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「
學
び
」
と
「
問
い
」

典
』
（
宇
野
哲
人
編
・
集
英
祉
刊
）
に
も
殆
ど
同
様
に

「
學
び
」
と
「
問
い
」
と
い
う
の
は
、
一
見
し
て
「
學
問
」
と
い
う
言
葉
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し
て
「
學
び
」

と
「
問
い
」
と
い
う
標
題
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
「
學
問
」
に
つ
い
て
何
か
を
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
豫
想
せ
し
め
る
。
た
し
か
に

そ
の
通
り
で
あ
る
。
が
、
私
が
あ
え
て
「
學
問
」
と
い
う
標
題
を
選
ば
な
か
っ
た
の
は
、
現
今
常
識
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
學
問
」
と

、
、
、
、
、
、

い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
分
析
を
さ
し
あ
た
っ
て
重
要
な
課
題
と
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
何
よ
り
も
先
ず
「
學
び
」
と

「
問
い
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
本
束
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
も
所
詮
は
私
の
考
え
に
よ
る
の
だ
が
、
そ
の
に
お
い
て
考
察
し
た
い

そ
こ
で
先
ず
、
現
今
の
國
語
酔
典
で
「
學
問
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
尋
ね
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
廣
僻
苑
』
（
新
村
出
編
・
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
る
と
、
「
學
び
習
う
こ
と
、
學
藝
を
修
め
る
こ
と
。
」
と
あ
り
、

三
編
『
図
語
僻
典
』
（
角
川
書
店
刊
）
に
は
「
習
い
覺
え
た
知
識
、
睦
系
的
に
組
み
た
て
ら
れ
た
知
識
」
と
み
え
、
或
い
は
、
時
枝
誠
記
編

『
例
解
國
語
僻
典
』
（
中
敦
出
版
耽
刊
）
で
は
「
知
識
を
得
る
こ
と
、
ま
た
得
た
知
識
。
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
一
定
の
原
理
に
従
っ
て
骰
系

と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

序

「
學
び
」

い」

ー
ー
ド
イ
ツ
文
學
の
視
貼
か
ら
ー
ー
ー

と

「
ま
な
び
な
ら
う
こ
と
、

「間

ま
た
『
新
修
圏
語
漢
和
僻

修
め
た
學
藝
。
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
久
松
潜
一
・
佐
藤
謙

田

中

健



的
に
組
織
す
る
こ
と
、
ま
た
臆
系
的
に
組
織
し
た
も
の
。
」

こ
の
よ
う
に
、

な
し‘

゜

「
學
問
」
と
い
う
言
葉
は
現
今
の
國
語
僻
典
で
は
必
ず
し
も
確
定
的
な
意
味
が
呉
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
そ
こ

に
は
な
ん
と
な
く
漠
然
と
し
た
感
を
拭
い
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
廣
僻
苑
』
に
は
「
學
び
習
う
こ
と
」
と
あ
る
が
、
こ
れ

で
は
「
學
問
」
は
學
習
と
全
く
麦
り
が
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
學
藝
を
修
め
る
こ
と
」
と
あ
る
か
ら
、
同
書
で
「
學
藝
」
の

項
を
ひ
く
と
「
學
問
と
蓼
術
」
と
あ
る
。
こ
れ
で
は
同
語
反
復

(
T
a
u
t
o
l
o
g
i
e
)

の
き
ら
い
が
あ
り
、
ど
う
も
す
っ
き
り
し
た
惑
じ
が
し

ま
た
、
角
川
版
『
図
語
僻
典
』
や
『
例
解
國
語
僻
典
』
の
よ
う
に
、
「
學
問
」
を
知
識
と
同
義
に
と
り
、
「
知
識
」
を
「
或
る
事
物

に
つ
い
て
の
明
確
な
理
解
・
認
識
」
と
解
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
な
ん
と
な
く
言
葉
の
い
換
え
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
、
決
し
て
誤
り

と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
「
學
問
」
の
意
味
と
し
て
は
何
と
し
て
も
物
足
り
な
さ
を
お
ぼ
え
る
。
尤
も
、
こ
の
種
の
難
貼
は
僻
典
と
し
て

や
む
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、

と
い
う
ふ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ひ
と
く
ち
に
「
學
問
」
と
い
っ
て
も
、
僻
典
で
さ
え
こ
う
な
の
だ
か
ら
、

の
意
味
で
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
尤
も
他
の

で
、
私
と
い
え
ど
も
―
つ
の
言
葉
が
い
ろ
ん
な
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
百
も
承
知
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
「
學
問
」
と
い
う
の
は
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

些
か
な
り
と
ま
じ
め
に
生
き
ょ
う
と
す
る
ひ
と
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
も
の
で
な
く
、
そ
れ
に
小
學
校
い
ら
い
し
き
り
に
耳
に
し
ロ

に
も
し
て
き
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
あ
た
か
も
自
明
な
こ
と
、

わ
か
り
き
っ
た
こ
と
の
よ
う
に
、
老
若
各
層
の
ひ
と
び
と
に
よ
っ

て
日
常
茶
飯
事
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

こ
の
よ
う
な
、
「
學
問
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
一
般
的
事
情
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
學
問
」
そ
の
も
の
を
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
の
渦
中

に
巻
き
込
む
原
因
の
一
半
を
な
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
大
學
に
入
學
し
た
ば
か
り
の
學
生
で
も
、
な
ん
の
た
め
ら
い
も

な
く
「
質
祉
會
で
は
學
問
は
役
に
立
た
な
い
」
と
か
、
「
い
ま
や
學
問
よ
り
も
質
践
が
大
切
だ
」
な
ど
と
言
う
。
私
に
言
わ
せ
る
と
、
大
學

も
、
だ
い
た
い
似
た
り
寄
っ
た
り
で
あ
る
。

「
學
び
」
と
「
問
い
」

に
つ
い
て
も
、
多
く
の
場
合
同
じ
こ
と
が
い
え
る
わ
け

一
般
に
は
ひ
と
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
が
理
解
す
る
限
り

そ
の
他
い
ず
れ
の
國
語
僻
典
に
お
い
て



「
學
び
」
と
「
問
い
」

い
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

J

こ
で
も
「
學
問
」
の
語
義
は

「
學
ビ
テ
問
フ
コ
ト
」

の
ほ
か
は
、

現
今
の
國
語
僻

い
ろ
ん
な
場

か
ら
「
學
問
」
を
取
り
去
っ
て
し
ま
え
ば
大
學
の
存
在
理
由
が
な
く
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
い
う
大
學
の
な
か
で
學
問
を
軽
視
す
る
よ
う

な
言
動
が
幅
を
利
か
せ
て
い
る
場
合
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
ま
た
健
康
や
骰
力
、
行
動
力
な
ど
と
い
う
の
は
、
ひ
と
り
大
學
だ
け
に
必

要
な
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
と
っ
て
、
生
涯
の
す
べ
て
の
時
期
や
職
場
に
お
い
て
不
可
餓
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

、
、
、
、

「
大
學
で
は
學
問
に
力
を
入
れ
る
よ
り
も
健
康
が
大
切
で
、
ス
ポ
ー
ツ
を
や
っ
て
臆
力
や
行
動
力
を
身
に
つ
け
る
べ
き
だ
」
な
ど
と
、
し

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

た
り
顔
で
説
く
い
わ
ゆ
る
買
業
家
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
種
の
賓
業
家
か
ら
す
れ
ば
、
大
學
と
い
う
も
の
は
ま
る
で
な
ん
ら
獨
自
の

任
務
も
目
的
も
な
く
、
な
ん
の
紐
費
も
要
し
な
い
で
ひ
と
り
で
に
在
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
い
っ
た
い
、
か
れ
ら
は
か
れ
ら
の
會
社
や

工
場
で
働
く
従
業
員
や
傍
働
者
に
向
っ
て
「
業
務
や
生
産
に
力
を
入
れ
る
よ
り
も
、
ス
ボ
ー
ツ
を
や
っ
て
臆
力
や
行
動
力
を
身
に
つ
け
る

べ
き
だ
」
と
で
も
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
？
大
學
に
封
し
て
こ
の
よ
う
な
、
私
か
ら
す
れ
ば
、
甚
だ
無
責
任
な
言
僻
が
横
行
す
る
の
も
、

大
學
の
存
在
理
由
た
る
べ
き
「
學
問
」
に
つ
い
て
の
見
方
に
お
い
て
、
私
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
或
い
は

ま
た
、
必
ず
答
が
出
る
に
き
ま
っ
て
い
る
、

も
し
く
は
す
で
に
答
が
出
て
し
ま
っ
て
い
る
入
試
問
題
の
よ
う
な
も
の
を
勉
張
し
た
だ
け

で
、
ひ
と
か
ど
の
「
學
問
」
を
し
て
き
た
か
の
よ
う
な
口
吻
を
も
ら
す
お
め
で
た
い
若
者
に
も
ま
ま
出
會
う
。
要
す
る
に
、

合
に
「
學
問
」
と
い
う
言
葉
は
日
常
の
會
話
の
な
か
で
頻
繁
に
使
わ
れ
る
が
、

そ
れ
が
つ
ね
に
同
じ
意
味
で
言
わ
れ
て
い
る
と
は
と
う
て

「
學
問
」
と

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
各
人
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
「
學
問
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
些
か
な
り
と
整
理
す
る
た
め
に
一
應
こ
の

葉
の
由
来
を
尋
ね
て
み
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
用
の
詮
索
で
は
あ
る
ま
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
ん
ど
は
比
較
的
古
い
櫂
威
の
あ

る
國
語
僻
典
、
た
と
え
ば
『
大
言
海
』
（
大
槻
文
彦
著
・
冨
山
房
刊
）
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
先
ず
古
義
に
則
っ
て
、

は
「
事
ヲ
効
ヒ
テ
、
其
ノ
理
ヲ
覺
リ
、
道
ヲ
訊
ネ
テ
、
疑
ヲ
解
ク
義
」
と
あ
り
、
次
い
で
「
モ
ノ
マ
ナ
ビ
。
學
ビ
テ
問
フ
コ
ト
。
敦
ヲ
受

ケ
テ
學
ブ
コ
ト
。
學
藝
ヲ
習
フ
コ
ト
」
と
あ
る
。

典
と
ほ
ぼ
愛
り
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
初
め
の
古
義
に
よ
る
「
學
問
」
の
語
義
は
、
私
の
嘗
面
の
考
察
に
と
っ
て
示
唆
に
富
む
好
個
の



介
の

「
學
問
」
を
賀
行
し
う
る
能
力
が
私
自
身
に
完
全
に
具
っ
て
い

ま
で
も
、

に
は
せ
さ
せ
給
へ
」
云
々
と
み
え
る
（
闊
貼
及
び
括
弧
筆
者
）
。

J

れ
ら
の
文
獣
的
事
賓
に
よ
っ
て
、

「
學
問
」

と
い
う
言
葉
は
千
百
年
以

『
大
言
海
』
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
こ
こ
で
中
図
の
典
籍
に
訊
ね
て
み
る
と
、
古
く
『
易
紐
』
（
周
易
）
の
「
文
言
博
」
に

「
君
子
、
學
以
緊
之
、
問
以
辮
之
、
寛
以
居
之
、
仁
以
行
之
。
」
と
み
え
る
。
お
そ
ら
く
こ
こ
に
い
う
「
學
」
と
「
問
」
と
か
ら
「
學
問
」

と
い
う
言
葉
が
成
立
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
現
に
本
田
清
氏
も
「
中
図
古
典
選
」
（
朝
日
新
聞
籠
刊
）
の
『
易
』
の
巻
に
お
い
て
、
こ

の
箇
虞
を
「
有
徳
の
人
は
、
學
問
に
よ
っ
て
知
識
を
集
め
、
是
非
を
辮
え
る
。
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
叡
知
の
上
に
立
っ
て
寛
仁
な
態
度
で

も
の
に
封
應
し
政
治
を
行
う
」
（
圏
貼
筆
者
）
と
い
う
ふ
う
に
、
「
學
」
と
「
問
」
、
「
寛
」
と
「
仁
」
を
そ
れ
ぞ
れ
一
括
し
て
「
學
問
」
、
「
寛

仁
」
と
諄
し
て
い
ら
れ
る
。
『
周
易
』
以
後
、
中
國
で
は
す
で
に
『
中
庸
』
の
な
か
に
、
「
學
問
思
辮
之
功
」
と
か
「
尊
徳
性
而
道
問
學
」

と
い
っ
た
句
が
み
ら
れ
、
「
學
問
」
の
ほ
か
に
「
問
學
」
と
い
う
言
葉
も
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。
さ
ら
に
降
っ
て
『
孟
子
』
を
播
く
と
、
そ

の
「
膝
文
公
上
篇
」
に
「
吾
他
日
未
嘗
學
問
、
好
馳
馬
試
細
。
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
が
「
學
問
」
と
い
う
言
葉
の
最
も
古
い
典

披
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
次
に
眼
を
わ
が
國
に
轄
じ
る
と
、
す
で
に
『
績
日
本
紀
』
の
天
平
二
年
一
＿
一
月
二
十
七
日
の
く
だ
り
に
「
（
大
學
の

生
徒
は
）
も
っ
ぽ
ら
學
問
に
く
は
し
き
を
え
ら
び
て
」
云
々
と
あ
り
、
作
者
不
詳
、
平
安
中
期
の
作
『
宇
津
保
物
語
』
に
は
「
藤
原
君
、

、
、
、
、

が
く
も
ん
に
心
い
れ
て
遊
び
の
道
に
も
立
ち
入
り
た
ま
へ
る
」
云
々
、
さ
ら
に
二
十
三
段
に
は
「
（
古
今
集
の
暗
誦
を
）
御
學
問

上
も
の
昔
か
ら
わ
が
園
に
定
着
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
よ
う
な
言
葉
の
由
来
を
考
慮
に
い
れ
な
が
ら
「
學
問
」
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く

「
學
問
」
と
い
う
言
葉
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
も
解
繹
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
従
っ
て
は
こ
う
い
う
も
の
で
な
け
れ

ぼ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
私
自
身
が
あ
る
べ
き
す
が
た
と
見
る
と
こ
ろ
の
「
學
問
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
さ
ら

、

、

、

、

、

、

さ
ら
普
遍
妥
嘗
性
を
有
す
る
學
問
論
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ド
イ
ッ
文
學
な
ど
と
い
う
も
の
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
て
き
た
一

に
だ
け
通
用
す
る
て
い
の
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
私
の

手
が
か
り
を
興
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
學
び
」
と
「
問
い
」

四



「
學
び
」
と
「
問
い
」

を
つ
け
て
知
る
よ
う
に
な
る
」

(
d
u
r
c
h
N
a
c
h
s
p
i
.
i
r
e
n
 
w
i
s
s
e
n
d
 w
e
r
d
e
n
)
 

laisjan

と
劉
應
し
、
原
義
は
「
跡
を
つ
け
て
知
る
よ
う
に
さ
せ
る
」
(
<
l
u
r
c
h
N
a
c
h
s
p
t
i
r
e
n
 w
i
s
s
e
n
d
 m
a
c
h
e
n
)
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

l
e
r
n
e
n

の
作
為
動
詞

(
F
a
k
t
i
t
i
v
u
m
)

で
あ
る
。
従
っ
て

l
e
a
r
n
i
n
g
,

G
e
l
e
h
r
s
a
m
k
e
i
t

の
い
ず
れ
に
も
「
學
ぶ
」
、
「
知
る
」
と
い

う
意
味
が
そ
の
根
底
に
あ
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
「
學
問
の
あ
る
」
と
い
う
形
容
詞
に
は
、
英
語
l
e
a
r
n
e
d
,
獨
語
g
e
l
e
h
r
t
,
g
e
l
e
h
r
s
a
m
,
 

は
、
獨
語
の

l
e
r
n
e
n

と
共
に
、

ゴ
ー
ト

lais 
(
私
は
知
っ
て
い
る
）
と
韻
應
し
、

五

本
来
は
「
跡
を
つ
け
る
」

(
n
a
c
h
s
p
l
i
r
e
n
)
、

と
い
う
意
味
を
有
し
、
ま
た
獨
語

l
e
h
r
e
n
も
ゴ
ー
ト
語

G
e
l
e
h
r
s
a
m
k
e
i
 t
は

l
e
h
r
e
n
(
数
え
る
）

「跡

意
味
し
、

の
派
生
語
で
あ
る
。
そ
う
し
て
英
語
の

l
e
a
r
n

語
の
〔
w
〕i
d
e
i
n
(
見
る
）
に
到
應
し
て
い
る
。

何
よ
り
も
先
ず
、

い
わ
ば
私
の
理
想
と
す
る
學
問
の
在
り
方
を
披
露
し
た
い
と
思
う
ま
で
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
、
元
来
す
ぐ
れ
て
東
洋
的
で
あ
る
、

か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば

s
c
i
e
n
c
e
や

W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
共
に
「
知
る
」
と
い
う
意
味
が
土
憂
に
な
っ

つ
ま
り
ラ
テ
ン
語
の

scire
(
知
〔
っ
て
い
〕
る
）
の
現
在
分
詞
形

scient,
〔e
m
〕
か
ら
派
生
し
た

scientia
(
知
識
）
と
い
う
語

が
英
・
佛
語
の

s
c
i
e
n
c
e
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、

た
集
合
名
詞
が

i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t

で
あ
っ
て
、

と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

ま
た
は
「
知
」
に
あ
た
る
語
を
語
源
と
す
る
言
葉
し
か
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

ま
た
獨
語
の

w
i
s
s
e
n
(
知
っ
て
い
る
）
の
不
定
形
名
詞

W
i
s
s
e
n
(
知
識
）
か
ら
派
生
し

し
か
も

w
i
s
s
e
n

は
い
わ
ゆ
る
「
過
去
現
在
動
詞
」

(
P
r
a
t
e
r
i
t
o
p
r
a
s
e
n
s
)
と
し
て
競
生

的
に
は

g
e
k
a
n
n
t
o
d
.
 
g
e
s
e
h
e
n
 h
a
b
e
n
 (
知
っ
て
し
ま
っ
た
、
或
い
は
、
見
て
し
ま
っ
た
）
を
意
味
し
、
ラ
テ
ン
語
の

v
i
d
e
r
e
,
ギ
リ
シ
ャ

と
こ
ろ
で
、
現
今
で
は
「
學
問
」
を
西
洋
語
に
移
す
場
合
、
通
例
こ
れ
ら

s
c
i
e
n
c
e

ま
た
は

W
'
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
を
あ
て
る
か
、
或
い
は

英
語

l
e
a
r
n
i
n
g
,

佛
語

s
a
v
o
i
r
,
獨
語

W
i
s
s
e
n
も
し
く
は

G
e
l
e
h
r
s
a
m
k
e
i
t
な
ど
を
用
い
る
。

l
e
a
r
n
i
n
g

は

l
e
a
r
n
(
學
ぶ
）
の
、

て
い
る
。

西
洋
に
は
「
學
問
」
を
言
い
表
わ
す
の
に

る
と
い
う
の
で
も
な
い
。

s
a
v
o
i
r

は
も
と
も
と
「
知
る
」
を



次
に
、

で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

は
、
ま
こ
と
に
興
味
あ
る
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う
に
國
語
や
漠
語
の
「
學
問
」
に
相
嘗
す
る
と
み
な
さ
れ
る
西
洋
語
は
、
元
束

「
學
問
」
の
う
ち
の
「
問
」
に
あ
た
る
部
分
は
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
私
が
「
學
問
」

と
い
う
表
現
を
す
ぐ
れ
て
東
洋
的
な
痰
想
に
基
づ
く
も
の
と
み
る
―
つ
の
理
由
が
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
「
學
問
」
を
文
字
通
り

と
す
れ
ば
、

そ
も
そ
も
「
學
ぶ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、

先
ず
、
「
學
ぶ
」
と
は
「
ま
ね
ぶ
」
、
つ
ま
り
「
員
似
履
む
」
か
ら
轄
じ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
（
『
大
言
海
』
）
。
そ
う
し
て
「
ま
ね
ぶ
」
、
「
員

似
る
」
と
は
或
る
も
の
に
「
似
せ
る
」
、
「
見
習
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
「
學
ぶ
」
と
は
、
先
行
す
る
な
ん
ら
か
の
根
披
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、

っ
て
、
そ
れ
に
「
見
習
う
」
こ
と
で
あ
り
、
少
し
格
式
づ
け
て
い
え
ば
「
根
披
の
跡
に
つ
い
て
連
績
的
に
こ
れ
を
偲
承
す
る
」
こ
と
と
な

さ
き
に
述
べ
た
英
語
の

l
e
a
r
n
や
獨
語
の

l
e
r
n
e
n
の
語
源
が
「
跡
を
つ
け
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と

「
學
ぶ
」
と
い
う
表
現
が
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
語
源
に
お
い
て
同
一
の
意
味
を
有
す
る
事
質

ナ
ラ

要
す
る
に
、
「
學
ぶ
」
と
は
、
『
大
言
海
』
に
も
「
事
を
奴
ヒ
テ
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、

「
問
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
『
大
言
海
』
に
よ
る
と
、

わ
れ
る
。
こ
れ
が
科
學
的
に
ど
れ
ほ
ど
信
憑
性
が
あ
る
の
か
は
も
と
よ
り
知
る
よ
し
も
な
い
が
、

う
の
は
私
に
は
な
か
な
か
に
意
味
深
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
外
」
と
は
「
何
か
」
の
外
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
か
ら
、
「
外
」
と
い
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
「
何
か
」
が
豫
め
存
在
す
る
か
、
も
し
く
は
措
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

で
な
い
と
「
外
」
と
い
う
こ
と
自
臆
が
意
味
を
な
さ
ぬ
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
「
問
う
」
が
「
外
言
う
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

っ
て
、

佛
語

s
a
v
a
n
t
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

「
學
び
」
と
「
問
い
」

「
學
び
問
う
こ
と
」
、

「
問

「
問
う
」
が
「
外
言
う
」
で
あ
る
と
い

卜

「
問
う
」
は
「
外
言
フ
」
の
約
で
あ
る
と
い

「
連
績
的
博
承
面
に
か
か
わ
る
ほ
た
ら
き
」

「
問
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

或
い
は
「
學
び
問
う
て
成
り
立
つ
も
の
」
と
解
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

ま
た
は
「
知
」
を
意
味
す
る
の
み
で
あ

＇ ノ‘



「
學
び
」
と
「
問
い
」

と
こ
ろ
で
「
外
言
う
」
と
い
う
の
は
、

と
い
う
の
は

「
外
で
何
か
に
向
っ
て

七

こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、

つ
ま
り
「
外
か

そ
れ
自
骰
日
本
語
と
し
て
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
、

「
外
へ

い
て
は
、

と
他
の
事
物
と
が
互
い
に
か
か
り
合
う
こ
と
、

う
」
が
「
何
か
」
と
の
か
か
り
合
い
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
か
か
り
合
い
」
と
は
通
常
或
る
事
物

つ
ま
り
「
相
闊
闊
係
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

り
合
い
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
「
何
か
」
は
「
學
ぶ
」
で
あ
る
と
み
た
い
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、

い
」
と
「
學
び
」
と
は
つ
ね
に
同
じ
資
格
で
並
立
さ
れ
て
い
て
、

一
方
が
他
を
含
む
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
深
い
意
味
に
お

こ
の
並
立
は
雨
者
が
互
い
に
謳
別
さ
れ
な
が
ら
同
時
に
密
接
な
闘
係
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

び
」
と
「
問
い
」
を
相
闘
の
相
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
雨
者
は
結
合
さ
れ
て
―
つ
の
「
學
問
」
と
い
う
概
念
が
成
立

す
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
生
活
と
藝
術
」
と
い
う
論
題
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
ゲ
ー
テ
の
生
活
と
ゲ

ー
テ
の
藝
術
と
が
そ
れ
ぞ
れ
無
闊
係
に
、
輩
に
並
列
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
雨
者
が
互
い
に
か
か
り
合
っ
て
ゲ
ー
テ

の
全
臆
を
成
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
雨
者
を
相
闊
闘
係
の
相
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
ゲ
ー
テ
の
全
盟
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
「
學
問
」
を
成
り
立
た
せ
、
「
學
問
」
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
「
學
び
」
と
「
問
い
」

は
こ
れ
を
相
闘
的
に
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
應
こ
れ
を
「
外
で
言
う
」
、

う
」
お
よ
び
「
外
か
ら
言
う
」
と
い
う
三
通
り
の
意
味
に
解
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
て
み
よ
う
。

先
ず
「
外
で
言
う
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
が
何
か
と
の
相
闊
闘
係
の
一
翼
を
捌
う
た
め
に
は
「
外
で
獨
り
言
を
言
う
」
こ
と
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

従
っ
て
「
外
で

う
」
と
い
う
の
と
愛
り
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
次
に
「
外
へ
言
う
」
と
い
う
の
は
「
何
か
か
ら
外
へ
向
っ
て
言
う
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
、、、

そ
の
「
何
か
」
が
な
け
れ
ば
「
外
へ
言
う
」
こ
と
自
睦
が
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
外
へ
言
う
」
は
そ
の
「
何
か
」
に
全
的

、
、
、
、
、
、
、

に
依
披
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
本
束
的
な
相
闘
闊
係
は
み
と
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
問
う
」
が
「
外
言
う
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
「
外
言
う
」
は
「
外
か
ら
言
う
」
の
意
味
に
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い 「學

「問

「
問
う
」
が
「
何
か
」
と
の
か
か



「
批
判
」
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、

と
同
時
に
「
問
い
つ
つ
學
ぶ
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
因
み
に
、

(
G
r
u
n
d
)
に

到

し

て

「

連

績

的

で

あ

る

」

こ

と

、

「

學

ぶ

」

の

外

と

は

、

根

披

に

封
し
て
「
非
連
績
的
で
あ
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
「
非
連
績
的
立
場
に
立
つ
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
問
う
」
と
は
、
根
披
に
封
す
る

つ
ま
り
「
根
捩
を
離
脱
し
た
と
こ
ろ
」

(
A
b
,
g
r
u
n
d
「
深
淵
」
）

「
非
連
績
的
立
場
か
ら
言
う
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
「
問
う
」
は
「
學
ぶ
」
と
か
か
り
合
っ
て
「
學
問
」
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
結
局
「
問
い
」
と
は
、
根
披
に
到
す
る
「
非
連
績
的
立
場
」
、

か
ら
「
根
披
」
に
向
っ
て
言
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
別
の
見
方
か
ら
す
る
と
、
「
問
い
」
と
い
う
の
は
、
わ
か
ら

、
、
、
、

な
い
か
ら
知
ろ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
不
知
の
知
」

(
d
o
c
t
a
i
g
n
o
r
a
n
t
i
a
)

か
ら
猿
す
る
開
襲
的
な

(
h
e
u
r
i
s
t
i
s
c
h
)

は
た
ら
き
の
こ

「
問
い
」
と
は
「
非
連
績
的
開
猿
面
に
か
か
わ
る
は
た
ら
き
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
學
び
」
と
「
問
い
」
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
語
義
的
考
察
か
ら
、
「
學
問
」
と
は
「
學
ぶ
」
と
い
う
連
績
的
偲
承
面
と
「
問
い
」

と
い
う
非
連
績
的
開
鼓
面
と
の
綜
合
も
し
く
は
統
一
で
あ
る
、
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

根
披
を
ま
ね
び
な
ら
う
こ
と
（
學
習
）
に
よ
っ
て
、

そ
の
「
理
を
覺
り
、
知
識
を
集
め
る
」
と
共
に
、

（
質
問
）
に
よ
っ
て
、
覺
っ
た
理
や
得
た
知
識
の
「
疑
を
解
き
、
是
非
を
辮
え
る
」
こ
と
で
あ
り
、

容
易
に
「
受
容
」
・
「
肯
定
」
お
よ
び
「
知
識
」

か
ら
し
て
「
表
出
」
を
意
味
し
、

こ
こ
に
於
て
重
ね
て
、

に
つ
ら
な
り
、

い
か
え
す
」
と
い
う
意

「
學
び
つ
つ
問
う
」

「
學
び
」
は
、
そ
れ
が
連
績
的
個
承
の
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

、、

こ
れ
に
封
し
て
「
問
い
」
は
、
そ
の
原
義
が
「
外
言
う
」
で
あ
る
こ
と

ま
た
「
是
非
を
辮
え
る
」
と
は
學
習
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
の
非
を
批
ち
正
を
判
定
す
る
、

「
問
い
」
が
「
表
出
」
・
「
否
定
」
お
よ
び
「
批
判
」
に
つ
ら
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
外
か
ら
言
う
」
の
意
味
に
お
け
る
「
問
い
」
に
よ
っ
て
初
め
て
「
學
問
」
の
慎
髄
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

理
由
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
「
外
か
ら
言
う
」
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
根
披
の
外
か
ら
根
掠
に
向
っ
て

味
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
「
問
い
」
と
は
、
「
學
び
」
と
い
う
學
問
の
連
績
面
に
切
れ
目
を
入
れ
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
學

つ
ま
り

端
的
に
い
え
ば

根
披
の
外
か
ら
問
い
た
だ
す
こ
と

つ
ま
り
「
學
問
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

と
で
も
あ
る
か
ら
、

つ
ま
り
「
連
績
的
立
場
に
立
つ
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

J

と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

「
學
び
」
と
「
問
い
」

「
問
う
」
と
は
「
學
ぶ
」

の
外
か
ら
言
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で

八

「
學
ぶ
」

は
根
捩



「
學
び
」
と
「
問
い
」

「
問
い
」
が
「
否
定
」
・
「
批
判
」
に
つ
ら
な
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
「
否
定
」
・
「
批

判
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
ひ
い
て
は
そ
れ
ら
が
ど
う
い
う
意
味
で
「
問
い
」
に
つ
な
が
る
の
か
、
を
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
考
え

ち
か
ご
ろ
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
言
葉
に
「
い
ま
や
観
念
論
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
か
、

て
み
た
い
。

J

と
は
必
至
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
、

の
條
件
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
既
存
の
學
説
、
思
想
も
し
く
は
偲
統
に
「
問
い
」
を
披
す
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
無
批
判
的
に
受
容
し
、
或

い
は
こ
れ
を
絶
劉
的
椛
威
と
し
て
信
奉
し
て
、
そ
の
根
捩
に
安
住
し
て
い
る
限
り
、
學
問
の
進
歩
は
跡
絶
え
、
學
問
の
形
骸
化
を
ま
ね
く

が
で
き
る
。

こ
そ
、
言
葉
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
、
「
學
び
」
と
か
か
り
合
い
、
「
學
び
」
と
共
に
「
學
問
」
の
生
成
過
程
に
輿
る
も
の
と
い
う
こ
と

「
學
問
」
が
凝
固
・
死
滅
す
る
こ
と
な
く
永
遠
の
脈
動
を
た
も
っ
た
め
に
は
、
非
連
績
的
な
「
問
い
」
の
役
割
は
不
可
鋏

以
上
の
理
由
か
ら
、

る。 び
知
ら
れ
た
こ
と
に
新
し
い
疑
問
符
を
打
つ
、

、、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
り
具
罷
的
に
い
え
ば
、

九

「
近
代
は
超
克
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

の
根
捩
は
揺
り
動
か
さ
れ
、
そ
こ
に
「
未
知
な
る
も
の
」
が
現
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
「
未
知
な
る
も
の
」
が
究
明
せ
ら
れ
て
新
し
い
員
理

が
ひ
ら
か
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
新
し
い
慎
理
は
「
學
び
」
に
よ
っ
て
新
た
な
根
捩
と
な
り
偲
統
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
又
し
て
も
、
こ

の
新
た
な
他
統
的
根
披
は
「
問
い
」
に
よ
っ
て
髪
革
を
促
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
が
無
限
に
く
り
か
え
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
に
「
學

問
」
の
本
束
の
す
が
た
が
あ
る
。

つ
ま
り
「
學
び
」
と
「
問
い
」
の
活
稜
な
相
闘
闊
係
に
よ
っ
て
本
来
の
「
學
問
」
は
成
立
す
る
の
で
あ

「
外
言
う
」
の
約
と
み
な
さ
れ
る
「
問
う
」
は
「
外
か
ら
言
う
」
の
意
味
に
解
す
る
を
要
し
、
こ
の
種
の
「
問
い
」

「
問
い
」
に
よ
っ
て
既
存



あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

と
き
、
そ
こ
に
は
何
も
の
か
が
在
る
の
で
あ
る
。

「
否
定
す
る
」
、
「
超
克
す
る
」
と
い
う
の
は
何
か
を
否
定
し
超
克
す
る
こ
と
で
あ
る
。
否
定
さ
れ
、

超
克
さ
れ
る
何
も
の
も
無
い
と
こ
ろ
に
「
否
定
」
、
「
超
克
」
は
起
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
否
定
・
超
克
が
起
っ
て
い
る

つ
ま
り
否
定
・
超
克
と
は
「
存
在
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
起
る
の
で
あ
る
。
と
こ

「
肯
定
」
が
存
在
を
直
接
指
示
し
よ
う
と
す
る
の
に
劉
し
て
、
「
否
定
」
は
存
在
へ
向
っ
て
「
外
か
ら
」
詰
め
寄
ろ
う
と
す
る
。

つ
ま
り
否
定
と
肯
定
と
は
存
在
の
輪
郭
に
お
い
て
出
會
う
。
こ
の
こ
と
は
存
在
が
「
否
定
」
に
園
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
存

在
が
無
い
と
否
定
も
無
い
。
否
定
も
肯
定
と
同
じ
く
存
在
か
ら
起
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
否
定
が
存
在
か
ら
起
る
」
と
い
う
の
は
、

否
定
に
も
肯
定
と
ひ
と
し
く
積
極
的
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
る
事
物
の
否
定
は
、
そ
の
事
物
が
否
定
さ
れ
て
空
無
に

な
る
こ
と
で
は
な
い
。
甲
が
観
念
論
の
立
場
を
と
り
、
乙
が
観
念
論
の
立
場
を
と
ら
な
い
場
合
、
乙
は
甲
に
劉
し
て
輩
に
或
る
も
の
が
足

り
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
或
る
立
場
を
と
ら
な
い
こ
と
、
或
る
立
場
を
と
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
は
、
積
極
的
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
立
場
を
と
る
こ
と
と
同
然
で
あ
る
。
こ
の
消
息
を
一
般
的
に
い
う
と
、
ひ
と
は
或
る
行
為
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
或
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
否
定
に
お
け

る
積
極
的
な
も
の
は
、
直
接
的
に
で
は
な
く
、
或
る
特
定
の
肯
定
判
断
の
否
定
と
し
て
の
み
指
示
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
或
る
肯
定
判
断
が

否
定
さ
れ
る
と
は
、
そ
こ
に
在
る
積
極
的
な
存
在
に
照
し
て
、
そ
の
肯
定
が
妥
常
し
な
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ

、
、
、
、

つ
ま
り
評
債
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
は
偽
り
で
あ
る
、
と
い
う
拒
絶
を
含
ん
で
い
る
の
で

「
偽
り
で
あ
る
」
と
言
え
る
の
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
す
で
に
「
〗
県
な
る
も
の
が
在
る
」
と
わ

か
っ
て
い
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
否
」
と
拒
む
と
き
は
、
す
で
に
員
と
億
と
の
犀
別
が
で
き
て
い
る
と
き
で

「
否
定
」
の
う
ち
に
積
極
的
な
も
の
が
在
る
と
い
う
の
は
、
同
時
に
否
定
の
う
ち
に
慎
な
る
も
の

が
隠
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
従
っ
て
「
否
定
」
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
員
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が

し
か
し
、
積
極
的
な
も
の
、
員
な
る
も
の
が
在
る
と
は
い
え
、
否
定
が
否
定
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ー
フ
な
存
在
は
な

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
否
定
が
な
さ
れ

て
否
定
は
斥
け
る
こ
と
、

ろ
で
、

と
い
う
の
が
あ
る
。

し、

っ
た
し、

に
ヽ

「
學
び
」
と
「
問
い
」

1
0
 



「
學
び
」
と
「
問
い
」

ん
ら
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
肯
定
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
否
定
に

よ
る
表
現
は
意
味
を
な
さ
ぬ
こ
と
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
も
そ
も
否
定
と
い
う
こ
と
自
骸
が
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

否
定
は
い
わ
ば
肯
定
を
隠
し
て
お
く
性
質
を
有
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
「
肯
定
を
隠
す
」
と
い
う
の
は
、
存
在
の
積
極
的
な
受
容
を
差
し

控
え
て
、
存
在
へ
の
問
い
か
け
を
誘
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
「
否
定
」
と
は
「
問
い
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
お
い

て
、
さ
き
に
「
問
い
」
は
否
定
に
つ
ら
な
る
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
、
再
び
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

、、

さ
て
、
否
定
さ
れ
超
克
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
な
け
れ
ば
否
定
、

「
思
想
」

(
G
e
c
l
a
n
k
e
)

の
た
ぐ
い
で
あ
る
場
合
に
は
、

い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

の
何
た
る
か
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
観
念
論
を
否
定
す
る
た
め
に
は
観
念
論
の
何
た
る
か
を
、
近
代
を
超
克
す
る
た
め
に
は
近
代

か
り
に
ひ
と
が
観
念
論
や
近
代
の
成
立
過
程
、
構
造
お
よ
び
内
容
を
知
ら
な
い
と
す
れ

ば
、
そ
れ
ら
は
そ
の
ひ
と
に
と
っ
て
「
無
」
に
ひ
と
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
到
し
て
否
定
も
超
克
も
し
よ
う
が
な
い
は
ず
で
あ

る
。
換
言
す
る
と
、
唯
物
論
だ
け
を
學
び
そ
れ
し
か
知
ら
な
い
者
は
、
そ
の
外
に
あ
る
も
の
、
た
と
え
ば
唯
心
論
に
つ
い
て
否
定
を
な
し

え
な
い
の
で
あ
り
、
同
様
に
、
現
質
生
活
に
と
っ
て
は
現
代
の
、
目
前
の
出
来
事
が
重
要
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
近
代
に
つ
い
て
な
ん
ら
知

る
と
こ
ろ
の
な
い
ひ
と
に
は
、
近
代
を
超
克
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
も
と
も
と
無
意
味
で
あ
る
。
要
は
、
観
念
論
を
否
定
す
る
た
め
に

も
観
念
論
を
、
は
た
ま
た
、
唯
物
論
を
否
定
す
る
た
め
に
も
唯
物
論
を
「
學
」
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
否
定
」
と
同
様
、
「
問
い
」
に
つ
ら
な
る
「
批
判
」
に
つ
い
て
も
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
事
物
の
質
相
を
知
る
こ
と
な
し
に
は

「
批
判
」
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
批
判
の
劉
象
が
學
び
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
輩
に
そ
れ
が
自
分
に
不
都
合
に
思
わ
れ
る
か
ら
、
な

ん
と
な
く
氣
に
く
わ
ぬ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
、

超
克
は
起
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
の
も
の
が
有
形
物
で
は
な
く
て

そ
れ
に
つ
い
て
の
知
識
が
な
け
れ
ば
そ
れ
を
否
定
し
超
克
す
る
こ
と
は
で
き
な

そ
れ
を
非
難
す
る
よ
う
な
言
動
は
、

た
と
い
そ
の
ひ
と
の
披
っ
て
立
つ
立
場
そ
の
も
の
は

一
般
に
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
も
、
所
詮
は
幼
兒
が
生
理
的
・
心
理
的
な
欲
求
か
ら
見
さ
か
い
な
く
泣
き
わ
め
く
の
と
大
差
は

な
い
。
そ
れ
は
本
束
の
意
味
に
お
い
て
「
批
判
」
の
名
に
債
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
箪
な
る
悪
口
雑
言
な
い
し
は
感
情
的
反
駁
で
し
か
な



と
こ
ろ
が
現
今
で
は
ま
ま
こ
う
し
た
た
ぐ
い
の
も
の
ま
で
も
「
批
判
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
の
で
、

表
す
る
不
可
餓
の
要
素
で
あ
り
、

の
ぞ
ん
ざ
い
な
使
用
は
、
そ
の

の
誤
解
を
ひ
き
お
こ
す
原
因
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

す
の
は
事
象
で
は
な
く
、
事
象
に
つ
い
て
の

あ
ろ
う
。
因
み
に
こ
の
提
言
は
、

z
u
r
 
B
i
l
d
u
n
g
 
d
e
r
 
M
e
n
s
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h
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i
t
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P
ぞ

a
n
z
e
n
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.
 
A
u
f
l
a
g
e
,
 1
8
3
1
)

の
冒
頭
に
題
臨
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
結
果
「
學
問
」
そ
の
も
の
が
疑

「
學
問
」
に
著
し
い
償
値
低
下
を
き
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
批
判
と
は
學
問
に
お
い
て
「
問
い
」
を
代

批
判
を
餓
い
て
は
學
問
は
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

指
示
さ
れ
る
事
物
の
本
質
を
歪
め
、
ひ
い
て
は
他
の
事
物
へ

な
お
こ
の
際
、
か
の
エ
ピ
ク
テ
ト
ス

(
E
p
i
k
t
e
t
o
s
)

の
「
ひ
と
を
惑
わ

(
E
n
c
h
e
i
r
i
d
i
o
n
)
『
提
要
』
）
と
い
う
提
言
を
容
れ
る
こ
と
も
で
き
る
で

ヘ
ル
ダ
ー

(
J
.

G
•
H
e
r
d
e
r
)

の
『
歴
史
哲
學
異
説
』
(
A
u
c
h
e
i
n
e
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 d
e
r
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 

ま
た
ゲ
ー
テ
の
『
植
物
髪
態
論
』
再
版

(
M
e
t
a
m
o
r
p
h
o
s
e

d
e
r
 

尤
も
、
こ
こ
で
い
う
本
来
の
意
味
に
お
け
る
「
批
判
」
が
い
か
に
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
か
は
、
極
端
な
例
を
あ
げ
る
と
、
人
類

の
歴
史
が
す
で
に
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。

お
よ
そ
愛
革
と
か
革
命
と
い
う
も
の
は
、
例
外
な
く
國
家
や
祉
會
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
既
存
の

、
、
、
、
、
、
、

臆
制
に
到
す
る
批
判
か
ら
起
っ
た
の
で
あ
る
。
か
り
に
そ
の
時
貼
、
そ
の
局
面
に
お
け
る
批
判
が
員
に
正
し
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら

く
人
類
祉
會
に
は
疾
く
に
極
柴
浮
土
が
出
現
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
よ
し
そ
こ
ま
で
至
ら
な
く
て
も
、
二
十
世
紀
後
半
の
現
在
に
お
い

て
な
お
人
類
が
こ
れ
ほ
ど
深
刻
に
悩
む
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
後
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
絶

劉
的
慎
理
と
い
う
も
の
は
永
遠
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
！
絶
え
ず
學

、
、
、

び
か
つ
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
さ
に
探
究
す
る
者
の
必
然
の
さ
だ
め
で
あ
り
、
何
故
を
言
う
を
許
さ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
學

者
の
悩
み
が
あ
る
。

重
ね
て
言
う
、
學
問
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
批
判
を
な
し
う
る
に
は
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
學
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
ず
、
學
ぶ
こ

る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、

わ
れ
、

い
で
あ
ろ
う
。

「
學
び
」
と
「
問
い
」

に
副
標
題
と
し
て
、

に
す
ぎ
な
い
。
」

ま
こ
と
に
批
判
は
學
問
の
債
値
を
左
右
す



「
學
び
」
と
「
問
い
」

う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

の
學
説
や
思
想
が
し
ば
し
ば
講
義
の
劉
象
に
さ
れ
る
の
は
、
學
生
が
輩
に
そ
の
學
説
や
思
想
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲
得
し
さ
え
す
れ
ば
よ

い
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
賀
は
そ
れ
ら
に
封
す
る
批
判
を
よ
り
正
し
く
行
い
う
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
知
識
が
ぜ
ひ
と
も

と
こ
ろ
で
い
ま
「
知
識
を
獲
得
し
さ
え
す
れ
ば
」
云
々
と
言
っ
た
が
、
あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
知
識
の
獲
得
と
い

う
こ
と
だ
け
で
も
現
質
に
は
決
し
て
容
易
な
わ
ざ
で
は
な
い
の
で
あ
る
！

榜
力
の
大
半
を
費
す
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

「
學
ぶ
」
こ
と
を
ま
じ
め
に
や
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
些
か
も
批
判
を
疎
か
に
し
て

い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
本
嘗
の
批
判
を
行
い
う
る
た
め
に
學
ん
で
い
る
こ
と
を
賓
感
と
し
て
臆
得
す
べ
き
で
あ
ろ

「
大
學
」
と
は
ま
さ
に
文
字
通
り
「
大
い
に
學
ぶ
と
こ
ろ
」
と
み
て
一
向
に
差
支
え
な
い
の
で
あ
る
。

連
績
的
偲
承
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
「
學
び
」
の
重
要
性
は
、
以
上
で
お
お
よ
そ
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
信
ず
る
が
、
し
か
し
こ
の
本

末
の
意
味
で
の
「
學
び
」
が
ど
ん
な
に
重
要
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
の
み
で
終
始
す
る
の
で
は
學
問
の
本
質
を
捉
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い

所
以
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

さ
ら
に
別
の
角
度
か
ら
「
問
い
」
の
役
割
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

お
よ
そ
何
事
で
あ
れ
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
「
わ
か
る
」
た
め
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
既
に
得
て
い
る
知
識
の
根
披
か
ら
「
別
れ
」
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
の
の
全
貌
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
も
の
か
ら
「
離
れ
」
な
け
れ
ば
こ
れ
を
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
親
の
あ
り
が
た
さ
は
親
と
幽
明
境
を
異
に
し
て
初
め
て
痛
切
に
思
い
知
ら
さ
れ
、
祖
國
の
姿
は
外
図
に
あ

っ
て
こ
れ
を
眺
め
る
と
か
え
っ
て
鮮
明
に
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
よ
う
に
、
或
い
は
園
語
の
特
徽
は
外
図
語
を
學
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
確

賓
に
認
識
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
師
の
學
説
・
思
想
を
乗
り
超
え
る
こ
と
が
で
き
て
初
め
て
弟
子
は
師
に
債
し
、
偲
統
の
形
を
離
れ
て
初
め

て
偲
統
に
忠
な
る
者
と
な
る
。

と
な
し
に
は
批
判
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
、
と
。

だ
か
ら
、
學
生
は
何
よ
り
も
先
ず
「
學
ぶ
」
こ
と
に
時
間
と

「
學
び
」
の
重
要
性
は
自
明
の
事
柄
に
励
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
學
に
お
い
て
既
存



そ
れ
は
員
理
を
愛
し
、
員
理
を
尊
び
、
慎
理
に
随
順
す
る
心
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
員

そ
こ
に
轄
が
っ
て
い
る
か
ら
た
だ
拾
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
も
の
と
し
て
、
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が
「
問
い
」
か
け
、
は
た
ら
き
か
け
、
規
定
し
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
到
り
つ
く
べ
き
も
の
と
し
て
、
無

限
の
過
程
と
し
て
あ
る
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
言
う
、
「
誹
は
胡
桃
を
恵
む
、
し
か
し
そ
れ
を
噛
み
く
だ
い
て
あ
け
て
は
く

理
と
は
、

さ
て
、
學
問
的
精
誹
と
は
何
か
？

そ
れ
自
骰
で
固
定
し
、

、
、
、

も
の
か
ら
「
別
れ
る
」
、
「
離
れ
る
」
と
い
う
こ
と
ー
~
こ
れ
も
ま
た
認
識
に
お
け
る
必
然
の
さ
だ
め
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
既
得
の

知
識
に
甘
ん
じ
、
既
成
の
根
捩
に
寄
り
鎚
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
學
問
の
進
歩
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
根
撼
か
ら
離
れ
る
」
と
は
、

自
分
が
い
ま
ま
で
寄
り
か
か
っ
て
き
た
知
識
に
封
し
て
「
し
か
し
」
を
言
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
し
か
し
」

(
a
b
e
r
)

と

い
う
接
績
詞
が
ド
イ
ツ
語
で
は
「
離
脱
」
を
意
味
す
る
副
詞

a
b

の
比
較
級

(
K
o
m
p
a
r
a
t
i
v
)

と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

意
味
深
い
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
「
問
う
」
と
は
「
外
言
う
」
、
す
な
わ
ち
根
捩
の
外
に
立
っ
て
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

探
究
精
紳
は
こ
の
「
問
い
」
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
か
ら
れ
て
、
根
披
を
離
脱
し
、
い
わ
ゆ
る

、
、
、
、

ろ
」
）
に
臨
み
、
こ
れ
を
徹
底
的
に

(
a
b
g
r
i
i
n
d
i
g
)

に
み
つ
め
ざ
る
を
え
な
い
。

明
と
み
な
さ
れ
て
い
た
も
の
が
未
知
・
不
明
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
自
明
な
こ
と
（
連
績
的
根
据
）
が
不
明
な
も
の
、
未
知
の
も
の

と
し
て
現
れ
る
深
淵
（
非
連
緻
的
立
場
）
に
お
い
て
、
こ
の
不
明
な
も
の
、
未
知
の
も
の
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
精
誹
の
躍
動
を
、

ェ
(
F
r
i
e
d
r
i
c
h
N
i
e
t
z
s
c
h
e
)
は
「
深
淵
に
踊
る
」

(
a
m
A
b
g
r
u
n
d
 t
a
n
z
e
n
)

と
言
う
。
こ
の
「
深
淵
に
お
け
る
究
明
」
が
學
問
を
さ

ら
に
徹
底
せ
し
め
、
學
問
に
新
た
な
根
捩
を
輿
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
學
問
の
生
成
猿
展
の
相
、
つ
ま
り
進
歩
が
あ
る
。
し
か
も
こ

こ
に
お
い
て
、
探
究
精
誹
は
根
披
を
離
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
握
に
束
縛
さ
れ
た
「
重
き
を
負
う
精
誹
」
（
G
e
i
s
t

d
e
r
 
S
c
h
w
e
r
e
)
 

た
る
こ
と
を
や
め
、

「
深
淵
に
踊
る
」
軽
快
な
精
紳
と
化
し
て
い
る
。

既
得
の
知
識
か
ら
解
放
さ
れ
、
可
能
性
と
た
わ
む
れ
つ
つ
質
瞼
に
乗
り
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ニ
ー
チ
ェ
は
「
質
瞼
哲
學
」

(
E
x
p
e
r
i
,

m
e
n
t
a
l
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
)

と
呼
ん
で
い
る
。

「
學
び
」
と
「
問
い
」

「
深
淵
」

(
A
b
,
g
r
u
n
d
1
1
「
根
握
か
ら
離
れ
た
と
こ

こ
こ
で
は
「
學
び
」
に
お
い
て
、

か
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
軽
や
か
な
精
誹
と
し
て
、
既
存
の
根
捩
、

一
四

一
ー
チ

つ
ま
り
偲
承
的
に
自



「
學
び
」
と
「
問
い
」

れ
な
い
。
」

(
G
o
t
t
g
i
b
t
 
d
i
e
 
Ni.isse, 
a
b
e
r
 e
r
 
b
e
i
B
t
 
sie 
n
i
c
h
t
 a
u
£
.
)

と
。
ま
た
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ニ
ー
ラ
ー

(
M
a
x
S
c
h
e
r
e
r
)
 

に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
探
究
の
封
象

(
G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
)

と
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
抵
抗
す
る
も
の

、、

g
e
g
e
n
)

で
あ
っ
て
、
も
の
の
億
理
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
主
臆
的
な
は
た
ら
き
か
け
、

債
値
あ
る
も
の
、

い
か
な
る
學
説
も
、
ど
の
よ
う
な
思
想
も
、
そ
れ
自
競
は
イ
デ
ー

(
I
d
e
e
)

に
す
ぎ
な
い
。
學
説
や
思
想
に
債
値
が
生
じ
る
た
め
に
は
、

そ
れ
ら
に
か
か
わ
る
主
臆
の
一
定
の
態
度
、
す
な
わ
ち
評
債
作
用
が
豫
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
て
評
債
作
用
の
主
罷
た
る
わ
れ
わ

れ
自
身
に
よ
っ
て
學
説
や
思
想
の
債
値
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
|
ー
—
個
人
的
・
祉
會
的
・
自
然
的
・
理
想
的
な
ど
の
1

犀
別
が
生
ず
る
。
と

い
う
の
も
、
債
値
と
は
本
束
主
臆
の
要
求
を
充
た
す
も
の
を
い
う
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
い
か
に
人
道
主
義
を
標
榜
す
る
進
歩

的
な
思
想
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
た
ら
き
か
け
、
そ
れ
を
債
値
‘
‘
つ
け
よ
う
と
す
る
高
邁
な
精
誹
に
活
用
さ
れ
て
初
め
て
、
そ
れ
は
員
に

か
り
に
そ
の
思
想
が
語
劣
な
利
己
心
に
媒
介
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

つ
ま
り
員
理
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

そ
れ
は
償
値
あ
る
も
の
と
な
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

た
員
理
に
し
て
初
め
て
、

る。

か
え
っ
て
害
毒
と
さ
え
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
員
理
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
劉
象
に
介
入
し
そ
れ
に
輿
る
こ
と
を
し
な
い
な
ら
ば
、
永
久
に
員
理
へ
の

道
は
見
い
だ
せ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
か
り
に
な
ん
ら
か
の
員
理
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
證
験
し
債
値
づ
け
る
も
の
が
必
要
で

あ
り
、
そ
の
員
理
は
認
識
主
盟
の
は
た
ら
き
か
け
で
あ
る
「
問
い
」
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
學
問
も
ま
た
、
わ
れ

わ
れ
が
そ
れ
に
介
在
し
開
輿
す
る
こ
と
を
し
な
い
な
ら
ば
、
現
質
に
披
展
し
結
質
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ

、

、

、

、

が
學
問
に
興
味
を
も
っ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
質
は
介
在
と
か
闘
輿
と
い
う
の
は
、
西
洋
の
言
葉
に
お
い
て
は
「
興
味
」

(In,

t
e
r
e
s
s
e
)

の
本
束
的
意
味
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ラ
テ
ン
語

i
n
t
e
r
e
s
s
e

は

i
n
t
e
r
(
=
N
w
i
s
c
h
e
n
)

と

e
s
s
e
(
1
1
s
e
i
n
)

と
か

ら
成
り
、

D
a
z
w
i
s
c
h
e
n
s
e
i
n

(
間
に
在
る
こ
と
、
介
在
）
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
學
問
に
介
在
的
興
味
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
臆
瞼
し
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
詩
人
ゲ
ー
テ
に
あ
っ
て
も
、
詩
作
は
員
質
の
鶴
瞼
で

つ
ま
り
「
問
い
」

一五

に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
る
の
で
あ

(
W
i
d
e
r
s
t
a
n
d
.
 
注
0

w
i
d
e
r
1
1
 



一
ー
チ
ェ
の
考
え
と
符
節
を
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

る
作
用
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、

「
ド
イ
ッ
的
で
あ
る
」
と
は
「
非
ド
イ
ツ
的
に
な
る
」
こ
と
だ
、

と
す
る

あ
っ
て
、
員
理
は
自
己
の
生
き
た
競
瞼
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
箕
理
の
生
成
過
程
に
輿
る
こ
と
な
し
に
は

員
理
を
活
か
し
債
値
あ
ら
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
あ
た
か
も
作
品
に
生
命
の
内
容
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ

は
無
債
値
な
作
品
で
し
か
な
い
よ
う
に
。

學
問
が
た
だ
景
仰
的
心
情
か
ら
學
ば
れ
る
—
~
と
は
い
え
、
凡
俗
に
は
こ
の
境
地
に
逹
す
る
こ
と
す
ら
む
つ
か
し
い
の
で
あ
る
！
ー
~

、
、
、

に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
或
い
は
棄
し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
は
心
の
底
か
ら
の
、
魂
を
ゆ
さ
ぶ
る
ほ
ど
の
よ
ろ

こ
び
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
大
い
な
る
よ
ろ
こ
び
は
、
不
断
の
「
問
い
」
か
け
を
通
し
て
絶
え
ず
學
問
・
員
理
の
生
成
過
程
に

積
極
的
に
輿
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
輿
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
道
程
は
長
く
か
つ
瞼
し
い
。
そ
こ
に
は
必
然
的
に
大
き
な
苦
悩
が
伴
な

、
、
、
、
、
、
、

う
。
つ
ま
り
、
苦
し
ま
ざ
る
者
に
は
よ
ろ
こ
び
も
ま
た
輿
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
偶
像
は
興
え
ら
れ
て
も
學
問
の
よ
ろ
こ
び
は
輿
え
ら
れ

な
い
。
學
問
の
生
成
さ
れ
て
ゆ
く
紐
路
の
外
に
立
っ
て
い
る
限
り
、
學
問
の
何
た
る
か
は
永
劫
に
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

、
、
、
、
、
、

不
断
の
「
問
い
」
は
、
い
わ
ば
無
限
自
己
否
定
の
作
用
と
い
っ
て
も
よ
い
。
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
否
定
が
起
っ
て
い
る
と
き
そ
こ

に
は
何
も
の
か
が
在
る
の
で
あ
る
か
ら
、
否
定
は
「
存
在
」
に
お
い
て
起
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
否
定
が
或
る
も
の
に
封
し
て
起
る
と

、
、
、
、
、
、

い
う
の
は
、
そ
の
も
の
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
或
る
も
の
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
も
の
が
存
在
と
し
て
と

、
、
、
、
、

ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
否
定
が
或
る
も
の
の
存
在
を
打
ち
消
し
、
ま
た
新
し
い
存
在
を
示
さ
な
い
以
上
、
そ
れ
は
存
在
に
お
け

つ
ま
り
否
定
と
は
、
も
の
を
運
動
の
相
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す

る
平
衡
を
破
壊
す
る
。
従
っ
て
否
定
は
運
動
を
ひ
き
起
す
の
で
あ
る
。

、
、
、

さ
て
、
探
究
精
神
は
こ
の
よ
う
に
し
て
學
問
の
大
い
な
る
よ
ろ
こ
び
に
興
る
境
地
に
至
っ
た
と
し
て
、
果
し
て
絶
封
の
員
理
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
の
啓
蒙
期
劇
作
家
レ
ッ
シ
ン
グ

(
G
.
E. 
L
e
s
s
i
n
g
)

は
「
も
し
誹
が
右
手
に
一
切
の
員
理
を
も
ち
、
左

手
に
た
だ
―
つ
の
員
理
へ
の
や
み
が
た
い
衝
動
ー
た
と
い
そ
れ
は
私
を
た
え
ず
永
久
に
迷
わ
す
と
付
け
加
え
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
ー
ー
、

「
學
び
」
と
「
問
い
」

一
六



「
學
び
」
と
「
問
い
」

を
も
ち
、

い
ず
れ
か
を
選
べ
、

と
宣
う
な
ら
ば
、
私
は
謙
虚
な
心
で

御
身
だ
け
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
言
っ
た
が
、

ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
絶
到
の
倶
理
は
誹
の
も
の
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
手
に
居
か

ぬ
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
慎
理
は
あ
く
ま
で
も
蓋
然
性
の
埓
内
に
と
ど
ま
り
、
光
と
閻
を
兼
ね
た
薄
明
の
員
理
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
「
移
ろ
い
な
が
ら
持
績
し
て
い
る
虹
の
多
彩
な
た
わ
む
れ
」

(
D
e
s
b
u
n
t
e
n
 B
o
g
e
n
s
 W
 e
c
h
s
e
l
d
a
u
e
r
)
の
ご
と
き
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
員
豊
の
明
る
さ
を
も
つ
も
の
と
み
る
こ
と
は
妄
想
で
あ
り
、
そ
れ
を
太
陽
の
光
の
よ
う
に
絶
封
視
す
る
こ
と
は
す
で
に
迷
妄

の
深
淵
」

(
h
e
i
t
e
r
e
r
s
c
h
a
u
e
r
l
i
c
h
e
r
,
,
 M
i
t
t
a
g
s
,
A
b
g
r
u
n
d
^
C
)

と
呼
ぶ
。

到
化
、
有
限
の
無
限
化
に
胚
胎
す
る
い
か
な
る
人
間
の
螢
み
も
、
所
詮
絶
羞
の
陥
穿
、
幻
減
の
母
胎
に
す
ぎ
な
い
。
特
定
の
立
場
を
占
め

る
こ
と
は
、
深
い
意
味
に
お
い
て
、
す
で
に
立
場
そ
の
も
の
を
偶
像
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ゲ
ー
テ
の
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ

イ
ス
ク
ー
の
遍
歴
時
代
』

(
W
i
l
h
e
l
m
M
e
i
s
t
e
r
s
 
W
a
n
d
e
r
j
a
h
r
e
)

に
お
け
る
主
人
公
の
遍
歴
は
、

以
内
に
同
じ
場
所
に
立
ち
蹄
ら
な
い
、
と
い
う
掟
に
よ
っ
て
始
ま
る
が
、
こ
の
掟
は
、
あ
た
か
も
芭
蕉
の
行
脚
の
そ
れ
を
連
想
さ
せ
る
よ

う
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
や
や
も
す
れ
ば
目
前
の
現
象
に
執
着
し
特
定
の
劉
象
に
拘
泥
し
て
、
大
い
な
る
悠
久
の
道
を
見
失
う
弊
に
お
ち

い
る
の
で
、

わ
れ
わ
れ
の
針
路
を
遍
歴
に
よ
っ
て
是
正
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
慎
理
は
固
定
し
た
も
の
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
、
無
限
の
過
程
と
し
て
あ

る
も
の
だ
が
、

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
員
理
探
究
の
問
題
が
片
付
い
た
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
な
お
、

(J. 
P
.
 
E
c
k
e
r
m
a
n
n
)
 

き
か
け
る
主
臆
自
身
の
在
り
方
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
先
ず
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
ニ
ッ
カ
ー
マ
ン

に
語
っ
た
ゲ
ー
テ
の
言
葉
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
ゲ
ー
テ
は
言
う
、
「
思
惟
に
つ
い
て
の
思
惟
ほ
ど
役
に
立
た
な
い

も
の
は
な
い
。

ひ
と
は
天
性
正
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
そ
初
め
て
よ
い
思
い
付
き
が
、

の
子
ら
の
よ
う
に
、

い
つ
も
さ
な
が
ら
自
由
の
天
使

わ
れ
わ
れ
の
前
に
現
れ
、
私
た
ち
は
こ
こ
に
い
る
よ
、
と
呼
び
か
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
。

で
あ
る
。
こ
れ
を
ニ
ー
チ
ェ
は
端
的
に

一七

は
た
ら

い
ま
、
こ
こ
に
言
わ
れ
て
い

一
虞
に
三
宿
を
越
え
な
い
、

一
年

相
封
の
絶

の
前
に
ひ
れ
伏
し
、
父
よ
、
典
え
た
ま
え
。

ゲ
ー
テ
の

ま
こ
と
の
慎
理
は



ゴ
ス
」

(
l
o
g
o
s

e
n
e
r
g
e
t
i
k
o
n
)
 
と
し
て
の
本
能
の
よ
う
な
も
の
が
は
た
ら
い
て
い
る
。

つ
ま
り
、
員
理
は
あ
た
か
も
本
能
の
よ
う
に

「
み
づ
か
ら
の
思

惟
す
る
に
あ
た
っ
て
、

み
づ
か
ら
そ
の
思
惟
に
氣
づ
か
ざ
る
こ
そ
、

す
べ
て
は
あ
た
か
も
贈
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
」

る
「
よ
い
思
い
付
き
」
と
い
う
の
を
「
員
理
」
と
讀
み
か
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
員
理
か
ら
到
束
し
も
し
く
は
員
理
に
束
至
し
た

、
、
、
、
、

わ
れ
わ
れ
の
螢
み
を
通
し
て
あ
た
か
も
束
る
が
如
く
、

「
落
想
」

E
i
n
f
a
l
l
^
j
m
.

も
の
を
「
如
束
」
と
い
う
よ
う
に
（
注
。
岩
波
版
『
古
語
僻
典
』
）
、

い
わ
ば
落
想
の
よ
う
に
訪
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
ゲ
ー
テ
と
共
に
考
え
た
い
か
ら
で
あ
る
（
注
。

einfalleǹ

「
ひ
と
の
心
の
な
か
に
落
ち
る
」
↓
念
頭
に
浮
ぶ
、
思
い
付
く
）
。
ゲ
ー
テ
の
よ
う
な
員
に
獨
創
的
な
ひ
と
は
、
か
れ
獨
自
の
生
命
の
源

泉
か
ら
詩
作
す
る
。
ド
イ
ッ
文
學
の
歴
史
を
籠
け
ば
た
だ
ち
に
わ
か
る
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
は
既
存
の
傭
統
を
離
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

頼
る
べ
き
根
披
を
も
た
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ひ
と
に
あ
っ
て
は
、
自
己
の
内
部
か
ら
生
き
る
ほ
か
は
な
く
、
内
部
の
螢
み
が
最
も
大

切
な
も
の
と
な
る
。

「
天
性
正
し
い
」
と
は
、
輩
に
道
徳
的
な
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
く
人
間
性
の
根
底
に
か
か
わ
る
意

味
に
お
い
て
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
恣
意
・
偏
見
・
獨
断
・
企
ら
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
精
紳
の
純
粋
性
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
頼
る
べ
き
根
披
を
も
た
な
い
こ
の
よ
う
な
精
紳
は
「
事
物
の
必
然
」
に
従
う
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
員
理

、
、
、
、

へ
の
衝
動
の
み
が
は
た
ら
き
、
為
に
せ
ん
と
す
る
有
用
性
か
ら
完
全
に
断
ち
切
ら
れ
た
認
識
行
為
そ
の
も
の
が
現
れ
る
。
童
兒
が
遊
ぶ
の

は
、
た
だ
遊
び
た
い
か
ら
遊
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
「
何
ゆ
え
に
」
、
「
何
の
た
め
に
」
遊
ぶ
の
か
？

な
い
の
と
同
様
に
、
慎
理
へ
の
衝
動
に
か
ら
れ
た
精
紳
は
た
だ
ひ
た
す
ら
に
員
理
を
探
究
し
た
い
か
ら
探
究
し
、
童
兒
の
無
心
に
遊
ぶ
さ

、
、
、

ま
さ
な
が
ら
に
、
生
命
本
束
の
欲
求
の
ま
ま
に
探
究
す
る
の
で
あ
る
。
童
兒
に
も
た
と
え
ら
れ
る
べ
き
、
こ
の
よ
う
な
無
邪
氣
な
純
員
性

「
げ
に
、
ひ
と
の
思

は
探
究
精
誹
の
本
束
的
厩
性
と
い
っ
て
よ
い
。

正
し
き
路
な
り
。

の
ひ
と
つ
に
、

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
探
究
精
誹
の
本
来
の
在
り
方
を
端
的
に
道
破
し
た
も
の
と
い
え
る
。
人
間
の
恣
意
は
道
を
誤
る
。

惟
に
氣
‘
つ
か
ざ
る
思
惟
」
ー
_
こ
れ
こ
そ
は
ま
こ
と
の
思
惟
で
あ
り
、
こ
の
思
惟
に
は
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
は
た
ら
け
る
ロ

な
ど
と
い
う
こ
と
は
童
兒
自
身
意
識
し

「
學
ぴ
」
と
「
問
い
」

員
理
も
ま
た
、

ゲ
ー
テ
の
諷
刺
詩
『
ク
セ
ー
ニ
エ
ン
』

(
X
e
n
i
e
n
)

一
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「
學
び
」
と
「
問
い
」

着
し
て
い
る
こ
と
」
、

「
慎
賓
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
」
を
意
味
し
、

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。
員
理
の
探
究
に
あ
た
っ
て
は
、
柔
軟
な
、
無
理
を
し
な
い
流
骸
的
な
姿
勢
が
必
要
で
あ
り
、

わ
れ
な
い
「
空
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一九

一
ー
チ

長
け
れ
ば
切
り
、

短

の
天
使
の
子
ら
の
よ
う
に
」
現
れ
、
純
員
な
精
誹
に
誹
か
ら
の
「
贈
り
も
の
」
と
し
て
興
え

、
、
、
、
、

ら
れ
る
。
美
し
い
詩
は
ま
ず
企
聾
の
う
ち
に
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
作
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
美
し
い
も
の
そ
の
も
の
と
し
て
詩
人
に
現
れ
る

こ
こ
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
ひ
と
が
そ
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
員
理
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

の
在
り
方
の
問
題
は
す
で
に
答
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

は
た
ら
き
か
け
る
主
燈
に
は
、
何
も
の
に
も
捉
わ
れ
な
い
虚
心
無
心
の
姿

勢
、
も
し
く
は
自
己
の
恣
意
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
純
償
〈
な
精
紳
の
躍
動
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
主
髄
自
身
が
何
事
に
も
拘
泥
し
な
い

、
、
、
、

自
由
無
碍
な
心
境
に
お
い
て
不
断
に
流
動
性
を
持
し
つ
つ
己
れ
を
空
し
う
し
て
、
機
と
境
に
ふ
れ
て
す
な
お
に
こ
れ
に
従
う
も
の
で
な
け

か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

い
か
え
る
と
、

「
天
性
正
し
く
」
な
け
れ
ば
、
い
か
に
積
極
的
に
は
た
ら
き
か
け
よ
う
と
、
慎
理
は
ひ
ら

た
と
え
ば
、
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス

(
P
r
o
k
r
u
s
t
e
s
)
ー
旅
び
と
を
自
分
の
寝
憂
に
載
せ
て
、

か
け
れ
ば
引
き
伸
ば
し
、
結
局
は
殺
し
て
し
ま
う
ー
に
似
た
獨
断
的
方
法
、
或
い
は
豫
測
を
絶
し
た
も
の
は
す
べ
て
不
十
分
な
認
識
の

産
物
だ
と
す
る
思
い
上
が
っ
た
考
え
方
な
ど
は
、
な
に
か
根
本
的
な
偏
見
に
捉
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
誠
質
性
の
鋏
如
を
示
し
て
い

る
。
|
ー
—
因
み
に
「
誠
質
性
」
と
は
ド
イ
ツ
語
でW
a
h
r
h
a
f
t
i
g
k
e
i
t

と
い
う
が
、
こ
れ
は

W
a
h
r
,
h
a
f
t
i
g
,
k
e
i
t
,

つ
ま
り
「
員
質
が
付

従
っ
て
「
誠
質
性
の
鉄
如
」
と
は
「
員
質
が
付
着
し
て
い
な
い
こ
と
」
、

「
員
賓
が
そ
こ
に
な
い
こ
と
」
を
い
う
。
ー
~
こ
の
よ
う
な
正
し
か
ら
ざ
る
天
性
に
は
永
遠
に
慎
理
は
顕
現
し
な
い
の
で
あ
る
。

ェ
が
「
ツ
ア
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
序
説
」
で
「
踊
る
星
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
自
分
の
な
か
に
ま
だ
渾
沌
を
所
有
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
言
う
の
も
、
秩
序
あ
る
宇
宙
が
渾
沌
か
ら
生
れ
た
よ
う
に
、
員
理
へ
の
躍
動
す
る
想
念
（
理
想
）
を
い
だ
く
こ
と
が

で
き
る
に
は
、
向
上
披
展
の
可
能
性
を
店
ず
み
な
が
ら
も
未
だ
形
を
成
さ
な
い
も
の
（
渾
沌
）
、
い
わ
ば
「
空
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
内
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
踊
り
」

(
T
a
n
z
e
n
)

は
ニ
ー
チ
ェ
の
愛
用
語
の
ひ
と
つ
で
、
『
ツ
ァ

「
必
然
」
に
商
順
す
る
精
紳
の
前
に

と
い
う
認
識
主
臆

い
わ
ば
形
の
な
い
、

形
に
と
ら



あ
あ
、

ま
て
、

ー・

ニ
ー
チ
ェ
に
限
ら
ず
、
獨
創
的
な
思
想
家
の
文
章
に
お
い
て
、

か
れ
は
言
う
、

わ
れ
わ
れ
は

て
未
だ
熟
し
き
っ
て
い
な
い
生
硬
な
表
現

も
は
や
生
き
て
ゆ
け
な
い
も
の
、
飛
ん
で
ゆ
け

あ
あ
、

い
つ
で
も
飛
び
ま
わ
っ
て
疲
れ

わ
れ
わ
れ
に
描
け
る
も
の
と
い
っ
た
ら
、

え
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
！

j

の
種
の
悲
痛
な
嘆
き
は
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
の

の
な
か
に
き
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
」
の
み
考
え
る
の
で
あ
る
。

い
か
な
る
思
想
も
人
類
の
共
有
財
た
る
言
葉
（
ロ
ゴ
ス
）
に
言
い
表
わ
さ
れ
、

「
わ
か
つ
」
こ
と
が
な
け
れ
ば
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
慎
理
は
な
お
天
啓
の
よ
う
に
、
ま
た
落
想
の
よ
う
に
輿
え

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
こ
れ
を
世
人
に
「
わ
か
ち
」
、
「
偲
え
る
」

(mit,teilen,

世
人
と
「
共
に
わ
か
つ
」
）
の
は
、
い
か
に
も
む
つ

か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
ま
つ
さ
え
、
言
葉
そ
の
も
の
は
そ
も
そ
も
思
想
博
逹
の
具
と
し
て
不
完
全
で
あ
り
、
ま
た
、
い
か
に
強
烈
な
慎

理
の
表
現
も
、
受
け
取
る
側
に
然
る
べ
き
精
誹
的
受
容
力
が
峡
け
て
い
る
限
り
、
所
詮
沈
獣
に
ひ
と
し
い
。
し
か
も
、
言
葉
の
ほ
か
に
博

「
い
っ
た
い
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
を
描
き
う
る
と
い
う
の
か
？

い
つ
も
い
ま
ま
さ
に
萎
れ
か
け
よ
う
と
し
、
香
り
が
ぬ
け
か
け
て
い
る
も
の
だ
け
だ
！

い
ま
ほ
手
で
‘
|
ー
わ
れ
わ
れ
の
手
で
も
捕
え
ら
れ
る
鳥
だ
け
に
す
ぎ
な
い
！

な
い
も
の
、
弱
り
は
て
た
も
の
だ
け
を
、
わ
れ
わ
れ
は
永
遠
に
偲
え
る
に
と
ど
ま
る
の
だ
！
．
」
と
。

こ
れ
を
世
の
ひ
と
び
と
に

ら
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、

思
想
と
は
い
え
な
い
。

ど
の
よ
う
に
考
え
る
に
し
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は

「
言
葉
が
手
許
に
あ
る
限
り
に
お
い

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
だ
け
で
も
十
数
ヶ
慮
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
れ
は
軽
快
な
生
、
自
由
無
碍
な
精
誹
の
躍
動
、
虚
心
無
心
の
姿
勢
を
い
う

の
で
あ
り
、
或
い
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

(
M
.
E. 
d
e
 M
o
n
t
a
i
g
n
e
)

と
共
に
、
人
生
を
「
不
同
な
、
不
規
則
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
る

運
動
」
と
み
て
、
無
理
な
く
道
理
に
従
う
慎
理
探
究
の
心
構
え
を
い
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
探
究
精
紳
が
正
道
を
過
た
ず
に
よ
う
や
く
に
し
て
辿
り
着
い
た
算
理
は
、

に
美
し
か
ろ
う
と
、

四

「
學
び
」
と
「
問
い
」

た
と
い
そ
れ
が
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
く
、

二
0

し、

か

そ
れ
を
偲
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
員
理
と
し
て
生
き
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
思
想
も
ま
た
、
だ
れ
に
も
わ
か



「
學
び
」
と
「
問
い
」

不
明
瞭
た
る
こ
と
を
避
け
え
な
い
た
ぐ
い
も
在
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
倶
理
は
、
こ
れ
を
世
人
に
輿
え
、
世
人
に

よ
っ
て
共
感
、
共
有
せ
ら
れ
、
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
初
め
て
、
現
質
と
内
面
的
に
か
か
わ
り
、
ひ
い
て
は
人
間
の
現
賀
生
活
を

内
か
ら
動
か
す
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
「
わ
れ
は
思
う
」
は
、
質
は
ひ
と
び
と
と
共
に
思
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
従
っ
て
必
然
的
に
「
わ
れ
わ
れ
は

思
う
」
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
員
に
創
造
的
な
思
想
家
に
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
何
か
あ
り
ふ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
し

一
流
の
思
想
は
か
え
っ
て
一
般
的
な
考
え
や
螢
み
と
ほ
ど
よ
く
折
れ
あ
う
。

と
い
う
の
は
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
、

と
に
お
い
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ん
と
し
て
言
い
が
た
い
も
ど
か
し
さ
、
嘆
き
の
屁
を
き
く
思
い
が
す
る
の
は
、

し
か
も
員
賓
で
あ
る
。
思
想
は
何
と
し
て
も
倶
質
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ひ
と
り
私
の
み

だ
れ
も
が
考
え
、

萬
人
が
い
だ
い
て
い
る
思
い
を
、
で
き
る
限
り
明
確
な
美
し
い
表
現
に
も
た
ら
す
こ
と
が
、
思
想
家
や
藝
術
家
に
課
せ
ら
れ
た
最
後
的
な

仕
事
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
思
想
と
は
、
獨
り
言
で
は
な
く
、
多
く
の
ひ
と
び
と
が
そ
こ
で
一
緒
に
考
え
、
多
く
の
ひ
と
び

と
を
そ
こ
で
一
緒
に
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
形
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
員
理
は
私
の
も
の
で
は
な
く
て
萬
人
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

員
の
知
者
は
、
自
分
の
知
る
こ
と
は
萬
人
も
ま
た
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
す
で
に
偉
大
な
先
人
が
必
ず
口
に
し
筆
に
も
し
た
こ
と

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
自
分
が
た
だ
よ
り
大
い
な
る
見
え
ざ
る
力
の
口
で
あ
り
媒
鶴
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覺
し

て
い
る
。
従
っ
て
「
わ
れ
は
思
う
」
が
「
わ
れ
わ
れ
は
思
う
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
深
い
意
味
に
お
い
て
、
「
思
考
が
わ
れ
を
通
し
て
起

る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
員
理
に
劉
し
て
最
も
謙
虚
な
者
は
人
稲
を
越
え
て
非
人
稲
の
世
界
に
住
む
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
境
地
に
到
り
着
い
た
者
の
み
が
、

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー

(
M
a
x
W
e
b
e
r
)
の
よ
う
に
、
「
己
れ
の
學
説
が
超
え
ら
れ
る

こ
と
こ
そ
、
學
者
の
帯
で
あ
る
」
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
學
問
す
る
者
の
員
の
よ
ろ
こ
び
は
、
こ
の
よ
う
に
越
え
ら
れ
る
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
れ
は
學
び
つ
つ
問
い
、
問
い
つ
つ
學
ぶ
こ
と
に
お
い
て
自
分
を
成
熟
さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

か
も
ど
こ
か
泥
臭
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

「
森
は
緑
で
あ
る
」

で
あ
ろ
う
か
？
簡
輩
直
裁
に
割
り
切
ら
れ
た
も
の
は
か
え
っ
て
安
易
な
誤
謬
で
あ
り
、

い
か
に
明
晰
を
得
よ
う
と
し
て
も
、

か
え
っ
て

に
出
會
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ



「
學
問
」
を
賓
践
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（完）

っ
て
得
ら
れ
た
成
果
を
公
に
す
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
内
に
充
て
る
も
の
を
外
に
投
げ
だ
し
、
自
分
を
空
し
う
し
て
自
分
の
世
界
を
外
に
築

、

、

、

、

、

、

、

、

く
こ
と
で
あ
る
。
知
る
ひ
と
は
知
る
こ
と
に
お
い
て
、
書
く
ひ
と
は
書
く
こ
と
に
お
い
て
思
い
知
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
知
ら
ざ
る
こ
と
を
知

ら
さ
れ
る
。
明
る
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
暗
や
み
を
感
じ
、
暗
や
み
を
み
つ
め
る
ひ
と
ほ
ど
光
に
近
づ
く
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
輩
に
自
分
の
世
界
を
建
設
し
自
分
自
身
を
證
明
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
見
え
ざ
る
も
の
を
見
て
い
る
。

は
、
自
分
の
自
己
賓
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
學
問
そ
の
も
の
の
生
成
稜
展
へ
の
期
待
で
あ
り
、
自
分
が
超
え
ら
れ
る
に
債
す
る
存
在
た
る

こ
と
を
賓
證
す
る
と
同
時
に
、
自
分
の
超
え
ら
れ
る
可
能
性
を
自
覺
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
境
地
に
立
ち
う
る
者
に
し
て
初
め
て
、
本

束
の
意
味
に
お
い
て
、

「
學
び
」
と
「
問
い
」

ひ
と
は
「
仕
事
」
に

、、

つ
ま
り
仕
事
と




