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1　

一
八
九
八
年
の
日
光

　

上
海
副
領
事
と
し
て
中
国
勤
務
だ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
が
、
初
め
て
日
光
を
訪
れ
る
の
は
、
一
八
九
八
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。
休

暇
を
利
用
し
て
一
ヶ
月
あ
ま
り
の
日
本
旅
行
を
計
画
し
た
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
五
月
二
五
日
、
上
海
を
発
ち
、
二
七
日
に
長
崎
に
入
り
、
神
戸
、

横
浜
を
訪
ね
た
後
で
、
五
月
三
一
日
に
東
京
に
到
着
す
る
。
そ
し
て
翌
六
月
一
日
に
日
光
に
赴
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
日
光
訪
問
は
、
実
は
ク

ロ
ー
デ
ル
の
詩
学
に
豊
か
な
果
実
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
『
詩
法
』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。

　

六
月
一
日
の
午
前
中
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
を
訪
れ
た
後
、
上
野
駅
か
ら
列
車
に
乗
り
込
み
、
宇
都
宮
ま
で
行
き
、
そ
こ
で
列

車
を
乗
り
換
え
、
日
光
に
入
っ
て
い
る
。
当
時
、
上
野
か
ら
日
光
ま
で
が
汽
車
で
五
時
間
ほ
ど
を
要
し
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
日
光
に
つ

い
た
時
は
、
夕
刻
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
の
印
象
は
、
散
文
詩
「
森
の
な
か
の
黄
金
の
櫃
」（
一
八
九
八
年
）
か
ら
想
像
す
る
こ
と
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が
で
き
る
。「
江
戸
を
発
つ
と
き
に
は
、
澄
ん
だ
空
に
大
き
な
太
陽
が
照
り
つ
け
て
い
た
。
午
後
遅
く
、
乗
換
駅
の
宇
都
宮
に
到
着
す
る
と
、

雲
が
沈
み
ゆ
く
太
陽
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
を
見
た
」）

1
（

。
こ
の
時
期
の
栃
木
で
は
、
夕
方
か
ら
雷
雨
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く

な
く
、「
ホ
ー
ム
で
ま
ど
ろ
み
か
け
た
あ
の
時
間
、
私
を
西
へ
と
連
れ
て
行
く
列
車
で
過
ご
し
た
長
い
時
間
、
私
は
太
陽
の
勢
い
が
弱
ま
り
、

雲
の
厚
み
が
増
し
て
い
く
光
景
を
眺
め
る
観
客
で
あ
っ
た
」）

2
（

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
ク
ロ
ー
デ
ル
も
黒
々
と
し
た
不
吉
な
雲
が
一
面
を

覆
い
始
め
て
い
る
風
景
を
目
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
実
際
に
ク
ロ
ー
デ
ル
が
こ
の
日
、
夕
立
に
見
舞
わ
れ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
こ

の
散
文
詩
と
は
別
に
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
旅
行
中
の
メ
モ
を
記
し
た
備
忘
録
を
持
ち
歩
い
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
「
杉
並
木
。
ホ
テ
ル
。
沢
山
の

人
。
舞
踊
」）

3
（

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
雷
雨
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
雷
雨
は
免
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し

て
も
午
後
遅
く
日
光
に
到
着
し
た
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
杉
並
木
を
日
光
山
内
方
面
に
行
き
、
金
谷
ホ
テ
ル
に
投
宿
し
て
い
る）4
（

。

　

翌
日
の
ク
ロ
ー
デ
ル
の
行
動
は
、
備
忘
録
に
従
え
ば
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
午
前
中
、
杉
並
木
を
散
策
し
、
そ
の
後
、
東
照
宮
に
向
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
備
忘
録
に
、「
祭
列
。
鷹
匠
。
緑
の
袴
を
は
い
て
笙
を
吹
く
宮
司
」
と
あ
る
の
は
、
東
照
宮
の
春
季
例
大
祭
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

る
。
現
在
、
東
照
宮
の
春
季
例
大
祭
は
五
月
一
七
日
、
一
八
日
で
あ
る
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
携
行
し
て
い
た
バ
ジ
ル
＝
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ

ン
編
の
『
日
本
旅
行
者
の
た
め
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
に
は
、「
毎
年
恒
例
の
例
大
祭
が
六
月
一
日
、
二
日
に
執
り
行
わ
れ
る
」
と
あ
り
、
当
時

は
、
六
月
一
日
、
二
日
に
行
わ
れ
て
い
た）5
（

。

　

翌
三
日
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
備
忘
録
に
は
「
神
社
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
だ
が
、
こ
の
神
社
は
お
そ
ら
く
東
照
宮
の
こ
と
で
あ
る
。）

6
（

「
森
の

中
の
黄
金
の
櫃
」
で
は
、
こ
の
日
光
東
照
宮
参
拝
に
つ
い
て
、「
深
い
森
の
な
か
、
私
は
巨
大
な
参
道
を
進
み
、
そ
の
先
に
は
緋
色
の
鳥
居
が

立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
た
。
月
の
は
め
込
ま
れ
た
屋
根
の
下
に
あ
る
青
銅
の
甕
。
私
は
清
め
の
水
を
一
口
、
口
に
含
む
。
石
段
を
登
る
。
参
拝
者

に
混
じ
っ
て
、
何
か
し
ら
豪
華
で
開
放
的
な
も
の
、
花
々
と
鳥
た
ち
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
彫
ら
れ
た
夢
の
よ
う
な
塀
の
真
ん
中
に
あ
る
門
を
く
ぐ

る
。
そ
し
て
私
は
裸
足
に
な
っ
て
、
内
部
の
黄
金
の
中
心
部
に
進
み
入
る
」）

7
（

と
あ
り
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
東
照
宮
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
表
門
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（
仁
王
門
）
を
抜
け
、
右
手
に
三
神
庫
を
見
て
、
左
に
折
れ
、
三
猿
の
彫
刻
の
あ
る
神
厩
舎
を
今
度
は
左
手
に
見
て
、
御
水
舎
で
口
を
漱
い
で
い

る
。
御
水
舎
の
先
に
は
青
銅
の
鳥
居
が
あ
り
、
石
段
を
上
が
っ
た
先
に
そ
び
え
る
陽
明
門
を
く
ぐ
り
、
御
本
社
に
あ
が
り）8
（

、
例
大
祭
の
翌
日
の

六
月
三
日
に
行
わ
れ
て
い
た
金
弊
祈
禱
祭
に
参
列
し
て
い
る
。「
私
が
見
た
の
は
、
毛
の
よ
う
な
も
の
で
で
き
た
冠
状
の
も
の
﹇
＝
烏
帽
子
﹈

を
被
り
、
緑
色
を
し
た
絹
の
幅
広
の
袴
を
は
い
た
厳
め
し
い
顔
つ
き
の
神
官
が
笛
と
笙
の
音
に
合
わ
せ
、
手
で
捧
げ
物
を
奉
っ
て
い
る
姿
だ
っ

た
」）

9
（

と
の
描
写
が
、
こ
の
祭
礼
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
家
康
の
墓
所
で
あ
る
奥
宮
ま
で
足
を
延
ば
し
て
い
る
。
こ

の
時
の
印
象
を
ク
ロ
ー
デ
ル
は
「
木
々
の
海
で
の
神
の
眠
り
」）

10
（

と
海
の
比
喩
で
表
現
し
て
い
る
。

　

翌
日
の
四
日
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
思
い
立
っ
て
中
禅
寺
湖
を
訪
ね
る
気
に
な
っ
て
い
る
。
金
谷
ホ
テ
ル
の
あ
る
鉢
石
町
か
ら
中
禅
寺
湖
ま
で
の

距
離
を
考
え
る
と
、
徒
歩
で
行
っ
た
と
す
れ
ば
四
、
五
時
間
は
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
人
力
車
を
雇
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
わ
れ
わ
れ
に
情
報
を
残
し
て
く
れ
て
い
な
い
。
こ
の
当
時
の
奥
日
光
、
中
禅
寺
湖
畔
は
、
現
在
と
様
相
が

大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
現
在
で
は
、
観
光
名
所
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
は
日
光
修
験
の
聖
地
で
あ
り
、
人
が
住
む
場
所
で
は
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
開
国
後
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
外
国
人
旅
行
者
が
中
禅
寺
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
、
在
日
外
国
人
が
こ
の

地
の
美
し
さ
に
惹
か
れ
て
、
別
荘
を
営
む
よ
う
に
な
る
。
一
八
八
七
年
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
法
律
家
で
、
帝
国
大
学
の
お
雇
い
外
国
人
で
あ
っ
た

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
が
別
荘
を
設
け
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
一
八
九
三
年
頃
に
は
グ
ラ
バ
ー
、
一
八
九
六
年
に
は
ア
ー
ネ
ス
ト
＝
サ

ト
ウ
が
別
荘
を
設
け
た
。
外
国
人
観
光
客
の
増
加
に
伴
い
、
彼
ら
に
照
準
を
合
わ
せ
た
西
洋
式
の
レ
ー
キ
サ
イ
ト
ホ
テ
ル
が
、
一
八
九
四
年
、

中
禅
寺
湖
畔
に
開
業
す
る
。
一
方
、
現
在
の
第
一
い
ろ
は
坂
の
も
と
に
な
っ
た
つ
づ
ら
折
り
の
山
道
が
整
え
始
め
ら
れ
た
の
も
、
一
八
八
七
年

か
ら
で
あ
る
（「
い
ろ
は
坂
」
と
い
う
名
称
に
な
る
の
は
昭
和
一
〇
年
代
で
あ
る
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
徒
歩
で
な
け
れ
ば
、
馬
か
駕
籠
で

し
か
行
け
な
か
っ
た
中
禅
寺
湖
へ
、
人
力
車
で
も
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
が
訪
れ
た
一
八
九
八
年
、
中
禅
寺
湖
畔
に

は
こ
う
い
っ
た
外
国
人
向
け
の
施
設
が
作
ら
れ
、
道
路
も
整
備
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
今
か
ら
比
べ
る
と
、
中
禅
寺
湖
ま
で
の
道
は
は
る
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か
に
険
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

話
を
ク
ロ
ー
デ
ル
に
戻
す
と
、
こ
の
時
の
体
験
に
基
づ
い
た
散
文
詩
「
散
策
者
」（
一
八
九
八
年
）
か
ら
は
、
徒
歩
で
中
禅
寺
湖
ま
で
向
か
っ

た
よ
う
な
印
象
も
受
け
る
。
し
か
し
、
備
忘
録
に
は
「
中
禅
寺
―
―
下
劣
な
考
え
―
―
午
後
―
―
半
ば
泥
棒
に
あ
っ
た
よ
う
な
も
の
―
―
土
砂

降
り
の
雨
／
母
と
娘
」）

11
（

と
し
か
な
く
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
人
力
車
で
あ
る
に
し
て
も
、
徒
歩
で
あ
る
に
し
て
も
、
と
も
か
く
ク
ロ
ー
デ
ル
は

中
禅
寺
湖
に
向
か
っ
て
山
道
を
登
り
始
め
た
の
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
記
述
か
ら
す
る
と
、
お
そ
ら
く
午
前
中
に
ホ
テ
ル
を
出
発
し
、
中
禅
寺

湖
を
目
指
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
午
後
、
土
砂
降
り
の
雨
に
遭
い
、
引
き
返
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
禅
寺
へ
の
散
策
に
基
づ
い
た
散
文
詩
「
散
策
者
」
で
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
雷
雨
に
見
舞
わ
れ
、
濡
れ
鼠
に
な
っ
た
こ
と

に
は
一
切
触
れ
ず
、
む
し
ろ
初
夏
の
瑞
々
し
い
日
光
の
自
然
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

こ
の
小
鳥
た
ち
の
歌
は
私
に
は
な
ん
と
新
鮮
で
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
も
の
に
思
え
た
こ
と
か
。
そ
の
向
こ
う
に
い
た
小
烏
の
鳴
き
声
は
な
ん
と
心
地
よ
い
も

の
だ
っ
た
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
木
は
、
自
分
た
ち
の
個
性
を
主
張
し
、
小
動
物
た
ち
は
自
分
た
ち
の
役
割
を
果
た
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鳴
き
声
は
、
こ
の
協
奏

曲
で
の
自
分
た
ち
の
パ
ー
ト
を
分
か
っ
て
い
る
。
音
楽
を
理
解
す
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
私
は
自
然
を
理
解
す
る
﹇
…
…
﹈。
か
つ
て
私
は
喜
々
と
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
あ
る
種
の
調
和
の
な
か
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
が
、
今
や
こ
の
秘
め
ら
れ
た
類
縁
関
係
に
よ
っ
て
、
あ
の
黒
々
と
し

た
松
が
、
楓
の
明
る
い
緑
と
結
ば
れ
る
、
そ
の
こ
と
を
私
は
見
て
取
っ
た
﹇
…
…
﹈。

﹇
…
…
﹈

　

私
は
世
界
の
調
和
を
理
解
す
る
、
私
が
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
を
読
み
取
れ
た
と
き
。）

12
（

　

こ
の
文
章
は
文
学
作
品
に
昇
華
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
経
験
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
奥
日

光
の
自
然
を
目
の
当
た
り
に
し
て
感
じ
た
こ
と
が
、
素
直
に
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
日
光
の
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自
然
を
「
協
奏
曲
」
や
「
調
和
」
と
い
っ
た
語
に
集
約
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
や
が
て
ク
ロ
ー
デ
ル
の
な
か
で
ひ
と

つ
の
詩
学
に
結
実
し
て
い
く
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
ク
ロ
ー
デ
ル
を
ず
ぶ
濡
れ
に
し
た
こ
の
雨
は
翌
五
日
ま
で
残
り
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
こ
の
雨
の
な
か
、
日
光
を
後
に
し
、
東
京
に

午
後
十
時
に
戻
っ
て
い
る
。

2　
『
詩
法
』

　

こ
の
さ
ん
ざ
ん
だ
っ
た
中
禅
寺
湖
へ
の
散
策
は
、
し
か
し
ク
ロ
ー
デ
ル
に
ど
う
や
ら
不
快
な
思
い
だ
け
を
残
し
た
も
の
で
は
な
く
、
大
き
な

収
穫
も
も
た
ら
し
た
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
こ
の
日
光
へ
の
旅
か
ら
前
述
の
よ
う
に
東
照
宮
を
描
い
た
「
森
の
な
か
の
黄
金
の
櫃
」
と
中
禅
寺
の
自

然
を
綴
っ
た
「
散
策
者
」
と
い
っ
た
や
が
て
『
東
方
所
観
』
に
収
め
ら
れ
る
散
文
詩
を
作
り
上
げ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
日
光
の
後
背
地
で
あ
る
中
禅
寺
の
自
然
が
、
彼
の
転
機
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
授
け
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
二
〇
世
紀
初
頭
に
書
か
れ
た
『
詩
法
』
で
あ
る
。『
詩
法
』
と
題
さ
れ
た
こ
の
書
物
は
、「
時
の
認
識
」「
世
界
へ
の
、
そ
し
て
自
己
の
、

共コ
・
ネ
サ
ン
ス

―
発
生
論
﹇
＝
認
識
論
﹈」「
教
会
の
発
展
」
の
三
つ
の
論
考
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
マ
ラ
ル
メ
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ

ス
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
影
響
を
受
け
た
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
著
作
の
な
か
で
も
最
も
思
弁
的
で
難
解
な
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
り）13
（

、
後
に
批
評

家
ピ
エ
ー
ル
・
ラ
セ
ー
ル
か
ら
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
マ
ラ
ル
メ
を
結
び
つ
け
て
何
か
が
生
み
出
せ
る
な
ど
と
は
誰
も
考
え
も
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ク
ロ
ー
デ
ル
氏
の
『
詩
法
』
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
マ
ラ
ル
メ
の
『
デ
ィ
ヴ
ァ
ガ
シ
オ
ン
』
の
最
も
純
化

さ
れ
た
文
体
で
翻
訳
さ
れ
た
神
の
形
而
上
学
の
古
典
的
で
伝
統
的
な
常
套
句
と
論
証
で
あ
り
、
奇
妙
と
い
う
こ
と
を
通
り
越
し
た
外
観
を
し
て

い
る
も
の
だ
」）

14
（

と
皮
肉
を
こ
め
て
論
じ
ら
れ
た
作
品
で
も
あ
る
。
確
か
に
ク
ロ
ー
デ
ル
自
身
、「
ほ
と
ん
ど
誰
も
私
の
『
詩
法
』
を
理
解
し
て
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く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
後
に
述
懐
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
『
詩
法
』
に
「
私
は
自
分
の
作
品
の
な
か
で
は
最
大
級
の
重
要
性
を
与
え
て

い
る
の
で
す
」
と
し
て
い
る
ほ
ど
、
彼
に
と
っ
て
は
重
要
な
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
る）15
（

。

　
『
詩
法
』
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
。
確
か
に
第
二
部
の
「
共コ
・
ネ
サ
ン
ス

―
発
生
論
」

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
言
葉
が
さ
か
れ
て
き
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
共コ
・
ネ
サ
ン
ス

―
発
生
論
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
ク
ロ
ー
デ
ル
作
品
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
先
の
作
品
群
に
見
え
隠
れ
す
る
こ
と
も
、
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
論
じ
る
余
裕
は
こ
こ
で
は
な
い
。
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
中
禅
寺
で
の
体
験
が
関
わ
っ
て
い
る
第

一
部
の
「
時
の
認
識
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
し
て
も
、「
原
因
に
つ
い
て
」「
時
に
つ
い
て
」「
時
間
に
つ
い
て
」
の
三
つ
の
章
か
ら
な

る
。
こ
の
三
章
の
う
ち
、
中
禅
寺
で
の
体
験
は
、
最
終
章
「
時
間
に
つ
い
て
」
の
結
論
部
と
い
っ
て
よ
い
最
後
の
箇
所
で
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ

は
、
あ
の
「
散
策
者
」
で
語
ら
れ
て
い
た
日
光
で
の
調
和
を
準
備
す
る
た
め
に
そ
れ
ま
で
の
部
分
が
書
か
れ
た
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か

も
、
こ
の
部
分
は
、
ま
さ
に
ク
ロ
ー
デ
ル
の
詩
学
の
核
心
と
関
わ
っ
て
い
て
、
詩
、
あ
る
い
は
文
学
の
果
た
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
も

い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
第
一
章
と
第
二
章
を
ま
ず
概
観
し
て
、
そ
の
後
で
中
禅
寺
で
の
体
験
と
の
関
連
を
み
て
み
よ
う
。

　

ク
ロ
ー
デ
ル
は
、「
時
」
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
関
係
の
な
い
よ
う
に
見
え
る
「
原
因
」
の
探
求
か
ら
始
め
て
い
る
。

そ
れ
が
第
一
章
の
「
原
因
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
こ
の
世
界
に
は
因
果
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
ま
ず
認
め
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
こ
の
因
果
関
係
の
網
の
目
が
、
世
界
を
す
っ
ぽ
り
と
覆
い
、
す
べ
て
の
事
物
・
現
象
は
、
因
果
関
係
で
秩
序
づ
け
ら

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
四
原
因
説
を
唱
え
た
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
真
の
意
味
で
の
世
界
の
原
因
は
、

「
哲
学
者
」、
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
四
原
因
説
で
は
説
明
で
き
な
い
、
と
留
保
し
て
い
る
。「
こ
こ
に
は
哲
学
者
の
い
う
四
原
因
、
質

料
因
、
形
相
因
、
目
的
因
、
作
動
因
を
な
す
も
の
は
何
一
つ
な
い
」）

16
（

と
。
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
四
原
因
の
大
前
提
は
、
い
う
ま
で
も
な
い

こ
と
で
あ
る
が
、
原
因
が
個
物
に
内
在
す
る）17
（

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
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こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
対
し
て
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
「
主
体
は
手
段
を
含
ま
な
い
」）

18
（

と
主
張
す
る
。
文
脈
か
ら
、
事
物
を
存
在
さ
せ
る
原
因

の
こ
と
を
ク
ロ
ー
デ
ル
は
「
手
段
」
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
主
体
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
事
物

に
は
根
源
的
な
「
原
因
」
が
内
在
し
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
主
体
を
存
在
さ
せ
る
原
因
は
、
主
体
の
外
部
か
ら
介
入
し

て
く
る
こ
と
に
な
る
。「
手
段
の
介
入
、
は
っ
き
り
と
声
に
出
さ
れ
る
命
令
の
よ
う
な
、
造
物
主
の
明
解
な
『
…
…
で
あ
れ
』
と
い
う
外
的
な
、

あ
る
い
は
、
潜
在
的
な
働
き
こ
そ
、
主
体
を
決
定
し
、
そ
れ
を
限
定
し
、
規
定
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
」）

19
（

。
主
体
を
規
定
し
、
個
物
と
し
て
存

在
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
は
、
神
が
「
光
あ
れ
」
と
命
じ
、
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
光
が
生
じ
た
よ
う
に
、
外
部
か
ら
の
力
、
外
部
か
ら

の
働
き
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
外
部
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
、
主
体
は
、
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
に

と
っ
て
、
主
体
が
存
在
す
る
原
因
は
、
外
在
的
な
も
の
な
の
で
、
そ
の
外
部
か
ら
の
力
を
受
け
取
る
こ
と
で
、
主
体
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、「
原
因
は
、
実
証
的
な
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
原
因
は
、
主
体
に
は
い
さ
さ
か
も
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
」）

20
（

と

定
義
す
る
。
事
物
を
存
在
さ
せ
て
い
る
真
の
原
因
は
、
論
証
も
実
証
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
事
物
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
事
物

の
外
部
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
同
時
代
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代
と
は
異
な
る
が
す
で
に
科
学
的
な
推
論
か
ら
、
事
物
に
は
そ
こ
に
内
在
す

る
固
有
の
変
化
の
法
則
が
あ
り
、
そ
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
、
変
化
や
生
成
が
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
原
因
は
個
物
に
内
在
し

て
い
る
と
い
え
る
共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
ク
ロ
ー
デ
ル
は
誤
り
で
あ
る
と
否
定
す
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
事

物
の
存
在
を
『
秩
序
づ
け
る
』
同
じ
『
法
』
が
、
事
物
の
産
出
を
命
じ
、
事
物
そ
の
も
の
に
生
成
的
な
力
が
初
め
か
ら
授
け
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
力
は
抑
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
特
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
そ
れ
が
誤
り
な
の
だ
」）

21
（

と
。
ク
ロ
ー
デ
ル
が
、
誤
り

と
い
っ
て
い
る
の
は
、
事
物
が
変
化
す
る
原
因
と
事
物
が
存
在
す
る
こ
と
の
原
因
と
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
だ
。
確
か
に
、
事
物
は
変
化
し
、

そ
の
変
化
の
原
因
は
事
物
に
あ
る
。
科
学
は
こ
の
変
化
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
求
め
て
い
る
も
の
は
、
こ
う
し
た
原
因
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で
は
な
く
、
事
物
が
存
在
す
る
こ
と
の
原
因
な
の
だ
。

　

こ
の
外
在
す
る
原
因
が
、
個
物
を
生
じ
せ
し
め
、
そ
れ
が
変
化
＝
運
動
さ
ら
に
は
時
間
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
論
じ
た
の
が
、
第
二
章
の

「
時
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
二
点
間
の
移
動
、
す
な
わ
ち
運
動
を
提
示
し
、
あ
る
点
か
ら
あ
る
点
に
移
動
す
る
の
は
、「
そ
れ

は
外
的
な
力
、
し
か
も
よ
り
大
き
な
力
の
結
果
に
よ
る
も
の
」
と
、
外
か
ら
の
力
が
働
い
て
、
運
動
が
生
じ
る
と
し
て
い
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル

は
、「
運
動
」
を
物
体
の
移
動
を
示
す
こ
と
か
ら
始
め
る
が
、
す
ぐ
に
現
象
の
生
成
変
化
全
般
を
「
運
動
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
運
動

は
、「
蕾
に
薔
薇
の
花
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
」
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
可
能
態
」
と
「
現
実
態
」
の
連
鎖
の
こ
と
と
理
解
で
き
る
。
た
と

え
ば
種
は
現
実
態
で
あ
る
が
、
そ
の
現
実
態
の
な
か
に
は
芽
が
可
能
態
と
し
て
内
包
さ
れ
て
お
り
、
光
や
水
と
い
っ
た
外
部
か
ら
の
運
動
を
受

け
て
、
や
が
て
芽
と
い
う
現
実
態
に
な
り
、
そ
こ
に
は
今
度
は
花
と
い
う
可
能
態
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
…
…
と
い
う
連
鎖
が
生
じ
る
関
係

で
あ
る
。
事
物
は
、
外
部
か
ら
運
動
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
自
分
以
外
の
事
物
に
外
在
的
な
力
と
な
っ
て
、
運
動
を
与
え
る
も
の
で

も
あ
る
。
こ
の
運
動
に
よ
っ
て
可
能
態
と
現
実
態
の
連
鎖
＝
運
動
の
網
の
目
に
事
物
は
秩
序
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
時
、
連
鎖
の
網
の
目
を
中
心
の
な
い
無
限
の
相
互
関
係
を
前
提
と
し
て
考
え
る
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
こ

れ
を
そ
う
考
え
て
い
な
い
点
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
種
の
目
的
論
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
運

動
論
は
、
事
物
は
最
終
的
な
目
的
に
向
か
っ
て
運
動
・
変
化
し
て
い
く
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
因
果
関
係
の
運
動
は
、
運
動
の
最
終
的
な

目
的
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
起
源
に
つ
い
て
は
明
確
に
想
定
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
そ
の
起
源
と
な
る
一
点
か
ら
運
動
の
網
の

目
が
広
が
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
ツ
リ
ー
型
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
運
動
の
連
鎖
に
は
、
起
点
で
あ

る
根
源
的
な
「
第
一
原
因
」
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
第
一
原
因
は
、「
そ
れ
自
身
は
も
は
や
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
他
を
動
か
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と

い
う
何
も
の
か
が
、
永
遠
な
る
も
の
で
あ
り
、
実
体
で
あ
り
、
現
実
態
で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
、
存
在
す
る
の
で
あ
る
」）

22
（

。
そ
れ
自
体
は
不
動

の
も
の
で
、
い
か
な
る
も
の
か
ら
も
運
動
を
受
け
付
け
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
運
動
を
与
え
、
そ
れ
ら
を
動
か
す
こ
の
存
在
が
運
動
の
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連
鎖
の
起
源
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
可
能
態
を
一
切
含
ん
で
い
な
い
現
実
態
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
原
因
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

「
不
動
の
動
者
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
い
さ
さ
か
漠
然
と
「
神
」
と
考
え
て
い
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
が
、
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
不
動
の
動
者
」

を
念
頭
に
お
い
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
、「
外
的
な
力
、
し
か
も
よ
り
大
き
な
力
」
を
「
運
動
の
起
源
」
と
し
、「
最
初
の
推
進
力
で
あ
る
」
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
運
動
の
連
鎖
を
辿
る
と
こ
の
「
不
動
の
動
者
」
に
行
き
着
く
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
事

物
は
、
こ
の
「
不
動
の
動
者
」
の
力
の
影
響
を
何
ら
か
の
形
で
受
け
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ

ス
に
従
っ
て
、
こ
の
不
動
の
動
者
を
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
に
読
み
換
え
て
い
る
。

　

運
動
は
、
こ
の
不
動
の
動
者
か
ら
始
ま
る
が
、
同
時
に
ク
ロ
ー
デ
ル
は
や
は
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
な
ら
っ
て
、
こ
の
運
動
が
〈
時
間
〉
の

起
源
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。〈
時
〉
は
世
界
の
事
物
を
ひ
と
し
な
み
に
包
摂
し
て
い
る
「
全
的
な
も
の
」
で
あ
る
が
、
ま
だ
世
界
を
秩
序
づ

け
る
共
通
の
尺
度
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
全
的
な
〈
時
〉
が
、
世
界
を
秩
序
づ
け
る
尺
度
に
な
る
に
は
、
こ
れ
を
〈
時
間
〉
に
翻
訳
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
時
〉
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
認
識
で
き
ず
、〈
時
間
〉
に
翻
訳
さ
れ
て
初
め
て
認
識
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
、
運
動
が
あ
っ
て
初
め
て
時
間
が
生
じ
る
と
し
て
い
る
。
運
動
に
よ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
も
前
の
も
の
と
そ
れ
よ
り
後
の
も
の
が
生
じ
た

時
、
そ
れ
を
分
節
化
す
る
〈
時
間
〉
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
運
動
が
な
け
れ
ば
、
時
間
は
生
じ
な
い
。
不
動
の
動
者
に
よ
っ
て
働

き
か
け
ら
れ
、
事
物
が
生
じ
、
運
動
が
始
ま
り
、
変
化
す
る
こ
と
で
、
時
間
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
運
動
が
時
を
時
間
に
翻

訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
運
動
と
時
間
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
時
間
」
と
被
造
物
で
あ
る
人
間
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
を
論
じ
た
の
が
第
三
章
「
時
間
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

運
動
と
と
も
に
生
じ
た
時
間
を
人
間
が
内
在
化
し
、「
不
動
の
動
者
」
を
自
身
の
な
か
に
分
有
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル

は
、
人
間
が
時
を
時
間
と
し
て
認
識
す
る
の
は
、「
鼓
動
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
鼓
動
」
こ
そ
、「
時
」
を
内
在
化
し
た
も
の
で
あ

り
、
運
動
と
時
間
が
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
を
刻
む
「
鼓
動
」
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
運
動
を
感
じ
取
る
こ
と
で
あ
り
、
運
動
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を
遡
行
す
る
と
、
最
終
的
に
、「
不
動
の
動
者
」、
す
な
わ
ち
神
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
「
鼓
動
」
と
い
う
形
で
、
時
間
を
内
在
化
す

る
こ
と
は
、
神
と
つ
な
が
り
、
神
を
分
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
神
は
究
極
の
原
因
で
あ
り
、
人
間
に
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
神
を
時
間
＝
鼓
動
と
い
う
形
で
、
人
間
は
意
識
し
、
内
在
化
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
神
が
全
て
の
も
の
に
関
わ
り
、
神
の
全
的
な
意

図
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
生
き
物
が
秩
序
づ
け
ら
れ
、
何
ら
か
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
内
在
化
さ
れ
た
時
間

＝
鼓
動
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
神
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
分
か
り
よ
う
も
な
い
が
、
自
分
が
全
体
の
一
部
で
あ
り
、
自
分
が
受
託
し
、

果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
役
割
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

私
が
知
っ
て
い
る
こ
と
と
い
え
ば
、
私
が
こ
う
し
た
持
続
の
一
部
分
を
測
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
到
来
す
る
事
物
の
も
と
で
、
私
は

全
的
な
意
図
の
、
私
と
い
う
個
人
に
託
さ
れ
た
部
分
を
自
覚
し
て
い
る
。）

23
（

　

全
的
な
も
の
と
そ
の
意
図
が
あ
り
、
そ
れ
を
時
間
を
通
じ
て
、
被
造
物
が
分
有
す
る
こ
と
で
、
個
物
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
役
割
が
十
全
に
機
能
す
る
時
、
世
界
は
調
和
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
時
間
に
つ
い
て
」
で
ク
ロ
ー
デ
ル
が
達
し
た
結
論

で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
鼓
動
を
通
し
て
不
動
の
動
者
を
認
識
し
た
人
間
は
、
今
度
は
調
和
を
も
た
ら
す
不
動
の
動
者
の
「
全
的
な
意
図
」

を
世
界
の
事
物
か
ら
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
日
光
の
経
験
が
ク
ロ
ー
デ
ル
の
な
か
で
蘇
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は

「
不
動
の
動
者
」
に
す
べ
て
が
関
連
付
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
な
ら
っ
て
、
論
理
学
と
し

て
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
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3　

日
光
と
「
新
し
い
論
理
学
」

　

ま
ず
は
問
題
と
な
る
テ
ク
ス
ト
を
見
て
み
よ
う
。

　

か
つ
て
日
本
で
、
日
光
か
ら
中
禅
寺
ま
で
登
っ
て
い
っ
た
時
、
遠
く
隔
た
っ
て
い
た
も
の
の
、
私
の
視
線
の
ま
っ
す
ぐ
先
に
並
ん
で
在
る
楓
の
緑
が
、

一
本
の
松
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
調
和
を
満
た
し
て
い
る
の
を
見
た
。
こ
れ
か
ら
数
頁
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
森
が
作
り
出
し
た
テ
ク
ス
ト
、
六
月
に
よ
る

「
宇
宙
」
の
「
新
た
な
論
理
学
」
に
基
づ
い
た
、
樹
木
の
記
述
に
註
釈
を
施
そ
う
。
か
つ
て
の
論
理
学
は
、
手
段
と
し
て
、
推
論
を
持
っ
て
い
た
。
新
し

い
論
理
学
に
は
、
比メ
タ
フ
ァ喩
、
独
創
的
な
語
、
二
つ
の
異
な
る
も
の
を
結
び
つ
け
、
同
時
に
存
在
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
存
在
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
働
き
が
あ
る
。）

24
（

　

一
九
〇
三
年
に
書
か
れ
た
こ
の
一
節
が
、
一
八
九
八
年
六
月
四
日
の
中
禅
寺
へ
の
散
策
に
基
づ
い
た
「
散
策
者
」
の
記
述
に
通
底
す
る
こ
と

は
す
ぐ
に
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
散
文
詩
の
「
散
策
者
」
と
異
な
り
、『
詩
法
』
の
記
述
で
は
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
楓
と
松
が
「
調
和
を
満
た
し

て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
調
和
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
が
、「
新
し
い
論
理
学
」
な
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル

は
こ
の
時
、
事
物
の
背
後
に
あ
っ
て
人
知
を
超
え
た
も
の
が
も
た
ら
す
調
和
を
言
語
の
技
法
、
す
な
わ
ち
論
理
学
の
理
論
で
語
ろ
う
と
し
て
い

る
。
そ
の
際
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
比メ
タ
フ
ァ喩
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
新
し
い
論
理
学
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、「
調
和
を

満
た
す
」
こ
と
が
論
理
学
と
ど
う
関
わ
る
の
か
を
説
明
す
る
た
め
に
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
ま
ず
、「
か
つ
て
の
論
理
学
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、

そ
の
対
比
で
、「
新
し
い
論
理
学
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　
「
か
つ
て
の
論
理
学
」
は
、「
手
段
と
し
て
推
論
」
を
持
っ
て
い
た
と
ク
ロ
ー
デ
ル
は
い
う
。
日
本
で
は
一
般
に
「
三
段
論
法
」
と
訳
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
「
推
論
」
を
最
初
に
体
系
化
し
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
か
つ
て
の
論
理
学
」
も
ア
リ
ス
ト
テ
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レ
ス
の
そ
れ
で
あ
る
と
理
解
し
て
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
「
推
論
」
の
本
質
を
ク
ロ
ー
デ
ル
は
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

前
者
﹇
＝
か
つ
て
の
論
理
学
﹈
は
出
発
点
と
し
て
、
主
体
（
主
語
）
へ
質
や
性
質
と
い
っ
た
属
性
を
最
終
的
に
附
与
す
る
こ
と
に
な
る
普
遍
的
で
絶
対
的

な
断
言
を
有
し
て
い
る
。
時
間
や
場
所
を
明
示
し
な
く
て
も
、「
太
陽
は
輝
く
」
の
で
あ
り
、「
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
」
の
で
あ
る
。

か
つ
て
の
論
理
学
は
、
抽
象
的
な
個
々
の
も
の
を
「
定
義
」
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ら
が
属
す
る
不
変
の
部
門
を
確
立
す
る
の
で
あ

る
。
そ
の
手
法
は
、
命
名
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
決
め
ら
れ
、
類
や
種
に
よ
っ
て
総
覧
の
列
に
分
類
さ
れ
た
こ
れ
ら
す
べ
て
の
名
辞
を
、
個
々
の

分
析
を
通
し
て
、
か
つ
て
の
論
理
学
は
、
自
身
に
差
し
出
さ
れ
た
主
体
（
主
語
）
に
当
て
は
め
る
。
私
は
こ
の
論
理
を
さ
ま
ざ
ま
な
語
の
性
質
や
機
能
を

明
解
に
す
る
文
法
の
第
一
部
に
喩
え
よ
う
。）

25
（

　

ク
ロ
ー
デ
ル
の
考
え
て
い
る
「
か
つ
て
の
論
理
学
」、
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
の
出
発
点
は
、「
普
遍
的
で
絶
対
的
な
断
言
」

か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
太
陽
は
「
輝
く
」、
三
角
形
の
内
角
の
和
は
「
二
直
角
に
等
し
い
」
と
い
っ
た
主
体
（
主
語
）
を
論
証
な
し
に
述
定
で

き
る
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
こ
の
主
体
（
主
語
）
を
述
定
す
る
名
辞
＝
概
念
、
す
な
わ
ち
「
類
や
種
に

よ
っ
て
総
覧
の
列
に
分
類
さ
れ
た
こ
れ
ら
す
べ
て
の
名
辞
」
に
個
々
の
主
体
（
主
語
）
を
当
て
は
め
て
、
そ
れ
を
定
義
し
て
い
く
の
が
「
か
つ

て
の
論
理
学
」
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ク
ロ
ー
デ
ル
は
「
か
つ
て
の
論
理
学
」
の
第
一
の
「
手
法
は
命
名
す
る
こ
と
な
の

で
あ
る
」
と
、
簡
潔
に
要
約
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
か
つ
て
の
論
理
学
」
を
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
語
の
性
質
や
機
能
を
明
解
に
す
る
文
法
の
第
一
部
」）

26
（

と
し
て
、
文
法
学
に

喩
え
て
説
明
し
て
い
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
語
を
名
詞
や
動
詞
と
い
っ
た
品
詞
に
分
類
し
、
そ
れ
を
定
義
し
分
析
し
た
文
法
書
の
構
成
に
な
ら

っ
て
、「
か
つ
て
の
論
理
学
」
が
、
個
物
＝
主
体
（
主
語
）
を
分
類
、
定
義
し
、
命
名
す
る
こ
と
か
ら
、
品
詞
の
分
析
に
相
当
す
る
と
考
え
、

「
第
一
部
」
と
表
現
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。）

27
（
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こ
の
「
か
つ
て
の
論
理
学
」
に
対
し
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
大
胆
に
も
「
新
し
い
論
理
学
」
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
ク
ロ
ー
デ
ル
の
喩
え
で
い
え

ば
、
品
詞
の
分
析
で
は
な
く
、
文
の
構
造
に
関
わ
る
よ
う
な
も
の
、
す
な
わ
ち
統
辞
法
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

4　

比メ
タ
フ
ァ喩
と
統
辞
法

　
「
か
つ
て
の
論
理
学
」
に
対
し
て
、「
新
し
い
論
理
学
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
差
し
当
た
っ
て
ク
ロ
ー
デ
ル
が
定
義
し
た

「
新
し
い
論
理
学
」
は
、「
比メ
タ
フ
ァ喩
と
い
う
新
し
い
語
、
二
つ
の
異
な
る
も
の
を
結
び
つ
け
、
同
時
に
存
在
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
存
在
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
」
も
の
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
比メ
タ
フ
ァ喩
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
定
義
し
て
お
こ
う
。
メ
タ
フ
ァ
は
日
本
語
で
は
、
通
常
、
隠
喩
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
語
で
は
比
喩
全
般
を
指
す
語
と
し
て
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の

「
比メ
タ
フ
ァ喩
」
と
い
う
語
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
で
用
い
た
メ
タ
ポ
ラ
に
起
源
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。「
比メ
タ
フ
ァ喩
」
の
語
源
に
な
っ
た
メ
タ

ポ
ラ
と
い
う
語
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
え
ば
、「
別
の
も
の
ご
と
を
表
わ
す
名
前
を
あ
る
も
の
ご
と
に
適
用
す
る
こ
と
」）

28
（

で
あ
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
、
メ
タ
ポ
ラ
の
例
と
し
て
四
種
類
の
表
現
を
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
四
種
類
の
う
ち
、
最
初
の
二
つ
は
堤
喩
で
、
三
番
目
と

四
番
目
が
直
喩
と
隠
喩
の
説
明
で
あ
る）29
（

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
メ
タ
ポ
ラ
を
し
ば
し
ば
日
本
語
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
な

隠
喩
の
意
味
で
は
な
く
、
転
義
法
、
比
喩
全
般
の
意
で
用
い
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
起
源
を
持
つ
フ
ラ
ン
ス
語
の

「
比メ
タ
フ
ァ喩
」
も
こ
の
定
義
を
受
け
継
い
で
い
る
。
そ
の
た
め
「
比メ
タ
フ
ァ喩
」
と
い
う
語
は
、
日
本
語
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
狭
義
の
隠
喩
の
意
と
比

喩
全
般
を
指
す
場
合
と
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
に
な
る）30
（

。
で
は
、
こ
こ
で
ク
ロ
ー
デ
ル
が
想
定
し
て
い
る
も
の
は
狭
義
の
隠
喩
な
の
か
、
比
喩

全
般
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
比メ
タ
フ
ァ喩
を
、
狭
義
の
隠
喩
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
も
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と
も
と
の
定
義
に
従
っ
て
、
比
喩
全
般
の
意
で
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
こ
の
「
比メ
タ
フ
ァ喩
」
が
「
新
し
い
論
理
学
」
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
表
面

的
に
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
文
法
学
の
喩
え
で
論
を
進
め
、
比メ
タ
フ
ァ喩
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
論
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
ク
ロ
ー
デ
ル
が

取
り
上
げ
る
の
が
統
辞
法
で
あ
る
。

後
者
の
論
理
学
﹇
＝
「
新
し
い
論
理
学
」﹈
は
そ
う
し
た
語
を
結
び
つ
け
る
技
法
を
教
え
て
く
れ
る
統
辞
法
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
統
辞
法
は
わ
れ
わ
れ

の
眼
の
前
の
自
然
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。）

31
（

ク
ロ
ー
デ
ル
は
「
か
つ
て
の
論
理
学
」
を
文
法
書
の
第
一
部
、
す
な
わ
ち
名
詞
や
動
詞
と
い
っ
た
品
詞
の
分
類
・
説
明
に
喩
え
た
よ
う
に
、

「
新
し
い
論
理
学
」
は
、
第
一
部
で
定
義
づ
け
ら
れ
た
「
そ
う
し
た
語
を
結
び
つ
け
る
技
法
を
教
え
て
く
れ
る
統
辞
法
の
よ
う
」
な
も
の
で
あ

る
と
、
や
は
り
文
法
の
比
喩
を
用
い
て
説
明
し
始
め
る
。「
新
し
い
論
理
学
」
は
、
文
法
の
第
二
部
が
語
を
分
類
・
定
義
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
、
構
成
さ
れ
る
文
を
統
辞
す
る
規
則
の
分
析
で
あ
る
よ
う
に
、
世
界
の
事
物
の
定
義
・
分
類
で
は
な
く
、
個

物
を
背
後
か
ら
統
べ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
世
界
を
統
括
す
る
規
則
の
方
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
統
辞
法
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
々
行
っ
て
い
る
具
体
的
な
発
話
の
背
後
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
言
語
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
し

て
く
れ
る
規
則
で
あ
り
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
同
じ
言
語
を
話
す
も
の
同
士
で
あ
れ
ば
、
理
解
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

少
し
考
え
て
み
る
と
分
か
る
こ
と
だ
が
、
日
常
の
発
話
行
為
を
し
て
い
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
統
辞
法
を
全
く
意
識
し
な
い
し
、
そ
の
存
在
す
ら

考
え
な
い
。
む
し
ろ
統
辞
法
を
意
識
し
て
い
る
う
ち
は
、
そ
の
言
語
を
母
語
並
み
に
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
大
学
な
ど
で
の
第
二
言

語
の
習
得
の
際
に
多
く
の
人
が
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
で
は
母
語
話
者
に
と
っ
て
統
辞
法
は
存
在
し
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
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そ
れ
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
発
話
は
単
な
る
音
の
連
な
り
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
わ
れ
わ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

は
成
り
立
た
な
い
。
つ
ま
り
語
か
ら
成
る
文
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
上
が
っ
て
こ
な
い
規
則
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
統

辞
法
と
は
発
話
行
為
者
に
と
っ
て
は
、
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
存
在
し
て
い
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
統
辞
法

に
関
わ
る
の
が
「
新
し
い
論
理
学
」
な
の
で
あ
る
。
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
発
話
さ
れ
た
文
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
る
規
則
に
あ
た
る
も
の
を
世
界
や
自
然
の
事
象
に
見
出
す
こ
と
が
「
新
し
い
論
理
学
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
実
際
、「
こ
の
統
辞
法
は
わ

れ
わ
れ
の
眼
の
前
の
自
然
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
」
と
、
こ
の
文
法
学
の
術
語
に
過
ぎ
な
い
「
統
辞
法
」
を
ク
ロ
ー
デ
ル
は
世
界
理
解

の
装
置
に
拡
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
こ
の
世
界
の
統
辞
法
を
具
体
的
な
規
則
、
た
と
え
ば
自
然
の
背
後
に
あ
る
自
然
科
学
的
な
法
則
と
し
て
具
体
的

に
描
き
出
す
こ
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
わ
れ
わ
れ
が
意
識
し
て
い
な
い
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
世
界
を
統
べ
て
い
る
唯
一
の
規
則
と
は
、「
不
動
の
動
者
」
の
よ
う
な
世

界
の
原
因
か
ら
発
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
理
解
で
き
る
も
の
、
把
握
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
う
ち
は
世
界
の
、
存
在
の
原
因
を
把
握
し
そ

こ
ね
て
い
る
と
ク
ロ
ー
デ
ル
は
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
ク
ロ
ー
デ
ル
が
「
統
辞
法
」
と
語
っ
て
い
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
理
解
で
き

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
理
解
で
き
た
と
確
信
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
が
後
か
ら
人
為
的
に
作
り
上
げ
た
も

の
で
あ
り
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
語
る
本
来
の
「
統
辞
法
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ク
ロ
ー
デ
ル
は
「
あ
の
松
の
茂
み
、
あ
の
山
の
形
よ
り
も
、
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
、
あ
る
い
は
巧
み
に
研
磨
す
る
研
磨
師
が
長
年
携
わ
っ
て
き

た
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
方
が
、
偶
然
の
結
果
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
だ
」）

32
（

と
語
る
。
松
の
茂
み
や
山
容
は
偶
然
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ

と
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
こ
れ
ら
が
た
ま
た
ま
そ
う
な
っ
て
い
る
と
い
う
偶
然
性
を
認
め
ず
、
す
べ

て
が
必
然
的
に
そ
う
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
松
の
茂
み
や
山
の
形
の
背
後
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
意
識
す
る
こ
と
も
理
解
す
る
こ
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と
も
で
き
な
い
統
辞
法
の
よ
う
な
体
系
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
必
然
的
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
松
と
山
が
隣
り
合

っ
て
存
在
す
る
の
も
偶
然
で
は
な
く
、
同
じ
く
意
識
さ
れ
な
い
規
則
に
支
え
ら
れ
て
、
そ
の
よ
う
に
隣
り
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
隣
り
合
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
全
く
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
わ
れ
わ
れ
の
知
性
を
遙
か
に
超
え
、
意
識
す
ら
さ
れ
な
い
統
辞
法
が
あ
っ
て
、
必
然
的
に
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
日
光
の
中
禅
寺
で
松
と
楓
が
作
り
だ
し
て
い
た
調
和
が
こ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
然
的
な
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
は
分
か
ら
な
い
規

則
、
統
辞
法
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
一
直
線
に
並
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
調
和
は
個
物
と
個
物
の
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
関
係
か
ら
生
み
出

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
パ
ン
テ
オ
ン
神
殿
の
黄
金
比
も
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
の
ブ
リ
リ
ア
ン
カ
ッ
ト
も
、
人
間
が
生
み
出
し
、
人
間
の
知
性
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
必
然
的
で
絶
対
的
な
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
偶
然
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
自
然
に
存
在
す
る
も
の
は
、
神
の
意
志
が
分
か
ら
な
い
人
類
に
と
っ
て
は
偶
然
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
見
え
ざ
る
超
越
者
の
必
然

的
な
意
図
に
よ
っ
て
、
相
互
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、「
個
々
の
も
の
が
そ
れ
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
以
外
の
も
の
と
の
無
限
の
関
係
の
な
か
で
成
立
し
て
い
る
」）

33
（

と
し
て
い
る
。
事
物
は
、
そ
れ
だ
け
で
自
律
し
て
い
る
も
の
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
事
物
同
士
が
無
限
に
織
り
な
す
関
係
に
よ
っ
て
世
界
は
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
事
物
が
織
り
な
す
関
係
全
体
の
環
境
か
ら

あ
る
任
意
の
事
物
を
切
り
離
し
、
そ
れ
だ
け
を
抽
出
し
、「
私
が
植
物
や
昆
虫
の
器
官
を
す
べ
て
解
体
し
て
み
せ
て
も
、
ま
だ
す
べ
て
を
知
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
」）

34
（

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
サ
ク
ラ
ン
ボ
と
ニ
シ
ン
が
自
身
の
種
の
た
め
だ
け
に
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
多
産
な
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ら
が
養
う
こ
と
に
な
る
強
奪
者
の
一
団
の
た
め
に
で
も
あ
る
の
だ
」
と
い
う
一
文
も
、
同
様
の
主
張
で
あ
る
。
サ
ク
ラ
ン
ボ
や
ニ
シ

ン
だ
け
を
取
り
出
し
、
そ
れ
だ
け
か
ら
サ
ク
ラ
ン
ボ
や
ニ
シ
ン
の
生
態
を
結
論
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
然
界
と
い
う
環
境
に
置
き
、

そ
れ
ら
と
関
係
す
る
も
の
と
の
関
係
か
ら
見
て
、
初
め
て
す
べ
て
の
も
の
を
包
摂
す
る
全
的
な
統
辞
法
が
存
在
す
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
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く
る
の
で
あ
る
。
植
物
や
昆
虫
の
器
官
を
解
体
し
て
み
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
や
サ
ク
ラ
ン
ボ
や
ニ
シ
ン
だ
け
を
抽
出
し
て
分
析
す

る
こ
と
は
、「
か
つ
て
の
論
理
学
」
で
あ
る
「
文
法
の
第
一
部
」
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
事
物
を
、
あ
る
い
は
こ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
世
界

を
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
事
物
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
の
事
物
が
、
今
、
こ
こ
に
在
る
必
然
を
も
た
ら
し
て
い
る
目
に
見

え
な
い
体
系
が
在
る
こ
と
を
認
識
し
て
初
め
て
、
事
物
あ
る
い
は
世
界
を
理
解
で
き
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

5　

原
因
と
比メ
タ
フ
ァ喩

　

こ
の
知
覚
す
る
こ
と
も
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
関
係
の
糸
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
脈
絡
の
な
い
世
界
の
現
象
を
も
必
然
的
に
結
び
合

わ
せ
て
い
く
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
次
の
よ
う
な
奇
妙
な
た
と
え
話
を
す
る
。

あ
な
た
は
私
に
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
こ
と
を
語
り
、
地
図
で
説
明
し
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
と
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
の
出
会
い
に
つ
い
て
語
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら

の
概
念
が
つ
な
が
っ
て
い
く
。
と
こ
ろ
で
私
は
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
彼
方
の
イ
ン
ド
洋
で
、
そ
の
筏
船
近
く
の
水
面
に
突
如
、

顔
を
出
し
た
真
珠
取
り
を
も
見
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
に
も
つ
な
が
り
が
あ
る
。）

35
（

　

ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
戦
い
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
で
地
図
を
見
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
に
対
峙
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ェ
リ
ン

ト
ン
公
と
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
元
帥
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
事
象
が
一
つ
の
関
係
に
よ
っ
て
結

ば
れ
、
歴
史
の
因
果
関
係
を
紡
ぎ
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
さ
ら
に
、「
私
」
が
同
時
に
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
と
イ
ン
ド

洋
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
、
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
を
眺
め
て
い
る
そ
の
時
、
イ
ン
ド
洋
で
真
珠
取
り
が
海
面
に
急
に
顔
を
出
し
た
の
も
見
る

17（178）　教養論叢 144号



と
い
さ
さ
か
奇
異
と
も
思
わ
れ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
に
い
て
、
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
戦
い
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
て
い
る

こ
と
と
イ
ン
ド
洋
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
見
る
べ
き
か
と
こ
こ
で
ク
ロ
ー
デ
ル
は
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
関
連

性
も
因
果
関
係
も
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、「
こ
の
二
つ
の
こ
と
に
も
つ
な
が
り
が
あ
る
」
と
ク
ロ
ー
デ
ル
は
語
る
。
こ
の
二
つ

の
事
象
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
関
連
の
な
い
も
の
、
因
果
関
係
を
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
に
は
限
界
が
あ

っ
て
、
推
論
で
き
る
の
も
限
定
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
た
め
、
全
体
的
な
も
の
に
は
思
慮
が
お
よ
ば
ず
、
そ
こ
に
必
然
的
な
も
の
は
な
い
と

思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
は
知
り
得
な
い
世
界
の
統
辞
法
が
あ
る
と
す
る
の
が
ク
ロ
ー
デ
ル
で
あ
る
。
そ
の
統
辞
法
が
い

か
な
る
も
の
で
、
そ
れ
が
如
何
な
る
形
で
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
に
い
る
こ
と
と
イ
ン
ド
洋
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
同
時
に
関
連
づ
け
、
統
べ
て
い

る
の
か
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
確
か
に
そ
れ
が
存
在
し
、
統
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
と
イ
ン
ド
洋
の
喩
え
か
ら
ク
ロ
ー
デ
ル
が
疑
問
に
附
し
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ご
く
自
然
に
合
理
的
に
考
え
る
原
因
と

結
果
の
関
係
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
通
常
、
全
体
を
統
合
し
て
い
る
も
の
は
知
り
得
な
い
の
で
、
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
と
イ
ン
ド
洋
を
結
び
つ
け

ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
必
然
的
な
因
果
関
係
に
あ
る
と
感
じ
て
い
る
も
の

は
、
実
は
、
個
々
の
現
象
を
も
と
に
わ
れ
わ
れ
が
後
か
ら
帰
納
的
に
作
り
出
し
た
虚
構
な
の
で
あ
る
と
。
そ
れ
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
忘
却
す

る
こ
と
で
、
虚
構
は
真
理
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
疑
問
視
し
よ
う
と
す
る
の
が
ク
ロ
ー
デ
ル
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
長
い
間
わ
れ
わ
れ
を
捉
え
て
い
た
軛
を
打
ち
破
り
、
次
の
よ
う
な
下
ら
な
い
格
言
を
踏
み
に
じ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
同
一
の
原
因
か
ら
は
同

一
の
結
果
が
生
ま
れ
る
」
だ
。
こ
れ
に
反
論
し
よ
う
。
第
一
に
原
因
は
全
的
な
も
の
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
個
々
の
結
果
は
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
の
さ

ま
ざ
ま
な
形
の
評
価
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
な
原
因
は
、
虚
構
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
便
宜
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
か
く
か
く
し
か
じ

か
の
前
提
を
分
離
し
、
そ
れ
を
絶
対
の
な
か
で
抽
象
化
し
、
そ
れ
に
階
層
の
最
下
端
の
個
物
を
当
て
は
め
、
そ
こ
か
ら
恣
意
的
な
小
前
提
を
引
き
出
す
の
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で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
二
に
原
因
は
決
し
て
同
一
の
も
の
で
は
な
く
、
足
し
算
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
常
に
増
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。）

36
（

　

ク
ロ
ー
デ
ル
は
「
同
一
の
原
因
か
ら
は
同
一
の
結
果
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
因
果
関
係
の
原
理
を
踏
み
に
じ
ろ
う
と
い
う
。
ク
ロ
ー
デ
ル

は
、
何
ら
か
の
現
象
を
理
解
可
能
な
単
一
の
因
果
関
係
に
還
元
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
確
か
に
真
の
原
因
を
わ
れ
わ
れ
は
知
り
得
な
い
の

で
、
通
常
、「
原
因
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
人
為
的
に
、
事
物
や
現
象
の
後
か
ら
構
築
さ
れ
た
「
虚
構
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、

同
じ
原
因
か
ら
常
に
同
じ
結
果
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
保
証
は
実
は
何
も
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
極
論
を
す
れ
ば
、
原
因
と

結
果
を
結
ぶ
関
係
は
存
在
せ
ず
、
個
々
の
事
象
は
、
そ
れ
だ
け
で
ば
ら
ば
ら
に
存
在
す
る
の
み
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
こ
の
「
同
一
の
原
因
か
ら
は
同
一
の
結
果
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
の
否
定
は
、
何
や
ら
既
視
感
を
お
ぼ
え
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
か
つ
て
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
が
提
示
し
た
有
名
な
問
い
に
通
底
す
る
か
の
よ

う
だ
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
ヒ
ュ
ー
ム
を
読
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
の
極
端
な
経
験
主
義
者
で
、
知
覚
さ
れ
る
も
の
以
外
は
何
も
存
在
せ
ず
、

魂
や
精
神
と
い
っ
た
非
物
質
的
な
も
の
、
ま
し
て
神
な
ど
は
存
在
し
な
い
と
唱
え
て
い
た
ヒ
ュ
ー
ム
に
、
神
を
直
知
し
た
ク
ロ
ー
デ
ル
は
哲
学

的
に
親
近
感
を
覚
え
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
の
問
い
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
、
こ
れ
こ
れ
の
特
定
の
原
因
は
、
必
ず
こ
れ
こ
れ
の
特
定
の

結
果
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
結
論
す
る
の
か
」）

37
（

。
こ
の
問
い
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
答
え
を
要
約
す
る
と
こ
ん
な
風
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
心
の
中
の
印
象
や
観
念
に
注
目
す
る
限
り
、
あ
る
出
来
事
の
印
象
と
、
そ
れ
に
続
い
て
起
こ
っ
た
別
の
出
来
事
の
印
象
に
加
え
て
、
前
者
を

原
因
、
後
者
を
結
果
と
す
る
よ
う
な
因
果
関
係
そ
の
も
の
、
ま
た
は
両
者
の
必
然
的
結
合
の
印
象
は
存
在
し
な
い
。
因
果
な
る
も
の
は
わ
れ
わ

れ
の
心
の
習
慣
が
形
成
し
た
一
種
の
虚
構
に
す
ぎ
な
い
」）

38
（

と
い
う
も
の
だ
。
た
と
え
ば
眼
の
前
で
火
が
燃
え
て
い
て
、
そ
れ
に
触
れ
て
火
傷
を

し
た
と
い
う
現
象
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
火
は
常
に
熱
い
と
い
う
自
然
の
斉
一
性
か
ら
火
に
触
れ
ば
、
火
傷
を
す
る
と
い
う
因
果
関
係
を
認
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め
て
し
ま
う
が
、
眼
の
前
で
燃
え
て
い
る
火
と
そ
れ
に
触
っ
た
ら
火
傷
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
真
に
因
果
関
係
、
必
然
的
結
合
が
あ
る
と
証
明

で
き
る
も
の
は
な
く
、
た
だ
わ
れ
わ
れ
が
経
験
な
ど
か
ら
そ
う
考
え
る
だ
け
な
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
で
あ
る
。
人
間
は
、

通
常
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
す
る
と
、
同
じ
よ
う
な
結
果
が
出
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
太
陽
が
東
か
ら
の
ぼ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
て
、
明
日
も
東
か
ら
の
ぼ
る
と
思
っ
て
い
る
。
手
を
た
た
け
ば
パ
ン
と
音
が
し
、
次
に
手
を
叩
い
て
も
同
じ
よ
う
に
音
が
す
る
と
考
え

る
。
も
し
常
に
世
界
の
現
象
は
一
回
限
り
の
も
の
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
明
日
、
太
陽
が
ど
の
方
角
か
ら
の
ぼ
る
か
は
予
測
で
き
な
い
し
、
手

を
叩
い
た
時
に
音
が
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
太
陽
は
東
か
ら
昇
る
で
あ
ろ
う
、
手
を
た
た
け
ば
パ
ン
と
音
が

す
る
だ
ろ
う
と
判
断
で
き
る
の
は
、
過
去
の
経
験
か
ら
「
き
っ
と
こ
う
だ
ろ
う
」
と
帰
納
的
に
判
断
で
き
る
自
然
の
斉
一
性
を
そ
こ
に
認
め
て

い
る
か
ら
だ
。
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
現
象
は
、
因
果
と
い
う
真
理
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
あ
た
か
も
真
実
で
あ

り
、
真
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
想
像
が
作
り
出
し
た
帰
納
的
な
虚
構
に
よ
っ
て
そ
う
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
自
然
科
学
の
成
果
で
あ
る
因
果
関
係
で
成
り
立
つ
自
然
法
則
も
、
人
間
の
作
り
出
し
た
虚
構
に
す
ぎ
ず
、
世

界
の
真
理
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
自
然
の
現
象
に
対
し
帰
納
的
に
因
果
関
係
を
見
出
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー

ム
の
言
葉
で
言
い
表
せ
ば
、「
習
慣
的
な
心
の
決
定
」）

39
（

な
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
に
な
ら
っ
て
ク
ロ
ー
デ
ル
も
、
人
が
自
然
現
象
に
見
出
さ
れ
る
個
別
の
「
原
因
」
は
、「
虚
構
」
で
あ
る
と
断
言
す
る
。

個
々
の
現
象
を
前
に
そ
こ
の
何
ら
か
の
法
則
や
原
理
を
見
出
し
、
因
果
関
係
が
あ
る
と
考
え
て
し
ま
う
の
は
、「
虚
構
」
で
あ
り
、
後
か
ら
人

間
が
考
え
出
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
心
の
癖
」
を
否
定
し
な
い
の
と
同
じ
よ

う
に
、
こ
の
「
虚
構
」
を
否
定
す
る
こ
と
も
し
な
い
。
こ
の
「
虚
構
」
は
「
便
宜
上
」
必
要
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
便
利
な
「
虚
構
」
を

駆
使
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
円
滑
に
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
も
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ

れ
が
彼
に
と
っ
て
は
、
息
苦
し
さ
を
覚
え
る
唯
物
論
的
認
識
を
も
た
ら
す
科
学
で
あ
っ
て
も
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
が
通
常
、「
原
因
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
生
活
を
し
て
い
く
上
で
便
利
な
も
の
と
し
て
後
か
ら
考
案
し
た
虚
構

で
あ
る
。
虚
構
が
有
効
で
あ
る
の
は
、
自
然
の
斉
一
性
に
訴
え
て
、
類
似
し
た
現
象
に
は
同
じ
原
因
を
設
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
人
間
の

生
活
に
円
滑
さ
と
効
率
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
こ
と
に
対
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
世
界
の
現
象
に
は
因
果
関
係
そ
れ
自
体
が

本
来
は
な
い
と
し
て
、
現
象
の
原
因
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
。
あ
る
の
は
何
の
因
果
関
係
も
本
来
は
存
在
し
な
い
無
数
の
個
々
の
現
象
の
み
で

あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
考
え
を
突
き
詰
め
、「
知
覚
的
性
質
と
区
別
し
た
『
物
体
そ
の
も
の
』
と
い
う
観
念
も
、
自
我
と
い
う
観
念
も
、
同

様
に
心
の
癖
が
生
み
出
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
つ
ま
り
経
験
主
義
は
、
経
験
へ
の
信
頼
か
ら
、
経
験
を
超
え
た
知
識
へ
の
懐
疑
へ
、
感

覚
的
実
在
論
か
ら
感
覚
を
超
え
た
理
論
的
対
象
に
つ
い
て
の
反
実
在
論
へ
と
変
質
し
て
い
く
の
で
あ
る
」）

40
（

。
こ
う
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
人
間
の

知
性
を
超
え
た
超
自
然
な
も
の
、
形
而
上
的
な
も
の
は
存
在
し
な
い
と
断
言
し
、
実
在
論
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
因
果
関
係
が
人
間
の
作
り
出
し
た
虚
構
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
と
歩
み
を
と
も
に
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で

ヒ
ュ
ー
ム
と
袂
を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
確
か
に
人
間
が
考
え
出
し
た
原
因
は
、
人
間
が
考
え
出
し
た
と
い
う
点
で
真
の

「
原
因
」
で
は
な
い
と
い
う
。
し
か
し
真
の
原
因
が
存
在
し
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
わ
れ
わ
れ
が
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
真
の
原
因
が
、
人
間
の
生
み
出
し
た
虚
構
の
原
因
と
は
別
に
あ
る
と
語
る
の
で
あ
る
。
そ
の
真
の
原
因
と
は
、
在
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
意
識

に
現
れ
る
こ
と
の
な
い
統
辞
法
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
人
知
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。
人
知
を
越
え
た
こ
の
真
の
原
因
は
、
何
ら
か
の
概
念

や
公
式
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
何
ら
か
の
形
で
表
現
で
き
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
は
人
間
が
便
宜
上
創
り
出
し
た
「
虚

構
」
の
原
因
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
通
常

は
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
す
ら
意
識
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
こ
の
真
の
原
因
を
「
全
的
な
も
の
以
外
の
な
に
も
の
で
も
」

な
い
と
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
「
全
的
な
も
の
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
通
常
の
意
味
で
用
い
る
原
因
が
、
人
間
が
考
え
出
し
た
虚
構
で
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あ
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
現
象
に
対
し
て
原
因
を
さ
ま
ざ
ま
に
措
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
現
象
に
対
し
て
、
物
理
学
的
に
も
、
生
物
学
的
に
も
、

歴
史
学
的
に
も
、
哲
学
的
に
も
、
あ
る
い
は
詩
的
に
も
原
因
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
人
間
の
知
性

が
、
現
象
に
対
し
て
事
後
的
に
作
り
出
し
た
因
果
関
係
の
原
因
で
あ
り
、
真
の
起
源
に
あ
る
原
因
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
原
因
と
こ

れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
原
因
を
い
わ
ば
、
す
べ
て
包
摂
す
る
も
の
が
真
の
原
因
で
あ
り
、「
全
的
な
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
こ
の
「
全
的
な
も
の
」
に
内
包
さ
れ
て
い
る
個
々
の
原
因
の
う
ち
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
が
根
本
的
な
真
の
原
因
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
こ
う

し
た
あ
ら
ゆ
る
原
因
を
包
摂
し
た
原
因
を
合
理
的
に
理
解
可
能
な
ひ
と
つ
の
概
念
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
を
単
に
「
全
的

な
も
の
」
と
し
か
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
説
明
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
が
反
発
し
た
近
代
の
唯
物
論
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の

唯
一
の
原
因
を
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
す
る
自
然
科
学
的
な
還
元
主
義
を
取
る
が
、
こ
の
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
還
元
す
る
自
然
科
学
的
な
原

因
も
、
こ
の
「
全
的
な
も
の
」
に
含
ま
れ
る
一
要
素
に
す
ぎ
ず
、
真
の
「
原
因
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

あ
る
現
象
に
対
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
個
別
の
原
因
を
見
出
せ
る
か
は
、
人
間
に
は
分
か
ら
な
い
し
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
は
時
々

刻
々
と
増
大
し
て
い
き
、
全
体
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
に
な
る
か
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
こ
の
真
の
「
原
因
」
は
、
人
間
が
作
り
出
し
た
因
果

関
係
を
生
み
出
す
虚
構
の
「
原
因
」
を
常
に
包
摂
し
て
い
き
、
そ
の
原
因
の
数
を
確
か
に
増
大
さ
せ
て
い
く
こ
と
か
ら
、「
原
因
は
決
し
て
同

一
の
も
の
で
は
な
く
、
足
し
算
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
常
に
増
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
」
と
ク
ロ
ー
デ
ル
は
語
る
の
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
は
か
り
し
れ
な
い
包
括
的
な
「
原
因
」
は
、
発
話
行
為
の
背
後
に
あ
っ
て
、
存
在
し
て
い
る
が
、
存
在
し
な
い
に
等
し
い
「
統
辞

法
」
の
よ
う
に
、
把
握
さ
れ
ず
、
意
識
さ
れ
ず
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
に
も
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
確
か
に
同
定
も
把

握
も
で
き
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
全
的
な
原
因
」
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
間
違
い
な
く
存
在
し
、
現
象
、
自
然
、
世
界
を
秩
序
づ

け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
知
を
越
え
て
い
る
の
で
人
間
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
分
か
ら
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
人
間

の
考
え
出
し
た
因
果
関
係
を
超
え
る
現
象
、
す
な
わ
ち
奇
蹟
や
恩
寵
が
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
に
分
か
ら
な
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い
だ
け
で
、
そ
こ
に
も
神
の
規
則
＝
統
辞
法
は
厳
然
と
あ
る
は
ず
な
の
だ
。
こ
う
し
て
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
よ
う
に
因
果
関
係
を

「
虚
構
」
と
す
る
こ
と
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
は
真
逆
の
結
論
に
達
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
考
え
出
す
因
果
関
係
で
は
説
明
の
で
き
な
い
〈
何

か
〉
が
在
る
と
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
あ
く
ま
で
も
実
在
論
に
立
脚
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
対
極
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
全
的
な
も
の
」
で
あ
る
真
の
「
原
因
」
の
認
識
に
「
比メ
タ
フ
ァ喩
」
が
関
わ
っ
て
く
る
。
比メ
タ
フ
ァ喩
は
こ
の
「
全
的
な
も
の
」「
原
因
」
が
在
る

こ
と
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
と
な
る
の
だ
。
実
際
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
言
葉
の
統
辞
法
の
類
比
と
し
て
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
自
然
界
で

も
見
ら
れ
る
と
述
べ
た
後
で
、「
比メ
タ
フ
ァ喩
」
と
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
書
物
の
ペ
ー
ジ
上
で
し
か
機
能
し
な
い
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
比メ
タ
フ
ァ喩
は
、

こ
の
世
界
に
生
じ
て
く
る
す
べ
て
の
も
の
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
、
も
と
か
ら
あ
る
技
法
な
の
で
あ
る
」）

41
（

と
し
、
単
な
る
文
彩
に
止
ま
ら
ず
、

世
界
の
認
識
に
関
わ
る
も
の
に
な
っ
て
く
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
世
界
の
統
辞
法
が
在
る
こ
と

を
認
識
す
る
手
法
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
比メ
タ
フ
ァ喩
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
下
位
概
念
に
よ
っ
て
上
位
概
念
を
表
す
場
合
に

用
い
ら
れ
る
提
喩
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
提
喩
と
は
、
た
と
え
ば
イ
エ
ス
の
言
葉
「
人

は
パ
ン
の
み
に
よ
っ
て
生
く
る
に
あ
ら
ず
」
の
「
パ
ン
」
が
、「
パ
ン
」
と
い
う
下
位
概
念
に
よ
っ
て
食
べ
物
全
般
あ
る
い
は
物
質
的
な
充
足

と
い
う
上
位
概
念
を
表
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
だ
。
あ
る
い
は
こ
れ
を
部
分
に
よ
っ
て
全
体
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば

「
帆
」
で
「
船
」
を
表
す
よ
う
な
場
合
が
そ
う
だ
。
個
々
の
世
界
の
現
象
と
い
う
部
分
を
通
し
て
、
通
常
、
描
き
出
す
こ
と
も
記
述
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
こ
の
世
界
の
全
体
的
な
も
の
―
―
こ
こ
で
は
「
全
的
な
も
の
」
で
あ
る
「
原
因
」
―
―
が
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
す
る

の
が
、「
比メ
タ
フ
ァ喩
」
に
ク
ロ
ー
デ
ル
が
与
え
た
機
能
だ
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
こ
の
「
原
因
」
が
ど
の
よ
う
な
も

の
か
具
体
的
に
体
系
化
し
、
概
念
化
す
る
た
め
に
「
比
喩
」
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
理
解
も
記
述
も

で
き
な
い
全
的
で
あ
る
原
因
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
日
光
の
松
と
楓
と
い
う
比
喩
で
も
っ
て
、
そ
の
背

後
に
あ
る
「
全
的
な
も
の
」
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。

23（172）　教養論叢 144号



　

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ク
ロ
ー
デ
ル
が
た
と
え
ば
ラ
ン
ボ
ー
に
認
め
た
不
可
知
の
も
の
を
認
識
す
る
手
段
と
し
て
の
文
学
の
あ
り
方
を
理
論
化

で
き
る
の
で
あ
る
。
世
界
の
現
象
を
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
は
、
写
実
を
す
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
不
可
知
の
も
の
を
文
学
と

い
う
比メ
タ
フ
ァ喩
で
も
っ
て
認
識
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ク
ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
、「
統
辞
法
」「
全
的
な
も
の
」「
原
因
」
と
呼
ん
で
い

た
不
可
知
の
も
の
と
は
、
超
越
的
一
者
、
形
而
上
的
存
在
、
ク
ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
も
っ
と
な
じ
み
深
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
神
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
超
越
的
一
者
を
認
識
す
る
こ
と
が
「
新
し
い
論
理
学
」
な
の
で
あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
関
連
の
な
い
事
物
が
同
時
に
そ
こ
に
在

る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
全
的
な
も
の
」
が
統
治
し
、
調
和
を
保
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
測
り
知
れ
な
い

「
全
的
な
も
の
」
の
存
在
を
そ
こ
に
在
る
事
物
を
通
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

6　

終
わ
り
に

　

一
八
九
八
年
六
月
四
日
の
午
後
、
土
砂
降
り
の
夕
立
に
遭
遇
し
た
中
禅
寺
で
、
関
連
の
な
い
松
と
楓
か
ら
ク
ロ
ー
デ
ル
が
見
出
し
た
の
は
、

世
界
の
事
象
の
背
後
に
は
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
も
認
識
も
で
き
な
い
、
世
界
を
包
摂
す
る
全
的
な
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
世
界
の
背
後
に
在
る
全
体
的
な
も
の
は
、
統
辞
法
の
よ
う
に
初
め
か
ら
在
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
識
に
現
れ
て
こ
な
い
も
の
で

あ
り
、
直
接
、
記
述
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ク
ロ
ー
デ
ル
は
「
比メ
タ
フ
ァ喩
」
を
通
し
て
認
識
で
き
る
可
能
性
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
ク
ロ
ー
デ
ル
の
「
新
し
い
論
理
学
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
不
動
の
動
者
」
か
ら
の
運
動

の
帰
結
と
し
て
鼓
動
が
あ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
鼓
動
＝
運
動
・
時
間
を
通
し
て
「
不
動
の
動
者
」
の
意
図
＝
原
因
を
分
有
し
、
感
じ
取
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
る
。
鼓
動
を
通
し
て
神
を
分
有
す
る
こ
と
を
意
識
で
き
た
人
間
は
、
次
い
で
被
造
物
か
ら
な
る
世
界
に
は
認
識
で
き
な
い
神

の
全
的
な
意
図
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
こ
の
認
識
に
必
要
だ
っ
た
の
が
、
比
喩
と
い
う
修
辞
技
法
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
新
し
い
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論
理
学
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）　C

laudel : « L

’Arche d

’or dans la forêt » in Po., p.81.

（
2
）　Ibid.

（
3
）　Paul C

laudel : Les Agendas de C
hine, texte établi, présenté et annoté par Jacques H

ouriez, L

’Age d

’hom
m

e, 1991, p.184

（
以
下
、AC

.

と
略
す
）.

（
4
）　

金
谷
ホ
テ
ル
は
一
八
七
三
年
に
日
光
山
内
近
く
の
四
軒
町
（
現
在
の
本
町
）
で
金
谷
カ
ッ
テ
ー
ジ
・
イ
ン
と
し
て
開
業
し
た
が
、
一
八
九
三
年
、
建

設
途
中
で
放
置
さ
れ
て
い
た
鉢
石
町
の
ミ
カ
ド
・
ホ
テ
ル
を
買
収
し
て
金
谷
ホ
テ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
訪
れ
た
時
は
、
開
業
し
て
か

ら
そ
れ
ほ
ど
時
間
の
経
っ
て
い
な
い
新
し
い
ホ
テ
ル
で
あ
っ
た
（
内
田
宗
治
『
外
国
人
が
見
た
日
本
―
―
「
誤
解
」
と
「
再
発
見
」
の
観
光
1 

5 

0
年

史
』、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
九
年
、
八
二
―
八
三
頁
）。

（
5
）　Basil H

all C
ham

berlain and W
.B. M

ason : H
andbook for travellers in Japan, John M

urray, London, 1899, p.154.

一
八
九
一
年
の
版
で
は
例
大
祭

に
関
す
る
記
述
は
簡
単
で
あ
っ
た
が
、
一
八
九
九
年
の
版
で
は
引
用
し
た
箇
所
に
引
き
続
き
、「
神
を
象
徴
す
る
も
の
を
収
め
た
聖
な
る
駕
籠
（
神
輿
）

が
行
列
と
と
も
に
運
ば
れ
て
い
く
。
こ
の
時
古
い
装
束
、
仮
面
、
鎧
を
村
人
が
纏
っ
て
い
る
。
老
い
も
若
き
も
こ
の
祭
礼
に
参
加
し
て
い
る
」（
一
九
四

頁
）
と
詳
細
に
祭
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
筆
者
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
旅
行
し
た
一
八
九
八
年
の
版
は
確
認
し
て
い
な
い
の
で
、
断
言
は

で
き
な
い
が
一
八
九
九
年
の
版
と
同
一
で
は
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。『
日
本
旅
行
者
の
た
め
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
は
、
も
と
も
と
ア
ー
ネ
ス
ト
＝
サ

ト
ウ
が
編
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ー
ネ
ス
ト
＝
サ
ト
ウ
が
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
し
た
後
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
＝
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
＝
メ
ー
ソ
ン

が
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
二
人
は
改
訂
を
重
ね
、
一
九
一
三
年
ま
で
こ
の
本
を
刊
行
し
続
け
た
。
こ
の
本
の
出
版
社
マ
レ
ー
社
は
、
世
界
各
地
の
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
を
発
行
す
る
最
大
手
の
出
版
社
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
歴
史
、
文
化
、
地
理
学
な
ど
の
情
報
を
ふ
ん
だ
ん
に
含
ん

だ
、
各
国
の
地
理
書
の
よ
う
な
趣
が
あ
る
も
の
で
、
当
時
は
非
常
に
定
評
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
日
本
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
も
当
時
、
日
本
を
訪
れ
る

欧
米
の
旅
行
者
に
は
必
携
の
本
と
な
っ
て
い
た
（
内
田
、
前
掲
書
参
照
）。

（
6
）　AC

., p.185.

（
7
）　C

laudel : « L

’Arche d

’or dans la forêt » in Po., p.82.
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（
8
）　

こ
の
ク
ロ
ー
デ
ル
の
描
き
出
す
東
照
宮
は
、
実
際
の
東
照
宮
の
建
造
物
と
は
異
な
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ク
ロ
ー
デ
ル
は
「
緋
色
の
鳥

居
」
と
書
い
て
い
る
が
、
東
照
宮
に
は
丹
塗
り
の
鳥
居
は
な
く
、
表
門
（
仁
王
門
）
の
前
の
鳥
居
は
、
石
造
で
あ
り
、
陽
明
門
の
前
の
鳥
居
は
青
銅
製
で

あ
る
。「
緋
色
の
鳥
居
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
今
で
も
丹
塗
り
の
ま
ま
建
っ
て
い
る
表
門
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
青
銅
の
甕
」
が
何
を
指
し
て
い

る
か
も
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
直
後
に
口
を
清
め
て
い
る
記
述
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
御
水
舎
の
こ
と
を
描
写
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
御
水

舎
の
水
盤
は
、
青
銅
製
で
は
な
く
、
花
崗
岩
で
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
御
水
舎
と
考
え
る
と
「
青
銅
の
甕
」
を
覆
っ
て
い
る
「
月
の
は
め
込
ま
れ
た

屋
根
」
も
三
葉
葵
の
徳
川
家
の
家
紋
が
刻
ま
れ
、
金
箔
が
押
さ
れ
た
御
水
舎
の
軒
丸
瓦
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
ら
の
記
述
の
誤
り

を
ク
ロ
ー
デ
ル
の
記
憶
違
い
と
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
実
は
ク
ロ
ー
デ
ル
は
半
ば
意
図
的
に
事
実
と
は
異
な
っ
た
記
述
に
改
変
し
、
文
学

的
な
創
造
を
す
る
癖
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
も
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
9
）　C

laudel, op.cit., p.82.
井
戸
桂
子
は
、
実
際
に
東
照
宮
に
取
材
し
、
六
月
三
日
の
金
弊
祈
禱
祭
に
ク
ロ
ー
デ
ル
が
参
列
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る

（
井
戸
桂
子
「
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル　

日
本
の
旅
人
」『
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
日
本
へ
の
眼
差
し
』﹇
大
出
敦
・
中
條
忍
・
三
浦
信
孝
編
著
﹈、
水
声

社
、
二
〇
二
一
年
、
九
一
頁
）。

（
10
）　Ibid.,p.84.

（
11
）　A.C

., p.185.

（
12
）　C

laudel : « Le Prom
eneur » in Po., p.85.

（
13
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
イ
ヴ
ァ
ン
・
ル
ナ
ン
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
次
の
よ
う
な
ク
ロ
ー
デ
ル
の
証
言
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
「
あ
な
た
が
あ
な
た
の
『
詩
法
』
を
書
い
て
い
る
時
、
あ
な
た
は
ス
コ
ラ
哲
学
に
深
く
傾
倒
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

　

―
―
確
か
に
そ
の
通
り
で
す
。
私
は
こ
の
時
期
、
文
学
的
な
危
機
に
陥
っ
て
い
た
の
で
す
。
私
の
詩
的
才
能
が
干
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
時
期
だ
っ

た
の
で
す
。
私
は
熟
考
し
、
無
我
夢
中
で
書
き
始
め
、
哲
学
に
仕
立
て
あ
げ
た
の
で
す
」（C

laudel : « Interview
 par Yvan Lenain sur le thom

ism
e et sur 

le N
ô » in Supplém

ent aux Œ
uvres com

plètes tom
e troisièm

e, L

’Age d
’hom

m
e, p.100

）。

（
14
）　Pierre Lasserre : Les C

hapelles littéraires, Librairie G
arnier Frères, 1920, p.20.

（
15
）　C

laudel, op.cit.

（
16
）　C

laudel : « Art poétique, C
onnaissance du T

em
ps I » in Po., p.128.
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（
17
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、「
い
ず
れ
も
そ
れ
自
ら
の
う
ち
に
運
動
変
化
と
静
止
の
原
理
（
始
原
）
を
持
っ
て
い
る
」（
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』﹇
内
山
勝
利
訳
﹈192b10

、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
4
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
七
〇
頁
）
と
し
、
こ
の
原
理
こ
そ
が

「
自
然
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
ま
さ
に
自
然
と
は
、
事
物
に
付
帯
的
に
で
は
な
く
、
直
接
的
に
そ
れ
自
体
と
し
て
内
属
し
て
い
る
運
動
変

化
と
静
止
の
原
理
」（
同
書
、192b20

）
な
の
で
あ
る
。
事
物
の
運
動
、
つ
ま
り
生
成
変
化
の
「
原
因
」
と
な
る
も
の
が
、「
自
然
」
で
あ
り
、
事
物
に
内

在
す
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
述
べ
て
い
る
。

（
18
）　C

laudel op.cit., p.130.

（
19
）　Ibid., p.128.

（
20
）　Ibid., p.135.

（
21
）　Ibid., p.131.

（
22
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』（
川
田
殖
・
松
永
雄
二
訳
）、1072a

、『
世
界
の
名
著
8　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
、

四
八
二
頁
。

（
23
）　C

laudel op.cit. p.142.

（
24
）　Ibid., p.143.

（
25
）　Ibid.

（
26
）　Ibid.

（
27
）　

こ
の
時
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
中
世
の
文
法
学
以
来
の
伝
統
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
中
世
の
、
た
と
え
ば
ド
ゥ
ナ
ト

ス
の
『
大
文
法
学
』
や
プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
『
文
法
学
綱
要
』
以
来
、
ま
ず
、
音
声
や
音
素
の
説
明
か
ら
始
ま
り
、
語
彙
、
品
詞
と
い
っ
た
文
の
構
成
要
素

を
論
じ
、
そ
の
後
に
構
文
を
分
析
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ド
ゥ
ナ
ト
ス
の
『
大
文
法
学
』
は
、「
音
声
か
ら
音
素
（
文
字
）、
音
節
、

語
彙
項
目
、
品
詞
と
段
階
的
に
追
い
」、
そ
の
後
に
構
文
の
問
題
を
分
析
す
る
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
一
方
の
プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
『
文
法
学
綱
要
』
も
、

全
一
八
巻
の
う
ち
、
第
一
巻
か
ら
第
一
六
巻
ま
で
が
「
品
詞
を
分
析
す
る
」
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
後
に
構
文
の
分
析
が
続
い
て
い
る
。（
関
沢
和

泉
「
自
由
学
芸
と
文
法
学
」、『
世
界
哲
学
史
3
―
―
中
世
Ⅰ
超
越
と
普
遍
に
向
け
て
』（
伊
藤
邦
武
・
山
内
志
朗
・
中
島
隆
博
・
納
富
信
留
責
任
編
集
）、

筑
摩
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
一
一
六
頁
）
こ
れ
は
形
を
変
え
な
が
ら
も
受
け
継
が
れ
、
ラ
ン
ス
ロ
ー
と
ア
ル
ノ
ー
が
著
し
た
所
謂
『
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ

27（168）　教養論叢 144号



ル
文
法
』
も
、
音
、
文
字
の
分
析
に
次
い
で
品
詞
の
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、『
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
文
法
』
で
は
最
後
の
第
二
三

章
に
な
っ
て
初
め
て
統
辞
法
が
語
ら
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
品
詞
の
分
析
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ク
ロ
ー
デ
ル
に
関
連
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
マ
ラ

ル
メ
の
『
英
単
語
』
も
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
。
マ
ラ
ル
メ
が
構
想
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
、『
英
単
語
』
は
単
語
を
分
析
し
た
第
一
部
で
あ
り
、
こ
の
後

に
英
語
の
統
辞
法
を
論
じ
た
第
二
部
が
続
く
は
ず
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
中
世
以
来
の
伝
統
で
は
、
ま
ず
言
語
の
構
成
要
素
で
あ
る
品
詞
の
分
析
か
ら
始

ま
り
、
次
い
で
文
の
構
造
の
分
析
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
28
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、『
詩
学
』（
朴
一
功
訳
）
第
二
一
章1457b6

、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
18
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
五
四
八
―
五
五
一

頁
。

（
29
）　

同
書
、
五
四
八
頁
。

（
30
）　

佐
々
木
健
一
に
よ
れ
ば
、
メ
タ
フ
ァ
は
両
義
性
の
あ
る
語
で
あ
る
。「
広
義
に
お
け
る
比
喩
は
、
転
義
的
比
喩
の
一
切
を
無
差
別
に
指
す
。
ま
た
狭

義
に
は
、
普
通
の
用
語
法
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
対
象
や
事
態
を
、
そ
の
特
徴
に
お
い
て
よ
く
似
た
別
の
も
の
の
名
辞
に
よ
っ
て
名
付

け
る
修
辞
技
法
を
い
う
。﹇
…
…
﹈
広
義
の
隠
喩
と
狭
義
の
隠
喩
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
無
用
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
た
だ
現
実
に
は
、

日
本
語
の
《
隠
喩
》
と
い
う
名
詞
は
専
門
的
術
語
の
性
格
が
強
く
、
ど
う
し
て
も
狭
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
上
に
『
広
義
に
お
け
る
隠

喩
』
と
呼
ん
だ
も
の
、
実
際
は
『
比
喩
』
の
意
味
で
使
わ
れ
る
。
し
か
し
欧
米
に
お
け
る
『
メ
タ
フ
ァ
ー
』
は
こ
の
『
比
喩
』
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
く
、
わ
れ
わ
れ
も
し
ば
し
ば
カ
タ
カ
ナ
で
『
メ
タ
フ
ァ
ー
』
と
し
て
、
こ
の
広
い
意
味
で
の
用
語
法
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
お
け
る
『
メ
タ
ポ
ラ
』
が
そ
う
し
た
『
転
用
語
』
の
意
味
で
あ
り
、
語
源
的
に
も
そ
れ
が
『
語
／
意
味
の
移
替
え
』
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
、
自
然
な

言
い
方
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」（
佐
藤
信
夫
企
画
・
構
成
、
佐
々
木
健
一
監
修
『
レ
ト
リ
ッ
ク
事
典
』、
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
二
一
六
頁
）。

（
31
）　C

laudel, op.cit., p.143.

（
32
）　Ibid.

（
33
）　Ibid.

（
34
）　Ibid., pp.143

―144.

（
35
）　Ibid., p.144.

（
36
）　Ibid., p.145.
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（
37
）　

ヒ
ュ
ー
ム
『
人
間
本
性
論
』（
木
曾
好
能
訳
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
、
一
〇
三
頁
。

（
38
）　

戸
田
山
和
久
『
科
学
的
実
在
論
を
擁
護
す
る
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
、
一
三
頁
。

（
39
）　

ヒ
ュ
ー
ム
、
前
掲
書
。

（
40
）　

戸
田
山
、
前
掲
書
、
一
三
頁
。

（
41
）　C

laudel op.cit., p.143.
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