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ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
国
書
館
に
現
存
す
る
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
未
完
の
手
記
の
ひ
と
つ
は
、
弐
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
る
。

と
外
界
に
封
す
る
内
面
世
界
の
ー
ー
ー
と
り
わ
け
後
者
の
塑
館
さ
に
つ
い
て
の
｜
｜
こ
れ
程
自
質
的
な
回
調
を
ロ
マ
ン
主
義
時
代
以
前
に
求
め
る
こ
と
は
極
め
て

難
し
い
筈
で
あ
る
。
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
者
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
思
詳
の
世
界
を
の
ぞ
け
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
か
ら
擬
古
典
主
義

時
代
を
通
じ
て
、
近
世
の
文
皐
者
の
眼
は
何
よ
り
も
ま
ず
外
界
に
、
外
的
現
買
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
人
間
の
内
面
が
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は

な
い
。
文
皐
が
人
間
を
描
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
人
間
の
心
は
太
古
か
ら
文
翠
の
封
印
氷
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
も
内
面
を
附
い
て
は
い
よ
う
。
じ
か
し
そ
の

場
合
の
「
心
」
は
外
界
に
向
っ
て
限
を
ひ
ら
い
た
心
で
あ
り
、
外
界
と
切
り
離
さ
れ
た
濁
自
の
自
律
性
を
愉
し
ん
だ
り
、
外
界
に
到
す
る
己
れ
の
優
位
を
ま
ず

前
提
と
す
る
一
心
L
で
は
な
か
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
態
度
の
縫
化
が
生
じ
た
の
か
。
ま
ず
、
外
的
事
情
を
見
る
と
し
よ
う
。

近
代
小
説
の
型
式
の
有
力
な
範
型
と
い
え
ば
、
誰
し
も
ピ
カ
レ
ス
ク
・
ロ
マ
ン
ス
を
念
頭
に
浮
べ
よ
う
が
、
そ
の
巨
匠
で
あ
る
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
は
、
法
王



使
節
秘
書
で
あ
り
・
幾
多
の
出
征
軍
の
従
軍
兵
士
で
あ
り
・
捕
虜
で
あ
り

1
1

要
す
る
に
宮
廷
を
起
貼
と
し
て
境
化
と
百
険
の
生
涯
を
透
っ
た
人
で
あ
る

c

英

国
十
四
世
紀
最
大
の
文
皐
者
チ
ョ
l
サ
l
は
ど
う
か
。
貴
族
の
小
姓
で
あ
り
、
封
フ
ラ
ン
ス
侵
入
軍
の
兵
士
で
あ
り
、
捕
虜
で
も
あ
っ
た
が
、
政
府
の
関
税
監

査
官
で
あ
り
・
嬬
和
使
節
で
も
あ
っ
た
。
生
活
の
資
と
地
位
を
宮
廷
に
、
経
験
の
場
を
諸
大
陸
に
求
め
て
、
彼
ら
は
い
た
る
所
に
枇
曾
と
人
聞
を
研
究
し
、
外

界
の
形
象
や
樫
験
の
E
大
な
群
を
積
み
上
げ
、
「
ル1
ペ
ン
ス
が
パ
レ
ッ
ト
上
の
色
を
成
理
し
た
よ
う
に
見
事
に
」
（
デ
ィ
ル
タ
イ
）
こ
れ
ら
を
成
理
し
た
文
庫
ア

を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
宮
廷
中
心
の
地
盤
が
崩
壊
し
、
市
民
枇
命
日
が
異
常
な
速
度
で
成
長
し
、
そ
の
只
中
に
文
壇
が
生
れ
出
で
、
新
た
に
出
現
し

た
新
聞
・
雑
誌
の
讃
者
層
を
文
皐
者
が
そ
の
生
活
と
地
位
の
封
象
と
す
る
十
八
世
紀
に
至
っ
て
、
事
態
は
衣
第
に
大
き
く
嬰
化
せ
、
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

リ
ッ
チ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
本
屋
の
息
子
に
生
れ
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
在
野
の
生
活
を
押
し
通
し
て
新
聞
を
刊
行
し
、
雑
誌
に
執
筆
し
、
チ
ェ
ス
タ

l

フ
ィ
ー
ル
ド

卿
を
文
皐
上
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
そ
こ
な
っ
た
こ
と
を
む
し
ろ
一
生
の
快
事
と
す
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
ロ
ン
ド
ン
の
靴
下
屋
の
息
子
で
あ
り
、
彫
版
附
の
徒
弟
を
経

て
自
画
自
彫
の
詩
人
と
し
て
立
ち
、
擬
古
典
的
な
官
皐
波
の
画
家
レ
イ
ノ
ル
ズ
を
「
円
痴
』
・
『
悪
漢
」
と
攻
撃
す
る
。
ま
た
コ

l

ル
リ
ッ
ジ
は
牧
師
の
家
庭
の
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十
人
目
の
末
子
で
あ
り
、
慈
善
皐
校
の
給
費
生
と
し
て
皐
歴
を
開
始
し
、
空
業
資
格
を
得
ず
に
大
串
を
去
り
、
市
井
の
講
出
家
と
し
て
暮
し
、
一
陶
烈
業
者
か

ら
の
年
金
が
あ
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
新
聞
・
雑
誌
の
寄
稿
か
ら
の
所
得
を
、
彼
の
詩
作
生
活
の
主
な
支
え
と
す
る
。
文
皐
の
保
護
者
が
宮
廷
や
貴
族
か
ら

市
民
吐
曾
の
文
壇
や
讃
者
層
へ
と
移
行
し
、
文
皐
者
が
（
文
部
一γ以
升
の
公
人
生
活
な
し
で
の
）
文
士
ま
た
は
知
識
人
と
し
て
の
行
動
閏
に
生
活
し
料
験
す
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
文
事
制
作
の
態
度
と
質
の
上
に
生
じ
た
大
き
な
饗
化
を
意
味
し
て
い
る
。
｛
日
廷
と
い
う
保
護
者
は
、
同
時
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
古
典

主
義
詩
皐
の
保
在
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
宮
廷
か
ら
の
離
反
は
古
典
主
義
詩
型
の
樺
戚
の
動
揺
と
そ
れ
に
封
す
る
不
信
を
作
う
。
ま
た
文
型
者
の
純
粋
な
行
動

圏
の
成
立
は
、
外
的
現
買
に
お
け
る
性
格
や
冒
険
の
多
様
な
捷
化
に
背
を
む
け
、
内
的
鰹
験
の
充
貰
へ
と
闘
心
を
移
し
、
そ
の
限
を
内
部
へ
・
自
己
の
主
観
的

吠
態
へ
と
集
中
す
る
結
果
を
生
む
。
こ
＼
〉
に
外
部
の
論
理
と
濁
立
し
た
心
の
法
則
が
認
識
さ
れ
、
詩
町
内
チ
は
こ
の
よ
う
な
内
部
世
界
の
自
律
と
優
位
を
新
し
い
前

提
と
し
て
再
建
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
る
。
こ
の
古
典
主
義
詩
皐
の
崩
壊
と
内
部
の
論
理

H

ロ
マ
ン
主
義
詩
皐
の
勃
興
の
事
情
を
、
文
早
川
山
論
の
兵
標
的
側
面
に

観
念
の
領
域
が
接
鏑
し
た
諸
貼
を
若
干
掘
り
起
す
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
し
、
よ
り
大
き
な
成
立
史
の
さ
さ
や
か
な
一
環
と
し
た
い
。



（二）

(2
) 

も
し
も
デ
ィ
ル
タ
イ
が
言
う
よ
う
に
、
『
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
文
皐
者
達
に
よ
っ
て
観
察
者
の
限
は
公
正
岡
達
に
な
っ
た
」
と
す
れ
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

天
才
が
、
上
記
の
よ
う
な
外
面
か
ら
内
両
へ
の
移
行
を
時
流
を
抜
い
て
先
取
し
、
古
典
主
義
詩
皐
の
権
威
を
い
ち
早
く
揺
が
し
た
先
幅
的
天
才
と
し
て
、
ロ
マ

ン
主
義
者
の
偶
像
に
祭
り
上
、
げ
ら
れ
た
の
は
常
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
擬
古
典
主
義
背
ポl
プ
で
さ
え
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
詩
の
焔
は
時
な
ら
ぬ
天
来

の
焔
の
よ
う
に
我
々
を
打
つ
、
と
言
っ
て
ロ
マ
ン
主
義
的
立
讃
へ
の
道
を
拓
い
て
は
い
た
。
し
か
し
、
古
典
主
義
詩
型
の
核
心
は
就
中
そ
の
「
三
統
一
」
の
法

則
に
あ
り
、
こ
の
詩
皐
の
崩
壊
は
、
こ
の
法
則
の
崩
壊
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
「
一
二
統
一
し
の
法
則
を
し
ば
し
ば
無
視

じ
た
こ
と
は
、

ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
到
来
ま
で
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
快
陥
と
し
て
攻
撃
を
受
け
た
。
同
じ
擬
古
典
主
義
の
立
場
に
立
っ
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、

一
翠
に
「
三
統
一
」
の
否
定
に
ま
で
達
し
て
い
る
。

(3
) 

な
る
ほ
ど
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
「
時
間
と
場
所
の
統
一
に
つ
い
て
全
く
無
闘
心
」
で
は
あ
つ
に
。
じ
か
じ
こ
ん
な
法
則
は
「
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
れ

ば
、
観
衆
を
愉
し
ま
す
役
に
立
つ
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
作
者
に
制
作
を
飴
計
む
ず
か
し
く
さ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
慣
値

(3
) 

は
減
少
し
、
コ
ル
ネ
イ
ユ
以
来
掛
わ
れ
て
い
た
寧
敬
を
失
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
」
幕
と
幕
の
聞
に
任
意
の
時
聞
が
経
過
し
て
も
一
向
差
支
え
な
い
の

(3
) 

で
あ
り
、
読
書
す
る
者
が
「
一
時
間
の
う
ち
に
英
雄
の
一
生
涯
や
一
帝
国
に
起
っ
た
幾
多
の
一
革
命
に
つ
い
て
知
る
の
と
同
様
に
、
」
劇
場
の
矧
衆
は
『
時
間
だ
の

(3

)(

3
) 

空
間
、
だ
の
と
い
う
問
題
は
ま
る
で
試
に
か
け
て
い
な
い
。
」
人
間
の
心
は
『
数
年
間
の
経
過
を
数
時
間
の
経
過
と
同
じ
容
易
さ
で
想
い
描
く
」
こ
と
が
で
き
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
積
極
的
評
慣
に
於
て
は
ポ
l

プ
よ
り
も
更
に
深
く
、

そ
し
て
彼
は
言
う
。

「
時
間
こ
そ
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
様
態
の
な
か
で
も
、
想
像
力
に
最
も
自
在
に
従
う
も
の
で
あ
る
（E
目

B
o
F

。
同
門
正
目
。
仏
g

。
同
日
E
8
2
w

(4
) 

E
o
m
同
o
r∞
2
E
o
g
Z
F
O
E
S
E
g
t
oロ
・
）
』
と
。

乙
の
言
葉
は
、
擬
古
典
主
義
者
の
口
吻
と
し
て
考
え
る
時
、
大
脂
極
ま
る
も
の
と
一
一
一
日
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
三
統
一
」
の
詩
皐
は
人
間
の
心
の
働
き
に
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(5
) 

虚
備
を
強
い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
「
心
は
、
か
か
る
明
白
な
虚
慌
に
反
援
を
感
じ
、
現
賓
の
似
姿
を
離
れ
る
時
創
作
が
そ
の
迫
力
を
失
う
』
の
を
憂
え
て
い

る
。
こ
の
「
心
」
と
は
、
心
の
新
し
い
取
扱
い
方
に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
た
「
迫
力
」
を
「
創
作
」
に
回
復
し
よ
う
と
す
る
ロ
マ
ン
主
義
者
の
「
心
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
「
時
間
」
と
い
う
も
の
を
、
内
面
的
な
事
柄
と
無
関
係
に
存
在
す
る
外
的
な
不
獲
の
客
観
的
尺
度
と
考
え
ず
、
逆
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
様
態

の
中
で
も
「
最
も
自
在
に
」
想
像
力
に
l

ー
ー
つ
ま
り
心
の
内
面
の
能
動
的
構
想
力
にll

ほ
し
い
ま
ま
に
従
う
も
の
と
考
え
よ
う
と
す
る
誌
阜
で
あ
る
。

コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
に
よ
る
更
に
徹
底
し
た
ロ
マ
ン
主
義
的
解
稗
に
引
き
継
が
れ

(6
) 

る
。
コ
l

ル
リ
ッ
ジ
に
と
っ
て
も
、
一
二
統
一
の
法
則
な
ど
は
「
偶
然
の
事
情
か
ら
劇
作
家
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
」
に
す
ぎ
ず
、
も
と
も
と
「
法
則
」
な
ど

(6
) 

は
目
的
を
達
す
る
た
め
の
手
段
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
白
樺
が
固
定
し
た
樫
戚
尺
度
と
な
る
の
は
誤
り
な
の
で
あ
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
三
統
一
批
判
の
論
操

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
批
評
は

ロ
マ
ン
主
義
時
代
に
至
っ
て

は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
心
理
的
説
明
に
封
し
て
、
歴
史
的
批
評
の
性
質
を
持
ち
、
こ
の
批
評
方
法
は
昔
時
の
英
国
に
あ
っ
て
は
ま
だ
新
し
い
方
法
で
あ
っ
た
の
だ

が
、
コ
i

ル
リ
ッ
ジ
は
こ
れ
を
濁
乙
か
ら
皐
ん
で
踊
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
コ
一
統
一
は
古
代
（
ギ
リ
シ
ャ
）
の
劇
場
の
規
模
と
構
活
か
ら
主
と
し
て
成
立
し

(7
) 

た
も
の
で
」
あ
る
こ
と
を
具
腫
的
に
説
明
し
、
韓
じ
て
、
こ
の
よ
う
に
古
代
劇
場
の
偶
然
の
制
約
か
ら
生
れ
た
法
則
を
、
起
源
を
無
視
し
て
、
『
フ
ラ
ン
ス
人

や
イ
タ
リ
ア
人
、
王
政
復
興
期
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
の
諸
作
家
』
が
「
模
倣
」
じ
た
結
果
、
『
そ
こ
に
演
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
、

(8
) 

よ
う
に
想
わ
れ
」
『
員
の
生
命
の
原
理
を
排
除
』
し
て
し
ま
っ
た
。

ま
る
で
一
枚
の
平
面
に
あ
る
か
の

- 63 -

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
は
ギ
リ
シ
ャ
劇
の
模
倣
で
は
な
い
。

(9
) 

統
一
な
ど
無
視
し
て
、
『
観
衆
の
感
覚
で
は
な
く
て
想
像
力
に
訴
え
、
時
・
空
を
自
由
に
す
る
力
を
獲
得
し
た
』
。
か
よ
う
な
「
想
像
力
」
は
「
古
代
劇
場
に
お

い
て
は
矛
盾
と
し
て
滑
稽
関
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
」
、
「
担
像
力
」
こ
そ
は
『
人
間
の
心
の
持
つ
最
も
崇
高
な
能
力
な
の
で
あ
り
、
」
『
古
代
人
は
人
間
性
の

（
叩
）

最
低
の
部
分
に
わ
れ
わ
れ
を
し
ば
り
付
け
て
い
た
」
に
過
ぎ
な
い
、
と
論
ず
る
。
た
と
え
三
統
一
の
法
則
が
ギ
リ
シ
ャ
劇
の
「
時
」
を
廿
四
時
間
に
定
め
て
い

（
日
）

た
に
し
て
も
、
そ
の
場
合
で
さ
え
、
『
時
は
組
像
力
の
封
象
に
な
ら
、
ざ
る
を
得
な
い
」
の
で
あ
り
、
『
心
は
時
な
ど
無
闘
心
と
い
う
強
烈
な
刺
戟
に
よ
っ
て
働
き

（
ロ
）
（
日
）

か
け
ら
れ
る
」
告
で
あ
る
。
こ
う
し
て
最
後
に
は
、
『
想
像
力
』
を
「
時
・
空
と
何
の
関
係
も
持
た
ぬ
能
力
』
と
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
間
を
想
像

力
に
陪
応
じ
て
自
由
に
愛
じ
得
る
も
の
と
考
え
、
叉
こ
の
考
え
に
立
っ
て
、
新
し
い
「
心
」
の
様
態
を
捉
え
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
批
評
を
通

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
不
要
の

じ
て
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
を
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
継
承
的
護
展
者
と
す
る
。



こ
こ
で
、
コ
l

ル
リ
ッ
ジ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
論
の
な
か
に
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
封
立
す
る
要
素
も
存
在
す
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
うc

そ
の
封
立
要
素
は
、
友
に
論
じ
よ
う
と
す
る
批
評
史
と
観
念
史
と
の
一
つ
の
接
燭
黙
に
わ
れ
わ
れ
の
思
考
を
誘
う
も
の
で
あ
る
。

コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
封
し
て
敬
意
を
梯
い
な
が
ら
も
、
意
見
を
異
に
す
る
鮎
に
つ
い
て
は
遠
慮
の
な
い
反
封
を
述
べ
て
い
る
。

「
護
み
」
の
問
題
を
除
け
ば
、
そ
の
反
封
の
多
く
は
、
作
中
人
物
の
心
理
分
解
に
際
し
て
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
混
入
し
て
い
る
道
皐
者
的
偏
見
に
封
し
て
で
あ
る
。

こ
れ
は
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
批
評
が
ジ
ョ
ン
ソ
ン
よ
り
も
更
に
近
代
批
評
と
し
て
純
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
民
に
は
そ
の
よ
う
な
批

テ
キ
ス
ト
の

評
態
度
を
可
能
に
す
る
思
考
ま
た
は
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
な
前
提
上
の
差
異
が
あ
る
坐
円
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
論
じ
て
、
ハ
ム
レ

（
日
）

む
し
ろ
終
始
一
貫
、
外
的
事
情
に
動
か
さ
れ
て
い
る
』
性
格
を
立
浪
に
指
摘
し
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の

ッ
ト
の
徹
底
し
た
受
動
性
、

『
積
極
的
に
働
く
よ
り
も
、

ハ
ム
レ
ッ
ト
論
へ
の
道
を
的
確
に
開
い
て
お
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
受
動
的
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
性
格
を
構
題
し
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
意
図
を
重
ん
ず
る
こ

コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
い
う
、
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と
を
忘
れ
て
、
し
ば
し
ば
道
草
的
偏
見
に
陥
り
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
失
笑
を
買
う
こ
と
に
な
る
。

（
日
）

「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
は
も
う
一
つ
反
封
を
申
し
た
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
ひ
ど
く
苛
酷
に
責
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
。
そ
れ
は
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
第

三
幕
三
場
の
、
機
悔
の
祈
り
を
捧
げ
る
叔
父
の
後
姿
を
見
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
、
が
、
殺
意
を
引
込
め
、
い
ず
れ
『
救
い
よ
う
の
な
い
ほ
ど
魂
の
汚
れ
た
」
行
局
を
し

て
い
る
現
場
を
捉
え
る
時
ま
で
叔
父
の
死
期
を
延
し
て
や
る
気
に
な
る
、
あ
の
場
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
道
皐
者
的
非
難
は
こ
う
で
あ
る
。

「
善
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
、
己
れ
の
罰
し
よ
う
と
す
る
人
物
の
命
を
李
っr
け
で
は
ま
だ
足
り
ず
、
そ
の
堕
地
獄
を
計
る
こ
の
副
首

（
同
）

は
、
あ
ま
り
に
空
怖
ろ
し
く
、
讃
む
に
も
口
に
す
る
に
も
堪
え
ぬ
。
』

「
不
決
断
」
で
一
ー
謹
巡
」
す
る

（
口
）

ハ
ム
レ
ッ
ト
の
性
格
の
「
一
部
」
、
が
こ
の
行
局
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
「
自
己
時
護
」
（
己
戸

0
0
5
5
0

）
と
し
て
理
解
す
べ
き
で

ハ
ム
レ
ッ
ト
の
性
格
を
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
非
難
」
を
加
え
る
の

r
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
考
え
る
。

あ
っ
て
、
道
徳
的
に
非
難
す
る
の
は
嘗
ら
な
い
、
と
。



（
時
）

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
道
皐
的
非
難
は
、
狂
気
を
装
っ
て
オ
フ
ィ
リ
ア
に
辛
く
首
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
行
局
を
『
無
意
味
に
残
酷
な
行
局
』
と
考
え
、
『
狂
人
振
る
こ

（
国
）

と
に
は
充
分
な
理
由
が
な
い
」
と
思
い
、
許
し
を
乞
う
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
言
葉
（
第
五
幕
二
場
）
を
、
善
良
・
勇
敢
な
男
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
言
葉
と
見
て
、
残

念
に
思
う
所
ま
で
行
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
中
人
物
に
勝
手
な
道
徳
的
判
断
を
下
す
「
一
般
的
偏
見
L
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
と
っ
て
「
不
利
」
で
あ
り
、
本
品
川
田
は
む
し
ろ
「
日
讃
す
べ

き
」
・
「
最
高
の
租
類
の
多
く
の
美
黙
」
を
非
難
し
、
等
閑
に
付
し
て
い
る
、
と
コl
ル
リ
ッ
ジ
は
反
駁
す
る
。
大
切
な
こ
と
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
い
う
性
格
を

、
、

措
い
た
時
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
意
圃
（
E

当
F
E

岳
門z
z
r

名
g
5
5
2

口
当

r
g
r
o

骨
作
者
同
宮
島

2
0
2
0

円
。
門
司
自
己
巳
：
・
若
宮
門
4
2
r
u

（
四
）
、
、

仏
o
a
mロ当

r
o
D
r
o
g
件
仏
0
4
弓
ロ
吉
田
肖
O
円
山
口
の
0
・
・
・
3

）
に
封
す
る
正
し
い
理
解
で
あ
る
。
そ
の
意
固
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
解
答
は
こ
う

で
あ
る
。

ハ
ム
レ
ッ
ト
は
「
自
己
の
内
部
に
世
界
を
持
つ
人
間
』
で
あ
り
、
そ
の
種
の
人
間
特
有
の
「
行
動
へ
の
嫌
悪
」
を
も
っ
て
い
る
。

（
加
）

『
自
己
官
身
の
内
部
の
世
界
」
に
向
う
こ
の
よ
う
な
性
格
に
と
っ
て
は
、

「
外
部
の
世
界
と
外
界
の
事
物
の
一
切
が
比
較
的
灰
か
に
烏
り
、
外
界
の
事
物
自
瞳
は
興
味
の
な
い
も
の
に
寓
る
が
、
彼
の
心
の
鏡
（

F
O
E

－
円
円
。
円
。
同

r
T
H
E
e

に
外
界
の
事
物
が
映
し
だ
き
れ
た
時
に
の
み
そ
れ
ら
に
興
味
を
抱
き
始
札
日
性
格
で
あ
り
、

「
現
貫
か
ら
退
い
て
」
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「
眼
を
閉
じ
る
以
前
に
覗
費
器
官
に
印
象
を
興
担
え
た
事
物
（
当

r
E
r
g

－u円
。
〈
古g
q
B
包
o
g
F
E
H
）
円
。
∞
ω守
口
。
ロ

E
m
o
品
川5
）
を
、
限
を
閉
じ
た

（
幻
）

後
に
か
え
っ
て
眼
の
あ
た
り
に
見
る
、
鮮
や
か
な
想
像
力
の
所
有
者
と
同
じ
よ
う
に
、
外
部
の
世
界
を
眺
め
た
」
人
物
な
の
で
あ
る
。

具
膿
的
な
劇
批
評
の
文
脈
の
只
中
に
突
如
と
し
て
侵
入
し
た
観
の
あ
る
こ
の
抽
象
的
な
記
述
は
、
車
な
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
買
は
コ
l

ル
リ
ッ
ジ
の
批
評
理
論
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
な
前
提
の
精
髄
と
し
て
扱
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
外
界
か
ら
相
封
的
に
遮
断
さ
れ
た
内
界
の
構
造
は
、
無
意
識
の

裡
に
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
用
語
を
確
買
に
踏
襲
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
、
ロ
マ
ン
主
義
的
心
性
の
記
述
と
な
っ
て
こ
こ
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
「
心
の
鏡
し
と
い
う

言
葉
は
、
ロ
ッ
ク
の
「
人
間
悟
性
に
か
ん
す
る
試
論
し
の
な
か
に
頻
出
す
る
言
葉
で
あ
り
、

ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
観
費
「
器
官
」
は
五
官
の
う
ち
で
最
も
強
力
な



も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
人
聞
の
心
は
一
階
箱

（3
5
0
3

。
『
∞25

）
に
除
え
ら
れ
、

視
覚
を
通
じ
て
外
界
か
ら
暗
箱
に
投
影
さ
れ
た
事
物
が
観
念
聯

合
に
よ
っ
て
軍
純
観
念
か
ら
複
合
観
念
を
、
一
面
受
動
的
に
・
し
か
し
能
動
的
に
形
成
し
て
ゆ
く
過
程
の
記
述
的
問
符
に
よ
っ
て
、
「
悟
性
論
」
の
大
半
が
埋

め
ら
れ
て
い
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
l

ト
レ
ー
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
ト
レ
！
の
方
法
の
中
広
治
佑
さ
れ
て
い
た
英
同
経
験
論
哲
阜
の
即
論

的
側
面
を
「
近
代
の
異
端
邪
説
』
・
『
機
械
論
』
と
し
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ヒ
ュl
ム
、
ロ
ッ
ク
、
ハ
ー
ト
レ

l

、
及
び
そ
の
大
陸
版
の
一
切
を
拒
否
し
た
コ
l

ル

リ
ッ
ジ
で
は
あ
る
が
、
拒
否
し
た
彼
の
岱
の
分
析
の
な
か
に
、
ロ
ッ
ケ
の
認
識
論
の
用
語
と
構
同
が
買
は
極
め
て
深
く
根
を
下
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
重
要
な

こ
と
は
、
内
部
の
世
界
の
自
質
的
な
記
述
の
際
に
か
え
っ
て
は
っ
き
り
と
、
こ
の
事
買
が
指
摘
さ
れ
る
一
争
責
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
批
評
を
通
じ
て
、
ロ

ッ
ク
の
内
部
世
界
の
認
識
論
が
コ
l

ル
リ
ア
ジ
に
委
を
現
わ
し
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
か
ら
コ
l

ル
リ
ッ
ジ
へ
の
ロ
マ
ン
主
義
詩
阜
確
立
の
線
上
に
、
内
面
の
自
律

化
へ
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
市
民
イ
粧
台
の
知
識
人
の
た
め
に
、
新
し
い
白
由
へ
の
教
育

(n
) 

草
案
と
し
て
そ
の
思
索
を
展
開
し
た
ロ
ァ
ク
の
思
考
が
、
新
し
い
感
情
図
の
論
聞
と
し
て
、
『
近
代
心
開
事
の
起
貼
』
（R
・
I

・
ァ
l

ロ
ン
）
と
な
り
、
内
部

の
論
聞
の
倣
密
な
解
明
者
の
側
両
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ロ
ッ
ク
は
、
聯
出
心
開
阜
に
立
つ
以
上
、
機
械
論
の
侍
統
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
限

り
に
お
い
て
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
、
「
微
小
表
象
』
の
導
入
に
よ
る
有
機
樫
則
論
に
比
し
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
惑
術
哲
郎
ナ
の
刊
論
的
骨
格
と
は
異
質
の
も
の
で
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あ
り
、
コ
i

ル
リ
ゾ
♂
ジ
が
克
服
し
た
側
面
の
方
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
系
列
の
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
反
封
は
主
と
し
て
、
経
験
論
心
開
阜
の
『
機
械

論
的
性
格
』
に
封
す
る
反
封
で
あ
り
克
服
で
あ
っ
た
か
ら
、
ホ
ッ
ブ
ス
ほ
ど
の
徹
底
し
た
物
問
型
的
性
格
を
持
ち
川
げ
な
か
っ
た
ロ
ッ
ク
の
経
験
論
は
む
し
ろ
、

コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
有
機
樫
即
長
一
酬
に
と
っ
て
貫
質
的
に
は
プ
ラ
ス
と
な
る
よ
う
な
多
く
の
観
察
と
内
省
方
法
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
過
度

で
は
な
い
事
買
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ロ
ッ
ク
の
側
面
を
語
る
一
例
と
し
て
、
物
卯
一
月f的
な
概
念
で
あ
る
「
力
」
に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
は
、
能
動
を
表
わ
す
用
語

（
お
）

受
動
を
表
わ
す
そ
れ
に
ち
m
g

芯
ロ
を
あ
て
て
い
る
事
買
を
担
起
し
て
お
こ
う
。
m
H
2
Zロ
に
封
す
る
物
m
皐
的
概
念
は
円
。ω
2
5
ロ
で
あ
っ

に
ω

の
立
。
ロ
ら
｝
、

て
、
℃
g

巴
c
ロ
で
は
な
い
。
宮
田
吉
ロ
は
「
受
苦
し
の
概
念
に
設
す
る
一
抑
阜
的
合
苔
を
も
っ
一
一
一
一
川
葉
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
匝
別
は
、
す
で
に
外
的
自
然
に
封
立

（
担
）

し
た
人
間
的
な
・
主
観
的
な
も
の
を
橡
想
し
て
お
り
、
自
裂
性
の
観
念
を
そ
こ
に
沼
ま
せ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ロ
ッ
ク
の
思
考
は
、
「
力
」
で
さ
え
も
、

情
念
を
含
み
、
受
動
は
受
苦
を
含
む
自
設
的
な
も
の
と
し
て
護
想
さ
れ
、
機
械
論
的
世
界
を
逸
脱
す
る
合
苔
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。



ま
た
、
ロ
ッ
ク
と
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
論
戦
を
後
者
の
「
新
人
間
悟
性
論
」
に
比
重
を
置
い
て
理
解
す
る
者
は
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
、
心
の
内
部
は
意
識

（
お
）

が
更
に
無
意
識
と
微
小
表
象
に
よ
っ
て
連
績
す
る
と
考
え
て
い
る
貼
の
指
摘
や
、
時
眠
中
も
人
聞
は
微
小
な
貢
識
を
持
つ
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
読
を
重
視

す
る
こ
と
か
ら
、
ロ
ッ
ク
の
心
の
把
握
が
十
分
な
内
面
性
を
持
た
ず
、
知
覚
さ
れ
な
い
知
覧
の
存
在
な
ど
は
矛
盾
と
な
る
ロ
ッ
ク
の
内
部
世
界
の
平
板
な
構
造

を
軽
蔑
す
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ロ
ッ
ク
が
「
悟
性
論
」
の
第
二
巻
一
軍
廿
一
・
二
節
に
お
い
て
、
幼
児
は
生
を
開
始
す
る
や
否
や
巾
単
純
観
念
を
外
界

か
ら
受
け
取
る
が
、
恐
ら
く
胎
内
に
お
い
て
さ
え
す
で
に
そ
れ
を
開
始
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
諸
観
念
は
、
た
と
え
心
が
そ
れ
よ
り
透
か
後
に
な
っ

て
「
限
畳
め
る
』
と
し
て
も
、
心
の
基
底
に
残
る
、
と
論
じ
て
、
同
時
代
の
論
客
ノ
リ
ス
の
鋭
い
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
ま
た
一
朝
念
聯

合
に
つ
い
て
し
の
べ
ら
れ
た
章
は
、
恐
怖
や
快
苦
の
観
念
が
、
い
か
に
首
人
に
と
っ
て
無
意
識
の
聯
想
に
よ
る
傑
件
附
け
か
ら
生
じ
て
、
人
格
の
機
構
を
左
右

す
る
か
に
つ
い
て
、
塑
か
な
ケ
l
ス
・
ス
タ
デ
ィ
が
盛
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
の
観
察
し
思
索
し
た
「
心
」
は
、
十
分
に
底
い
意
識
の
捕
り
と
層
を
含
む
「
心
」

で
あ
っ
た
こ
と
、
自
律
性
と
自
護
性
を
外
界
に
封
し
て
持
つ
「
心
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
更
に
両
白
い
の
は
、
人
格
の
同
一
性
に
つ
い
て
説
き

及
ん
だ
「
同
一
性
お
よ
び
差
異
牲
に
つ
い
て
」
（
第
一
巻
七
十
二
草
）
と
題
す
る
草
の
な
か
で
、
彼
が
展
開
し
た
著
名
な
比
除
、
「
日
究
め
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス

と
眠
っ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
の
近
代
性
で
あ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、

あ
る
人
聞
を
同
一
の
人
格
と
す
る
の
は
認
識
の
作
用
で
あ
り
、
『
人
れ
と
は
意
識
の
同

円iにU

一
性
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
も
し
も
睡
眠
に
よ
っ
て
意
識
が
中
断
さ
れ
た
な
ら
、
た
と
え
同
一
人
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
っ
て
も
、
『
日
畳
め
て
い
る
ソ
ク

ラ
テ
ス
と
眠
っ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
同
一
の
人
格
で
は
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
極
論
で
あ
る
が
、
買
膿
と
し
て
の
人
格
を
否
定
し
、

建
化
す
る
人
格
と
意
識
を
同
一
視
し
、
意
識
の
持
つ
底
大
な
損
り
を
自
覚
し
て
い
る
態
度
は
、
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
の
根
本
的
な
新
し
さ
を
語
っ
て
い
る
。
コ
ー

ル
リ
ッ
ジ
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
近
代
性
を
肯
定
し
、
内
部
世
界
の
論
理
を
性
格
の
意
国
的
批
評
の
前
提
に
置
こ
う
と
し
た
時
、
彼
が
ロ
ッ
ク
を
知
ら
ず
知
ら

ず
踏
襲
し
て
い
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
盟
白
か
ら
で
あ
ろ
う
。
（
ロ
ッ
ク
「
悟
性
論
」
の
草
付
け
は
、フ
レ
ー
ザ
ー
版
に
よ
る
o

）



（三）

ど
の
よ
う
に
理
論
化
し
、
ど
の
よ
う
な
新
ら
し
い
内
面
の
秘
密
を
解
明
し
得
た
で
あ
ろ
う
か

o

D
H
U

到
す
ご
L
主
活
フ
亡
与
手
？
－
一
ま
一
よ
一

J
h
d
、
一
。

／
レ
H
ド
ー
一

y
k

一
、1
4
6

白
E

，

v

・

d

タ

J
y
u
J
Z
P
I
4
J
J
J

’

L

き
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
批
評
の
貫
践
の
う
ち
に
衣
第
に
明
確
佑
し
て
き
た
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
内
部
の
論
理
の
詩
皐
は
、
心
の
本
質
を

こ
の
問
題
に
進
む
た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
、
「
時
間
」

も
し
も
人
間
の
心
を
、
外
界
に
従
属
す
る
も
の
・
外
界
と
逐
二
封
臆
す
る
も
の
と
考
え
れ
ば
、
個
人
の
内
面
で
樫
験
さ
れ
る
時
間
で
あ
ろ
う
と
、
高
人
共
通

の
外
界
の
時
計
的
時
間
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
聞
に
匝
別
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
心
の
内
容
で
あ
る
意
識
が
、
客
観
的
な
時
間
の
進
行
を
唯
一
の
法
則
と
す
る

時
、
そ
の
意
識
は
縦
の
層
を
含
ま
ず
横
の
撮
り
も
持
つ
て
は
い
な
い
。
逆
に
人
聞
の
内
部
が
外
部
世
界
の
客
期
的
な
時
間
の
進
行
を
自
在
に
操
る
も
の
と
す--68 -

れ
ば
、
内
的
時
間
と
外
的
時
間
と
は
明
確
に
そ
の
領
域
を
異
に
す
る
も
の
と
な
り
、
意
識
は
過
去
、
現
在
、
未
来
に
ま
た
が
る
横
り
を
持
ち
、
自
覚
さ
れ
な
い

無
意
識
と
い
う
寸
加
を
そ
の
民
深
い
奥
に
蓄
え
た
も
の
と
な
る
。
そ
こ
に
は
も
う
一
つ
の
慣
値
評
慣
が
忍
び
入
り
、
「
内
部
の
世
界
」
を
外
部
の
世
界
よ
り
も
「
更

に
一
層
素
晴
ら
し
い
」
世
界
と
す
る
建
前
か
ら
、
内
的
時
間
に
よ
り
多
く
の
真
理
性
を
許
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

彼
の
文
皐
論
の
一
際
の
綿
決
算
で
あ
る
「
文
皐
的
白
侍
」
目
。
唱37
E
口
Z
5
1
0

の
な
か
で
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
、
全
二
巻
廿
二
章
の
う
ち
、
買
に
三

つ
の
草
を
「
観
念
聯
合
心
加
型
」
の
歴
史
と
批
評
に
費
し
て
い
る
。
ル
ネ
・
ウ
ェ
レ
ッ
ク
は
そ
の
大
著
「
近
代
批
評
史
」
第
二
容
の
コ
l
ル
リ
ッ
ジ
の
項
（
策

六
章
）
の
な
か
で
、
こ
の
三
つ
の
市
の
債
値
を
即
解
せ
ず
、
こ
の
市
は
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
無
名
の
文
筆
家

J

・

G
・

E

・
マ
i

ス
の
著
書
に
由
来
し
て
い
る

(Mm
) 

も
の
で
あ
る
と
し
て
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
全
業
績
の
濁
創
性
を
も
疑
う
か
の
よ
う
な
口
吻
を
洩
し
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
三
つ
の
草
の
う
ち
、
観
念
聯
合
法
則

の
歴
史
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
よ
り
ハ
i

ト
レ
ー
ま
で
辿
っ
た
第
五
章
の
資
料
の
一
部
が
マ
l

ス
の
著
「
構
想
力
考
」
よ
り
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す

（
幻
〕

で
に
、
J

・
シ
ョ
l
ク
ロ
ス
に
よ
っ
て
、
そ
の
労
作
「
文
皐
的
自
博
」
校
本
の
註
に
指
摘
さ
れ
て
以
来
、
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
コ
ー
ル

ワ
ッ
ジ
が
三
つ
の
草
も
費
し
て
翻
念
聯
合
心
理
皐
を
批
判
の
封
象
と
し
た
そ
の
異
常
な
熱
意
の
理
由
と
、
資
料
の
借
用
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
自
身
は
翻
念
聯



合
心
理
皐
を
批
評
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
立
場
を
ど
の
よ
う
に
築
い
た
か
と
い
う
黙
に
あ
る
。

親
念
聯
合
心
理
事
を
扱
う
三
つ
の
章
の
最
後
の
立
で
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
、
彼
の
時
間
論
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
意
識
の
作
用
は
、
買
に
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
「
時
間
」
（
出
．

S
内

8
5
E
2

＆

5
5
0
E
2
2

）
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
〔
わ
た
し
は

、
、
．
、
、
、
、
、
、
、
、
、

時
間
そ
の
も
の
（
民
主
ご
）
2
ω
σ

）
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
時
間
そ
の
も
の
は
、
時
間
に
つ
い
て
の
世
間
一
般
の
観
念
守
口
ごN
Oた
S
o
h
t
目
。
）

と
は
封
照
的
に
匝
別
さ
れ
た
限
り
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
に
つ
い
て
の
世
間
一
般
の
観
念
は
、
空
間
の
観
念
（
丘

g

え
告
白
の
め
）
と
い

（
泊
）

つ
も
混
同
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
：
：
：
、
ど
と
。
（
コ
l

ル
リ
ッ
ジ
自
身
の
イ
タ
リ
ッ
ク
。
）

こ
れ
は
驚
く
べ
き
記
述
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

空
間
の
観
念
を
全
く
排
除
し
た
純
粋
性
の
中
に
時
間
の
本
質
を
求
め
よ
う
と
す
る
詰
み

は
、
少
な
く
と
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
っ
て
、
そ
の
著
「
意
識
に
百
接
興
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
」
の
な
か
で
、
廿
世
紀
を
迎
え
る
時
期
に
初
め
て
行

わ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
時
間
は
本
来
内
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
時
計
に
よ
っ
て
計
測
さ
れ
る
外
的
時
聞
は

買
は
空
間
に
職
課
さ
れ
・
量
化
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
員
の
時
間
そ
の
も
の
は
、
純
供
質
的
な
も
の
で
あ
っ
て
量
化
を
担
む
。
わ
れ
わ
れ
の
常
識

が
念
頭
に
す
る
時
間
は
、
本
来
空
間
の
概
念
が
す
で
に
混
入
し
た
時
間
で
あ
っ
て
、
時
間
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
内
的
時
間
の

こ
の
よ
う
な
、
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員
の
姿
を
、
「
持
績
」
（
仏
号
。
。
）
と
呼
び
、
「
純
粋
持
績
」
は
自
己
の
奥
底
に
連
績
的
流
動
と
し
て
直
観
さ
れ
る
と
す
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
も
そ
の
備
忘
録
の
な

か
で
ヒ
ュ
l
ム
の
「
瞬
間
」
の
概
念
を
批
判
し
、
こ
の
よ
う
な
持
績
の
思
考
を
す
で
に
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

瞬
間
と
は
明
ら
か
に
、

（
却
）

（
山
口o
r
Z）
百
回
目
内
同
E
F
o
E

門
出i
a
z
o
c
ロ
L
Z
E
o
ι
ιロ
B

片
山O
ロ
）
の
こ
と
に
す
ぎ
ぬ
。
』

『
「
瞬
間
」
と
は
何
か
？

空
間
を
仲
介
と
す
る
纏
起
だ
と
？

莫
迦
な
什
一

分
割
さ
れ
な
い
不
可
分
の
持
績
の
な
か
の
光
貼

こ
こ
に
初
め
て
、
内
的
時
間
に
本
質
上
の
優
位
を
認
め
る
立
場
が
極
め
て
白
質
的
に
成
立
し
、
内
部
の
世
界
は
そ
れ
自
身
の
自
律
的
な
論
理
を
時
間
意
識
の

（
却
）

純
化
を
通
じ
て
見
出
す
こ
と
と
な
る
。
〔
す
で
に
別
の
機
曾
に
詳
論
し
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
繰
返
す
こ
と
を
避
け
る
が
、コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
場
合
は

ホ
ッ
プ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ

l

ム
、
ハ
l

ト
レ
！
の
聯
合
心
理
事
と
の
封
決
か
ら
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
場
合
は
、
ミ
ル
、
ベ
イ
ン
、
テ
l

ヌ
の
聯
合
心
理
皐
と
の

封
決
か
ら
、
と
も
に
聯
合
心
理
皐
の
外
的
機
械
論
の
盲
貼
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
の
内
的
性
質
を
匝
別
し
・
救
出
し
た
こ
と
は
、
思
想
史
上
の
注



日
す
べ
き
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
ロ
マ
ン
主
義
の
理
論
的
側
面
の
系
路
と
振
幅
を
明
示
す
る
も
の
と
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〕

（四）

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
自
我
に
二
つ
の
様
相
を
認
め
、
表
面
的
な
「
白
我
」
と
「
よ
り
深
い
自
我
」
と
を
認
め
た
よ
う
に
、コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
考
察
も
、
「
よ
り
深

い
自
我
」
の
領
域
に
沈
併
す
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
に
と
っ
て

「
内
部
に
存
在
す
る
思
考
す
る
精
神
は
：
：
：
恐
ら
く
、
生
命
の
原
理
：
：
：
そ
の
作
用
の
原
理
と

賓
質
上
は
同
一
の
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
良
い
言
語
と
い
う
も
の
も
、
「
心
そ
の
も
の
の
働
き
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
生
れ
」
る
と
し
、

（
況
）

「
心
の
内
在
的
法
則
」
合
同
正
当
。
巨
ロ
∞
目
白
羽
）
を
常
に
求
め
る
こ
と
に
詩
皐
の
根
擦
を
見
出
そ
う
と
す
る
。

ワ
！
ズ
ワ
l

ス
の
詩
の
情
感
を
立
讃
し
て
彼
は
い
う
、
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「
ヮl
ズ
ワ
1

ス
は
幾
度
議
返
し
て
も
新
鮮
さ
を
失
わ
な
い
。
ワ
l

ズ
ワ
l

ス
の
情
感
は
：
：
：
、
買
は
こ
れ
ま
で
如
何
な
る
時
代
の
人
も
そ
こ
ま
で
は
訪

、
、
（
認
）

れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
く
、
叉
そ
こ
ま
で
掘
り
下
げ
る
沼
気
も
志
士
山
も
な
か
っ
た
深
み
2
4
子
）
か
ら
掬
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
」
と
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

、
、
、
、
、
、

の
「
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ア
ド

l

ニ
ス
し
は
、
車
に
外
面
の
細
部
の
み
で
な
く
、
『
紹
妙
極
ま
る
思
想
や
感
情
の
姿
を
と
っ
た
心
の
潮
の
さ
し
ひ
き

S
C
M
山
口
仏

、
、
、
、
、

見
出
5
n

。
同
F
O
B
E
ι
）
」
に
及
ん
で
お
り
、
ワ
l

ズ
ワ
l

ス
の

H
5
5
2
z
z
q
C仏
ぬ
の
深
さ
は
、
こ
の
領
歌
、
か
、
『
内
奥
の
内
然
の
潮
の
さ
し
ひ
き
を

見
守
り
、
』
時
々
『
意
識
の
た
そ
が
れ
の
領
域
」
（
己
M
O
z

－
－
m
E
B
己
自
主

8
5

巳
0
5
5
ω
ω

）
に
ま
で
分
け
入
り
、
「
内
奥
の
存
在
様
式
に
深
い
闘
心
を

（
泊
）

掛
う
」
人
に
向
っ
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
論
ず
る
。
『
意
識
の
た
そ
が
れ
の
領
域
』
と
は
、
意
識
の
基
底
、
無
意
識
界
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
ベ

（
社
）

ル
グ
ソ
ン
も
叉
、
『
意
識
の
脱
ろ
な
深
み
」
（
－
g

官
。
守
口
仏
2
2

。
σ
R
R
E
P

－
向
。
。
ロ
包8
2

）
と
い
う
言
葉
で
同
じ
内
部
の
深
い
世
界
を
諮
る
の
で
あ

司Q
。

（
お
）

意
識
の
世
界
は
深
さ
を
持
つ
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
人
間
の
意
識
を
、
「
口
の
細
く
な
っ
た
瓶
し
と
し
て
論
じ
、
そ
の
無
意
志
的
憶
起
の
腫
験
を
詳
細
に
記
録

（
お
）

し
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
も
意
識
を
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
と
言
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
フ
ロ
イ
ド
に
つ
な
が
る
意
識
構
造
の
比
除
で
あ
る
。



ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
意
識
は
記
憶
と
同
一
で
あ
る
』
と
論
じ
、
記
憶
は
『
な
に
一
つ
消
え
ず
』
に
意
識
の
中
に
保
存
さ
れ
る
と
論
ず
る
が
、

も
、
『
一
切
の
思
い
は
そ
れ
自
煙
、
滅
び
る
こ
と
は
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
『
知
性
の
能
力
が
将
来
蹟
大
さ
れ
た
時
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
前
に
、
そ
の
人
の
過

（
訂
）
（
お
）

去
一
切
の
経
験
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
考
え
、
意
識
は
何
時
で
も
再
生
可
能
吠
態
に
あ
る
思
考
を
菩
え
た
「
生
け
る
カ
タ
コ
ン
ブ
」
で
あ
る
と
言

う
。
ロ
ッ
ク
の
心
理
事
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ほ
ど
大
臆
な
意
識
の
記
憶
能
力
の
規
定
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
「
意
識
は
常
に
忘
却
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
一
生
の
聞
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
過
去
を
一
望
の
下
に
限
の
あ
た
り
見
る
瞬
間
は
な
い
か
ら
」
と
言
う
（
第
二
巻

し
か
し
、

コ
ー
ル
リ
ッ
ジ

コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
こ
の
よ
う
な
記
憶
の
存
在
を
内
面
の
能
力
に
限
定
し
、
文
盲
の
少
女
が
狂
気
の
際
に
示
し
た
素
晴
ら
し
い
へ
－
フ

ラ
イ
語
の
再
生
記
憶
の
こ
と
を
考
え
て
、
か
つ
て
念
頭
に
し
た
一
切
の
思
い
を
滅
び
去
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
そ
っ
く
り
貯
蔵
す
る
人
間
の
心
の
能
力
に
驚
嘆

し
、
最
後
の
審
判
の
「
天
上
の
来
日
」
を
待
つ
ま
で
も
な
い
こ
の
「
地
上
の
書
」
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の
意
識
」
に
宗
教
的
な
恐
れ
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
「
文
皐

（
却
）

的
自
停
」
を
讃
ん
だ
ド
・
ク
ウ
ィ
ン
シ
l
は
コi
ル
リ
ッ
ジ
か
ら
直
接
こ
の
考
え
を
受
け
繊
ぎ
、
『
少
な
く
と
も
忘
却
と
い
う
こ
と
は
心
に
は
不
可
能
で
あ
る
」

（
却
）
（
ぬ
）

と
い
い
、
『
聖
書
に
害
か
れ
で
あ
る
あ
の
恐
ろ
し
い
記
録
書
は
、
買
は
各
人
の
心
そ
の
も
の
だ
と
』
い
う
一
一
一
一
円
葉
を
「
最
近
出
版
さ
れ
た
書
物
』
の
な
か
で
『
二
度

（
お
）
（

m
m）

も
讃
ん
だ
』
が
そ
の
「
言
葉
は
異
質
だ
と
思
う
」
と
書
い
て
い
る
。
（
こ
の
書
物
が
一
文
皐
的
白
侍
」
で
あ
る
こ
と
は
考
謹
的
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
）
ド
・
ク

ウ
イ
ン
シ

l

は
、
『
近
親
者
』
が
河
に
墜
ち
て
あ
や
う
く
命
を
な
く
し
か
け
た
際
の
瞳
験
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
、
『
全
生
涯
が
極
く
微
細
な
山
川
来
事
に
至
る
ま

（
ぬ
）

で
、
い
ち
い
ち
鏡
に
映
ず
る
よ
う
に
限
の
あ
た
り
排
列
さ
れ
る
」
現
象
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
阿
片
吸
引
者
の
告
円
」
（U
O
E
g位
。
ロ
c
h
g

開
口
ぬ
口
＆

（
幼
）

。
1
c
E
e何
旦
2

に
見
え
る
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
更
に
「
深
淵
よ
り
の
吋
息
」
ω
g
u
E
O巴
ぬ
可
H・o
p
ロ
門
出ω

に
牧
め
ら
れ
た
「
頭
脳
の
重
ね
書
き
羊
皮
紙
」

句
巳
昨
日
切
m
g
件
。
同
F
o
Z
E
E

ロ
ロ

E
E

と
い
う
一
文
の
な
か
で
一
一
層
美
し
い
文
章
と
な
っ
て
繰
返
さ
れ
、
ど
の
文
で
は
、
心
の
有
機
的
原
理
（
。
括

ω
巳
の

二
十
七
草
十
）
。

H
U
H
E
の
いH
L
O）に
言
及
し
て
い
る
黙
、
ロ
マ
ン
主
義
詩
皐
の
中
心
原
理
と
記
憶
の
問
題
と
の
密
接
な
閲
係
を
示
唆
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
心
の
内
面
の
世
界
は
、
外
界
か
ら
は
自
律
し
た
時
間
の
原
理
に
立
ち
、
過
去
一
切
を
意
識
の
う
ち
に
蓄
積
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

と
し
て
存
在
す
る
濁
立
固
と
な
る
。
新
し
い
詩
皐
は
こ
の
濁
立
閉
の
憲
法
に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
を
も
っ
て
出
現
す
る
。
三
統
一
は
消
え
失
せ
、
過
去
・
・
現
在
・

未
来
、
が
互
い
に
、
混
り
合
っ
て
自
在
に
フ
ラ
ッ
シ
ュ
a

バ
ッ
ク
し
、
自
我
は
解
樫
し
て
意
識
の
流
れ
に
嬰
容
し
、
誰
に
も
語
り
か
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
内
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（
日
出
）

面
の
濁
白
を
語
る
。
内
部
の
世
界
は
、
外
部
の
世
界
よ
り
「
更
に
一
一
層
素
晴
ら
し
い
」
探
求
の
領
域
を
文
型
者
の
限
前
に
繰
り
ひ
ろ
げ
る
。
す
で
に
早
く
ブ
レ

イ
ク
は
レ
イ
ノ
ル
ズ
「
論
説
集
一
の
欄
外
に
註
を
し
て
言
う
、

「
自
分
は
い
つ
も
思
う
、
人
間
の
心
は
一
切
の
も
の
の
な
か
で
も
、
最
も
豊
能
か
つ
無
謹
賊
で
あ
る
』
、
と
。

（五）

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
、
イ
ギ
リ
ス
日
廷
文
化
の
最
高
段
階
期
に
生
活
し
、
撞
頭
す
る
市
民
一
世
命
日
を
袖
同
感
し
て
、
ゴ
一
統
一
を
破
壊
し
た
劇
に
己
れ
の
天
才
を
托

し
た
一
事
の
毘
の
意
味
は
、
ロ
マ
ン
主
義
者
の
到
来
を
待
っ
て
よ
う
や
く
了
解
さ
れ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
市
民
社
曾
の
文
人
と
し
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
理
解
す

る
ロ
マ
ン
的
側
面
を
持
っ
た
が
、
擬
古
典
主
義
者
と
し
て
の
他
の
側
面
、
か
近
型
的
偏
見
を
ひ
き
入
れ
、
過
渡
的
段
階
に
立
つ
亡
。
ロ
ッ
ク
は
市
民
枇
合
の
白
か

ら
感
情
す
る
イ
デ
オ
ロ
l

グ
と
し
て
近
代
心
理
事
を
そ
の
認
識
論
に
躍
り
、
ロ
マ
ン
主
義
思
組
家
コ
l

ル
リ
ア
ジ
が
経
験
論
を
克
服
し
た
後
に
も
な
お
有
数
性

を
護
揮
す
る
内
容
を
ロ
フ
ク
は
残
し
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
意
図
的
批
評
は
ロ
ッ
ク
の
理
論
の
有
殺
面
を
理
論
上
の
前
提
と
し
て
い
た
。
純
粋
な
内
面
世
界
の
詩

皐
は
、
時
間
論
を
骨
子
と
し
て
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
同
じ
自
究
に
近
づ
か
せ
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
に
よ
っ
て
、
内
部
世
界
は
底
大
な
損
が
り
と
深

さ
を
持
つ
に
至
る
。
こ
れ
が
以
上
に
辿
っ
た
事
柄
の
、
荒
筋
で
あ
り
、
内
の
論
理
の
成
立
史
へ
の
側
光
と
し
て
考
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

現
代
の
俊
敏
な
一
批
評
家
は
言
う
、
ロ
マ
ン
主
義
運
動
は
ス
タ
イ
ル
の
上
の
礎
化
、
だ
け
で
は
な
い
。
『
意
識
の
突
然
の
爆
裂
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
人
間

（
必
）
（
必
）

の
想
像
力
が
容
易
に
近
づ
け
な
か
っ
た
感
性
領
域
へ
の
蹟
張
」
な
の
、
た
。
そ
れ
は
「
噸
か
れ
た
自
我
の
秘
密
』
の
詩
翠
を
樹
て
、
そ
の
業
績
は
底
大
無

ι濯
で
あ

（
位
）

り
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
す
ら
、
依
然
と
し
て
、
こ
の
運
動
の
起
し
た
「
精
神
的
反
響
の
な
か
に
住
ん
で
い
る
」
に
過
ぎ
な
い
の
だ
、
と
。

以

上
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