 
た
だ
し
ア
ル
キ
ニ
が
こ
の
『
我
思
惟
す
』
を
「
存
在
へ
の
差
し
向
け
」

(
A
l
q
u
i
e
,
0
 p, 
cit., 
p. 
2
2
0
 e
t
c
.
)

と
み
な
し
、
否
定
性
に
お
い
て

捉
え
る
限
り

(ibid.,

p. 
2
2
1
.
)
、
再
び
「
間
隙
」
や
「
隔
た
り
」
の
生
じ
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
曖
昧
さ
を
残
す
し
、
我
々
が
こ
こ
で
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