
本
居
宣
長
に
お
け
る
言
と
意

|
|
日
本
語
の
「
脱
自
然
性
」
を
手
が
か
り
に
|
|

と
も
す
れ
ば
一
面
的
な
西
欧
観
と
の
対
比
の
下
に
日
本
の
「
特
殊
性
」

を
数
え
上
げ
て
屈
折
し
た
自
己
満
足
と
優
越
意
識
に
浸
り
が
ち
な
日
本

文
化
論
の
氾
濫
に
、
在
日
外
国
人
の
目
か
ら
鋭
い
批
判
を
加
え
て
い
る

ロ
ビ
ン
・
ギ
ル
の
『
反
日
本
人
論
』
は
、
日
本
語
特
異
説
に
触
れ
て
本

居
室
長
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

自
然
界
の
音
と
言
葉
の
関
係
を
も
っ
て
、
比
較
言
語
論
を
行
な
っ

た
最
初
の
人
は
、
私
の
知
っ
て
い
る
か
さ
り
、
本
居
室
長
で
あ
る
。

室
長
以
降
、
と
く
に
戦
後
の
日
本
語
論
が
と
っ
て
き
た
方
向
を
考
え

る
と
皮
肉
な
こ
と
だ
が
、
日
本
語
が
漢
(
支
那
)
語
、
そ
の
他
の
異

国
語
に
優
る
と
い
う
彼
の
最
大
の
論
旨
は
、
と
く
に
日
本
語
の
方
が

自
然
界
か
ら
隔
絶
し
た
超
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ

た。乙
の
よ
う
に
規
定
し
た
上
で
、
ギ
ル
は
宣
長
の
『
漢
字
三
音
考
』
か

メ入
寸

野

喜
和
人

ら
日
本
語
の
音
声
の
優
秀
性
を
論
じ
た
箇
所
を
要
約
し
て
引
く
。
そ
れ

は
「
皇
園
の
正
音
」
と
い
う
表
題
の
下
に
始
ま
る
『
三
音
考
』
冒
頭
の

部
分
で
あ
る
。

ス

メ

ヲ

オ

ホ

ミ

タ

ユ

'

ミ

テ

ラ

一

マ

シ

皇
大
御
圏
ハ
、
天
地
ノ
間
ニ
ア
ラ
ユ
ル
高
園
ヲ
御
照
シ
坐
マ
ス
。

メ
デ
タ

〔
・
・
・
〕
殊
ニ
人
ノ
聾
音
言
語
ノ
正
シ
ク
美
キ
コ
ト
、
亦
ハ
ル
カ

マ
サ
リ

ニ
万
園
ニ
優
テ
、
其
音
清
朗
ト
キ
ヨ
ク
ア
ザ
ヤ
カ
ニ
シ
テ
、
警
へ
バ

イ
ト
ヨ
ク
晴
タ
ル
天
ヲ
日
中
ニ
仰
ギ
見
ル
ガ
如
ク
、
イ
サ
サ
カ
モ
曇

リ
ナ
夕
、
又
単
直
ニ
シ
テ
岳
蜘
レ
ル
事
無
ク
シ
テ
、
盲
目
ニ
天
也
間

ノ
純
粋
正
雅
ノ
音
也
。
サ
テ
其
古
言
ノ
正
音
ハ
タ
て
四
十
七
ニ
シ
テ
、

i
l

タ

ダ

リ

川

H

H

H

H

H

リ

ス

ベ

制
ノ
行
ノ
イ
、
エ
ト
、
ワ
ノ
行
ノ
ウ
ト
ヲ
加
フ
レ
パ
、
都
テ
五
十

ナ
リ
。
〔
・
・
・
〕
凡
ソ
人
ノ
正
音
ハ
出
ニ
全
備
セ
リ
、
サ
レ
パ
此
ノ

五
十
ノ
外
ハ
、
皆
鳥
獣
寓
物
ノ
声
ニ
近
キ
者
ニ
シ
テ
、
酒
雑
不
正
ノ

音
也
ト
知
ベ
シ
。

噌

E
A
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さ
ら
に
「
皇
園
ノ
正
音
」
に
比

L
て
「
鳥
獣
蔦
物
ノ
撃
に
類
セ
ル

立

E
1
l
馬
の
「
ニ
イ
」
、
牛
の
「
モ
オ
」
、
犬
の
「
ワ
ン
」
、
猫
の

「
ニ
ヤ
ウ
」
、
総
の
「
ピ
ン
ポ
ン
」
と
い
っ
た
擬
声
語
l
l
k
満
ち
た

「
外
園
の
音
」
は
不
正
の
も
の
で
あ
る
と
断
ず
る
宣
長
は
、
オ
ノ
マ
ト

ペ
の
豊
富
さ
乙
そ
日
本
語
の
特
殊
性
、
自
然
と
の
親
近
性
の
証
左
と
す

る
今
日
の
日
本
語
論
の
通
説
と
相
反
す
る
も
の
だ
と
ギ
ル
は
言
う
。
だ

が
所
詮
、
日
本
語
が
自
然
の
音
と
特
に
無
縁
で
あ
る
と
す
る
宣
長
も
、

特
に
有
縁
で
あ
る
と
す
る
彼
の
後
継
者
も
、
「
等
し
く
間
違
っ
て
い
る
」

と
し
た
上
で
、
ギ
ル
は
「
ス
ベ
テ
の
言
語
は
本
来
自
然
の
も
の
の
音
に

由
来
す
る
し
、
そ
の
言
葉
の
音
に
よ
っ
て
霊
舎
の
舵
器
い
を
求

め
る
乙
と
は
人
聞
広
-R骨
ず
あ
る
」
と
い
う
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
ら
し
い
言

語
写
声
起
源
説
を
彼
の
母
国
語
で
あ
る
英
語
を
例
に
引
い
て
提
出
し
て

行
く
。
そ
の
議
論
の
行
き
先
は
さ
て
置
き
、
彼
が
提
示
し
た
宣
長
の

「
異
説
」
性
に
立
ち
止
ま
っ
て
見
ょ
う
。
宣
長
が
「
自
然
界
の
音
と
言

葉
の
関
係
を
も
っ
て
、
比
較
言
語
論
を
行
っ
た
最
初
の
人
」
で
あ
る
か

ど
う
か
は
疑
問
だ
が
、
そ
の
説
く
と
乙
ろ
は
現
代
の
日
本
語
論
の
通
説

と
ば
か
り
組
掻
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
言
語
を
め
ぐ
る
イ
マ
ジ
ネ
l
ル

の
歴
史
の
中
で
も
確
か
に
特
異
な
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
プ
ラ
ト
ン
の
『
ク
ラ
テ
ュ
ロ
ス
』
で
有
名
な
ピ
ュ
セ
イ

(
H
自
然
)
説
の
伝
統
を
持
つ
西
洋
で
は
、
ヤ
コ
ブ
・
べ

1
メ

こ

五

七
五
l

一
六
二
四
〉
の
「
ア
ダ
ム
の
言
諮
問
」
説
な
ど
の
影
響
も
あ
っ
て
、

し
ば
し
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
神
話
と
結
び
つ
い
た
「
自
然
の
乙
と
ば
」

H

原
初
言
語
と
の
相
似
性
を
も
っ
て
諸
言
語
を
比
較
し
、
自
然
的
根
拠

の
見
え
や
す
い
自
国
語
を
優
位
の
も
の
と
見
倣
す
宗
教
的
言
語
観
の
伝

統
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
特
花
日
本
と
同
じ
く
周
辺
文
化
の
国
と

し
て
後
発
の
言
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
目
覚
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ド

イ
ツ
に
お
い
て
乙
の
傾
向
は
著
し
か
っ
た
。
ま
た
一
方
で
ピ
ュ
セ
イ
説

が
言
語
自
然
模
倣
説
と
し
て
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
、

西
洋
の
言
語
観
を
如
何
に
色
彩
り
続
け
た
か
に
つ
い
て
は
ジ
ュ
ラ
l
ル

.
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
詳
細
な
研
究
か
あ
る
通
り
で
あ
る
。

事
情
は
日
本
に
お
い
て
も
変
ら
ず
、
平
田
篤
胤
や
後
続
す
る
国
学
者

の
「
音
義
説
」
|
五
十
音
の
各
行
、
ま
た
は
一
つ
一
つ
の
音
に
固
有

の
意
義
が
備
わ
る
と
の
説
ー
ー
に
よ
っ
て
神
秘
的
な
言
霊
論
が
形
成
さ

れ
た
乙
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
宣
長
の
弟
子
で
も
あ
っ
た
鈴

木
腺
の
『
雅
語
音
声
考
』
に
見
ら
れ
る
擁
声
語
・
擬
態
語
語
源
説
の
よ

う
に
、
日
本
的
な
ピ
ュ
セ
イ
説
の
流
れ
も
厳
と
し
て
存
在
す
る
。

し
か
る
に
宣
長
の
日
本
語
賛
美
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
と
は
全
く
逆
の

道
を
行
く
も
の
で
あ
る
。
皇
園
の
言
語
か
「
正
シ
久
島
r
d
f
」
所
以
は
、

音
と
意
味
と
の
閣
の
自
然
的
・
有
縁
的
紐
帯
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
擬

声
語
や
擬
態
語
を
振
り
捨
て
た
脱
自
然
性
に
乙
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
。

宣
長
に
こ
の
よ
う
な
立
場
を
採
ら
せ
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
、
宣
長

と
い
う
乙
の
極
め
て
宗
務
的
な
人
格
の
持
ち
主
に
、
宗
教
的
言
語
観
と

往
々
結
び
つ
き
易
い
ピ
ュ
セ
イ
説
へ
の
傾
き
が
見
ら
れ
な
い
の
は
何
故

な
の
か
。
乙
の
問
い
を
解
く
た
め
に
、
以
下
宣
長
の
言
語
観
を
検
討
し

η
L
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て
行
乙
う
。
そ
の
過
程
で
こ
の
偏
狭
な
母
国
語
賛
美
が
単
な
る
言
語
学

上
の
知
識
の
欠
如
に
発
す
る
蒙
昧
と
し
て
切
り
捨
て
ら
る
べ
き
の
も
の

で
は
な
く
、
彼
の
学
問
全
体
と
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
乙
と
が
明
ら
か

に
な
る
だ
ろ
う
。

オ

ゴ

ソ

カ

サ

ダ

一
、
厳
な
る
格
ま
り

ま
ず
最
初
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
宣
長
の
出
発
点
に

五
十
音
の
整
然
た
る
体
系
に
対
す
る
確
信
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

『
漢
字
三
音
考
』
か
ら
関
連
す
る
箇
所
を
抜
き
出
し
て
見
ょ
う
。

-
t
l
n
y
M噌
F
H
q
，

E
1
1
1

サ
テ
其
古
言
ノ
正
音
ハ
タ
て
四
十
七
ニ
シ
テ
、
判
ノ
行
ノ
引
、

リ

H
H

スペ

ワ
ノ
行
ノ
ウ
ト
ヲ
加
フ
レ
パ
、
都
テ
五
十
ナ
リ
。
〔
:
:
:
〕
是
に

カ
ノ
行
刑
ノ
行
列
ノ
行
ベ
ノ
行
ノ
濁
音
、
合
セ
テ
二
十
ヲ
加
フ
レ
パ
、

都
テ
七
十
ナ
レ
ド
モ
、
濁
音
ハ
夕
、
Y

清
音
ノ
変
ニ
シ
テ
、
モ
ト
ヨ
リ

別
ナ
ル
者
ニ
非
ル
故
ニ
、
皇
園
ノ
正
音
-
一
ハ
、
是
ヲ
別
ニ
ハ
立
テ
ズ
、

清
音
に
摂
ス
ル
モ
ノ
也
。
〔
:
・
〕
サ
テ
其
五
十
ノ
音
ハ
、
船
ニ
五

ツ
横
-
一
十
ヅ
ち
相
連
リ
テ
、
各
縦
横
音
韻
調
ヒ
テ
乱
ル
ル
事
ナ
夕
、

タ
ラ

其
音
清
朗
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
〔
:
:
:
〕
又
五
十
ニ
シ
テ
足
ザ
ル
音
モ
ナ

ノ
ゾ

ク
、
余
レ
ル
音
モ
ナ
キ
故
-
一
、
一
ツ
モ
除
ク
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
、
亦
一

ツ
モ
添
ル
事
ア
タ
ハ
ズ
。
凡
ソ
人
ノ
正
音
ハ
応
-
一
全
備
セ
リ
。
サ
レ

パ
此
五
十
ノ
外
ハ
、
皆
鳥
獣
寓
物
ノ
声
ニ
近
キ
者
ニ
シ
テ
、

エ
ト
、

溜
雑
不

正
ノ
音
也
ト
知
ベ
シ
}

こ
こ
に
あ
る
の
は
正
し
く
、
「
神
秘
的
な
」
と
も
言
っ
て
よ
い
秩
序

・
調
和
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
仰
で
あ
る
。
乙
の
信
仰
が
「
乙
れ
(
此
〕

の
日
い
{
出
〕
づ
る
国
は
、
い
つ
ら
〔
五
十
聯
〕
の
と
ゑ
〔
音
〕
の
ま

に
ま
に
こ
と
三
一
口
一
を
な
し
て
、
よ
ろ
づ
〔
万
〕
の
事
を
く
ち
〔
口
〕

づ
か
ら
い
ひ
伝
へ
る
く
に
也
」
で
始
ま
る
賀
茂
真
淵
の
『
語
意
考
』
等

に
見
ら
れ
る
五
十
音
神
授
説
に
直
接
連
な
る
も
の
で
あ
る
乙
と
は
あ
ら

た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
だ
が
こ
の
信
仰
の
力
が
ど
れ
だ
け
強

く
、
ま
た
宣
長
の
具
体
的
な
語
学
研
究
と
ど
れ
だ
け
結
び
つ
い
て
い
た

か
に
つ
い
て
は
、
官
一
長
に
お
け
る
宗
教
と
学
問
の
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
も
少
し
く
語
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

『
三
音
考
』
で
日
本
語
の
音
韻
に
対
し
付
せ
ら
れ
た
形
容

l
l
「清

朗
ト
キ
ヨ
ク
ア
ザ
ヤ
カ
」
「
単
直
ニ
シ
テ
世
酔
レ
ク
事
ナ
ク
」
「
純
粋

正
雅
」
等
ー
ー
を
、
独
断
的
価
値
観
を
除
い
て
現
代
的
な
表
現
で
要
約

す
る
な
ら
ば
、
開
音
節
で
あ
っ
て
子
音
終
止
が
な
く
、
同
時
に
長
音
や

母
音
連
続
の
な
い
と
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
宣
長
の
言
う

「
古
吾
一
口
」
、
上
代
の
日
本
語
に
つ
い
て
の
乙
の
分
析
は
決
し
て
事
実
の

裏
付
け
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。

C
V
構
造
(
子
音
を
C
、
母
音
を
V

と
し
た
時
に
(
〈
)
の
〈
。
〈
:
:
:
の
ぐ
と
並
ぶ
乙
と
)
が
上
代
語
の
大

き
な
特
徴
で
£
っ
た
と
と
は
誰
し
も
認
め
る
と
乙
ろ
で
あ
る
。

ζ

の
特

徴
は
人
類
の
言
語
全
体
か
ら
見
て
決
し
て
類
の
な
い
も
の
で
は
な
い
が
、

。。qa 



宣
長
の
持
っ
て
い
た
比
較
対
象
(
漢
、
天
佐
一
、
静
一
一
配
貯
等
)
か
ら
見
る

限
り
、
一
つ
の
特
有
性
を
示
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
宣
長
の
五
十
音
信
仰
は
実
証
と
合
体
し
た
学
問
的
確
信
で
も
あ
っ

た
わ
け
だ
が
、
乙
の
音
韻
の
体
系
性
・
整
合
性
は
宣
長
に
と
っ
て
犯
す

べ
か
ら
ざ
る
聖
性
を
も
一
方
で
担
っ
て
い
た
。

日
本
語
の
音
頭
に
お
い
て
上
記
の
構
造
の
単
純
性
を
破
る
も
の
は

擾
音
(
「
ン
」
)
、
捉
音
(
「
ツ
」
)
、
劫
音
(
「
キ
ャ
キ
ュ
キ
ヨ
」

な
ど
)
の
存
在
で
あ
る
。
宣
長
は
乙
れ
ら
を
す
べ
て
上
古
の
正
規
の
言

語
に
は
存
在
し
な
い
不
正
音
で
あ
り
、
後
代
発
音
が
「
く
ず
れ
て
詑
っ

た
」
結
果
生
じ
た
も
の
と
断
じ
て
い
る
。
上
代
語
に
お
け
る
こ
れ
ら
の

音
頭
の
有
無
、
漢
字
音
の
影
響
の
大
小
に
つ
い
て
は
現
在
で
も
一
概
に

断
定
で
き
ぬ
が
、
宣
長
の
主
張
に
は
彼
の
古
語
研
究
が
確
か
に
反
映
し

て
お
り
、
当
時
の
学
問
的
水
準
か
ら
見
て
も
決
し
て
牽
強
付
会
の
説
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
上
回
秋
成
と
の
名
高
い
論
争
で
見
せ

る
、
例
え
ば
「
ン
」
の
音
に
対
す
る
憎
悪
と
で
も
言
う
べ
き
感
情
は
、

音
韻
の
聖
な
る
体
系
牲
を
守
る
、
明
ら
か
な
宗
教
的
情
熱
に
鼓
舞
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
|
「
言
語
は
口
よ
り
出
す
物
に
と
そ
あ
れ
、
鼻
よ

り
出
す
べ
き
物
に
は
あ
ら
ざ
る
か
故
に
、
ん
は
言
語
に
は
用
い
る
乙
と

な
か
り
し
也
、
白
霊
園
の
音
撃
言
語
の
寓
固
に
す
く
れ
て
正
し
き
こ
と
、

o
 

是
を
以
て
も
知
へ
し
。
〔
:
:
:
〕
上
古
の
言
語
に
ん
の
音
な
き
は
、
乙

れ
た
と
へ
は
人
の
身
に
は
み
な
陰
所
あ
れ
ど
も
、
是
を
顕
は
し
て
は
見

苦
し
き
故
に
、
衣
の
し
た
に
猶
物
事
骨
を
も
し
て
顕
は
す
こ
と
無
き
が

。

如
し
。
然
る
を
外
園
人
の
音
に
ん
の
韻
の
多
き
は
、
か
の
陰
所
を
隠
し

ア
ラ
ハ

{
8
}

お
ほ
は
ず
、
顕
に
し
て
あ
り
く
が
如
し
。
〔
:
:
:
〕
」

ま
た
接
音
・
促
音
・
劫
音
が
直
音
に
対
し
て
既
に
皮
下
的
な
価
値
判

断
を
下
さ
れ
た
音
韻
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
濁
音
は
清
音
に
対
立
し
、

こ
れ
ま
た
五
十
音
の
体
系
を
破
る
異
分
子
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た

『
三
音
考
』
で
も
「
濁
音
ハ
タ
く
清
音
ノ
変
ニ
シ
テ
モ
ト
ヨ
リ
別
ナ
ル

者
ニ
非
」
ず
と
し
て
皇
国
の
正
音
の
外
部
に
置
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

さ
ら
に
五
十
音
に
濁
音
を
加
え
た
七
十
音
の
体
系
を
再
び
つ
き
崩
す
半

濁
音
に
対
す
る
宣
長
の
反
応
に
は
、
「
ン
」
の
音
に
対
し
て
と
同
様
、

周
縁
的
事
象
へ
の
禁
忌
を
恩
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
0
1
|
「
此
音
は
〔
濁

音
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
〕
連
費
の
便
に
で
も
、
な
ほ
甚
し
き
不

正
音
也
、
ま
し
て
連
撃
な
ら
ざ
る
を
や
。
故
に
皇
園
の
古
言
に
は
護
撃

{
語
頭
音
〕
は
さ
ら
に
も
い
は
す
、
連
撃
の
便
と
い
へ
共
、
此
音
一
ツ

も
あ
る
乙
と
な
し
」
結
局
こ
の
音
も
、
総
の
音
の
「
ピ
ン
ポ
ン
」
の

如
き
、
「
不
正
部
位
)
か
つ
鳥
獣
万
物
の
詳
に
類
す
る
も
の
と
し
て

ヒ
ト
ク
品

「
異
国
」

H

異
人
の
領
域
に
整
理
さ
れ
て
じ
ま
う
の
で
あ
る
。

現
在
国
語
学
上
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
)
ハ
行
の
音
は
極
く
古
く
P

の
音
で
発
音
さ
れ
た
と
す
る
説
を
こ
こ
で
持
ち
出
し
て
宣
長
の
誤
謬
を

あ
げ
つ
ら
う
こ
と
は
た
や
す
い
か
、
一
万
で
こ
う
し
た
宗
教
的
確
信
が

現
在
で
も
宣
長
の
業
績
に
帰
さ
れ
る
国
語
学
上
の
発
見
を
導
き
出
し
た

実
証
の
原
動
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
「
お
」
と
「
を
」
の
所
属
に
関
す
る
問
題
を
思
い
出
し
て
み
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ょ
う
。
現
在
オ
が
ア
行
に
、
ヲ
が
ワ
行
に
属
す
る
こ
と
は
音
韻
上
の
法

則
性
か
ら
も
合
致
す
る
自
明
の
事
実
K
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
成
立
当
初

の
五
十
音
に
お
い
て
と
の
こ
音
は
実
際
正
し
く
配
置
さ
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
鎌
倉
時
代
以
降
、
と
れ
が
誤
ま
っ
て
ア
イ
ウ
エ
一
戸
、
ワ
ヰ
ウ
ヱ

わ
と
並
べ
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
長
い
間
、
乙
の
誤
ち
を
指
摘
す
る

者
が
な
い
状
態
が
続
い
た
。
語
学
研
究
に
お
い
て
は
宣
長
の
先
達
で
あ

る
契
沖
や
真
淵
も
乙
の
事
実
に
気
付
か
ず
に
、
国
語
学
上
い
く
つ
か
の

誤
解
を
犯
し
て
い
る
。
古
語
研
究
や
漢
字
の
音
を
定
め
る
上
で
数
々
の

不
都
合
を
生
じ
る
と
の
所
属
の
誤
ち
を
決
定
的
に
正
し
た
の
が
外
な
ら

ぬ
宣
長
で
あ
る
。
細
か
な
プ
ロ
セ
ス
は
省
略
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
確
か
に
古
語
解
釈
に
お
い
て
生
じ
た
疑
問
に
発
す
る
精
綴
な
実
証
的

研
究
の
賜
物
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
実
証
の
行
く
手
を
照
ら
し
て
い
た

も
の
は
、
よ
り
精
密
な
秩
序
の
存
在
を
信
じ
る
「
体
系
の
精
神
」
以
外

の
何
者
で
も
な
か
ろ
う
。
例
示
の
対
象
と
し
て
唐
突
に
過
ぎ
る
乙
と
を

厭
わ
な
け
れ
ば
、
か
の
ケ
プ
ラ
l
が
数
秘
論
的
な
調
和
へ
の
確
信
に
導

か
れ
て
惑
星
の
運
動
法
則
を
解
明
し
た
乙
と
を
連
想
し
て
も
よ
い
。
こ

と
ほ
ど
さ
よ
う
に
言
語
学
者
宣
長
に
あ
っ
て
信
仰
と
学
聞
は
互
い
に
互

い
を
支
え
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
皇
園
の
正
音
」
観
は
宣
長
の
古
語
研
究
の
到

達
点
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
出
発
点
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
五
十

音
の
整
然
た
る
体
系
に
宣
長
は
上
代
語
の
、
他
に
類
を
見
ぬ
優
秀
性
を

見
出
し
た
。
と
乙
ろ
が
こ
の
観
点
は
実
は
、
音
韻
を
経
由
し
て
日
本
語

の
文
法
全
体
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
再
び
『
三
音
考
』
を
引
乙
う
。

皇
園
ノ
古
言
ハ
五
十
ノ
音
ヲ
出
ズ
。
サ
テ
知
此
ク
用
ル
音

ス
タ
ナ

ν

レ

ハ
甚
少
ケ
レ
ド
モ
、
彼
此
相
連
ネ
テ
活
用
ス
ル
故
ニ
、
幾
千
万
ノ

タ
ラ一

言
語
ヲ
成
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
足
ザ
ル
事
ナ
ク
護
ル
事
ナ
シ
。
ソ
ノ
ウ

タ

ト

ヘ

イ

才

オ

号

フ

川

口

へ
二
一
口
ノ
ウ
へ
ニ
モ
亦
活
用
ア
リ
テ
、
恒
令
パ
言
思
ノ
如
キ
ハ
、
ハ

ヒ
フ
へ
ト
転
用
シ
テ
、
イ
ハ
ム
、
イ
ヒ
、
イ
フ
、
イ
へ
。
ォ
モ
ハ
ム
、

H
H
H
H
H
H
H川
山
川

H

H

U

H
日
H
H
H

ハ
タ
ラ

オ
モ
ヒ
、
オ
モ
フ
、
オ
モ
へ
ト
活
キ
、
〔
:
:
:
〕
又
上
件
ノ
外
ニ
モ

種
々
ノ
活
用
ア
リ
テ
、
千
言
蔦
語
各
皆
其
ノ
例
格
違
フ
コ
ト
ナ
シ
。
又

u
H
山
川
川
川
H
H
H
H
川

H
H
H
U
H
H
U
H
H
U
H
-テ
ニ
ヲ
ハ

言
ヲ
連
ネ
テ
語
ヲ
ナ
ス
ニ
、
ハ
モ
ゾ
コ
ソ
テ
ニ
ヲ
ヤ
カ
ム
等
ノ
鰐

ア
リ
テ
其
意
ヲ
分
ツ
。
凡
テ
如
此
ク
、
活
用
助
欝
ニ
因
テ
、
其
義
ノ

ヨ
マ
カ

Y

細
ニ
ク
ハ
シ
ク
分
ル
、
事
甚
タ
妙
ニ
シ
テ
、
外
園
ノ
言
語
ノ
能
タ
及
ブ

所
ニ
非
ズ
。
凡
ソ
天
地
ノ
閉
そ
カ
ク
パ
カ
リ
言
語
ノ
精
微
ナ
ル
園

ハ
ア
ラ
ジ
ト
ゾ
思
ハ
ル
(
判
。

〔:・・・・〕
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『
詞
の
玉
緒
』
等
の
著
作
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
宣
長
は
出
来
る
限

り
数
多
く
の
事
例
に
あ
た
っ
た
実
証
的
調
査
研
究
に
よ
っ
て
、
テ
ニ
ヲ

ハ
、
特
に
係
り
結
び
の
法
別
の
解
明
に
大
き
な
業
績
を
残
し
た
。
そ
れ

は
正
し
く
文
献
学
者
宣
長
の
面
白
躍
如
た
る
側
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

も
や
は
り
体
系
性
へ
の
執
念
、
合
法
則
性
へ
の
信
仰
は
、
実
証
の
方
向

付
け
を
強
く
規
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
証

と
実
証
の
合
体
し
た
と
こ
ろ
に
出
来
た
最
終
的
確
信
が
、
「
カ
ク
パ
カ



リ
言
語
ノ
精
徴
ナ
ル
園
ハ
ア
ラ
ジ
ト
ゾ
思
ハ
ル
、
」
と
い
う
言
葉
に
結

自
問
し
た
の
で
あ
る
。

乙
の
確
信
は
『
古
事
記
伝
』
の
中
で
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
明
さ

れ
る
。

ツ

ヅ

タ

凡
て
言
は
テ
ニ
ヲ
ハ
を
以
て
連
接
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
テ
ニ
ヲ
ハ

ヨ
ト
ツ
ヅ
キ

に
よ
り
て
、
言
連
接
の
さ
ま
ざ
ま
の
意
も
、
乙
ま
か
に
分
る
3

わ
さ

ν

ア

ヒ

カ

ナ

オ

ゴ

ソ

カ

サ

グ

な
り
。
か
く
て
是
を
用
る
さ
ま
、
上
下
相
協
ひ
て
厳
な
る
格
ま
り

ヨ

し
あ
れ
ば
、
今
古
記
を
古
語
に
訓
む
に
も
、
乙
れ
を
よ
く
考
へ
て
、

正
し
く
す
べ
き
な
別
。

オ

ゴ

ソ

カ

ザ

ダ

宣
長
に
お
い
て
神
秘
的
な
価
値
を
与
え
ら
れ
た
乙
の
「
厳
な
る
定

ま
り
」
(
文
は
『
詞
の
玉
緒
』
に
言
う
「
い
と
も
あ
や
し
き
言
霊
の
さ
だ

ま
悔
」

)
H言
語
の
法
則
性
が
、
『
古
事
記
伝
』
を
中
心
と
し
た
上
代
研

究
、
ひ
い
て
は
世
界
観
全
体
と
如
何
な
る
関
係
を
も
っ
た
か
、
章
を
改

め
て
論
じ
よ
う
。

'

E

E

ろ
E
と
ば

二
、
上
代
の
意
言

「
テ
ニ
ヲ
ハ
」
と
は
む
ろ
ん
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
単
は
る

「
助
調
」
の
意
味
で
は
な
く
、
助
調
、
助
動
調
、
接
尾
語
、
活
用
語
尾
の

全
体
を
指
す
た
め
の
言
葉
で
あ
る
。
乙
の
中
に
宣
長
は
精
妙
な
る
言
語

の
秩
序
を
見
た
。
し
か
も
乙
乙
に
宣
長
が
日
本
語
の
本
質
を
漢
語
と
の

対
比
の
上
で
見
定
め
る
た
め
の
鍵
が
あ
っ
た
。

再
度
『
三
音
考
』
を
引
く
。
中
国
語
に
文
字
の
多
す
ぎ
る
事
を
難
じ

た
箇
所
で
あ
る
。

漢
闇
ハ
字
甚
多
ク
シ
テ
、
煩
ハ
シ
ク
ク
ダ
ク
ダ
シ
ク
返
テ
不
便
也
。

ス
ク
ナ

〔
:
:
〕
字
ノ
多
キ
ニ
比
ス
レ
パ
、
音
ハ
イ
ト
少
ク
テ
、
一
音
ニ
数

字
数
言
ヲ
兼
ル
故
ニ
、
耳
ニ
其
言
ヲ
聴
テ
ハ
、
義
ノ
分
ラ
ヌ
コ
ト
ツ

チ

ネ
ニ
多
シ
。
文
音
即
言
ナ
ル
ガ
故
ニ
言
ニ
活
用
ナ
シ
。
其
例
ヲ
イ
ハ

パ
、
飲
食
ノ
如
キ
、
皇
園
ノ
言
ニ
テ
ハ
、
ノ
ム
、
ク
ラ
フ
ト
モ
ノ
マ
-

H
H
H
H
H
H
U
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
'
タ
-7

ム
、
ク
ラ
ハ
ム
ト
モ
-U-
メ
、
ク
ラ
へ
ト
モ
活
キ
テ
、
其
義
ヲ
分
ツ
ヲ
、
お

ィ
ン
ジ
フ

漢
園
ニ
テ
ハ
タ
て
飲
食
ト
云
ヨ
リ
外
ナ
ク
シ
テ
、
活
カ
ザ
ル
故
-
一
、
一

ノ
ム
、
ク
ラ
フ
モ
ノ
マ
ム
、
ク
ラ
ハ
ム
モ
ノ
メ
、
ク
ラ
ヘ
モ
、
一
ツ

ニ
シ
テ
並
木
別
ナ
シ
。
タ
Y
其
時
ノ
サ
マ
ト
、
上
下
ノ
言
ト
ニ
随
ヒ
テ

意
得
分
ク
ル
ノ
ミ
ニ
コ
ソ
ア
レ
、
其
一
言
ノ
ウ
ヘ
ニ
テ
ハ
分
リ
難
シ
。

諸
ノ
言
語
皆
然
、
也
。
是
ハ
漢
園
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
諸
ノ
外
園
皆
如
此
シ
。

サ
レ
パ
皐
園
ノ
一
言
ハ
生
言
、
異
圏
ノ
言
ハ
皆
死
言
ノ
如
シ
出

「
諸
ノ
外
園
」
語
が
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、

確
か
に
格
・
数
・
人
称
・
時
制
な
ど
を
示
す
標
識
を
持
た
ぬ
孤
立
語
と

し
て
の
中
国
語
は
極
め
て
文
脈
依
存
性
が
高
く
、
解
釈
の
二
重
性
・
三

重
性
を
許
す
文
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
漢
文
を
書
き
下
し
て
訓
読
に



す
る
と
い
う
日
本
人
独
自
の
解
読
シ
ス
テ
ム
は
、
常
に
彼
我
の
言
語
構

造
の
相
違
に
つ
い
て
意
識
を
新
た
に
す
る
絶
好
の
材
料
だ
っ
た
わ
け
だ

が
、
は
た
し
て
宣
長
は
乙
の
テ
ニ
ヲ
ハ
の
存
在
に
、
日
本
語
の
漢
語
に

対
す
る
優
杭
を
見
る
の
で
あ
る
。

あ
し
わ
け
を
ぷ
ね

宣
長
の
最
も
初
期
の
歌
論
、
『
排
謹
小
船
』
に
も
次
の
よ
う
な
箇
所

が
見
ら
れ
る
。

テ
ニ
ヲ
川
ト
云
モ
ノ
、
和
歌
ノ
第
一
二
重
ン
ス
ル
所
也
。
ス
ヘ
テ
和
歌

ニ
カ
キ
ラ
ス
、
吾
邦
一
切
ノ
言
語
、
コ
ト
コ
ト
ク
テ
ニ
ハ
ヲ
以
テ
分

明
ニ
分
ル
、
事
也
。
吾
邦
ノ
言
語
寓
園
ニ
ス
グ
レ
テ
、
明
ラ
カ
ニ
詳

ラ
カ
ナ
ル
ハ
、
テ
ニ
ハ
ア
ル
ヲ
以
テ
也
。
異
国
ノ
言
語
ハ
、
テ
ニ
ハ

ナ
キ
ユ
へ
ニ
、
ソ
ノ
明
詳
ナ
ル
事
、
吾
邦
ニ
及
ハ
ス
、
達
セ
サ
ル
所

モ
マ
ヨ
ア
ル
事
也
。

宣
長
の
同
時
代
人
で
あ
る
リ
ヴ
ァ
ロ
ル
の
か
の
有
名
な
言
葉
、
《
の
伯

C
Z
仲ロ
.
0
田仲℃岱間口同
mw町
e
D
.
0
白許可阿世田片岡

1

岱ロ
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U
の
白
血
己
仲
ロ
umwm酔
匂
島
田

口
-
S『
B
件。ロロ
o
g
mロ
m
E
F
E
m
L窓口・
m
g
ロ
o
z
E丘ロ・ぃ
V
を
思
い
起
さ

せ
る
よ
う
な
主
張
、
特
に
「
明
断
な
ら
ざ
る
も
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
あ
ら

ず
」
に
続
く
「
明
噺
な
ら
ざ
る
も
の
は
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
の
外
国
語
で

あ
る
」
と
乙
れ
は
ま
た
瓜
二
つ
の
自
国
語
優
越
思
想
で
は
な
い
か
。
リ

ヴ
ァ
ロ
ψ

の
場
合
は
既
に
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
準
普
遍
語
の
地
位
を
獲
得

し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
権
威
を
正
当
化
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
賛

辞
で
あ
る
の
に
対
し
、
宣
長
の
場
合
は
シ
ナ
の
中
華
思
想
と
、
同
胞
の

儒
者
の
他
華
思
想
と
を
つ
き
崩
す
た
め
に
行
な
わ
れ
た
戦
闘
的
メ
ッ
セ

ー
ジ
で
あ
っ
た
と
い
う
根
本
的
相
違
、
そ
の
他
語
ら
れ
た
文
脈
上
の
異

な
り
が
あ
っ
て
、
比
較
研
究
の
対
象
と
し
て
意
義
が
あ
る
か
ど
う
か
は

疑
問
だ
が
、
文
化
史
上
の
平
行
現
象
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
テ
ニ
ヲ
ハ
に
よ
る
日
本
語
の
「
明
詳
性
」
へ
の
関
心
は

宣
長
の
歌
論
の
み
な
ら
ず
文
献
学
全
体
の
中
核
を
形
成
し
て
お
り
、
特

ヨ
ミ
ザ
マ

に
『
古
事
記
』
の
訓
法
解
明
へ
の
熱
意
は
乙
の
関
心
に
深
く
根
差
す
も

の
で
あ
る
。

し
か
し
翻
っ
て
根
本
の
と
乙
ろ
を
考
え
れ
ば
、
宣
長
の
訓
法
解
明
の

努
力
は
、
も
し
『
古
事
記
』
が
仮
名
H
表
音
文
字
で
書
か
れ
て
い
れ
ば

無
用
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
「
抑
此
記
は
、
も
は
ら
古
語
を
伝

ナ
カ
ム
カ
シ

ふ
る
を
旨
と
せ
ら
れ
た
る
書
な
れ
ば
、
中
昔
の
物
語
文
な
ど
の
如
く
、

カ

ナ

ガ

キ

皇
圃
の
語
の
ま
、
に
、
一
も
じ
も
た
が
へ
ず
、
俵
名
書
に
乙
そ
せ
ら
る

べ
き
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
「
先
ゾ
大
御
園
に
も
と
文
字
は

ト

y
タ

ユ

フ

ミ

'

ワ

タ

リ

マ

キ

キ

な
か
り
し
か
ば
」
、
「
ゃ
、
後
に
、
外
園
よ
り
書
籍
と
云
ぅ
物
渡
参
来
て
、

其
を
此
閣
の
言
も
て
読
な
ら
ひ
、
そ
の
義
理
を
も
わ
き
ま
へ
さ
と
り
て

F

モ

ジ

フ

ミ

ヨ

卜

e

カ

リ

ヨ

ヨ

カ

キ

ジ

ル

ぞ
、
其

j

文
字
を
用
ひ
、
そ
の
書
籍
の
語
を
借
て
、
此
聞
の
事
を
も
書
記

す
乙
と
に
以
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
官
一
長
に
と
っ
て
『
古
事
記
伝
』

を
書
く
と
い
う
乙
と
が
す
な
わ
ち
、
乙
の
「
何
と
か
し
て
漢
字
で
日
本

語
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
上
代
日
本
人
の
努
力
、
悪
戦
苦
闘
と
言
っ
て

い

1
?つ
な
経
験
」
を
思
い
描
く
乙
と
だ
っ
た
と
す
る
の
は
小
林
秀
一
馬
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だ
が
、
確
か
に
『
古
事
記
』
の
注
釈
は
漢
字
を
導
入
し
て
育
っ
た
日
本

文
化
の
来
歴
を
直
視
す
る
契
機
で
あ
っ
た
。
そ
乙
か
ら
宣
長
は
日
本
人

が
と
も
す
れ
ば
忘
れ
が
ち
な
事
実
、
自
国
語
と
は
別
の
意
味
体
系
か
ら

文
字
を
借
り
て
来
る
と
い
う
乙
と
が
、
自
ら
の
精
神
文
化
に
如
何
な
る

意
味
を
持
っ
か
に
つ
い
て
の
省
察
を
一
段
と
深
め
る
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
。

乙
乙
で
、
宮
一
長
に
関
す
る
研
究
書
が
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
程
言
及
す

る
『
古
事
記
伝
』
の
一
節
を
引
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ヨ

ヨ

ロ

ヨ

ト

ヨ

ト

パ

ア

ヒ

カ

ナ

y

抑
意
と
事
と
言
と
は
、
み
な
相
称
へ
る
物
に
し
て
、
上
?
代
は
、
意

も
事
も
言
も
上
ッ
代
、
後
ノ
代
は
、
意
も
事
も
言
も
後
ノ
代
、
協
同
僻
は
、

意
も
事
も
言
も
漢
園
な
る
を
、
書
紀
〔
H
日
本
書
紀
〕
は
、
後
ノ
代

の
意
を
も
て
、
上
ッ
代
の
事
を
記
し
、
漢
園
の
言
を
以
テ
、
主
臨
の
意
を

記
さ
れ
た
る
故
花
、
あ
ひ
か
な
は
ざ
る
乙
と
多
か
る
を
、
此
記
〔
H

古
事
記
〕
は
、
い
さ
三
か
も
さ
か
し
ら
を
配
へ
ず
て
、
古
《
よ
り
一
玄
ヒ

伝
へ
た
る
ま
ー
に
記
さ
れ
た
れ
ば
、
そ
の
意
も
事
も
言
も
航
桝
ひ
て
、

皆
上
ヴ
代
の
長

σり
、
是
レ
も
は
ら
古
へ
の
ま
ず
一
一
を
卦
と
し
た
る
が
故

フ

フ

ミ

ぞ
か
し
。
す
べ
て
意
も
事
も
、
言
を
以
て
伝
る
も
の
な
れ
ば
、
書
は

そ
の
記
せ
る
一
一
一
品
ぞ
主
に
は
有
け
針
。

『
う
ひ
山
ぶ
み
』
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
言
葉
使
い
に
お
い
て
み
ら

れ
る
乙
の
「
意
l
事
l
言
」
相
称
説
の
含
む
と
こ
ろ
は
極
め
て
大
き
く
、

解
釈
も
多
様
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
は
サ
ピ
ア

H
フ
ォ
l
フ
の
言
語
栢
対

主
義
へ
や
が
て
発
展
す
べ
き
言
語
認
識
の
表
出
を
こ
乙
花
見
た
い
。
一
一
一
一
口

語
は
単
に
出
来
合
い
の
観
念
体
系
を
表
現
す
る
た
め
の
道
具
で
は
な
く
、

言
語
そ
れ
自
体
が
文
化
の
詰
相
と
密
接
に
関
連
し
、
そ
乙
に
生
き
る
人

3
2
ロ

コ

ト

コ

ト

パ

の
思
考
の
様
体
を
決
定
す
る
と
い
う
の
が
、
「
抑
意
と
事
と
一
一
一
一
口
と
は
、

ア
ヒ
カ
ナ

み
な
相
称
へ
る
物
に
し
て
、
上
代
は
、
意
も
事
も
言
も
上
代
、
後
代
は
、

カ
ラ
ク
ニ

意
も
事
も
言
も
後
代
、
漢
園
は
、
意
も
事
も
言
も
漢
園
」
と
い
う
言
葉

の
意
味
す
る
と
と
ろ
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
別
の
箇
所
に
あ
る
「
皇
園

ツ

プ

コ

マ

カ

ナ

y
ケ

の
上
代
は
、
万
の
物
に
も
事
に
も
、
あ
ま
り
に
細
に
分
て
名
称
を
ば
着

ず
、
な
べ
て
の
言
語
す
く
な
く
て
、
こ
と
足
れ
り
し
を
、
漢
園
な
ど
は
、

な
べ
て
一
一
日
脚
聞
き
属
部
に
て
、
何
事
に
も
、
あ
ま
り
な
る
ま
で
僻
V
名
称

の
あ
る
な
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
は
、
漢
字
導
入
以
前
の
日
本
語
に
お
け

る
抽
象
概
念
の
未
発
達
を
繕
う
読
弁
と
い
う
側
面
は
覆
い
隠
せ
ぬ
も
の

の
、
言
語
が
世
界
を
切
り
取
る
際
の
怒
意
性
に
対
す
る
意
識
の
芽
を
確

か
に
含
ん
で
い
る
。

従
っ
て
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
上
代
の
事
象
と
精
神
を
、
漢
字
と
い

う
異
質
の
言
語
を
借
り
て
伝
え
よ
う
と
思
え
ば
、
そ
こ
に
は
当
然
、
歪

ミ
ク
ニ
ヨ
ト

み
が
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
凡
て
皇
圏
言
の
意
と
漢
字
の
義
と
、
全

く
は
合
ヒ
が
た
き
も
多
か
る
を
、
か
た
へ
に
合
，
ざ
る
所
あ
る
を
も
、
大

方
の
合
へ
る
を
取
て
、
当
た
る
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
道
」

チ

ウ

マ

シ

ミ

チ

と
い
う
語
に
し
て
も
、
元
来
「
美
知
と
は
、
此
記
に
昧
御
路
と
室
田
る
如

ヤ

マ

ジ

只

ヂ

チ

く
、
山
路
野
路
な
ど
の
路
ニ
、
御
て
ふ
言
を
添
た
る
に
て
、
た
だ
物
に

ゆ
く
路
ぞ
、
こ
れ
を
お
き
で
は
、
上

y

代
に
道
と
い
ふ
も
の
は
な
か
り
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〔

J

い
こ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乙
れ
に
「
道
」
と
い
う
漢
字
を
あ
て
る
乙
と

に
よ
っ
て
、
「
道
」
の
中
に
あ
る
抽
象
的
な
意
味
合
い
、
タ
オ
に
ま
つ

ヨ

ト

ア

わ
る
様
々
な
「
言
挙
げ
」
が
古
代
日
本
に
存
在
し
た
か
の
よ
う
に
後
世

人
は
誤
解
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
漢
文
に
よ
る
「
潤
色
」
な
ど
と
い
う

生
易
し
い
次
元
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
上
代
の
精
神
そ
の
も
の
が

変
容
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
事
態
を
生
み
か
ね
ぬ
も
の
で
あ
る
。
宣
長

は
上
述
の
よ
う
な
言
語
と
精
神
の
合
体
を
「
意
言
」
と
呼
ぶ
が
、
正
し

、

ロ

ヨ

ト

パ

イ

タ

ヨ

ト

く
「
皇
圏
の
志
の
意
言
の
、
漢
の
さ
ま
と
、
甚
く
異
な
り
け
る
乙
と

を
、
お
し
は
か
か
財
」
る
乙
と
が
、
古
代
研
究
に
お
い
て
肝
要
な
の
で

あ
る
。

カ
ラ
ゴ
ヨ
ロ

乙
う
し
て
見
る
と
、
官
一
長
が
絶
え
ず
批
判
し
た
「
漢
意
」
と
は
、
単

に
シ
ナ
崇
拝
や
古
典
解
釈
上
の
「
さ
か
し
ら
心
」
を
指
す
の
み
な
ら
ず
、

漢
字
漢
文
と
い
う
別
の
言
語
体
系
に
よ
っ
て
侵
入
し
た
異
文
化
の
精
神

そ
の
も
の
を
指
す
言
葉
で
あ
る
乙
と
が
わ
か
る
。
漢
意
と
は
す
な
わ
ち

漢
字
で
あ
る
、
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
の
自
覚

カ

リ

{

幻

)

が
足
り
な
い
か
ら
乙
そ
、
「
後
に
当
た
る
慢
の
物
」
に
過
ぎ
ぬ
漢
字
の

も
由
ま
な
ぴ

釈
義
に
精
神
を
集
中
す
る
と
い
う
倒
錯
し
た
学
聞
が
生
れ
る
の
だ
と
宣

長
は
言
う
o
J
一
引
は
主
、
文
字
は
僕
従
、
と
い
う
度
々
く
り
返
さ
札
群
宣

長
の
主
張
は
、
漢
字
乙
そ
が
実
は
仮
名
で
あ
っ
て
、
古
言
を
そ
の
ま
ま

う
っ
す
乙
と
の
で
き
る
表
音
文
字
H
仮
名
は
む
し
ろ
真
名
な
の
だ
と
い

う
乙
と
に
他
な
ら
な
い
。

カ
ラ
プ
ミ
ゴ
ヨ
ロ

「
漢
籍
意
」
で
書
か
れ
た
『
日
本
書
紀
』
よ
り
も
古
言
を
よ
く
保
存

す
る
『
古
事
記
』
研
究
を
重
ん
じ
た
の
も
、
漢
意
に
お
か
さ
れ
て
い
な

い
「
や
ま
と
ご
乙
ろ
」
す
な
わ
ち
、
漢
字
と
い
う
他
国
語
の
意
味
体
系

に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
て
い
な
い
古
代
人
の
心
を
そ
の
ま
ま
探
り
得
る

と
信
じ
た
か
ら
だ
が
(
そ
の
認
識
の
是
非
は
こ
こ
で
は
間
わ
な
い
)
、
あ

る
意
味
で
は
同
じ
発
想
が
宣
長
の
和
歌
の
研
究
を
も
貫
い
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
「
歌
は
神
代
よ
り
お
の
づ
か
ら
臨
ま
訟
の
み
に
て
、
か
ら
園
の

や
う
を
ま
じ
へ
ぬ
ゆ
へ
に
、
か
ら
め
き
さ
か
し
だ
ち
た
る
事
を
い
は
む

と
す
れ
ば
、
き
た
な
く
な
り
て
鮮
な
ら
ね
ば
〔
:
:
:
〕
さ
て
後
の
世
に

カ
ラ一

い
た
り
で
は
、
い
よ
い
よ
唐
や
う
に
何
事
も
な
り
は
で
ぬ
れ
ど
、
猶
歌

の
み
今
も
神
代
の
ま

E
K
御
園
の
を
の
づ
か
ら
民
意
諒
ピ
て
、
露
ば
か

り
も
お
酵
の
や
う
を
ま
じ
へ
ぬ
は
、
い
み
し
く
め
で
た
き
わ
ざ
」
で
あ

る
と
の
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
和
歌
に
「
こ
ち
た
く
む

つ
か
し
げ
」
な
る
内
容
を
と
め
る
の
が
似
つ
か
わ
し
く
な
い
だ
け
で
は

な
く
、
「
文
字
の
音
ひ
と
つ
ま
じ
へ
て
だ
に
、
か
な
長
す
き
た
な
く
聞
」

え
る
と
い
う
、
音
声
的
な
面
か
ら
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
れ
r

い
や
む
し

ろ
、
幼
少
期
か
ら
詠
歌
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
言
語
音
へ
の
個
人
的
美
意

識
が
「
正
音
」
観
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
と
い
う
方
が
順
序
と
し
て

は
正
し
い
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
和
歌
は
「
漢
字
」

H

「
漢
意
」
に
侵

食
さ
れ
て
い
な
い
上
代
の
訴
が
生
き
つ

J

つ
け
る
場
な
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
宣
長
も
、
漢
字
が
日
本
文
化
に
な
し
た
貢
献
、
日
本
人
の
精

神
世
界
に
如
何
に
同
化
し
つ
く
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
認
識
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
否
む
し
ろ
そ
の
認
識
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
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同
時
代
人
の
そ
の
点
の
自
覚
が
浅
け
れ
ば
浅
い
ほ
ど
、
宣
長
は
強
い
調

子
で
漢
意
批
判
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
日
本
語
H
日
本
文
化
の
特
殊
な
形
態
の
中
で
、

今
一
つ
「
や
ま
と
ご
乙
ろ
」
を
生
か
す
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
が
、

ほ
か
な
ら
ぬ
「
テ
ニ
ヲ
ハ
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
単
語
一
つ
一
つ
の
次

元
に
留
ま
ら
な
い
、
概
念
と
概
念
を
結
ぶ
心
の
動
き
に
関
わ
る
も
の
だ

け
に
、
よ
り
い
っ
そ
う
日
本
人
の
精
神
構
造
に
関
わ
っ
て
く
る
も
の
で

あ
る
。結

局
、
宣
長
が
「
テ
ニ
ヲ
ハ
」
の
存
在
に
見
た
日
本
語
の
「
明
詳
性
」

と
は
、
日
本
人
独
自
の
「
心
ば
へ
」
を
伝
え
る
に
は
日
本
語
独
自
の
シ

ン
タ
ク
ス
を
も
っ
て
す
る
ほ
か
な
い
の
だ
と
い
う
、
構
文
上
の
一
言
語
相

対
主
義
に
つ
ら
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
上
代
の
「
事
」
や
「
心
」
、

歌
や
物
語
に
乙
め
ら
れ
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
、
漢
字
を
用
い
、
し

か
も
漢
文
の
構
造
を
用
い
て
は
「
乙
ま
か
に
意
を
分
ヵ
つ
ま
で
に
は
及
ば

ぬ
」
の
も
、
当
然
の
理
で
あ
る
。
先
に
筆
者
は
、
思
想
的
文
脈
の
相
違

を
無
視
し
て
敢
え
て
宣
長
の
同
時
代
人
リ
ヴ
ァ
ロ
ル
の
名
を
挙
げ
た
が
、

リ
ヴ
ァ
ロ
ル
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
明
噺
性
を
支
え
る
と
さ
れ
た
も

の
は
、
文
の
倒
置
を
許
す
ラ
テ
ン
語
に
対
し
、
主
語
l
動
詞
i
目
的
語

の
語
順
が
確
定
し
て
い
る
と
い
う
構
文
上
の
特
徴
で
あ
っ
た
乙
と
を
、

乙
乙
に
付
記
し
て
お
き
た
い
川
r

E
と
ぽ

E
Eる

言
が
意
を
そ
の
ま
ま
映
す
も
の
だ
と
い
う
以
上
の
よ
う
な
尖
鋭
な
言

語
意
識
は
、
そ
の
他
に
も
数
々
の
注
目
す
べ
き
論
を
生
み
出
し
て
い
る
。

中
で
も
特
に
重
要
な
の
は
、
注
釈
の
方
法
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

乙
の
点
に
つ
い
て
は
古
文
辞
学
か
ら
の
影
響
等
、
村
岡
典
嗣
の
古
典
的

研
究
以
来
度
々
説
か
れ
て
き
た
所
で
あ
る
の
で
、

ζ

乙
で
は
繰
り
返
さ

な
い
が
、
要
は
「
す
べ
て
意
も
事
も
、
言
を
以
て
伝
る
も
の
な
れ
ば
、

フ

ミ

ヨ

ト

'

書
は
そ
の
記
せ
る
言
辞
ぞ
主
に
は
有
け
る
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
へ
の
密

ヨ
ヨ
ロ
ヨ
ト
ワ
リ

着
、
言
語
の
外
に
隠
れ
た
意
や
理
を
求
め
な
い
言
辞
第
一
主
義
に
帰

着
す
る
。
乙
の
主
義
は
古
典
解
釈
の
場
面
だ
け
で
は
な
く
歌
論
に
つ
い

て
も
貫
か
れ
、
作
歌
に
際
し
て
意
と
詞
の
ど
ち
ら
を
重
視
す
べ
き
か
と

の
間
い
を
立
て
て
、
「
し
ひ
て
い
は
ば
猶
調
を
ぞ
む
ね
と
は
す
べ
か
り

札
か
」
と
す
る
『
石
上
私
淑
言
』
の
立
場
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。

本
論
の
関
心
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
乙
の
言
辞
第
一
主
義
が
、
乙

の
踏
査
の
先
に
持
っ
て
い
て
し
か
る
べ
き
語
源
探
求
や
本
義
の
追
求
に

つ
な
が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
乙
れ
は
宣
長
の
方
法
論
の
中

心
思
想
の
一
つ
と
し
て
、
『
う
ひ
山
ぷ
み
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
定
式

化
さ
れ
て
い
る
。
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語
釈
は
緊
要
に
あ
ら
ず
。
語
釈
と
は
、
も
ろ
も
ろ
の
言
の
、
然
云

ト

タ

ア

メ

本
の
意
を
考
へ
て
、
釈
を
い
ふ
。
た
と
へ
ば
天
と
い
ふ
は
い
か
な
る

ツ
チ

乙
と
、
地
と
い
ふ
は
い
か
な
る
乙
と
¥
釈
く
た
ぐ
ひ
也
。
乙
は
学

者
の
、
た
れ
も
ま
づ
し
ら
ま
ほ
し
が
る
乙
と
な
れ
ど
も
、
乙
れ
は
さ

の
み
深
く
心
を
も
ち
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ず
。
乙
は
大
か
た
よ
き
考
へ

は
出
来
が
た
き
も
の
に
て
、
ま
ず
つ
は
い
か
な
る
乙
と
3

も
、
し
り
が



た
き
わ
さ
な
る
が
、
し
ひ
て
も
し
ら
で
も
、
事
か
く
乙
と
な
く
、
し

り
て
も
さ
の
み
益
な
し
。
さ
れ
ば
諸
の
言
は
、
そ
の
然
云
フ
本
の
意

リ
J

カ
シ
カ

を
考
《
ん
よ
り
は
、
古
人
の
用
ひ
た
る
所
を
よ
く
考
へ
て
、
云
々
の
言

は
、
云
々
の
意
に
用
ひ
た
り
と
い
ふ
こ
と
を
、
よ
く
明
ら
め
知
る
を
、

要
と
す
べ
し
。

乙
の
言
葉
の
中
に
は
言
語
の
通
時
態
と
共
時
態
を
峻
別
す
る
鋭
敏
な

意
識
が
働
い
て
い
る
。
宣
長
が
他
所
で
挙
げ
て
い
る
平
易
な
例
で
言
え

ば
、
「
気
の
毒
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
「
乙
乙
ろ
ぐ
る
し
」
を
、

文
字
通
り
「
心
の
苦
し
き
乙
と
」
と
し
て
し
ま
え
ば
、
重
大
な
誤
解
を

犯
す
こ
と
に
な
る
。
乙
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
「
す
べ
て
言
は
、
し
か
い

ふ
本
の
意
と
、
用
ひ
た
る
意
と
は
、
多
く
は
ひ
と
し
か
ら
ぬ
も
の
」
な

の
で
あ
る
。
従
っ
て
古
語
研
究
と
は
、
一
語
一
語
に
つ
い
て
「
古
人
の

用
ひ
た
る
所
」
を
そ
の
ま
ま
明
ら
か
に
す
る
乙
と
、
上
代
と
い
う
〈
特

定
共
時
体
〉
の
中
に
お
け
る
役
割
を
見
定
め
る
乙
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
乙
に
語
源
論
の
よ
う
な
通
時
的
視
点
を
ま
ぎ
れ
乙
ま
せ
る
乙
と
は
、

無
用
な
混
乱
を
招
く
だ
け
で
あ
る
。

宣
長
の
中
に
は
確
か
に
ソ
シ
ュ

l
ル
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
と
言

え
よ
う
。

乙
乙
で
よ
う
や
く
わ
れ
わ
れ
は
、
本
論
の
冒
頭
で
立
て
た
問
い
に
立

ち
戻
る
乙
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
宣
長
に
は
後
続
す
る
国
学

者
た
ち
に
あ
る
よ
う
な
、
自
国
語
の
根
本
元
理
に
帰
ろ
う
と
す
る
「
有

縁
性
」
の
探
求
が
見
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

一
般
に
平
田
篤
瓶
以
降
の
音
義
説
は
、
契
沖
・
真
淵
・
官
一
長
と
続
く

古
典
研
究
の
延
長
線
上
、
言
語
の
中
に
柿
秘
を
見
る
言
語
論
の
発
展
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
流
れ
の
中
に
、
宮
一
長
門
下
の
鈴
木
膿
が
う
ち

た
て
た
写
声
起
源
説
が
重
要
な
橋
渡
し
役
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ

け
だ
が
、
乙
乙
ま
で
見
て
き
た
宣
長
の
言
語
観
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、

宣
長
と
そ
れ
以
降
の
音
義
言
霊
派
と
の
聞
に
は
決
定
的
な
断
絶
が
あ
る

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
両
者
の
国
語
学
上
の
知
識
の

差
に
還
元
で
き
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
方
法
論
、
ひ
い
て

は
研
究
対
象
そ
の
も
の
の
違
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
研
究
対
象
の
違
い
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
室
長
が
一
切

の
語
源
探
索
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
た
と
え
ば

神
々
の
名
の
本
義
な
ど
は
彼
の
『
古
事
記
』
研
究
に
お
い
て
重
要
な
位

置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
宮
一
長
が
「
し
り
て
も
さ
の
み
益
な
し
」
と
断

ア

メ

ッ

チ

カ

ミ

じ
た
の
は
、
天
、
地
、
神
な
ど
古
語
の
基
本
単
位
一
語
一
語
の
由
来
で

あ
り
、
「
た
れ
も
ま
づ
し
ら
ま
ほ
し
が
る
乙
と
」
で
あ
る
の
を
認
め
つ

つ
も
、
そ
れ
よ
り
大
事
な
の
は
古
人
の
使
用
法
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
観
点
か
ら
判
断
を
停
止
し
た
点
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
乙
れ
は
従

来
宣
長
論
に
お
い
て
し
ば
し
ば
説
か
れ
て

ι
p
「
不
可
知
論
」
的
態
度

と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
感
覚
で
知
り
得
る
経
験
的
知
識

の
み
を
重
ん
じ
る
認
識
論
上
の
立
場
を
、
言
語
研
究
に
も
表
出
さ
せ
た
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も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
『
玉
く
し
げ
』
の
次
の
一
文
を
見
ょ
う
。

ツ

タ

セ

ツ

モ

ツ

ト

毛

総
じ
て
人
の
か
し
乙
く
造
り
た
る
説
は
、
尤
な
る
や
う
に
聞
え
、

カ
ヘ
ツ
ア
サ
ア
サ

ま
乙
と
の
伝
へ
は
、
返
て
浅
々
し
く
、
お
ろ
か
な
る
乙
と
の
や
う
に

チ

エ

カ

ギ

リ

エ

ハ

カ

開
ゆ
る
物
な
れ
ど
も
、
人
の
智
慧
は
限
あ
り
て
、
得
測
り
し
ら
ぬ
と

ア

サ

オ

ロ

カ

カ

へ

ツ

乙
ろ
多
け
れ
ば
、
す
べ
て
そ
の
浅
は
か
に
愚
に
開
ゆ
る
事
に
、
返
て

カ

ギ

リ

メ

ウ

リ

ボ

ン

チ

限
な
く
探
き
妙
理
は
あ
る
乙
と
な
る
を
、
及
ば
ぬ
凡
智
を
以
て
乙
れ

ウ

タ

グ

ツ

タ

モ

ツ

ト

毛

シ

ン

を
疑
ひ
、
か
の
造
り
乙
と
の
、
尤
ら
し
く
聞
ゆ
る
方
を
信
ず
る
は
、

オ

ノ

シ

ン

カ

ヘ

ツ

オ

ロ

カ

『

珂

)

己
が
心
を
信
ず
る
と
い
ふ
も
の
に
て
、
返
て
い
と
愚
な
る
乙
と
な
り
。

乙
乙
で
宣
長
が
攻
撃
し
て
い
る
の
は
、
現
象
の
背
後
に
「
陰
陽
八
卦

ム

ナ

シ

カ

ラ

ゴ

2

0

五
行
」
「
因
果
応
報
」
等
々
の
、
「
空
き
理
」
を
求
め
る
「
漢
意
」
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
根
本
的
な
語
源
解
釈
を
拒
け
る
姿
勢
も
、
語
音
と
語

カ

ギ

リ

メ

ワ

リ

義
の
結
合
と
い
う
現
象
自
体
に
「
限
な
く
深
き
妙
理
工
ケ
』
見
た
上
で
、

そ
れ
以
上
人
智
の
及
び
か
ね
る
探
求
を
自
ら
に
禁
じ
た
不
可
知
論
と
し

て
規
定
で
き
る
面
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
神
話
・
古
伝
説
に
見
ら
れ
る
矛

盾
・
不
合
理
を
も
一
切
、
あ
る
が
ま
ま
に
容
認
し
よ
う
と
す
る
絶
対
的

信
仰
と
な
っ
て
様
々
な
支
障
を
生
む
と
同
時
に
、
古
語
研
究
の
方
法
論

と
し
て
は
、
全
く
正
し
い
選
択
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
特

に
篤
胤
以
降
の
音
義
説
が
、
日
本
語
特
有
の
擬
態
語
・
音
声
象
徴
を
利

カ

カ

ラ

リ

用
し
た
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
(
「
加
は
加
良
理
と
し
た

キ

キ

リ

、

タ

〔

円

M
d

る
声
、
伎
は
伎
理
々
と
し
た
る
声
、
久
は
久
流
理
と
し
た
る
声
ド
:
・
」

等
)
、
語
源
研
究
に
目
立
っ
た
業
績
を
上
げ
得
な
か
っ
た
の
を
見
れ
ば
、

宣
長
の
方
法
は
ソ
シ
ュ

l
ル
を
引
き
合
い
に
出
さ
ず
と
も
十
分
評
価
さ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
宣
長
の
採
っ
た
立
場
は
方
法
論
の
選
択
で
あ

っ
て
、
知
識
の
多
寡
に
還
元
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。
彼
以
降
の
音
義

説
へ
の
発
展
に
つ
い
て
も
、
既
に
秋
成
と
の
論
争
の
中
で
そ
の
芽
を
摘

ん
で
し
ま
っ
て
い
る
乙
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
|
|
「
凡
て
言
語

の
意
の
軽
重
と
、
そ
の
音
の
軽
重
と
は
別
な
る
物
に
て
、
さ
ら
に
相
あ

づ
か
ら
ぬ
事
也
」
彼
に
あ
っ
て
重
要
な
の
は
「
上
ッ
代
」
と
い
う
一

つ
の
言
語
文
化
の
事
象
と
精
神
を
、
古
語
の
研
究
を
通
じ
て
明
ら
か
に

す
る
乙
と
で
あ
っ
て
、
上
代
以
前
へ
歴
史
的
・
原
理
的
を
間
わ
ず
)
に

あ
る
も
の

i
l
言
語
の
発
生
様
体
'
起
源
ー
ー
を
求
め
る
乙
と
は
全
く

視
野
の
外
に
あ
っ
た
。
約
言
す
れ
ば
、
「
自
然
」
を
振
り
捨
て
た
皇
国

言
語
観
は
言
語
研
究
の
方
法
論
に
も
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

乙
う
し
て
時
間
的
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
は
「
起
源
」
の
問
題
、
後

れ
る
も
の
と
し
て
は
漢
字
と
い
う
異
文
化
の
影
響
を
排
除
し
て
、
厳
然

と
確
定
さ
れ
た
研
究
領
域
が
「
上
ツ
代
」
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
乙
れ
が

同
時
に
宣
長
の
信
仰
対
象
で
あ
っ
た
乙
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

つ釦sa品

ワ

ガ

ミ

タ

ユ

ア

マ

テ

ラ

ス

オ

ホ

ミ

カ

ミ

ミ

ク

ユ

一

ア

ダ

シ

ク

ニ

グ

-

一

吾
御
園
は
天
照
大
御
神
の
御
固
と
し
て
、
位
園
々
に
す
ぐ
れ
、

で
た
く
た
へ
な
る
御
園
な
れ
ば
、

め

人
の
心
も
な
す
わ
さ
も
い
ふ
言
の



オ
ダ
ヒ

葉
も
、
只
直
く
み
や
び
や
か
な
る
ま
、
に
て
、
天
の
下
は
事
な
く
穏

に
部
ま
り
来
ぬ
れ
ば
、
人
の
園
の
や
う
に
乙
ち
た
く
む
つ
か
し
げ
な

る
事
は
、
つ
ゆ
ま
じ
ら
ず
な
む
有
け
群
。

乙
の
理
想
社
会
た
る
古
代
の
文
化
を
構
成
す
る
、
人
の
「
心
一

す
わ
ざ
」
「
い
ふ
言
の
葉
」
の
三
位
一
体
の
う
ち
、
官
一
長
が
上
y

代
へ

の
導
き
の
糸
と
し
た
の
は
「
言
の
葉
」
の
あ
り
ょ
う
で
あ
っ
た
。
宣
長

の
言
語
学
的
関
心
の
様
々
な
絡
ま
り
合
い
の
中
で
本
論
が
見
て
き
た
と

こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
乙
の
「
言
の
葉
」
の
中
味
も
、
単
語
|

観
念
の
面
、
構
文
の
面
、
そ
し
て
音
声
の
面
の
三
者
が
密
接
し
た
相
関

関
係
を
保
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
な
り
に
「
直
く
み
や
び
や
か
な
」

ヨ
マ
カ

姿
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
単
語
l
観
念
の
体
系
が
「
あ
ま
り
に
細
に
分

ツ
ケ

て
名
称
を
ば
着
」
ぬ
単
純
性
を
持
ち
、
構
文
が
テ
ニ
ヲ
ハ
に
よ
っ
て
「
明

ラ
カ
ニ
詳
ラ
カ
」
で
あ
る
こ
と
は
、
音
声
の
「
清
朗
・
単
直
」
性
と
呼

応
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
五
十
音
の
整
然
た
る
体
系
を
破

る
撒
音
・
助
音
・
促
音
は
、
漢
字
H

漢
意
の
「
乙
ち
た
く
む
つ
か
し
げ

な
る
」
潤
雑
・
暖
昧
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
上
ツ
代

の
時
空
の
外
部
に
あ
っ
た
自
然
界
に
響
く
不
正
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
、
鳥
獣

万
物
の
声
の
名
残
り
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「な

む
す
び

宣
長
の
言
語
観
を
見
て
誰
し
も
頭
に
浮
ぶ
の
は
、
乙
れ
ほ
ど
透
徹
し

た
言
語
へ
の
洞
察
を
持
ち
な
が
ら
何
故
、
真
の
相
対
主
義
的
な
見
方
に

行
き
着
か
ず
に
シ
ョ

l
ヴ
ィ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
国
語
賛
美
を
繰
り
返
し

た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
時
代
の
制
約
を
言
う
の
は
正
し
く
な
い
。

現
に
秋
成
は
宣
長
の
皇
国
言
語
観
に
向
か
っ
て
、
「
元
来
ひ
と
へ
〔
H

単
直
〕
な
る
が
正
き
と
い
ふ
も
、
音
の
長
き
が
不
正
と
い
ふ
も
、
豊
一

人
の
心
に
て
乙
そ
あ
れ
、
い
つ
れ
の
園
々
も
自
然
に
出
る
撃
な
れ
ば
、

何
の
論
な
き
事
也
、
我
尊
し
他
卑
し
の
説
は
、
直
き
御
園
魂
の
人
心
と

も
な
い
じ
と
い
う
近
代
的
な
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
る
し
、
宣
長
自
身

そ
の
よ
う
な
認
識
を
持
と
う
と
思
え
ば
持
つ
事
は
容
易
だ
っ
た
ろ
う
。

宣
長
の
中
に
は
シ
ナ
の
中
華
思
想
と
そ
れ
を
無
批
判
に
承
認
す
る
儒
学

者
た
ち
の
中
国
崇
拝
、
さ
ら
に
は
自
国
語
を
既
め
て
漢
語
を
尊
ぶ
風
潮

に
対
す
る
反
接
か
あ
り
、
対
坑
者
の
論
理
を
借
り
た
ア
ン
チ
・
テ
1
ゼ

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
す
る
の
も
一
つ
の
説
明
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
で
宣
長
の
偏
狭
さ
か
帳
消
し
に
な
る
も
の
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
宣
長
の
矛
盾
は
停
も
言
語
論
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

宣
長
の
信
仰
・
学
問
体
系
の
全
般
を
覆
う
も
の
で
あ
る
o

『
新
潮
』
に

「
本
居
宣
長
」
を
連
載
中
、
小
林
秀
雄
は
あ
る
対
談
で
次
の
よ
う
な
発

言
を
し
て
い
る

l
l
「
〔
:
:
:
〕
僕
な
ん
か
た
と
え
ば
宣
長
さ
ん
を
や

っ
て
い
て
、
あ
の
人
の
一
ば
ん
面
白
い
と
思
う
と
乙
ろ
は
、
あ
の
人
の

つ
ま
づ

こ
と
を
調
べ
て
い
る
と
誰
も
顕
い
て
し
ま
う
、
そ
の
と
こ
ろ
な
ん
だ
。

ど
う
し
て
あ
あ
い
う
聡
明
な
学
聞
の
方
法
を
持
っ
た
人
に
、
無
邪
気
な

っυ
」
礼
守



信
仰
が
あ
っ
た
か
、
と
い
う
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
な
ん
だ
」

本
論
の
目
的
の
一
つ
は
、
官
一
長
の
皇
国
言
語
観
と
い
う
、
戦
前
戦
中

の
一
時
期
を
除
い
て
学
問
的
に
は
歯
牙
に
も
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
珍
説

が
在
日
外
国
人
に
よ
る
日
本
文
化
論
批
判
の
中
で
と
り
上
げ
ら
れ
た
こ

と
を
出
発
点
に
、
乙
の
言
語
観
が
如
何
に
宣
長
の
学
問
の
総
体
と
切
り

離
せ
ぬ
関
係
に
あ
る
か
を
見
る
こ
と
に
あ
勺
た
。
小
林
秀
雄
の
言
う

「
無
邪
気
な
信
仰
」
に
あ
た
る
皇
国
言
語
観
が
吉
一
長
の
中
で
「
聡
明
白

な
言
語
研
究
の
方
法
と
矛
盾
な
く
結
び
つ
い
て
い
た
乙
と
は
こ
ζ
ま
で

で
あ
る
程
度
示
し
得
た
と
思
う
。
だ
が
そ
れ
で
宣
長
の
騒
罪
は
完
了
す

る
の
か
ど
う
か
。
先
の
発
言
に
続
け
て
小
林
は
次
の
よ
う
に
き
ヌ
ノ
ハ
ー

「
歴
史
家
は
、
そ
の
ま
ま
を
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ど
う
し
て
み
ん

な
宣
長
さ
ん
を
そ
の
ま
ま
見
な
い
の
か
。
電
長
の
ま
ち
が
い
を
正
し
た

ら
宣
長
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
宣
長
は
大
へ
ん
偉
か
っ
た
か
ら
間

違
っ
た
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
れ
ば
い
い
ん
だ
。
じ
ゃ
、
ど
う
偉
か
っ

た
か
ら
、
あ
あ
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
僕
に
う
ま
く
書
け
れ
ば
、

あ
の
人
は
間
違
わ
な
か
っ
た
乙
と
に
な
る
ん
だ
。
そ
れ
が
生
き
た
歴
史

だ
」
!
小
林
の
言
う
一
歴
史
家
」
一
た
り
き
れ
ず
、
「
あ
の
人
は
間
違
わ
な

か
っ
た
」
と
ま
で
言
う
こ
と
に
た
め
ら
い
を
覚
え
る
わ
れ
わ
れ
に
は
、

宣
長
の
「
偉
さ
」
と
「
間
違
い
」
を
二
つ
な
が
ら
見
据
え
て
行
く
作
業

が
今
後
も
待
ち
受
け
て
い
る
。

註中
小
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
句
読
点
等
、
幾
分
表
記
を
改
め
て
あ
る
。
引
用
文

中
の
〔
」
カ
ッ
コ
は
、
特
に
断
わ
り
の
な
い
も
の
を
除
き
、
引
用
者
に
よ

る
も
の
で
あ
る

r

(IL

ロ
ビ
ン
・
ギ
ル
「
反
日
本
人
論
』

ニi
二一頁。

(
工
作
会
、

昭
和
六

O
年
)
、
一
一
四

(2)

『
漢
字
三
音
考
」
、
一
本
居
宮
一
長
全
集
』
(
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
三
1
五

二
年
。
以
下
一
全
集
」
と
略
す
、
第
五
巻
、
一
一
一
八
一

l
二
頁
。

(
3
)
ギ
ル
は
築
山
一
切
謙
占
二
の
文
化
の
構
造
と
こ
と
ピ
L

一
か
ら
次
の
箇
所
を
引

く

i
』
「
自
然
は
見
え
る
世
界
だ
け
で
は
な
い
。
聞
え
る
立
回
の
世
界
も
あ
る
。

ζ

の
方
の
自
然
へ
の
傾
斜
が
生
ん
だ
乙
と
ば
と
し
て
擬
音
語
・
擬
態
語
が
あ

る
。
こ
の
種
の
語
は
日
本
語
に
非
常
に
多
い
。
:
・
」

〈

4
ν
c
・。
s
$
g
w
ぞ
ご
さ

chohhhRaw-u釦
江
田

L
匂
叶
。
・
な
お
、
ロ
ビ
ン
・

・
ギ
ル
の
英
語
論
は
現
代
に
生
き
る
ミ
モ
ロ
ジ
ッ
ク
の
夢
想
と
し
て
興
味
深

(
5
)
全
集
第
五
巻
、
一
二
八
会
玉
県
。

(
6
)
『
日
本
思
想
大
系
』
第
三
九
巻
(
岩
波
書
庖
、
昭
和
四
七
年
)
所
収
、

三
九
五
頁
。
〔
〕
内
の
漢
字
は
『
大
系
』
に
よ
る
。

(
7
)
『
阿
刈
慶
』
、
全
集
第
八
巻
。

(8)
同
書
、
三
九
七
頁
。

(
9
)
同
書
、
二
一
八
五
頁
。

(
叩
)
『
漢
字
三
音
考
」
、
三
八
四
頁
。

(
日
)
「
字
音
侵
字
用
格
」
中
の
「
お
を
所
属
弁
」
参
照
。
(
全
集
第
五
巻
、

一
二
三
一
頁
以
下
)
例
え
ば
、
息
を
於
伎
と
し
、
居
を
乎
流
と
い
う
例
が
あ

る
乙
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
お
」
は
あ
行
内
で
、
「
を
」
は
わ
行
内

で
通
用
す
る
と
い
う
事
実
を
一
つ
の
根
拠
と
し
た
。

(
ロ
)
官
一
長
は
い
わ
ゆ
る
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
事
実
を
デ
l
タ
約
に
は
把
握

し
て
い
た
も
の
の
、
乙
れ
が
実
際
の
発
音
に
起
因
す
る
も
の
だ
と
は
考
え
な

a
A守

a
A
m
A
 



か
っ
た
。
従
っ
て
奈
良
時
代
に
は
八
種
の
母
音
が
区
別
さ
れ
て
い
た
と
い
う

事
実
を
宣
長
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
乙
の
例
は
五
十
音
信
仰
の

弊
害
を
顕
わ
に
し
て
い
る
。

(
日
)
『
漢
字
三
音
考
』
、
三
八
二
1
三
頁
。

(
比
)
『
古
事
記
伝
』
、
全
集
第
九
巻
、
三
七
頁
。

(お
U

『
詞
の
玉
緒
」
、
全
集
第
五
巻
、
二
-
一
頁
。

(
日
)
『
漢
字
三
音
考
」
、
三
八
七
l
八
頁
。

(
げ
)
『
排
麓
小
船
』
、
全
集
第
二
巻
、
五

O
頁。

〈

叩

均

)

〉

EOMロ
叩
何
回
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2・0
目
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印
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眼
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u
s
g
R可
白
白
尽
可
町
、
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q
m
a
a円
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ト

F
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出

冊

目
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N
9
3
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R
h
w
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Q
S
4
0
2
P
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A
F
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C
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ト
ゼ
可
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hu
司
ト
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G
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州

刊

定

例

吋

-
E
h
-
-

∞∞。曹、円相コ匂
-

M

)

宇
品
・

(
叩
)
『
古
事
記
伝
』
、
全
集
九
巻
、
十
七
頁
。

(
加
)
小
林
秀
雄
『
本
居
宣
長
』
(
新
潮
社
、
昭
和
五
二
年
)
三
四
四
l
五
頁

0

2
)
『
古
事
記
伝
』
、
全
集
九
巻
、
六
頁
。

(
詑
)
『
う
ひ
山
ぶ
み
』
(
『
日
本
思
想
大
系
』
第
四
十
巻
所
収
)
五
二
七
頁
。

ヨ
ト
守
ヲ
ヂ
ョ
、
ロ

「
ま
づ
大
か
た
人
は
、
」
一
首
と
事
と
心
と
、
そ
の
さ
ま
大
抵
相
か
な
ひ
て
、
:
・
」

〈
お
)
『
古
事
記
伝
L

、
全
集
九
巻
、
三
五
頁
。

(
担
)
岡
、
一
二
六
頁
。

(
お
)
問
、
五

O
頁。

(
部
)
問
、
三
三
頁
。

(
訂
)
同
、
三
三
頁
。

(
部
)
『
石
上
私
淑
言
」
(
全
集
第
二
巻
)
、
一
一
四
頁
な
ど
。

(
却
)
問
、
一
五
四
l
五
真
。

(
却
)
た
だ
し
、
宣
長
の
関
心
が
「
も
の
の
あ
は
れ
」
等
、
日
本
人
特
有
の
感

情
表
現
を
行
な
う
た
め
の
文
学
・
詩
的
言
語
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
リ
ヴ
ァ

ロ
ル
の
場
合
は
、
啓
蒙
哲
学
と
の
関
連
で
、
科
学
言
語
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス

語
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(
幻
)
『
石
上
私
淑
言
』
、
一
七
九
l

一八

O
頁。

(
担
)
『
う
ひ
山
ぶ
み
』
(
『
日
本
思
想
大
系
』
第
四
十
巻
所
収
)
、
五
二
五
l

六
頁
。

(
お
)
『
玉
勝
間
』
(
『
日
本
思
想
大
系
」
第
四
十
巻
所
収
)
、
二
四
一
頁
。

(
担
)
参
照
、
森
本
和
夫
「
古
文
辞
学
と
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ

l
i但
徐
・
宣
長

と
フ
l

コ
l

・
デ
リ
ダ
」
、
『
沈
黙
の
言
語
』
〈
東
大
出
版
会
、
昭
和
五
一

年
)
所
収
。

(
出
)
例
え
ば
、
村
岡
典
嗣
、
前
掲
書
、
四
八
五
頁
以
下
。
ま
た
、
西
郷
信
網

『
国
学
の
批
判
』
(
未
来
社
、
昭
和
四

O
年
て
二
七
一
頁
以
下
。

(
部
)
『
玉
く
し
げ
』
、
全
集
第
八
巻
、
=
二
五
l
六
頁
。

釘
)
平
田
篤
胤
『
古
史
本
辞
経
』
、
『
平
田
篤
胤
全
集
』
第
七
巻
(
名
著
出

版
、
昭
和
五
二
年
)
、
五

O
七
頁
。

(
招
)
『
珂
刈
歯
周
』
、
三
九
一
頁
。
乙
の
発
言
は
「
お
」
「
を
」
の
所
属
問
題

に
関
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
「
大
」
は
「
お
」
、
「
小
」
は
「
を
」
で
あ

る
の
に
、
お
を
あ
行
に
し
て
軽
く

(
O
と
し
て
)
発
音
し
、

J
V
を
わ
行
に
し

て
重
く
(
恥
と
し
て
)
発
音
す
る
と
、
意
味
の
軽
重
と
音
の
軽
重
が
矛
盾
す

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
秋
成
の
疑
問
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

(
却
)
「
石
上
私
淑
言
』
、
一
五
四
頁
。

(
却
)
『
阿
刈
鼓
」
、
全
集
第
八
巻
、
三
八
三
頁
。

(
州
出
)
昭
和
四
十
六
年
七
月
、
『
諸
君
』
、
江
藤
淳
と
の
対
談
。
(
『
歴
史
に

つ
い
て
|
l
小
林
秀
雄
対
談
集
」
、
文
義
春
秋
、
昭
和
五
三
年
、
二
四
頁
)

(
位
)
同
書
、
二
四
頁
。
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