
何
が
我
々
を
永
遠
平
和
へ
と
導
く
の
か

|
|
カ
ン
ト
『
永
遠
平
和
に
向
け
て
』

に
お
け
る
移
行
の
問
題

は
じ
め
に

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
平
和
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
敵
意
の
終
わ
り
」
で
あ

っ
て
、
平
和
に
「
永
遠
」
と
い
う
形
容
調
を
つ
け
る
こ
と
は
「
誤
解
を

(
1
)
 

招
く
語
の
重
複

(
2
m
g
g
g
)
」
で
あ
る
。
永
遠
で
な
い
平
和
な
と
あ
り

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
敵
意
の
終
わ
り
」
と
は
戦
争
が
な
い

状
態
(
事
実
上
の
不
在
)
で
は
な
く
、
も
は
や
戦
争
が
あ
り
え
な
い
状

態
(
原
理
上
の
不
在
)
で
あ
る
。
戦
争
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
同
士
の

争
い
が
な
い
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
争
い
の
芽
、
す
な
わ
ち
戦
争

の
可
能
性
が
根
絶
し
て
は
じ
め
て
平
和
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
絶
対
的
戦
争
不
在
状
態
が
実
現
す
る
の
は
、
人
聞
が
絶

滅
し
て
戦
争
の
当
事
者
が
い
な
く
な
る
か
、
あ
る
い
は
人
聞
が
自
ら
で

戦
争
お
よ
び
そ
の
可
能
性
を
放
棄
す
る
か
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
カ
ン
ト
は
前
者
の
道
を
絶
つ
。
人
聞
は
自
ら
で
永
遠
平
和
を
設
立

(
E
3
2
)
す
る
。
『
永
遠
平
和
に
向
け
て
』
は
、
後
者
の
意
味
で
の
人
類

安

井

正

寛

の
永
遠
平
和
に
向
け
て
の
道
程
を
記
述
す
る
。

カ
ン
ト
が
一
七
九
五
年
に
発
表
し
た
こ
の
著
作
は
、
国
際
条
約
の
形

式
を
模
倣
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
永
遠
平
和
の
条
件
と
し
て
の
計
六
ヶ

条
の
予
備
条
項
お
よ
び
計
三
ヶ
条
の
確
定
条
項
を
提
示
す
る
。

カ
ン
ト
は
第
一
確
定
条
項
で
国
家
体
制
に
つ
い
て
述
べ
、
理
想
的
な

そ
れ
は
共
和
制
で
あ
る
と
す
る
。
第
二
確
定
条
項
で
は
国
際
体
制
と
し

て
同
胞
の
自
由
を
保
障
す
る
連
合
制
度
(
忠
弘

os--∞
ヨ
)
を
提
唱
す
る
。

第
三
確
定
条
項
で
は
圏
内
法
か
つ
国
際
法
を
補
完
す
る
(
白
お
宮
N

白
ロ
)
、
出

(
2
)
 

会
い
と
交
通
の
原
理
と
し
て
の
世
界
市
民
法
を
提
唱
す
る
。

さ
て
、
我
々
は
カ
ン
ト
に
対
し
て
、
い
か
に
し
て
永
遠
平
和
へ
の
移

行
が
可
能
と
な
る
の
か
と
い
う
問
い
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
カ
ン
ト

は
永
遠
平
和
へ
の
階
梯
を
示
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
か
に
し
て
順
次
実

現
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
に
よ
っ
て
人
聞
は
無
法
状
態
か
ら

抜
け
出
し
て
市
民
社
会
(
法
の
下
に
入
る
こ
と
)
へ
と
移
行
す
る
の
か
。

ま
た
市
民
社
会
の
体
制
が
カ
ン
ト
の
提
唱
す
る
共
和
制
へ
と
高
ま
る
の

ウ
t

q
L
 



は
何
に
よ
っ
て
か
。
さ
ら
に
は
法
治
国
家
同
士
に
よ
る
戦
争
状
態
に
終

わ
り
を
も
た
ら
す
の
は
何
か
。
そ
し
て
友
愛
の
精
神
に
よ
る
出
会
い
と

交
通
の
原
理
と
し
て
の
世
界
市
民
法
が
万
国
に
い
き
わ
た
る
の
は
い
か

に
し
て
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
カ
ン
ト
に
投
げ
か
け
、
カ
ン
ト
が
永

遠
平
和
へ
の
移
行
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
検
証
す

る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

-
第
一
補
説
「
永
遠
平
和
の
保
証
」

カ
ン
ト
は
我
々
の
聞
い
に
、
第
一
補
説
「
永
遠
平
和
の
保
証
」
に
お

い
て
極
め
て
明
快
に
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
然
が
我
々
を
永
遠
平

和
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。

永
遠
平
和
を
保
証
す
る
の
は
、
偉
大
な
芸
術
家
「
自
然
」
(
万
物

を
巧
み
に
作
っ
た
自
然
)
を
措
い
て
他
に
な
い
。
人
閣
の
不
和

(
N
毛田宮
g
n
Z
)
を
通
じ
て
結
果
と
し
て
人
閣
の
意
に
反
し
て
人
聞
の

和
合
(
思
2
g
n
E
C
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
合
目
的
性
が
は
っ
き

〔

3
)

り
と
、
機
械
的
な
自
然
の
移
り
ゆ
き
の
中
か
ら
輝
き
出
て
い
る
。

こ
の
合
目
的
性
と
は
な
に
か
。
カ
ン
ト
は
こ
の
補
説
で
自
然
に
よ
る

人
間
の
社
会
体
制
の
変
革
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
述
す
る
前
に
、
「
人
間

の
不
和
を
通
じ
て
人
聞
の
和
合
を
も
た
ら
す
」
自
然
の
手
腕
の
実
例
を

示
す
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
人
聞
が
な
ぜ
、
植

物
の
生
息
に
適
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
人
聞
が
住
む
に
も
適
さ
な
い
よ
う

な
極
寒
の
地
に
ま
で
移
動
し
て
住
む
に
い
た
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
の

説
明
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
諸
民
族
は
戦
争
と
い
う
不
和
に
よ
っ
て
お
互
い
に

追
い
や
り
か
つ
追
い
や
ら
れ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
極
寒
の
地
に
至
る

ま
で
そ
の
移
住
地
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
「
彼
ら
が
自
分
自
身
の
傾
向

(
4
}
 

性
か
ら
好
ん
で
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
。

彼
ら
を
追
い
や
っ
た
の
は
戦
争
と
い
う
外
的
要
因
以
外
に
は
考
え
ら
れ

な
い
。
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
わ
た
っ
て
生
活
す
る
こ
と
は
人
聞
の

欲
望
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
然
の
欲
望
で
あ
る
。

自
然
は
、
人
聞
が
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
わ
た
っ
て
生
活
で

き
る
宗
吉
田

g)
よ
う
に
配
慮
し
た

2
2加
g)
と
き
に
、
人
聞
は

地
上
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
わ
た
っ
て
生
活
す
べ
き
だ
と

Zo--g)
、

そ
の
時
に
同
時
に
専
制
的
に
欲
し
た
(
唱
。

=g)
の
で
あ
る
。
:
・

(
中
略
)
i
l
l
l
こ
の
自
分
で
立
て
た
目
的
に
到
達
す
る
た
め
に
、

(5) 

自
然
は
戦
争
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
自
然

(
Z
白
宮
司
)
が
人
聞
の
本
性

(
g
g∞
n
E口町田
Z
忠
臣
同
)
を

指
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
何
も
好
ん
で
極
寒

の
地
に
移
動
し
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
我
々
は
、
戦
争
を
好
ん
で
す
る

の
で
あ
る
。
「
戦
争
は
し
か
し
、
特
別
な
発
動
原
因
を
一
切
必
要
と
し
な



ぃ
。
戦
争
は
ま
る
で
人
聞
の
本
性

[
H
自
然

(
Z阻
害
)
]
に
接
ぎ
木
さ
れ

{6) 

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
」
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
我
々
は
自
然
の
目
的

を
図
ら
ず
も
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
同
時
に
、
植
物
の

生
息
し
な
い
極
寒
の
地
に
、
住
居
の
資
材
と
な
る
材
木
が
南
国
か
ら
海

流
に
乗
っ
て
流
れ
つ
い
て
人
が
住
む
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
事
実
に

(
7
)
 

も
、
自
然
の
合
目
的
性
を
見
る
。

自
然
の
合
目
的
性
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
語
っ
た
後
に
、
カ
ン
ト
は

自
然
が
い
か
に
し
て
人
聞
の
社
会
体
制
の
変
革
を
保
証
す
る
の
か
に
つ

い
て
語
る
。
圏
内
法
が
生
じ
る
の
は
「
戦
争
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
地

表
を
あ
ま
ね
く
覆
っ
た
人
類
は
今
度
は
隣
接
す
る
民
族
に
対
し
て
一
つ

に
ま
と
ま
り
、
武
力
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
法
を
作
っ
て
そ
の
下
に
入
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
国
家
の
成
立
で
あ
る
。
連
合
制
度
の
成
立
の
た
め
の
自
然
の
手

段
は
、
「
言
語
と
宗
教
の
違
い
」
と
い
う
国
家
相
互
の
分
離
の
手
段
と
、

「
商
業
精
神
」
と
い
う
統
一
の
手
段
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
あ
ら
ゆ
る
国
家

が
一
国
へ
と
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
し
く
な
い
と
す
る
。
自
然
は
各

国
家
を
「
言
語
と
宗
教
の
違
い
」
に
よ
っ
て
分
離
独
立
さ
せ
た
ま
ま
、
同

時
に
「
商
業
精
神
」
に
よ
っ
て
結
合
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
み
な
外
的
強
制
に
よ
っ
て
そ
う
な
す
よ
う
に
促
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
我
々
は
自
然
に
促
さ
れ
る
ま
ま
に
永
遠
平
和
へ
と
移
行
す
る
。

私
が
自
然
に
つ
い
て
、
「
自
然
が
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
こ
と
を

欲
す
る
(
宝
】

--g)」
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
、
「
自
然
が
我
々
に
そ

れ
を
な
す
義
務
を
負
わ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
は
な
い
(
そ
れ
が
で
き
る
の
は
た
だ
、
強
制
か
ら
自
由
な
実
践

理
性
の
み
で
あ
る
か
ら
)
。
そ
れ
は
、
「
我
々
が
そ
れ
を
欲
し
よ
う
が

欲
し
ま
い
が
、
自
然
が
勝
手
に
そ
れ
を
為
す
(
吉
田
)
」
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
(
運
命
は
従
順
な
も
の
を
導
き
、
反
抗
す
る
も

(8) 

の
を
引
き
ず
る

(
e
g
g
-
g
g
S
E
E
R
3
0
-
g
B
5
5官
三
)
)
。

永
遠
平
和
に
向
け
て
何
ら
積
極
的
に
働
き
か
け
な
く
と
も
、
自
然
が

我
々
を
永
遠
平
和
へ
と
導
い
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
自
然
の

ま
ま
に
生
き
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第

一
補
説
の
最
後
の
こ
の
一
文
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
然
は
人
間
の
諸
傾
向
性
と
い
う
機
構

(玄

R
E
S
F
a
g
)
を
通
じ
て
、
自
ら
永
遠
平
和
を
保
障
す
る
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
こ
の
保
証
は
永
遠
平
和
の
到
来
を
(
理
論
的
に
)
予

言
す
る
に
十
分
な
確
実
性
を
持
た
な
い
が
、
実
践
的
見
地
の
上
で

は
十
分
に
足
る
確
実
性
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
確
実
性
に
よ
っ
て
、

こ
の
(
単
な
る
幻
想
で
は
な
い
)
目
的
[
永
遠
平
和
]
を
目
指
し

て
努
力
す
る
こ
と

(
g
e
a
g
N当
E
r
o
E
S司
宮
古
己
が
義
務
と
さ

(
9
)
 

れ
る
の
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)



カ
ン
ト
は
、
我
々
が
欲
し
よ
う
が
欲
し
ま
い
が
、
自
然
は
勝
手
に
己

の
目
的
を
達
成
す
る
の
だ
と
言
っ
て
い
た
。
し
か
し
他
方
で
、
永
遠
平

和
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
の
は
我
々
の
義
務
だ
と
言
う
。
実
際
に
他
の

(

叩

)

(

日

)

個
所
で
「
永
遠
平
和
と
い
う
義
務
概
念
」
、
「
永
遠
平
和
と
い
う
課
題
」

と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
永
遠
平

和
へ
の
移
行
は
我
々
の
努
力
の
対
象
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
「
不
和

(
H
戦
争
)
と
い
う
自
然
の
手
段
」
と
い
う
説
明

原
理
が
有
効
な
の
は
、
無
法
状
態
を
抜
け
出
し
て
法
的
状
態
を
創
設
す

る
と
き
、
す
な
わ
ち
国
家
の
成
立
に
関
し
て
の
み
の
こ
と
で
あ
る
。
実

際
に
こ
の
補
説
の
中
で
カ
ン
ト
は
、
国
家
成
立
後
の
、
共
和
制
に
向
け

て
の
国
家
体
制
の
進
化
に
つ
い
て
は
語
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
国
際
体

制
に
お
け
る
平
和
連
合
の
創
設
へ
の
移
行
に
つ
い
て
い
え
ば
、
各
国
家

が
「
言
語
と
宗
教
の
違
い
」
に
よ
っ
て
分
離
を
保
っ
た
ま
ま
、
同
時
に

「
商
業
精
神
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
と
い
う
カ
ン
ト
の
構
想
は
、
唆
昧
で

(ロ)

あ
り
証
明
を
欠
く
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
先
に
見
た

よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
最
後
に
永
遠
平
和
へ
の
努
力
は
我
々
の
義
務
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
の
で
あ
っ
た
。

次
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
不
和
と
い
う
自
然
の
手
段
」
に
よ
っ
て

は
十
分
に
説
明
が
い
か
な
か
っ
た
こ
と
が
ら
、
す
な
わ
ち
国
家
体
制
と

国
際
体
制
の
変
化
に
つ
い
て
カ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か

を
検
証
し
よ
う
。

-
我
々
の
義
務

第
一
確
定
条
項
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
「
根
源
的
契
約
の
理
念
か
ら
生

じ
る
唯
一
の
体
制
」
と
し
て
共
和
制
(
河
8ze--rgzg)
を
提
唱
し
て

い
る
。
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
国
家
形
態
の
分
類
に
は
、
そ
の
支
配
の
形

式
(
皆
同
ヨ
阻
吉
宮
忌
)
に
よ
る
分
類
と
統
治
の
形
式
(
崎

0
5
2目
別
宮
室
田
)

に
よ
る
分
類
の
二
様
が
あ
る
。
支
配
の
形
式
に
よ
る
分
類
は
、
つ
ま
り

は
支
配
者
の
人
員
の
数
に
よ
る
分
類
で
あ
り
、
支
配
者
が
一
人
、
数
人
、

全
員
の
各
場
合
に
対
応
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
君
主
制
、
貴
族
制
、
民
衆
制

が
割
り
振
ら
れ
る
。
統
治
の
形
式
は
共
和
制
と
専
制

(
U
g宮
晋
ヨ
)
の
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二
つ
で
あ
る
。

専
制
と
は
統
治
者
と
臣
民
と
が
、
所
有
者
と
被
所
有
者
の
関
係
に
あ

る
体
制
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
統
治
者
の
私
的
な
意
志
が
そ
の
ま
ま
公

的
な
意
志
と
さ
れ
る
。

カ
ン
ト
に
お
い
て
民
衆
制
は
容
認
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
民
衆
制
に

お
い
て
は
万
人
が
万
人
の
支
配
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
統
治
者
|
臣
民
の
関
係
が
成
立
し
な
い
。
ま
た
多
数
決
の
原
理

は
、
多
数
に
よ
る
少
数
圧
迫
の
専
制
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
全
員
で
な

い
全
員
が
決
議
で
き
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
一
般
意
志
が
自
分
自
身
お

(
路
}

よ
び
自
由
と
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
民
衆
制
は
必
然
性
に
専
制
で
あ
り
、
共
和
制
と
両
立

{
M
}
 

し
な
い
。



国
家
体
制
の
関
係
を
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

君
主
制

貴
族
制

民
衆
制

A
川
J
U
1
共
和
制
(
河
町
唱
ロ
σ--w
富
山
田
ヨ
)

(
5ロ布。
)
h
l
l
v
専
制

(
白

-Z)

、
¥

(
丘
出
国
)

(
ロ
白
曲
目

M
2
2
S
)

さ
て
、
現
体
制
が
専
制
で
あ
る
国
家
は
い
か
に
し
て
共
和
制
へ
と
移

行
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
が
こ
の
移
行
を
可
能
と
す
る
の
か
。
た
と

え
ば
、
革
命
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
革
命
を
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
革
命
は
臣
下
に
よ
る
現
行

の
法
の
否
定
で
あ
る
か
ら
だ
。
法
(
智
n
E
C
を
否
定
す
る
こ
と
は
端
的

に
不
正

(
C
E
S
n
z乙
で
あ
る
。
不
正
は
不
正
で
あ
っ
て
、
革
命
は
い
か

に
し
て
も
正
当
化
さ
れ
な
い
。
ま
た
革
命
を
正
当
化
す
る
法
も
、
原
理

(
日
)

上
あ
り
え
な
い
。

カ
ン
ト
に
残
さ
れ
た
国
家
体
制
の
変
革
の
道
は
「
上
か
ら
の
改
革
」
以

外
に
な
い
。
現
体
制
の
統
治
者
が
上
か
ら
改
革
す
る
こ
と
。
こ
れ
な
ら

ば
合
法
的
か
つ
漸
次
的
な
改
革
が
可
能
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
良
し
と
す

る
の
は
、
国
家
の
統
治
者
に
よ
る
改
革
(
河
自
営
ヨ
)
で
あ
っ
て
、
臣
民

に
よ
る
革
命
(
河

gag-。
己
で
は
な
い
。

国
家
体
制
あ
る
い
は
国
際
体
制
に
予
防
で
き
な
か
っ
た
欠
陥
が

生
じ
た
と
き
、
い
か
に
し
た
ら
そ
の
欠
陥
を
も
っ
と
も
素
早
く
改

良
し
う
る
の
か
、
そ
し
て
理
性
の
概
念
の
中
で
、
我
々
の
自
の
前

に
模
範
と
し
て
あ
る
自
然
法
に
適
う
よ
う
に
出
来
る
の
か
、
そ
れ

を
考
え
る
こ
と
が
国
家
元
首
の
義
務
で
あ
る
。
た
と
え
こ
の
と
き

に
利
己
心
を
犠
牲
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
と
り
わ
け
国
家

(
出
)

元
首
は
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
傍
点
筆
者
)

改
良
は
国
家
元
首
の
義
務
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
改
良
が
現
体
制
を
何

ら
か
の
意
味
で
否
定
し
、
そ
れ
よ
り
も
よ
り
良
い
体
制
を
生
み
出
す
も

の
で
あ
る
以
上
、
現
体
制
の
原
理
と
改
良
の
目
標
た
る
新
体
制
の
原
理

は
一
時
的
に
魁
揮
を
来
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
髄
甑
的
段
階
を
カ

ン
ト
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

国
民
が
次
第
に
、
法
の
権
威
と
い
う
純
粋
な
理
念
を
(
あ
た
か

も
法
が
物
理
的
な
力
を
有
す
る
が
ご
と
く
に
)
感
受
す
る
に
足
る

よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
(
法
に
根
源
的
に
基
づ
い
て
)
己
自
身
で

立
法
す
る
こ
と
に
適
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
国
家
は
、
た
と
え

現
状
の
体
制
に
よ
っ
て
専
制
的
な
統
治
者
権
力
を
有
す
る
と
し
て

も
、
す
で
に
し
て
圏
内
を
共
和
的
に
統
治
す
る
こ
と
が
可
能
な
の

-
(
口
)

で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)

- 131一

こ
れ
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
家
体
制
が
専
制
的
で
あ

っ
て
も
共
和
的
に
統
治
し
う
る
と
は
何
の
謂
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
と

り
あ
え
ず
カ
ン
ト
の
言
明
を
挙
げ
る
の
み
に
し
て
、
先
へ
進
も
う
。
別



の
箇
所
で
カ
ン
ト
は
、
代
表
制
を
と
ら
な
い
統
治
形
式
は
す
べ
て
奇
形

で
あ
る
と
し
、
民
衆
制
は
必
然
的
に
奇
形
で
あ
る
と
述
べ
た
後
に
こ
う

語
る
。

残
り
の
二
つ
の
体
制
[
君
主
制
と
貴
族
制
]
も
た
し
か
に
こ
の

よ
う
な
奇
形
の
統
治
形
式
[
専
制
]
を
と
る
限
り
で
誤
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
と
は
い
え
こ
れ
ら
の
二
つ
の
体
制
に
お
い
て
は
、
代

表
制
の
方
式
と
い
う
精
神
に
適
っ
た
統
治
形
式
を
採
用
す
る
こ
と

が
少
な
く
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
リ

i
ド
リ
ヒ
二
世

が
「
私
は
国
家
の
最
高
の
僕
で
あ
る
」
と
語
っ
た
よ
う
な
仕
方
で

(
凶
)

可
能
で
あ
る
。
(
傍
点
は
原
文
ゲ
シ
ュ
ベ
ル
ト
)

こ
こ
で
は
、
現
体
制
が
専
制
で
あ
っ
て
も
す
で
に
し
て
「
代
表
制
の

精
神
に
適
っ
た
」
統
治
が
可
能
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
フ

リ
l
ド
リ
ヒ
二
世
の
具
体
例
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
統
治
者
の
為
政
の

精
神
|
|
為
政
の
心
構
え
と
も
い
え
よ
う
ー
ー
は
現
体
制
と
は
関
係
が

な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
為
政
の
精
神
が
変
わ
れ
ば
お
の
ず
か
ら
そ

の
結
果
と
し
て
現
体
制
も
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が

「
国
家
権
力
の
人
員
が
(
す
な
わ
ち
統
治
者
の
数
が
)
少
な
く
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、
ま
た
彼
ら
が
国
家
権
力
を
代
表
す
る
程
度
が
ま
す
ま
す
大
き

く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
国
家
体
制
は
共
和
制
の
可
能
性
と
ま
す
ま
す
一

(
問
)

致
す
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
と
き
、
念
頭
に
あ
る
の
は
統
治
者
の
精
神

(
初
)

の
改
良
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
統
治
者
の
数
が
少
な
い
ほ
う
が
都
合
が
よ

い
し
、
彼
の
精
神
の
変
革
が
そ
の
ま
ま
国
家
体
制
の
変
革
へ
と
つ
な
が

る
の
だ
か
ら
、
そ
の
統
治
者
が
権
力
を
持
っ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
国
家

体
制
の
変
革
は
容
易
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
国
家
元
首
の
精
神
の

改
革
を
通
じ
て
国
家
体
制
は
お
の
ず
か
ら
共
和
制
へ
と
高
ま
る
の
で
あ

る。
ま
た
、
国
際
法
の
樹
立
に
つ
い
て
は
、
或
る
国
家
に
平
和
連
合
が
創

設
さ
れ
、
こ
の
連
合
制
度
が
他
の
国
家
に
波
及
し
て
い
く
様
子
を
カ
ン

ト
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

連
合
制
度
と
い
う
、
次
第
に
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
上
に
浸
透
し
て

永
遠
平
和
へ
と
導
く
こ
の
理
念
の
実
現
可
能
性
(
客
観
的
実
在
性
)

は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
幸
運
が
は
た
ら
い
て
、
あ
る
強

大
か
つ
啓
蒙
さ
れ
た
民
族
が
共
和
国
へ
と
自
己
形
成
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
れ
ば
、
こ
の
共
和
国
(
共
和
国
は
そ
の
本
性
上
、
永
遠

平
和
へ
む
か
う
煩
向
を
も
っ
)
は
他
の
諸
国
家
の
連
合
的
統
一
の

中
間
点
(
玄
室
白

esE)
を
な
す
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
他
の
諸
国

家
は
こ
の
連
合
的
統
一
へ
と
結
び
つ
き
・
:
(
後
略
)
一
司
。
(
傍
点
筆

者
)

-132-
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(
詑
)

こ
の
「
中
間
点
」
と
い
う
言
葉
が
端
的
に
象
徴
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い

わ
れ
て
い
る
の
は
、
連
合
制
度
は
お
の
ず
か
ら
広
ま
り
ゆ
く
の
だ
と
い

う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
に
国
内
体
制
・
国
際
体
制
が
進
化

発
展
を
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
そ
の
内
実
を
語
ら
ず
、
た

だ
移
行
的
段
階
の
体
制
を
折
衷
的
語
法
に
よ
っ
て
形
式
的
に
表
現
す
る

の
み
で
あ
る
。
「
不
和
と
い
う
自
然
の
手
段
」
に
よ
っ
て
は
説
明
の
つ
か

な
か
っ
た
国
家
体
制
の
変
化
に
つ
い
て
、
「
改
良
の
義
務
」
に
よ
っ
て
説

明
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
義
務
の
実
現
は
当
然
の
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
の
だ
。
国
際
体
制
の
変
化
に
つ
い
て
は
「
義
務
」
の
文
字
す
ら

な
い
。
連
合
制
度
が
一
国
家
を
「
中
間
点
」
と
し
て
次
第
に
広
が
っ
て

い
く
と
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
結
局
、
自
然
が
我
々
を
永
遠

平
和
に
導
く
と
い
う
こ
と
の
別
の
表
現
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
疑
念
を
抱
き
つ
つ
、
次
章
に
お
い
て
義
務
と
そ
の
実
現

可
能
性
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

-
道
徳
的
政
治
家
と
政
治
的
道
徳
家

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
義
務
が
実
現
さ
れ
う
る
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
。

道
徳
は
客
観
的
な
意
味
の
上
で
は
す
で
に
し
て
そ
れ
だ
け
で
ひ

と
つ
の
実
践
で
あ
る
。
つ
ま
り
道
徳
は
無
条
件
的
に
命
令
す
る
法

則
の
総
体
に
他
な
ら
ず
、
我
々
は
こ
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
行
為

す
べ
き
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
義
務
概
念
に
権
威
を

与
え
た
後
に
な
お
も
、
「
こ
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
な
ど
と
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
が
馬
鹿
げ
て
い
る
の

は
明
白
で
あ
る
。
も
し
も
「
で
き
な
い
」
の
で
あ
れ
ば
、
義
務
概

念
は
お
の
ず
か
ら
道
徳
か
ら
そ
の
身
を
離
す
こ
と
に
な
ろ
う
(
己

の
能
力
を
超
え
て
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い

Z
-
E
吉田
8

(
お
)

ロ白
S
o
o
g
-
m釦
宮
司
)
)

お
の
れ
の
欲
望
(
者
o-Zロ
)
に
発
す
る
行
為
で
あ
れ
ば
そ
の
実
現
の
保

証
は
な
い
が
、
義
務

So--g)
か
ら
生
じ
た
行
為
は
必
ず
や
実
現
さ
れ

る
。
そ
れ
は
実
現
さ
れ
う
る
(
穴
宮
口
四
国
)
の
で
あ
る
。
数
々
の
困
難
が

そ
の
実
現
を
拒
も
う
と
も
、
最
終
的
に
は
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
す

向。向。

べ
し

So--mロ
)
」
は
「
で
き
る
(
穴
0
5
8
)」
を
そ
も
そ
も
苧
ん
で
い
る

の
だ
。
「
己
の
能
力
を
超
え
て
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い

う
の
は
、
現
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
義
務
は
己
の
能
力
の
範
囲
内
に
あ
る

の
だ
か
ら
で
き
な
い
わ
け
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
「
い
か
に
し
て
永
遠
平
和
へ
の
移
行
は
可
能
と
な
る
の
か
」
と

い
う
問
い
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
問
い
の
意
味
を
持
た
な
い
。
永
遠
平

和
へ
の
努
力
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
故
に
、
永

遠
平
和
の
実
現
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

永
遠
平
和
は
た
し
か
に
人
類
の
目
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
或
る
行
為

に
時
間
的
に
先
行
し
て
立
て
ら
れ
、
そ
れ
の
実
現
が
或
る
行
為
の
動
機



と
な
る
よ
う
な
目
的
〈
原
因
と
し
て
の
目
的
H
作
用
因
)
で
は
な
く
、
定

言
命
法
に
基
づ
い
て
義
務
を
遂
行
し
た
と
き
に
そ
の
結
果
と
し
て
も
た

ら
さ
れ
る
目
的
(
結
果
と
し
て
の
目
的
H
目
的
国
)
で
あ
る
。
カ
ン
ト

の
目
的
概
念
は
二
重
の
意
味
を
持
つ
。
カ
ン
ト
自
身
に
よ
る
「
義
務
」
概

念
の
使
用
が
多
義
的
な
こ
と
も
手
伝
っ
て
議
論
の
筋
が
複
雑
に
な
っ
て

い
る
の
だ
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
永
遠
平
和
そ
の
も
の
が
我
々
の
義
務

な
の
で
は
な
く
、
永
遠
平
和
へ
の
努
力
が
我
々
の
義
務
な
の
で
あ
る
。
永

遠
平
和
は
、
我
々
の
義
務
に
基
づ
く
行
為
が
最
終
的
に
至
る
終
局
点
な

の
で
あ
る
。

永
遠
平
和
と
い
う
目
的
を
ま
ず
立
て
て
、
そ
れ
に
向
け
て
何
を
す
べ

き
か
と
問
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
む
し

ろ
そ
の
よ
う
に
問
う
べ
き
で
は
な
い
の
だ
。
我
々
は
こ
の
よ
う
に
問
う

た
途
端
に
毘
に
落
ち
る
。
こ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
人
聞

を
、
カ
ン
ト
は
「
政
治
的
道
徳
家
」
と
名
付
け
て
批
判
す
る
。

政
治
的
道
徳
家
は
ま
ず
目
的
を
た
て
、
そ
の
実
現
手
段
と
し
て
い
か

な
る
政
策
が
も
っ
と
も
適
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
拘
泥
す
る
。
彼
ら

に
と
っ
て
政
治
と
は
、
目
的
の
実
現
の
手
段
に
関
す
る
実
学
で
あ
り
、
そ

の
原
理
は
怜
制
の
規
別
で
あ
る
。
怜
例
の
規
則
と
は
、
そ
れ
が
な
ん
で

あ
れ
|
|
道
徳
的
目
的
で
あ
れ
|
|
自
分
の
立
て
た
目
的
に
い
か
な
る

手
段
が
そ
の
実
現
に
も
っ
と
も
適
し
て
い
る
の
か
を
教
え
る
規
別
で
あ

り
、
そ
の
規
則
は
こ
れ
ま
で
の
経
験
的
デ
l
タ
に
基
づ
く
。
そ
し
て
彼

ら
は
こ
の
よ
う
な
自
称
「
政
治
」
か
ら
道
徳
を
導
来
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
試
み
は
、
道
徳
と
政
治
が
本

来
的
に
同
一
で
あ
る
以
上
、
最
初
か
ら
挫
折
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
ま
た
こ
の
試
み
は
永
遠
平
和
に
と
っ
て
害
悪
で
す
ら
あ
る
。

す
な
わ
ち
永
遠
平
和
を
妨
げ
て
い
る
一
切
の
悪
は
次
の
こ
と
に

・
由
来
す
る
。
道
徳
的
政
治
家
が
正
当
に
も
そ
こ
で
終
え
た
と
こ
ろ
か

ら
政
治
的
道
徳
家
は
出
発
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
政

治
的
道
徳
家
は
根
本
法
則
を
目
的
に
従
属
さ
せ
(
つ
ま
り
彼
ら
は

馬
を
馬
車
の
後
ろ
に
つ
な
ぐ
の
で
あ
る
)
、
政
治
学
と
道
徳
を
一
致

{
刷
出
)

さ
せ
る
と
い
う
彼
ら
自
身
の
目
論
見
を
失
敗
に
帰
す
の
で
あ
る
。

我
々
は
理
性
の
命
令
で
あ
る
道
徳
に
従
う
だ
け
で
十
分
な
の
だ
。
道

徳
的
政
治
家
は
義
務
し
か
顧
慮
し
な
い
。
彼
ら
は
こ
れ
以
上
問
う
こ
と

を
止
め
る
。
し
か
し
政
治
的
道
徳
家
は
義
務
を
考
慮
し
な
い
と
こ
ろ
か

ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
ま
ず
永
遠
平
和
と
い
う
目
的
を
掲
げ
、

そ
の
あ
と
に
そ
れ
を
実
行
に
移
す
べ
く
そ
の
手
段
を
|
|
義
務
の
外
に

|
|
求
め
て
、
「
永
遠
平
和
の
た
め
に
は
、
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か
」
と
問
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
道
は
ど
こ
に
も
続
い
て
い
な
い
。
ま

た
ど
こ
に
も
続
い
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
歩
み
は
永

遠
平
和
か
ら
遠
ざ
か
る
ば
か
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
我
々
は
こ
の
よ
う

に
問
わ
な
い
と
き
に
も
っ
と
も
目
的
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
。
カ
ン
ト

は
道
徳
の
基
本
的
特
徴
と
し
て
こ
う
語
る
。
そ
れ
は
「
[
時
間
的
に
]
先
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行
し
て
立
て
ら
れ
た
目
的
ゃ
、
物
理
的
な
利
益
で
あ
れ
道
徳
的
利
益
で

あ
れ
と
も
か
く
も
意
図
さ
れ
た
利
益
な
ど
に
、
道
徳
的
ふ
る
ま
い
が
基

づ
く
こ
と
少
な
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
逆
説
的
な
が
ら
も
一
般
的
に
み

て
、
そ
の
ふ
る
ま
い
は
そ
れ
ら
の
目
的
や
利
益
に
ま
す
ま
す
合
致
す
る

{
お
)

と
い
う
特
徴
」
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
引
用
し
て
い
る
、
「
藤
の
校
を
強
く
曲
げ
す
ぎ
る
と
、
折
れ

て
し
ま
う
。
あ
ま
り
に
多
く
の
も
の
を
欲
す
る
者
は
、
何
も
欲
し
て
い

(お〉

な
い
」
と
い
う
ブ

l
タ
l
ヴ
ェ
ク
の
詩
句
は
、
政
治
的
道
徳
家
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
い
き
な
り
永
遠
平
和
を

欲
す
る
者
は
、
何
も
欲
し
て
い
な
い
に
等
し
い
の
だ
。
そ
の
欲
望
が
叶

う
こ
と
は
な
い
。
我
々
は
た
だ
、
自
の
前
に
あ
る
己
の
義
務
を
為
せ
ば

よ
い
の
だ
。
そ
の
限
り
で
、
永
遠
平
和
と
い
う
目
的
が
我
々
に
結
果
と

し
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に

言
い
切
る
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
「
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
純

粋
実
践
理
性
の
国
(
刃
包
n
F
S
g
E
Sロ
明
言
室
田
n
E
2
5
2
5
3
)
と

そ
の
国
の
義
を
も
と
め
て
努
力
せ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
君
た
ち
の
目

的
(
永
遠
平
和
と
い
う
恩
恵
)
は
ひ
と
り
で
に
も
た
当
り
さ
れ
る
だ

(
幻
)

ろ
う
(
〈
。
回
国
田
容
巴
N
E
岡
田
=
自
国
者
自
同
母
国
)
」
。

お
わ
り
に

永
遠
平
和
は
義
務
の
遂
行
の
後
に
、
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
結
果
を
先
に
立
て
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
理
性
の
指
定
に
従

っ
て
、
今
為
す
べ
き
こ
と
の
み
を
為
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ

う
す
れ
ば
人
類
は
ひ
と
り
で
に
永
遠
平
和
へ
と
至
り
う
る
の
で
あ
る
。
カ

ン
ト
は
言
う
。
そ
れ
を
絵
空
事
と
み
な
す
輩
は
、
永
遠
平
和
に
向
か
わ

(
お
)

な
い
こ
と
を
積
極
的
に
証
明
し
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
義
務
を
遂
行
す
れ
ば
必
ず
永
遠
平
和
と
い
う
目
的
が
実
現
さ

れ
る
の
だ
と
い
う
カ
ン
ト
の
こ
の
よ
う
な
構
想
の
底
に
あ
る
の
は
、
「
私

(
鈎
)

は
何
を
望
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
(
者
g
E込山口
F
F
O
R
S
3
」
と
い

う
問
題
構
制
で
あ
る
。
道
徳
的
行
為
が
永
遠
平
和
を
本
当
に
も
た
ら
す

の
か
ど
う
か
、
我
々
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
う
望
む
こ
と
は

許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
永
遠
平
和
に
対
す
る
問
い
は
す
ぐ
れ

て
信
仰

(
2
2宮
田
)
の
問
い
で
あ
る
。
「
知
り
う
る
も
の
ご
と
」
を
我
々

は
認
識
し
、
「
知
り
え
な
い
も
の
ご
と
」
を
我
々
は
信
仰
す
る
の
で
あ
る
。
.

そ
し
て
カ
ン
ト
の
信
仰
の
問
い
は
、
最
終
的
に
は
「
自
然
」
と
「
理
性
」

が
一
体
と
な
る
行
き
方
を
採
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
し

い
考
察
は
ま
た
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
「
自
然
」

と
「
義
務
」
が
最
終
的
に
歩
み
寄
る
か
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
永
遠
平
和

構
想
に
、
カ
ン
ト
の
信
仰
の
一
形
態
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
て
終
わ
り
と
し
よ
う
。

p
b
 

q
u
 



j主

カ
ン
ト
の
著
作
は
す
べ
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
よ
り
引
用
す
る
。
以
下
、
ヵ

ン
ト
の
著
作
は
著
者
名
を
記
さ
ず
、
著
作
名
の
あ
と
に
ロ
ー
マ
数
字
で
全
集
の

巻
数
を
示
し
、
つ
づ
く
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

(
l
〉
N
g
g
o
a玄
関
自
国
司
ユ
白
色
白
P
〈四回
F
U
お

(
2
〉
つ
ま
り
、
「
訪
問
の
権
利
」
で
あ
る
。
第
二
確
定
条
項
は
自
国
の
権
利
を

守
る
た
め
に
平
和
連
合
を
創
設
す
る
と
い
う
い
わ
ば
消
極
的
意
味
し
か
持

っ
て
い
な
い
。
事
実
、
一
切
の
戦
争
の
可
能
性
が
な
い
状
態
こ
そ
が
永
遠

平
和
状
態
で
あ
る
か
ら
、
平
和
連
合
の
創
設
を
も
っ
て
永
遠
平
和
の
確
定

条
項
は
そ
の
必
要
条
件
を
備
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、

地
球
は
球
形
で
あ
っ
て
、
人
聞
は
地
表
に
無
限
に
拡
散
し
て
い
く
こ
と
は

で
き
ず
、
我
身
は
隣
人
に
よ
っ
て
そ
の
移
住
地
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
忍

耐
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
実
を
鑑
み
て
、
友
愛
に
基
づ
く
訪
問
の
権

利
を
提
唱
し
、
そ
れ
を
世
界
市
民
法
と
い
う
積
極
的
法
律
と
し
て
提
示
し
、

単
に
戦
争
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
の
消
極
的
取
り
決
め
の
上
に
成
り
た
つ

平
和
連
合
に
よ
る
平
和
創
設
を
補
完
す
る
。

(
3
)
N
a
g
白
老
町
町
田
司
ユ
白
色
白
P
〈
E
w
u
a
o

〈
4
〉
Dhu-
円台、凶血品

(
5
)
$民一

(
6
)
也、・円九円
J
M
m出一一

(
7
)
事
円
台
、
凶

args-
「
我
身
は
こ
う
し
た
現
象
の
物
理
的
|
|
機
械
的
原

因
に
つ
い
て
自
分
自
身
に
と
っ
て
納
得
の
ゆ
く
説
明
が
出
来
よ
う
。
し
か

し
我
者
は
、
自
然
を
統
治
す
る
知
性
の
配
慮
を
指
示
す
る
(
玄
白
耳
目
宮
田
)

目
的
論
的
原
因
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
」
。

(
8
〉。、.円』

FWua一

(
9
)
さ・§.、

ua

(叩)。、・

2
J
凶
S

〈
日
)
§
・
円
台
、

ug

(
立
)
事
実
、
カ
ン
ト
が
自
然
の
手
段
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
基
本
的

に
は
不
和
の
み
で
あ
る
。
次
の
箇
所
を
参
照
せ
よ
。

E
8
N
E
四宮町『

包

-
m
m
S
O
S
回目。四回
n
E
n
F
E
E
d弓白
E
M
B
H
m白『
Z
n
F
2
〉
F
回一
n
z
u
〈回目
F
M
C
1
M
M

(日
)
N
E
g
q玄関
g

耳目白色白
P
〈
E
W
日wMM

(
比
)
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
か
な
り
問
題
が
あ
り
、
一
史
な
る
検
討
が
必
要
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、

F
-
シ
ュ
レ
1
ゲ
ル
は
「
な
ぜ
に
カ
ン
ト
が
国
民
の
多

数
派
と
い
う
考
え
方
を
馬
鹿
げ
て
い
る
と
し
た
の
か
、
理
解
で
き
な
い
」

と
し
て
、
国
民
の
多
数
派
を
一
般
意
志
の
代
替
物

S
gヨ
》
同
国
間
〉
と
す
る

考
え
方
を
提
唱
す
る
。
印
n芝
a
o
-
-
司
号
室
n
y
〈
2
2
n
Z
E
F
g
品目盟国白
mH
志

向田m
説明両冊目
M
g
V
E
r
s
-田昌

5
・〈凹叫印刷回
E
R向島岡岡町
n
F
e自国内同四国岡山由
n
E自
白
nF
ユ耳目

N
g
g

o
毛
布
。
昌
司
ユ
向
島
g
-
[
同叶
mw
内山]
w

吉日間・田町四回目
2
6
・
出
・
思
n
F
g
g
(
z
a
m
-
Y
R
Yな雪円冊。

匂庁一をも
2

S
鴫丸、
s
-
m著
書
お

s
a匂
R
H
l
l
的言色白白血阿国曲師・
l
i
-
-
司
色
。
号
ロ
ヨ
一

白

n
F
O
E
-
B
m
y
t
w∞∞
w

回
品

-FW
凶同
l
a
H

〈
日
)
窓
旦
岳
町
同
国
出
向
島
町
『
切
官
官
P
〈
戸
凶
同
∞
l

日明M
M

(
問
山

)
N
Z
S
白
毛
布
団
田
宗
一
色
白
P
〈回目
F
M斗
M

〈げ
)
S
R

(
M
M
)

。、.円台、

aN

。。η凸



(
問
)
§
・
円
台
、
浅
い

(
却
)
上
か
ら
の
改
革
を
推
奨
す
る
と
は
い
え
、
カ
ン
ト
は
哲
人
政
治
を
否
定
す

る
。
「
な
ぜ
な
ら
権
力
の
所
有
は
理
性
の
自
由
な
判
断
を
不
可
避
的
に
損

な
う
か
ら
で
あ
る
」
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
国
王
は
改
革
の
た
め
に
、
「
哲

学
者
に
耳
を
傾
け
る
だ
け
で
よ
い
(
E
S
母国
g
S
F
三
5
3
)
」
。
§
-
n
F

凶酌唱

(
幻
)
事
長
、
〈
E-uuB

(n)
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
が
、
後
年
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
折

衷
的
諮
法
を
多
用
す
る
。
つ
ま
り
、
相
対
立
す
る
概
念
を
結
び
つ
け
る
の

で
あ
る
。
前
章
で
見
た
「
不
和
に
よ
る
和
合
の
実
現
」
も
そ
の
一
つ
で
あ

る
し
、
有
名
な
「
非
社
交
的
社
交
性
」
の
概
念
も
そ
う
で
あ
る
。

(
お
)
也
、
-
a
J
3
0

(
M
)
口、.円九円、凶吋品

(お)也、・

2w
凶斗∞

(
叫

ω
)
§
・
S
-
w
u
s

(幻〉

§
-
n
h
H
J
3
∞
こ
の
こ
と
ば
は
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
六
・
三
三
「
な

に
よ
り
も
ま
ず
神
の
国
と
神
の
義
を
も
と
め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ

れ
ら
の
物
は
み
な
加
え
て
与
え
ら
れ
よ
う
」
か
ら
来
る
。
『
た
ん
な
る
理

性
の
限
界
内
の
宗
教
』
に
も
こ
の
言
葉
が
み
ら
れ
る
。
思
白
河
四
-
E
o
E

E
ロ
2
F巳
F
a
g
。
百
ロ
N
O
白
色
目
立
。
司
自
己
〈
白
ヨ
ロ
ヨ
3
.
〈
F

也、司品川凶

(
犯
)
「
[
人
聞
が
己
の
現
存
在
の
道
徳
的
目
的
に
鑑
み
て
さ
ら
な
る
善
に
向
っ
て

前
進
し
続
け
て
お
り
、
こ
の
前
進
の
歩
み
は
し
ば
し
ば
中
断
さ
れ
よ
う
と

も
、
け
っ
し
て
止
む
こ
と
は
な
い
と
い
う
]
こ
の
よ
う
な
仮
定
を
証
明
す

る
必
要
は
私
に
は
な
い
。
こ
の
仮
定
に
反
対
す
る
も
の
が
そ
の
証
明
を
な

す
べ
き
で
あ
る
。
」
C
F
R
号
=
。
由
自
己
号
電
E
F
o
g
s
a
s
ι
2
4
E
n
g
-
白

ユnF丘
町
四
国

O
E
L
E
m
u
m
v
g
邑
n
z
g
『
色
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曲
H
F
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