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福
沢
諭
吉
と
H
・
ス
ペ
ン
サ
ー

　
　
　
　
第
二
部
第
一
・
二
・
三
章
を
読
む

『
第
一
原
理
」

安

西

敏

三

福沢諭吉とH．スペンサー『第一原理』

一
　
ま
え
が
き

二
　
哲
学
と
科
学

三
　
物
理
哲
学

四
　
あ
と
が
き

一
　
ま
え
が
き

　
「
今
や
誰
も
ス
ペ
ン
サ
ー
を
科
学
者
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
な
い
。
彼
は
思
想
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
で
あ
っ
た
が
今
や
誰
も
そ
の
商
品
を
好
ま

　
（
1
）

な
い
」
（
C
・
ブ
リ
ン
ト
ン
）
。
こ
れ
が
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
日
本
の
、
否
世
界
の
知
的
世
界
を
風
靡
し
た
一
思
想
家
の
一

世
紀
後
の
評
価
で
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
（
評
旨
婁
ω
冨
ま
震
一
。
。
鱒
。
～
お
8
）
の
思
想
が
我
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
通
常
、
明
治
十
（
一

八
七
七
）
年
前
後
と
さ
れ
、
取
り
分
け
十
年
代
は
そ
の
邦
訳
が
集
中
し
て
お
り
、
同
時
期
の
ミ
ル
や
ベ
ン
サ
ム
の
そ
れ
に
比
し
て
圧
倒
し
て

お
り
、
自
由
民
権
運
動
の
バ
イ
ブ
ル
と
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
明
治
政
府
の
ブ
レ
ー
ン
的
存
在
に
さ
れ
た
り
、
は
た
ま
た
慶
鷹
義
塾
や
東
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京
大
学
な
ど
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
に
あ
っ
て
も
教
科
書
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
し
て
、
そ
の
広
ま
り
の
大
き
さ
は
、
ブ
リ
ン
ト
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
評
価
が
逆
説
的
に
も
真
実
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
余
り
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
充
分
な
研
究
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ス
ペ
ン
サ
ー
摂
取
の
先
駆
け
と
も
言
え
る
福

沢
諭
吉
（
一
八
三
五
～
一
九
〇
一
年
）
の
ス
ペ
ン
サ
ー
、
そ
の
『
綜
合
哲
学
体
系
』
（
魯
。
。
繕
ミ
9
魯
ミ
詩
暮
㌧
ミ
N
8
暑
書
）
の
序
論
的
で
基
礎

と
な
る
『
第
一
原
理
』
第
二
部
（
箋
・
象
、
試
毫
覧
霧
9
Ω
≧
§
魯
。
っ
器
ミ
9
、
ミ
N
8
魯
ご
』
区
。
a
こ
P
＞
薯
算
o
P
Z
。
網
こ
一
。
。
プ
評
詳

口
）
即
ち
「
可
知
界
」
（
弓
田
国
国
Z
O
≦
》
ω
■
国
）
の
最
初
の
三
章
に
お
け
る
着
眼
点
を
、
そ
の
ノ
ー
ト
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
字
通
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

瞥
見
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
福
沢
は
我
が
国
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
熱
の
起
こ
る
明
治
十
年
代
以
前
、
即
ち
既
に
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
五
月
十
三
日
か
ら
十
ケ
月

余
り
を
費
や
し
て
『
社
会
学
研
究
』
を
読
了
し
（
明
治
九
年
三
月
十
四
日
）
、
途
中
J
・
S
ミ
ル
の
『
功
利
主
義
』
（
q
翫
ミ
ミ
馬
§
湧
弾
霞
爵
①
F

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ざ
茜
ヨ
餌
P
写
＆
o
P
一
。
。
ぎ
を
二
週
間
余
り
（
明
治
九
年
四
月
四
日
～
十
四
日
、
再
読
了
二
十
日
）
で
読
み
終
え
、
同
年
五
月
十
日
か
ら
一
年
あ

ま
り
を
費
や
し
て
『
第
一
原
理
』
を
読
了
し
て
い
る
（
明
治
十
年
六
月
二
士
二
日
）
。
た
だ
福
沢
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
的
視
点
は
既
に
『
学

問
の
す
＼
め
』
第
四
編
「
学
者
の
職
分
を
論
ず
」
（
明
治
七
年
一
月
刊
）
に
お
い
て
ス
ペ
ン
サ
ー
の
平
衡
（
国
ρ
d
口
ω
勾
＞
目
O
Z
）
説
を
想
起
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
「
力
の
平
均
」
論
を
唱
え
、
説
明
手
段
と
し
て
社
会
有
機
体
説
を
援
用
し
て
い
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
明
治
六
年
の
段
階
で
何
ら
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

形
で
ス
ペ
ン
サ
ー
の
説
に
接
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
明
六
社
同
人
の
森
有
礼
が
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
に
ミ
ル
や
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
も
に
熱
心
に
ス
ペ
ン
サ
ー
を
学
ん
で
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
第
四
編
が
森
か
ら
の
教
示
を
も
考
慮
し
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
か
ら
　
　
従
っ

て
森
は
こ
の
論
説
に
礼
讃
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
　
　
、
あ
る
い
は
森
、
さ
ら
に
は
す
で
に
国
家
有
機
体
説
を
学
ん
で
い
た
加
藤
弘
之
ら
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

議
論
か
ら
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
『
文
明
論
之
概
略
』
（
明
治
八
年
四
月
頃
脱
稿
）
に
お
け
る
報
国
心
を
偏
頗
心
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

愛
国
心
を
．
、
げ
一
窃
、
、
（
偏
見
　
　
福
沢
の
『
学
者
安
心
論
」
に
お
け
る
訳
で
は
「
心
情
の
偏
重
」
）
と
し
て
い
る
ス
ペ
ン
サ
ー
『
社
会
学
研
究
』
を
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

考
に
し
て
い
る
可
能
性
な
き
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
明
示
で
き
な
い
が
故
に
宿
題
と
化
す
。
こ
う
し
た
福
沢
が
直
接
ス
ペ
ン
サ
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1
の
著
作
を
播
く
以
前
の
福
沢
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
両
者
の
考
証
研
究
を
待
つ
ほ
か
な
い
。

二
　
哲
学
と
科
学

福沢諭吉とH．スペンサー『第一原理』

　
ス
ペ
ン
サ
ー
は
『
第
一
原
理
」
第
一
部
の
不
可
知
界
に
引
き
続
い
て
第
二
部
と
し
て
可
知
界
に
つ
い
て
議
論
す
る
が
、
ま
ず
哲
学
の
定
義

か
ら
始
め
、
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
論
ず
る
。
彼
は
「
現
象
」
（
＞
薯
①
胃
き
8
）
と
区
別
さ
れ
た
「
存
在
」
（
ゆ
9
お
）
を
定
式
化
す
る
（
8
鷺
目
巳
讐
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

こ
と
が
哲
学
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
哲
学
と
は
本
当
の
と
こ
ろ
一
体
何
な
の
か
と
説
く
が
、
こ
こ
に
波
状
の
サ
イ
ド
ラ
イ
ン

が
引
か
れ
て
あ
る
。
福
沢
は
こ
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
言
う
「
存
在
」
に
つ
い
て
第
一
部
で
論
じ
た
宗
教
と
科
学
と
の
一
致
点
と
し
て
の
「
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

対
存
在
」
（
夢
①
＞
訂
巳
暮
。
ω
巴
夷
）
と
い
う
前
提
に
疑
問
を
付
し
て
「
ビ
ー
イ
ン
グ
ト
ハ
ヲ
カ
シ
イ
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

は
福
沢
の
み
な
ら
ず
徳
川
期
儒
学
、
な
か
で
も
宋
学
的
認
識
論
を
、
そ
の
批
判
を
通
し
た
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
自
ら
批
判
す
る
に
し

ろ
、
何
ら
か
の
形
で
学
ん
で
い
る
者
に
と
っ
て
、
「
存
在
」
と
「
現
象
」
と
の
関
係
は
、
太
極
論
と
の
関
係
で
興
味
深
く
思
わ
れ
た
に
違
い
な

い
。
ス
ペ
ン
サ
ー
が
「
存
在
」
を
「
現
象
」
と
把
握
で
き
な
い
な
ら
哲
学
の
存
在
理
由
が
な
く
な
る
と
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
陰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

陽
五
行
論
を
批
判
し
、
五
感
の
働
き
に
訴
え
る
自
然
法
則
の
認
識
を
も
た
ら
す
「
実
学
」
提
唱
者
と
し
て
の
福
沢
に
は
感
じ
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
哲
学
の
本
質
に
つ
い
て
の
過
去
及
び
現
在
の
考
え
は
そ
の
い
づ
れ
を
と
っ
て
も
す
べ
て
が
誤
ま
り
で
は
な
く
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

真
理
は
一
致
す
る
と
そ
れ
と
な
く
示
し
て
い
る
、
と
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
議
論
に
や
は
り
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
本
質
を
ど
こ

に
求
め
る
か
に
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
哲
学
の
普
遍
的
共
通
性
の
有
無
に
つ
い
て
の
確
認
と
そ
れ
は
思
わ
れ
る
。

　
次
い
で
哲
学
史
の
叙
述
で
は
「
♀
題
酵
」
と
書
き
込
み
、
「
『
変
化
す
る
状
態
（
＜
畦
寅
三
霧
翼
①
）
を
起
こ
す
変
化
し
な
い
存
在
（
ヨ
く
胃
幣

巨
①
雲
巨
雪
8
）
と
は
何
な
の
か
」
と
の
問
い
に
答
え
て
日
く
、
水
（
≦
讐
零
）
、
空
気
（
＞
巳
、
火
（
窯
お
）
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
」
に
サ
イ
ド
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（
1
7
）

ラ
イ
ン
が
引
か
れ
て
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
福
沢
が
批
判
し
て
止
ま
な
い
陰
陽
五
行
（
木
・
火
・
土
・
金
・
水
　
　
但
し
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

沢
は
空
・
風
・
地
・
水
・
火
と
し
て
い
る
）
論
と
の
比
較
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
陰
陽
に
地
と
風
が
加
わ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
う
え
ん

福
沢
の
認
識
か
ら
し
て
、
そ
れ
こ
そ
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
中
国
古
代
哲
学
、
な
か
で
も
卸
術
に
端
を
発
す
る
万
物
生
成
論
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
次
に
は
「
蓼
罫
晶
曾
霧
」
と
書
き
込
ま
れ
、
事
物
の
物
質
的
存
在
の
原
因
と
し
て
「
数
」
（
Z
ロ
目
げ
霞
）
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の
、
そ
の
「
数
」
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
て
あ
る
。
「
数
」
と
「
理
」
と
を
自
然
の
原
則
に
求
め
、
「
人
間
万
事
有
形
の
経
営
は
都
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

ソ
レ
カ
ラ
割
出
し
て
行
き
た
い
」
と
の
教
育
主
義
を
と
っ
て
い
る
福
沢
に
す
れ
ば
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
数
論
哲
学
に
興
味
を
覚
え
て
も
不
思

議
で
は
な
い
。

　
か
か
る
宇
宙
論
の
究
極
的
説
明
と
し
て
哲
学
は
や
が
て
限
定
を
み
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
ス
ト
ア
、
あ
る
い
は
ゼ
ノ
ン
が
で
た
。
こ
れ
ら
の
哲

学
は
「
行
為
の
原
則
」
（
冥
ぎ
。
互
窃
9
霧
ぎ
昌
）
を
意
味
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
言
う
。
福
沢
は
こ
こ
に
「
讐
ミ
9
塁
」

　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

と
書
き
込
み
、
さ
ら
に
「
卑
黛
8
」
と
書
き
込
み
、
、
、
夢
①
＆
。
三
冨
○
マ
蒔
年
コ
〈
一
鑛
．
．
に
ア
ン
ダ
！
ラ
イ
ン
を
引
い
た
。
正
し
い
生
き
方

を
め
ぐ
る
教
え
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
派
や
ス
ト
イ
ッ
ク
派
の
哲
学
の
根
本
で
あ
る
こ
と
に
着
眼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
N
§
o
」
と
も
書

　
　
　
　
　
（
2
3
）

き
込
ん
で
い
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
の
哲
学
は
多
少
な
り
と
も
宗
教
的
拘
束
を
受
け
る
時
間
と
か
、
人
間
の
在
り
方
、
あ
る
い
は
特
殊
な

場
合
に
関
係
な
く
説
か
れ
た
原
理
で
あ
る
と
の
説
明
に
着
眼
し
、
こ
れ
ら
の
観
念
の
う
ち
不
変
の
要
素
は
、
「
事
物
と
行
為
の
表
層
」
（
夢
①

の
霞
貯
8
の
9
琶
漏
の
四
＆
き
ぎ
房
）
が
示
す
「
雑
多
で
詳
細
な
真
理
」
（
夢
①
e
‘
一
蜂
＆
一
3
島
号
け
巴
一
①
費
2
爵
の
）
と
区
別
さ
れ
た
「
広
く
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

つ
深
い
真
理
」
（
註
鼠
讐
畠
3
ε
育
暮
房
）
を
求
め
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
福
沢
は
引
く
。
哲
学
の
探
求
領

域
の
限
定
化
が
そ
れ
だ
け
よ
り
深
い
真
理
を
も
た
ら
し
始
め
た
こ
と
へ
の
そ
れ
は
着
眼
で
あ
っ
て
、
万
物
を
陰
陽
五
行
論
よ
ろ
し
く
解
釈

す
る
粗
雑
な
真
理
探
求
方
法
（
？
）
へ
の
福
沢
の
批
判
の
現
れ
と
こ
れ
は
解
釈
し
う
る
。

　
こ
う
し
て
福
沢
は
ス
ペ
ン
サ
ー
を
通
し
て
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
理
解
す
る
が
、
今
度
は
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ッ
の
哲
学
に
つ
い
て
の
議
論
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

着
眼
す
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
「
問
き
魁
§
瓢
」
、
「
O
箋
ミ
§
」
と
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
英
独
両
哲
学
と
も
そ
の
言
葉
に
「
非
体
系
的
知
識
」
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（
巨
亀
器
ヨ
器
N
＆
ぎ
o
葦
①
凝
⑩
）
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
な
い
。
た
と
え
す
べ
て
に
亙
っ
て
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

も
そ
の
間
に
何
ら
か
の
体
系
性
が
無
か
っ
た
ら
哲
学
と
は
い
わ
な
い
、
と
の
要
約
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
に
と
っ
て
哲

学
と
体
系
性
は
不
可
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
次
い
で
イ
ギ
リ
ス
に
「
自
然
哲
学
」
（
Z
讐
ξ
巴
℃
巨
8
ε
ξ
）
が
起
こ
り
、
そ
の
発
達
し
た
も

の
と
し
て
「
実
証
哲
学
」
（
℃
8
三
お
℃
琶
8
0
9
冤
）
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
両
者
の
比
較
を
通
し
て
、
哲
学
の
あ
い
ま
い
な
観
念
は

よ
り
限
定
さ
れ
明
確
に
な
る
、
と
「
実
証
哲
学
」
の
祖
コ
ン
ト
に
触
れ
な
が
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
は
論
じ
る
。
こ
の
欄
外
に
「
9
ミ
器
」
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

書
き
込
み
が
あ
り
、
「
自
然
哲
学
」
と
「
実
証
哲
学
」
の
と
こ
ろ
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
あ
る
。
そ
う
し
て
哲
学
の
区
分
を
相
互
な
い
し
全

体
と
対
照
し
て
も
哲
学
は
同
じ
意
味
を
含
む
と
し
て
「
道
徳
哲
学
」
（
竃
8
巴
勺
巨
8
9
ξ
）
と
「
政
治
哲
学
」
（
℃
o
一
三
8
一
霧
ま
8
9
図
）

の
例
を
だ
す
。
そ
し
て
そ
の
論
証
と
結
論
の
内
容
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
少
な
く
と
も
両
者
は
哲
学
と
一
致
す
る
、
と
ス
ペ
ン
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

1
は
述
べ
る
。
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
て
あ
る
。
ま
た
こ
の
頁
に
は
赤
の
不
審
紙
が
挟
ま
れ
て
あ
る
。

　
ま
た
哲
学
は
、
「
機
械
的
に
記
憶
に
集
積
さ
れ
た
」
（
ヨ
①
魯
聾
一
S
ξ
8
3
日
巳
讐
①
α
ぎ
ヨ
。
ヨ
o
q
）
あ
る
い
は
「
百
家
全
書
的
に
積
み
上

げ
ら
れ
た
」
（
ぎ
碧
a
后
言
身
巳
ε
田
巳
睾
ω
）
単
な
る
経
験
知
よ
り
も
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
事
物
を
認
識
し
う
る
と
の
信
念
を
含
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

い
る
、
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
論
ず
る
が
、
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。
そ
し
て
哲
学
の
概
念
で
共
通
す
る
要
素
は
コ
般
原
則
に
つ
い

て
の
最
も
高
度
な
知
識
」
（
ζ
。
註
＆
鷺
O
P
ぎ
臣
讐
①
の
3
縄
お
①
o
蒔
①
奉
轟
一
ξ
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が

　（30

）

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
哲
学
の
範
囲
を
こ
の
よ
う
に
狭
く
限
定
し
て
行
く
と
、
次
に
科
学
と
の
関
係
に
突
き
当
た
る
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
述
べ
る
。
「
知

性
の
範
囲
」
（
誤
①
声
お
①
○
臣
暮
亀
お
①
9
①
）
は
「
相
対
的
」
（
夢
①
邑
器
＜
①
）
で
、
「
力
」
（
℃
o
名
霞
）
を
感
ず
る
と
い
え
ど
も
「
力
」
の
本
質
に
つ

い
て
何
物
か
を
学
ぼ
う
と
す
る
こ
と
は
無
益
で
あ
る
。
哲
学
に
つ
い
て
も
そ
れ
に
属
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
領
域
を
限
定
し
た
が
、
残
っ
た
領
域
は
科
学
の
占
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
科
学
は
現
象
間
の
「
共
存
と
系
列
」
（
甚
。
8
－
露
巨
①
〒

8
ω
曽
身
β
垢
ま
窃
）
に
関
係
し
、
ま
ず
現
象
を
単
一
な
い
し
最
小
限
度
に
ま
で
「
一
般
化
」
（
鴨
幕
鍔
壽
器
o
房
）
し
て
寄
せ
集
め
、
次
第
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に
高
度
に
よ
り
広
が
り
を
も
っ
た
コ
般
化
」
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
哲
学
に
は
い
か
な
る
「
主
題
」
（
の
昌
喜
喜
聾
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
　
（
31
㌍

巴
が
残
る
の
で
あ
ろ
う
か
　
と
い
う
こ
と
に
な
る
　
　
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
カ
あ
る

　
そ
う
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
は
答
え
る
形
で
、
哲
学
は
依
然
と
し
て
最
も
高
度
な
一
般
原
則
に
つ
い
て
の
知
識
と
し
て
の
「
称
号
」
（
爵
①
鼻
一
①
）

で
あ
る
が
、
科
学
は
単
な
る
「
諸
科
学
の
一
群
」
（
甚
①
富
ヨ
ξ
o
P
訂
ω
。
一
窪
。
①
ω
）
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
る
。
こ
の
と
こ
ろ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
出

「
の
9
§
亀
」
と
の
書
き
込
み
が
あ
る
　
こ
こ
か
ら
福
沢
は
哲
学
と
科
学
の
関
係
い
か
ん
の
問
題
を
考
え
て
い
る
事
が
分
か
る
。
そ
う
し
て
ス

ペ
ン
サ
ー
に
倣
っ
て
科
学
に
つ
い
て
の
性
質
を
確
認
し
て
、
そ
の
学
科
目
を
次
に
メ
モ
し
て
い
く
。

　
最
初
は
、
川
の
水
の
流
れ
と
石
の
落
下
と
は
同
じ
力
に
よ
る
如
く
、
流
動
体
と
固
体
を
支
配
す
る
力
は
同
じ
運
動
法
則
に
あ
る
、
と
い

う
問
題
は
科
学
の
範
囲
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
、
書
。
。
詳
」
と
書
き
込
む
。
ス
ペ
ン
サ
ー
が
こ
こ
で
．
、
勺
ξ
の
一
8
、
、
に
つ
い
て
説

明
を
付
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
福
沢
が
力
学
の
説
明
を
受
け
て
、
そ
れ
を
「
物
理
学
」
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
次
い
で
ス
ペ
ン
サ
：

が
例
を
出
す
の
は
、
鳥
類
と
哺
乳
類
を
み
て
空
気
を
呼
吸
す
る
動
物
は
熱
血
動
物
で
あ
る
が
、
同
じ
空
気
を
呼
吸
す
る
と
い
っ
て
も
爬
虫

類
は
生
活
環
境
で
あ
る
空
気
よ
り
も
熱
を
持
た
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
呼
吸
す
る
空
気
の
量
に
体
温
は
比
例
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
大

魚
の
体
温
は
水
温
よ
り
高
い
。
こ
れ
は
体
温
が
血
液
の
酸
素
処
理
の
度
合
い
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
空
気
の
量
に
体

温
は
比
例
す
る
と
の
一
般
原
則
を
訂
正
す
る
は
め
に
な
る
。
か
く
し
て
熱
量
と
分
子
変
化
は
関
係
す
る
と
主
張
す
る
に
至
る
。
こ
の
よ
う

に
科
学
的
真
理
は
よ
り
広
く
よ
り
完
全
に
な
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
科
学
に
留
ま
る
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
主
張
す
る
。
こ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

や
は
り
原
文
に
な
い
「
N
8
ご
讐
」
と
福
沢
は
書
き
込
む
。
「
動
物
学
」
の
例
と
し
て
福
沢
は
こ
こ
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
今
度
は
話
題
が
変
わ
っ
て
需
要
が
供
給
を
上
回
る
と
き
物
価
は
上
昇
す
る
、
商
品
は
在
庫
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
少
な
い
と
こ
ろ

に
流
れ
る
、
あ
る
い
は
地
方
の
産
業
は
主
と
し
て
そ
の
地
方
の
地
の
利
に
よ
っ
て
決
ま
る
、
と
い
っ
た
経
済
学
の
一
般
原
則
を
研
究
す
る

結
果
、
社
会
は
最
小
の
努
力
で
以
て
そ
の
欲
望
を
充
足
さ
せ
る
と
の
真
理
に
達
す
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
科
学
の
命
題
を
扱
っ
て
い
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

す
ぎ
な
い
、
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
論
ず
る
。
福
沢
は
こ
こ
に
「
、
o
ミ
脳
8
N
肉
8
ぎ
ミ
マ
」
と
や
は
り
書
き
込
む
。
こ
こ
で
は
経
済
学
の
話
と
し
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て
原
文
に
あ
る
「
経
済
学
」
を
そ
の
ま
ま
欄
外
に
書
き
込
ん
で
い
る
。

　
次
い
で
ス
ペ
ン
サ
ー
は
そ
れ
で
は
哲
学
は
如
何
な
る
性
質
を
も
つ
の
か
と
議
論
を
進
め
る
。
こ
の
哲
学
の
本
質
に
つ
い
て
の
ま
と
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
、
「
、
註
ぴ
。
・
8
ξ
」
と
の
書
き
込
み
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
様
々
な
真
理
が
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
、
独
立
し
て
い

る
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
ら
が
如
何
に
】
般
的
原
則
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
そ
れ
は
哲
学
で
は
な
い
。
そ
の
各
々
が
機

械
的
な
公
理
と
か
、
分
子
的
物
理
学
と
か
、
あ
る
い
は
社
会
的
行
為
の
法
則
と
か
に
導
か
れ
た
後
に
、
こ
れ
ら
を
「
あ
る
究
極
的
真
理
の

系
」
（
8
8
＝
胃
諒
o
諭
o
ヨ
①
巳
註
ヨ
讐
雲
歪
琶
と
し
て
考
察
す
る
と
き
、
哲
学
の
固
有
性
と
呼
び
得
る
よ
う
に
な
る
。
哲
学
の
真
理
は

従
っ
て
科
学
の
最
高
の
真
理
が
そ
の
下
に
あ
る
科
学
の
真
理
が
持
つ
の
と
同
じ
関
係
を
科
学
と
の
間
に
持
つ
の
で
あ
る
。
哲
学
の
一
般
原

則
は
科
学
の
最
高
の
一
般
原
則
を
包
括
し
て
統
合
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
は
粗
末
な
観
察
の
院
集
か
ら
始
ま
っ
て
、
次
第
に
よ

り
広
い
、
ま
た
特
殊
の
事
態
と
、
よ
り
離
れ
た
命
題
を
確
定
し
て
行
き
、
普
遍
的
命
題
に
帰
着
す
る
過
程
の
最
終
段
階
の
所
産
で
あ
る
。

あ
る
い
は
「
最
少
種
類
の
知
識
は
｝
体
化
さ
れ
ざ
る
知
識
で
あ
り
、
科
学
は
部
分
的
に
一
体
化
さ
れ
た
知
識
で
あ
り
、
哲
学
は
完
全
に
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

体
化
さ
れ
た
知
識
で
あ
る
」
。
こ
の
箇
所
に
は
さ
ら
に
ア
ン
ダ
！
ラ
イ
ン
が
あ
る
。

　
福
沢
は
こ
の
よ
う
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
と
科
学
と
の
区
分
を
認
識
し
て
も
、
「
実
学
」
、
即
ち
科
学
（
の
。
一
窪
8
）
を
最
後
ま
で
主
張
す
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
哲
学
を
す
す
め
主
張
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
福
沢
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
言
う
哲
学
を
全
く
無
視
し
、
こ
こ
で

の
ノ
ー
ト
も
単
な
る
メ
モ
の
た
め
で
あ
っ
た
か
、
と
言
う
と
無
論
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
福
沢
が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
書
を
読
み
、
そ
の

物
理
学
的
有
機
体
説
を
認
識
し
、
学
問
に
は
「
縁
」
　
　
福
沢
の
第
一
部
に
お
け
る
書
き
込
み
の
用
語
を
引
き
合
い
に
だ
す
な
ら
ば
「
事

　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

物
ノ
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
　
　
と
い
う
「
関
係
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
こ
の
「
関
係
」
に
学
問
営
為
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
お

き
始
め
て
い
る
こ
と
と
恐
ら
く
そ
れ
は
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
綜
合
哲
学
に
と
っ
て
正
に
「
関
係
」
の
認
識
は
、
そ
の
有

機
体
説
と
の
関
係
に
お
い
て
も
不
可
分
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
福
沢
は
一
体
化
さ
れ
た
知
識
と
し
て
の
、
即
ち
ス
ペ
ン
サ
ー
の
言
う
哲

学
の
意
義
に
つ
い
て
、
哲
学
と
い
う
名
辞
こ
そ
使
用
し
な
い
が
力
説
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
即
ち
「
学
問
の
要
は
唯
物
事
の
互
に
関
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（
38
）

り
合
う
縁
を
知
る
に
在
る
の
み
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
次
節
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
よ
う
。

　
ま
た
ス
ペ
ン
サ
ー
は
哲
学
を
一
般
哲
学
と
特
殊
哲
学
に
区
分
し
、
前
者
が
普
遍
的
真
理
の
説
明
の
た
め
に
使
用
さ
れ
、
後
者
が
普
遍
的

真
理
か
ら
説
き
明
か
さ
れ
る
個
別
的
真
理
の
説
明
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
と
述
べ
て
、
こ
こ
で
は
一
般
哲
学
に
つ
い
て
論
じ
る
と
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

る
が
、
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
、
「
Q
§
鳴
ミ
N
飾
9
魯
蕎
。
、
ミ
N
8
趙
ξ
」
と
書
き
込
ま
れ
、
福
沢
の
着
眼
の
跡
が
窺
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
問
題
の
限
定
を
行
っ
て
ス
ペ
ン
サ
ー
は
「
哲
学
の
基
礎
」
（
弓
缶
国
∪
＞
目
＞
○
勾
℃
国
目
8
0
℃
＝
肖
）
に
つ
い
て
論
じ
始
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

こ
の
第
二
章
の
冒
頭
に
は
不
審
紙
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
い
う
「
す
べ
て
の
思
想
は
諸
々
の
思
想
の
全
体
系
（
Φ
≦
ぎ
一
。

亀
器
冨
9
浮
2
讐
邑
で
あ
っ
て
、
各
々
の
相
関
関
係
を
断
つ
な
ら
ば
、
そ
の
思
想
は
消
滅
す
る
」
と
の
思
想
の
条
件
に
福
沢
は
留
意
し

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
学
問
に
は
「
縁
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
い
わ
ゆ
る
「
論
語
読
み
の
論
語
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

ら
ず
」
な
ら
ぬ
「
飯
を
食
う
字
引
」
と
化
す
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
う
し
て
思
索
の
プ
ロ
セ
ス
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
根
本
的
直
観
、
即
ち
仮
説
が
一
時
的
に
疑
い
の
な
い
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
と
し

て
も
、
そ
の
仮
説
は
結
果
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
て
始
め
て
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
論
に
福
沢
は
注
目
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
ス
ペ
ン
サ
ー
が
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
あ
る
特
定
の
色
と
光
沢
を
放
つ
塊
が
金
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
物
質
が
金
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
仮
説
を
検
証
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
論
じ
る
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
鷺
ミ
」
と
記
さ
れ
、
サ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

ド
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
て
あ
る
。
即
ち
金
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
さ
し
あ
た
り
の
あ
る
印
象
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
あ
る

特
定
の
塊
が
あ
る
特
定
の
条
件
の
下
で
、
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
印
象
を
与
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
金

が
最
大
の
比
重
を
持
つ
金
属
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
塊
を
手
に
持
っ
て
そ
の
重
さ
が
大
き
さ
の
割
に
は
重
い
と
な
る

と
、
念
頭
に
あ
る
金
の
印
象
と
現
前
に
あ
る
塊
の
印
象
と
が
一
致
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
塊
が
金
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
れ
は
一

つ
の
証
拠
と
な
る
。
ま
た
金
は
他
の
多
く
の
金
属
と
異
な
り
硝
酸
に
溶
け
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
の
で
黄
色
の
光
沢
の
あ

る
重
い
物
質
に
硝
酸
を
一
滴
落
と
し
て
も
腐
食
し
な
い
は
ず
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
実
際
に
硝
酸
を
一
滴
落
と
し
て
も
何
ら
そ
の
物
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質
に
変
化
が
起
こ
ら
な
い
と
な
る
と
そ
れ
が
金
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
証
拠
と
な
る
。
ま
た
金
の
可
鍛
性
に
つ
い
て

の
知
識
が
そ
の
実
験
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
充
分
あ
る
と
な
る
と
、
そ
れ
が
ま
た
金
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
な
る
。
こ
う
し
て

正
確
を
期
し
て
の
検
証
が
わ
れ
わ
れ
の
知
識
を
活
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
金
に
つ
い
て
の
知
識
が
一
定
の
条
件
の
下

で
現
れ
た
、
】
定
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
一
連
の
印
象
に
つ
い
て
の
一
定
の
意
識
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
も
し
現

在
の
経
験
に
お
い
て
、
「
印
象
」
（
冒
冥
。
匿
9
）
、
「
関
係
」
（
邑
器
o
房
）
、
「
条
件
」
（
8
区
三
〇
霧
）
が
過
去
の
経
験
に
お
け
る
の
と
完
全

に
一
致
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
認
識
」
（
8
σ
q
昌
一
2
）
は
完
全
な
「
正
当
性
」
（
甚
。
毒
髭
ξ
）
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
仮
説
は
、
わ
れ
わ
れ
が

認
識
行
為
に
お
い
て
そ
の
時
々
に
理
解
す
る
簡
単
な
も
の
を
も
含
め
て
そ
れ
を
な
す
意
識
状
態
と
、
「
知
覚
」
（
冨
零
8
ぎ
霧
）
な
い
し
「
反

省
」
（
邑
一
①
3
・
房
）
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
両
者
に
示
さ
れ
て
い
る
あ
る
別
の
意
識
状
態
と
の
一
致
を
見
て
始
め
て
立
証
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
の
「
一
致
」
（
。
9
鷺
∈
ぎ
。
。
）
の
意
識
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
く
て
「
相
互
の
関
係
が
一
致
し
な
い
」
（
8
霞
巴
器
＜
。
言
8
轟
歪
一
け
諒
）

意
識
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
成
り
立
つ
以
外
に
認
識
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
ス
ペ
ン
サ
ー
に
と
っ
て
真
理
の
探
求
方
法
は
こ
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
仮
説
と
検
証
を
繰
り
返
す
こ
と
か
ら
く
る

一
致
な
い
し
不
一
致
の
意
識
以
外
の
も
の
は
認
識
外
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
哲
学
す
る
う
え
で
の
基
礎
で
あ
り
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
い
わ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

認
識
哲
学
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
的
要
件
に
つ
い
て
の
議
論
の
と
こ
ろ
に
不
審
紙
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
福
沢

は
そ
の
認
識
哲
学
に
着
眼
し
て
い
る
。
こ
の
方
法
的
手
続
き
が
『
社
会
学
研
究
』
で
論
じ
て
い
る
「
抽
象
的
－
具
体
的
科
学
」
（
爵
①
ぎ
弩
霧
雫

8
9
轟
。
望
一
雪
8
の
）
の
最
も
よ
く
な
し
得
る
こ
と
は
ス
ペ
ン
サ
ー
が
金
の
化
学
的
実
験
に
よ
る
検
証
で
も
っ
て
そ
の
認
識
哲
学
を
説
明

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
断
で
き
よ
う
。
か
く
し
て
福
沢
が
こ
の
認
識
哲
学
に
対
し
て
哲
学
よ
り
も
む
し
ろ
学
問
方
法
論
と
し
て
把
握
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
こ
れ
以
上
の
説
明
を
要
し
な
い
。
そ
う
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
は
今
度
は
意
識
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
に
入
る
。

　
経
験
上
わ
れ
わ
れ
は
「
明
確
表
示
」
（
B
睾
浮
の
藝
δ
霧
9
爵
。
＜
一
く
こ
・
巳
巴
の
ほ
う
が
「
曖
昧
表
示
」
（
B
彗
一
諒
巨
δ
霧
O
P
訂
馬
巴
暮

○
こ
巴
よ
り
も
先
行
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
観
念
は
最
初
の
印
象
の
不
完
全
に
し
て
微
弱
な
も
の
の
反
復
で
あ
る
が
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（
4
4
）

こ
こ
に
不
審
紙
貼
付
が
あ
る
　
　
、
前
者
の
特
性
を
独
立
と
し
後
者
の
そ
れ
を
依
存
と
す
る
。
し
か
も
両
者
は
「
異
質
な
流
れ
」
（
ぎ
§
品
⑪
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

器
2
臣
霞
8
目
の
）
ー
こ
の
用
語
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
あ
り
　
　
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
広
く
な
っ
た
り
狭
く
な
っ
た
り
し
て
、
あ
る
い

は
抹
殺
し
よ
う
と
脅
し
た
り
、
脅
か
さ
れ
た
り
し
て
、
し
か
も
何
れ
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
が
い
に
並
ん
で
走
る
。
こ
の
説
明
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

所
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
て
あ
る
。
そ
う
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
は
活
動
し
て
い
る
と
き
は
「
明
確
表
示
」
が
優
越
し
て
い
る
が
、
そ
れ

で
も
「
曖
昧
表
示
」
が
無
い
の
で
は
な
く
付
随
的
に
存
在
す
る
と
い
う
。
福
沢
が
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
引
い
て
着
眼
す
る
の
は
、
目
を
閉
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

た
と
き
の
例
で
あ
る
　
　
こ
こ
に
は
「
b
、
塁
ミ
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
即
ち
圧
力
や
音
な
ど
の
「
明
確
表
示
」
が
微
弱
と
な
る
よ
う

目
を
閉
じ
る
と
、
相
対
的
に
「
曖
昧
表
示
」
が
有
力
に
な
り
、
「
明
確
表
示
」
の
流
れ
は
殆
ど
排
除
さ
れ
る
か
の
如
き
存
在
と
化
す
が
、
意

識
が
存
続
し
て
い
る
あ
い
だ
は
圧
力
や
感
触
は
消
え
去
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
眠
っ
て
い
る
と
き
の
よ
う
に
意
識
の
無
い
状
態
に

お
い
て
の
み
そ
れ
は
言
え
る
。
そ
の
場
合
、
「
明
確
表
示
」
が
「
曖
昧
表
示
」
と
見
な
さ
れ
る
誤
解
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
た
だ
目
覚
め
て
「
明

確
表
示
」
が
現
れ
る
ま
で
分
か
ら
な
い
だ
け
の
話
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
の
事
情
は
認
識
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
は
さ
ら
に
「
経
線
的
結
合
」
（
一
9
陰
巨
営
巴
8
ぎ
。
。
δ
昌
）
と
「
緯
線
的
結
合
」
（
一
讐
臼
巴
8
ぎ
巴
9
）
　
　
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

二
つ
の
用
語
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
あ
る
　
　
が
そ
れ
ぞ
れ
の
表
示
に
は
あ
る
と
述
べ
、
し
か
も
二
種
類
の
結
合
に
は
目
立
っ
た
相
違
が

あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
視
界
を
な
す
も
の
と
し
て
光
と
影
と
色
と
輪
郭
が
客
体
な
る
も
の
を
形
作
る
と
い
う
。
こ
の
と
こ
ろ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
て
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
は
こ
れ
ら
の
結
合
を
分
離
し
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
は
「
明
確
表
示
」

に
お
い
て
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
「
曖
昧
表
示
」
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
説
明
す
る
。
圧
力
が
曖
昧
な
場
合
、
そ
こ
に
微
弱

な
兆
し
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
特
別
な
微
弱
の
表
示
の
広
が
り
は
圧
力
の
特
別
な
「
曖
昧
表
示
」
で
結
合
す
る
こ
と
は
無
い
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

る
。
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
て
あ
る
。
従
っ
て
明
確
な
種
類
に
つ
い
て
は
個
別
的
な
も
の
が
不
可
分
的
に
結
合
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
曖
昧
な
種
類
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
く
、
大
部
分
が
緩
く
集
合
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
、
例
外
は
そ
の
特
定
の
属
の
間
の
み

で
あ
る
、
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
論
ず
る
。
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こ
う
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
は
「
曖
昧
表
示
」
か
ら
主
体
、
即
ち
自
我
を
、
「
明
確
表
示
」
か
ら
客
体
、
即
ち
非
自
我
を
引
き
出
す
の
で
あ
る

が
、
福
沢
の
ノ
ー
ト
は
そ
こ
に
は
な
い
。
哲
学
の
基
礎
と
い
え
ど
も
福
沢
に
と
っ
て
認
識
に
か
か
わ
る
心
理
学
は
、
科
学
の
事
例
に
よ
る

そ
れ
と
違
っ
て
お
そ
ら
く
あ
ま
り
興
味
が
沸
か
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
こ

れ
は
以
下
に
見
ら
れ
る
物
理
的
事
例
に
お
け
る
ノ
ー
ト
の
多
さ
と
の
比
較
か
ら
も
分
か
る
。
次
に
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

三
　
物
理
哲
学

福沢諭吉とH．スペンサー『第一原理』

　
ス
ペ
ン
サ
ー
は
「
空
間
」
（
昭
＞
O
国
）
、
「
時
間
」
（
目
ζ
国
）
、
「
物
質
」
（
家
＞
↓
↓
国
国
）
、
「
運
動
」
（
ζ
O
目
0
2
）
、
そ
れ
に
「
力
」
（
悶
○
勾
O
国
）

の
諸
概
念
に
つ
い
て
の
議
論
を
第
三
章
で
展
開
す
る
が
、
こ
れ
は
次
章
以
下
に
お
い
て
展
開
す
る
物
理
的
、
さ
ら
に
言
え
ば
力
学
的
宇
宙

論
の
序
言
に
相
当
す
る
。
福
沢
は
こ
の
主
題
に
着
眼
し
て
第
三
章
の
冒
頭
部
に
不
審
紙
を
貼
付
す
る
。
さ
ら
に
哲
学
の
批
判
が
通
常
懐
疑

的
精
神
を
生
む
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
と
し
て
、
形
而
上
学
を
読
む
と
き
は
全
て
妄
想
で
あ
る
と
の
感
じ
を
味
わ
う
が
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
51
）

1
こ
の
趣
旨
の
文
の
原
文
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
あ
る
　
　
そ
れ
は
結
論
に
近
づ
く
に
従
っ
て
強
く
な
る
け
れ
ど
も
、
言
語
が
正
当
に
解

釈
さ
れ
る
な
ら
ば
妄
想
は
生
ま
れ
な
い
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
述
べ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
が
本
質
的
に
信
用
し
な
い
「
夢
の
ご
と
き
観
念
論
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
52
）

（
母
＄
巨
民
①
こ
＄
房
5
）
　
　
こ
こ
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
あ
る
　
　
も
起
こ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
言
語
に
誤
解
が
つ
き
も
の
で
あ

る
以
上
は
そ
れ
も
多
少
は
起
こ
る
と
言
う
。
も
し
現
象
と
か
外
見
が
人
を
誤
ら
せ
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
心
の
混
乱
は
極
め
て
少
な
い

け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
用
語
に
代
わ
る
に
結
果
と
い
う
用
語
を
用
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
感
覚
を
通
し
て
も
意
識
に
生
み
出
さ

れ
る
印
象
と
し
て
等
し
く
適
用
で
き
、
相
関
的
原
因
を
思
想
に
お
い
て
納
得
さ
せ
る
か
ら
、
「
観
念
論
的
狂
乱
」
（
爵
。
一
房
昏
鼻
諒
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

一
α
①
巴
一
ω
目
）
　
　
こ
こ
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
あ
り
、
こ
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
説
明
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
　
　
に
陥
る
こ
と
は
な
い
。

　
さ
ら
に
誤
解
を
生
む
も
の
は
そ
の
他
の
言
語
上
の
訂
正
に
よ
っ
て
消
え
る
。
よ
り
真
に
現
実
に
迫
ろ
う
と
し
て
認
識
せ
ん
と
し
、
創
造
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す
る
実
体
と
の
対
比
で
み
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
知
り
う
る
現
象
的
存
在
の
外
見
的
非
現
実
を
増
や
す
の
み
で
あ
る
　
　
こ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
54
）

サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。

　
結
局
ス
ペ
ン
サ
ー
に
と
っ
て
リ
ア
ル
の
意
味
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
福
沢
は
こ
う
し
た
議
論
に
さ
ら
に
サ
イ
ド

ラ
イ
ン
や
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
き
理
解
に
努
め
る
が
、
抽
象
的
議
論
が
多
い
の
か
、
要
約
と
か
感
想
の
具
体
的
書
き
込
み
は
見
ら
れ
な

い
し
「
覚
書
」
へ
の
ノ
i
ト
も
な
い
。

　
ス
ペ
ン
サ
ー
は
哲
学
者
は
真
実
は
意
識
外
に
存
在
す
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
絶
え
ず
実
在
に
帰
す
現
実
は
意
識
を
離
れ
て
存
在
す
る
知

識
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
哲
学
者
は
真
実
の
概
念
は
意
識
あ
る
状
態
に
過
ぎ
な
く
、
考
察
す
べ
き
問
題
が
こ
の
様
式
と
他
の
様
式
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

係
如
何
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。
そ
う
し
て
現
実
は
意
識
に
お
け
る
継
続

を
意
味
す
る
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
論
じ
、
空
間
に
つ
い
て
の
意
識
と
同
様
非
条
件
的
か
、
あ
る
い
は
体
を
し
っ
か
り
抱
き
締
め
て
い
る
と
き

に
見
ら
れ
る
体
に
つ
い
て
の
意
識
と
同
様
に
条
件
的
で
あ
る
か
何
れ
か
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
確
信
す
る
現
実
は
単
に
継
続
に
つ
い
て

の
試
験
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
試
験
に
よ
っ
て
非
現
実
と
呼
ぶ
も
の
か
ら
そ
れ
を
区
別
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

た
文
意
の
と
こ
ろ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
哲
学
が
一
見
排
除
す
る
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
概
念
を
確
信
を
以
て
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、

そ
の
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
形
を
と
っ
た
真
実
が
絶
対
的
真
実
の
条
件
的
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
非
条
件
的
原
因
と
分
か
ち
難
い
関

係
に
基
づ
く
こ
の
条
件
づ
け
ら
れ
た
結
果
は
、
同
じ
く
条
件
が
持
続
す
る
限
り
同
じ
よ
う
に
持
続
し
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
供
給
す
る
限
り

同
じ
よ
う
に
真
実
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
持
続
す
る
印
象
は
持
続
す
る
原
因
の
持
続
す
る
結
果
で
あ
っ
て
、
実
際
の
目
的
に
向
か
っ
て
は

原
因
そ
の
も
の
と
同
じ
く
、
こ
れ
と
常
に
同
一
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
り
、
条
件
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

る
真
実
の
認
識
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
さ
ら
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
て
あ
る
。
　
こ
こ
で
ス
ペ
ン
サ
ー
は
相
対

的
真
実
は
あ
り
え
て
も
絶
対
的
真
実
は
あ
り
え
な
い
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
今
度
は
そ
れ
を
科
学
の
観
念
に
応
用
す
る
こ
と
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を
ス
ペ
ン
サ
ー
は
試
み
る
。

　
ま
ず
「
関
係
」
（
邑
器
o
畠
）
が
思
想
の
普
遍
的
形
式
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
関
係
に
二
種
類
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
「
連
続
の
関
係
」

（
邑
毘
o
諾
o
註
。
2
2
8
）
と
「
共
存
の
関
係
」
（
邑
客
o
房
9
8
－
臼
巨
①
題
①
）
で
あ
る
。
前
者
は
本
来
的
で
後
者
は
派
生
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

「
連
続
の
関
係
」
は
意
識
の
変
化
に
存
す
る
　
　
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。
そ
の
条
件
が
表
と
裏
の
関
係
に
な
い
と
き
は
専
ら
連
続

と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
条
件
が
別
の
二
つ
の
方
向
に
無
関
係
に
起
こ
る
場
合
は
共
存
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
　
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。
そ
う
し
て
す
べ
て
の
連
続
の
抽
象
が
「
時
間
」
（
鹸
ヨ
。
）
で
あ
り
　
　
こ
の
単
語
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

ン
が
あ
る
（
置
穿
）
　
　
、
す
べ
て
の
共
存
の
抽
象
が
「
空
間
」
（
ω
冨
8
）
で
あ
る
　
　
こ
の
単
語
に
や
は
り
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
あ
る

　
　
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
述
べ
、
時
間
及
び
空
間
の
概
念
は
、
他
の
抽
象
が
他
の
具
体
的
な
る
も
の
か
ら
一
般
化
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

一
般
化
さ
れ
る
　
　
こ
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
あ
る
　
　
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
の
唯
一
の
相
違
は
経
験
の
組
織
化
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

全
く
知
性
の
進
化
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
　
　
こ
こ
に
も
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。

　
そ
し
て
空
間
意
識
を
作
る
共
存
の
位
置
は
そ
の
言
葉
の
意
味
に
お
け
る
共
存
　
　
そ
の
条
件
と
し
て
真
実
を
含
む
　
　
で
は
な
く
て
、

共
存
の
真
実
が
無
い
と
き
に
背
後
に
残
存
す
る
共
存
の
空
白
と
も
い
う
べ
き
形
式
で
あ
り
、
い
っ
て
み
れ
ば
共
存
の
抽
象
で
あ
る
　
　
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
空
間
の
意
識
が
生
ま
れ
る
時
の
経
験
は
力
の
経
験
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
行
使
す
る
筋
肉
の
相

関
関
係
は
も
と
も
と
本
来
的
に
は
わ
れ
わ
れ
に
暴
か
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
の
索
引
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
何
物
か
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
を
し
ら
せ
る
抵
抗
な
る
も
の
は
意
識
的
に
行
う
圧
力
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
相
関
関
係
に
あ
る
力
の
経
験
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
64
）

空
間
の
意
識
を
抽
象
化
す
る
の
で
あ
る
　
　
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。

　
こ
う
し
て
空
間
の
概
念
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
れ
が
不
可
知
の
状
態
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
と
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
う
ま
れ
た
「
結
果
」
（
甚
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

＆
①
。
邑
　
　
こ
の
単
語
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
あ
る
　
　
は
斉
一
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
は
時
間
に
つ
い
て
も
い
え
る
と
述
べ
、
ス

ペ
ン
サ
ー
は
そ
の
論
証
の
繰
り
返
し
を
避
け
、
物
質
の
概
念
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
る
。
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物
質
概
念
は
最
も
簡
単
な
形
に
要
約
す
れ
ば
、
抵
抗
を
生
じ
な
い
共
存
の
立
場
に
あ
る
空
間
概
念
に
対
す
る
抵
抗
を
生
じ
る
共
存
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

場
に
あ
る
概
念
で
あ
る
　
　
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
ア
ン
ダ
：
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
て
あ
る
。
そ
う
し
て
物
質
の
究
極
的
要
素
な
る
も
の

は
同
時
に
そ
の
範
囲
と
抵
抗
と
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
し
て
抽
象
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
の
必
然
性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

物
質
に
つ
い
て
の
感
覚
経
験
の
普
通
の
形
で
以
て
想
像
上
如
何
に
微
細
に
分
け
る
と
し
て
も
、
物
質
の
概
念
は
超
越
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
形
式
と
な
る
。
こ
の
二
つ
は
分
離
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
抵
抗
の
ほ
う
が
第
一
次
的
で
あ
っ
て
範
囲
は
二
次
的
で
あ
る
。
内
容
な

き
範
囲
性
は
空
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
の
区
別
は
抵
抗
に
よ
る
か
ら
、
こ
れ
が
そ
の
観
念
の
先
行
性
を
示
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
そ
の
抵
抗
は
有
機
体
の
作
用
す
る
抵
抗
の
印
象
か
ら
の
み
伝
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
意
義
は
そ
の
抵
抗
の
経
験
が
空
間

に
つ
い
て
の
概
念
を
発
生
す
る
が
故
に
物
質
の
抵
抗
の
属
性
こ
そ
が
本
来
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
空
間
的
属
性
は
派
生
的
で
あ
る
。

力
の
経
験
こ
そ
が
物
質
の
観
念
を
築
き
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
筋
肉
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
抵
抗
す
る
も
の
と
し
て
の
物
質
は
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

条
件
の
下
、
直
接
に
意
識
に
現
れ
る
」
　
　
こ
こ
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
あ
り
、
さ
ら
に
以
上
の
説
明
及
び
以
下
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
引

　
　
　
　
（
6
8
出

か
れ
て
あ
る
　
空
間
を
占
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
経
験
の
抽
象
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
う
る
も
の
で
、
そ
の
本
源
は
力
の
条
件
に
よ
る
。
従

っ
て
一
定
の
相
関
関
係
に
あ
る
力
の
条
件
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
が
物
質
の
観
念
の
内
容
を
形
作
る
の
で
あ
る
。

　
相
対
的
真
実
の
認
識
が
こ
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
絶
対
的
真
実
は
如
何
に
い
う
べ
き
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
唯
原
因
の
結
果
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

お
け
る
が
如
く
物
質
に
関
係
す
る
あ
る
不
可
知
の
現
れ
で
あ
る
、
と
言
い
得
る
の
み
で
あ
る
　
　
以
上
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
　
　
。

さ
ら
に
物
理
学
、
化
学
、
あ
る
い
は
他
の
学
問
に
お
い
て
、
物
質
を
以
て
範
囲
が
あ
っ
て
且
つ
抵
抗
す
る
原
子
よ
り
な
る
も
の
と
取
り
扱

う
こ
と
、
こ
れ
を
避
け
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
は
こ
の
概
念
は
物
質
に
つ
い
て
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
る
必
然
の
結
果
で
あ
り
、
範
囲

や
抵
抗
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
集
合
の
概
念
に
比
し
そ
れ
ほ
ど
正
当
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
原
子
の
仮
説
や
こ
れ
に
類
似
す
る
す
べ
て

に
ひ
ろ
が
る
エ
ー
テ
ル
が
単
位
を
な
す
と
い
う
仮
説
は
単
に
こ
れ
ら
の
普
遍
的
形
態
の
発
展
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
不
可
知
界
の
働
き
が
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

れ
わ
れ
に
お
い
て
生
じ
た
普
遍
的
形
式
の
必
然
的
展
開
に
す
ぎ
な
い
　
　
こ
こ
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
あ
り
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。

238



福沢諭吉とH．スペンサー「第一原理』

　
次
ぎ
に
運
動
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
空
間
、
時
問
、
及
び
物
質
の
観
念
を
包
含
す
る
も
の
で
、
あ
る
一
つ
の
事
物
が
知
覚
さ
れ
、
そ

の
占
め
る
位
置
の
連
鎖
及
び
相
続
す
る
位
置
と
、
思
想
に
お
い
て
結
合
さ
れ
た
共
存
の
位
置
の
一
団
が
こ
の
観
念
の
成
分
で
あ
る
、
と
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

ペ
ン
サ
ー
は
述
べ
る
　
　
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。

　
こ
う
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
は
最
後
に
究
極
の
究
極
た
る
力
の
概
念
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
空
間
、
時
間
　
物
質
、
そ
れ
に
運
動
は
表
面
的

に
は
知
性
の
必
然
的
基
礎
要
件
か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
ら
に
そ
の
心
理
学
的
分
析
は
粗
大
な
輪
郭
を
示
す
が
、
そ
れ
は
力
の
経
験
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
こ
こ
か
ら
抽
象
化
さ
れ
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
物
質
及
び
運
動
は
力
の
別
の
条
件
的
現
れ
な
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

あ
る
　
　
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。
ま
た
意
識
は
変
化
よ
り
な
る
、
と
の
と
こ
ろ
に
不
審
紙
の
貼
付
が
あ
る
。
そ
う
し
て
、
す
べ

て
の
雑
多
な
関
係
を
除
い
て
純
粋
の
力
を
考
察
す
る
と
き
は
、
わ
れ
わ
れ
は
思
想
の
相
対
的
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
否
応
無
し
に
既
知
の

力
の
対
立
物
と
し
て
の
あ
る
未
知
の
力
を
ぼ
ん
や
り
と
考
え
る
こ
と
を
拒
否
で
き
な
い
。
こ
こ
に
は
実
体
及
び
現
象
が
同
一
変
化
の
二
面

と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
後
者
を
以
て
前
者
よ
り
真
実
な
ら
ざ
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
二
面
と
い
う
根
源
的
な
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
74
）

に
お
い
て
現
れ
る
の
で
あ
る
　
　
こ
こ
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
。

　
こ
う
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
は
科
学
の
統
一
者
と
し
て
の
哲
学
（
穿
ぎ
8
喜
図
霧
爵
①
§
匡
霞
o
お
。
一
窪
。
⑩
）
　
　
こ
こ
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン

　
（
7
5
）

が
あ
る
　
　
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
わ
れ
わ
れ
が
現
象
と
呼
ぶ
知
ら
れ
た
結
果
の
知
ら
な
い
原
因
」
　
　
こ
こ
に
ア
ン

　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

ダ
ー
ラ
イ
ン
が
あ
る
　
　
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
知
ら
れ
た
結
果
の
な
か
に
お
け
る
同
異
、
結
果
を
主
体
及
び
客
体
に
分
割
す
る

こ
と
、
こ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
が
考
察
す
る
上
で
の
前
提
で
あ
る
、
と
述
べ
て
第
三
章
を
終
え
る
。

　
福
沢
が
着
眼
し
て
ノ
ー
ト
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
物
理
哲
学
の
基
本
的
概
念
に
つ
い
て
の
説
明
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

不
可
欠
な
関
係
概
念
に
つ
い
て
も
着
眼
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
み
た
福
沢
の
学
問
観
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
興
味
深
い
。
こ
こ
で
は
各
論

に
入
れ
な
い
の
で
、
福
沢
が
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
、
な
か
で
も
そ
の
特
質
を
結
局
は
力
の
概
念
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
を
こ
の
章
に
お
い
て
学

ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
留
め
る
。
そ
う
し
て
こ
の
力
の
恒
存
が
士
族
の
力
の
問
題
と
し
て
、
即
ち
「
力
の
変
形
又
は
力
の
不
滅
」
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と
し
て
応
用
さ
れ
、
『
分
権
論
』
の
一

四
　
あ
と
が
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

テ
ー
ゼ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
最
早
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
ス
ペ
ン
サ
ー
は
「
物
質
の
不
滅
性
」
（
浮
ε
区
①
。
。
簿
5
喜
…
受
9
日
聾
霞
）
「
運
動
の
惰
性
」
（
甚
①
8
昌
匡
ξ
9
ヨ
呂
o
昌
）
「
力
の

恒
存
性
」
（
夢
Φ
冨
邑
器
蓉
Φ
o
＝
自
。
①
）
の
宇
宙
的
原
理
に
つ
い
て
、
「
進
化
と
分
解
」
（
①
＜
○
一
昌
9
き
α
巳
器
巳
昌
自
）
を
も
含
め
て
さ
ら

に
議
論
を
進
め
る
の
で
あ
る
が
、
以
上
簡
単
に
そ
の
総
論
的
哲
学
を
み
て
き
た
よ
う
に
、
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
の
基
本
は
自
然
哲
学
と
い
う

よ
り
も
物
理
哲
学
　
　
力
学
的
原
理
を
中
心
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
　
　
で
あ
り
、
　
そ
の
名
前
の
連
想
か
ら
一
般
に
想
像
さ
れ
る
生

　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

物
哲
学
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
福
沢
が
そ
の
学
問
の
範
型
を
物
理
学
に
し
て
い
る
以
上
、
様
々
な
ノ
ー
ト
に
み
ら
れ

た
如
く
、
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
に
興
味
を
抱
い
た
と
し
て
も
か
く
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
そ
れ
で
は
何
故
に
ス
ペ
ン
サ
：
は
、
取
り
分
け
我
が
国
に
あ
っ
て
社
会
科
学
の
分
野
に
お
い
て
流
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
の
仮
説
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
物
理
学
的
宇
宙
論
が
、
我
が
国
の
当
時
の
知
的
世
界
を
支
配
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
儒

学
、
取
り
分
け
朱
子
学
的
宇
宙
論
に
奇
妙
に
も
一
致
す
る
側
面
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
無
視
し
て
は
恐
ら
く
ス
ペ
ン
サ
ー
の
流
行
は
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
（
1
）
9
普
㊦
騨
一
暮
o
P
肉
亮
騨
）
、
o
ミ
執
8
N
§
・
轟
ミ
執
ミ
詩
≧
言
§
◎
ミ
詳
9
ミ
ミ
8
浮
巨
霧
け
ゆ
①
目
”
げ
o
区
o
P
一
。
お
も
。
卜
。
ω
。
’

　
（
2
）
　
日
本
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
受
容
に
つ
い
て
の
一
般
的
概
説
と
し
て
は
山
下
重
一
「
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
」
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八

　
　
三
年
）
、
ま
た
そ
の
導
入
の
特
質
に
つ
い
て
は
清
水
幾
太
郎
「
日
本
文
化
形
態
論
』
（
サ
イ
レ
ン
社
、
一
九
三
六
年
）
参
照
。
ま
た
ス
ペ
ン
サ
ー
を
も
含

　
　
め
て
の
社
会
進
化
論
の
特
に
知
的
世
界
に
お
け
る
受
容
に
つ
い
て
は
、
秋
本
律
郎
「
社
会
進
化
論
と
有
機
体
説
　
　
明
治
期
に
お
け
る
社
会
学
の
形

　
　
成
過
程
（
1
）
　
」
（
『
社
会
学
年
誌
』
、
第
十
八
号
）
、
松
本
三
之
介
「
近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
進
化
思
想
」
（
一
）
（
『
駿
河
台
法
学
』
第
七
巻
、
第

　
　
一
号
）
、
川
合
隆
男
「
下
出
隼
吉
の
日
本
社
会
学
史
研
究
　
　
日
本
社
会
学
史
研
究
に
お
け
る
断
続
と
継
承
　
　
」
（
『
法
学
研
究
』
第
六
十
七
巻
、
第
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五
号
）
参
照
。
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
9
∈
。
ω
霞
8
チ
肉
S
N
§
ご
轟
Ω
昌
儀
の
o
自
象
￥
＞
9
0
罫
儀
▽
言
≦
9
曾
言
き
の
0
9
良
『
ぎ
o
ミ
ー
（
O
餌
B
ー

　
再
こ
α
q
o
d
巳
く
霞
巴
身
勺
お
。
。
の
」
3
①
y
及
び
Ω
話
鼠
q
o
奉
9
0
Q
o
9
良
b
ミ
ミ
執
義
。
。
ミ
Ω
轟
亀
肉
き
曳
徴
詳
『
詳
o
g
晦
ミ
ー
『
ぎ
』
ミ
ミ
Ω
9
ご
譜
b
u
象
ー

　
ミ
亀
き
b
U
ご
ε
恥
号
＆
Ω
き
α
の
o
o
麟
巳
↓
》
8
、
￥
（
弓
げ
①
＝
胃
話
馨
①
目
勺
お
ω
9
ω
霧
器
〆
お
o
。
O
y
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
即
一
〇
げ
帥
噌
α
＝
o
房
鼠
騨
o
き

　
G
Q
O
9
匙
b
Ω
、
ミ
言
敬
ミ
言
＞
ミ
①
、
融
Ω
羅
『
詳
0
9
鴨
ミ
（
ゆ
＄
8
昌
℃
お
o
。
9
ω
8
8
P
一
〇
㎝
㎝
y
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
ロ
コ
α
国
『
O
冨
り
ぎ
の
0
9
巳

　
b
ミ
§
邑
。
。
ミ
言
、
ミ
ミ
象
弓
ぎ
¢
巳
お
お
陣
蔓
9
＞
一
ぎ
9D
ヨ
曽
勺
お
器
」
㊤
o
。
斜
y
中
国
に
つ
い
て
は
B
．
1
．
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
『
中
国
の
近
代
化

　
と
知
識
人
　
　
厳
復
と
西
洋
　
　
』
平
野
健
一
郎
訳
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
参
照
。

（
3
）
　
ス
ペ
ン
サ
ー
の
学
問
体
系
の
序
説
的
な
「
社
会
学
研
究
』
（
臼
ぎ
O
Q
駐
昼
9
Q
Q
象
ご
ε
恥
史
）
U
。
＞
薯
一
①
8
戸
客
く
●
口
o
。
試
）
及
び
「
第
一
原
理
」

　
第
二
部
の
な
か
で
も
「
進
化
の
法
則
」
（
弓
＝
国
ぴ
＞
薯
O
司
国
く
O
ピ
C
目
O
Z
）
と
福
沢
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
福
沢
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー

　
問
題
　
　
甲
ω
℃
雪
8
さ
『
詳
の
ミ
亀
史
9
0
0
0
9
0
ε
晦
史
一
〇
。
起
℃
及
び
箋
あ
鮮
㌔
、
言
9
良
爲
9
＞
≧
o
ミ
魯
。
。
措
ミ
9
、
ミ
8
。
。
ε
詳
史
』
コ
拝
o
阜

　
一
〇
。
胡
’
と
の
対
話
　
　
」
（
一
）
・
（
二
・
完
）
（
『
甲
南
法
学
」
第
三
十
四
巻
第
二
号
、
同
第
三
・
四
合
併
号
参
照
。
ま
た
こ
の
拙
稿
を
も
含
め
て
、
本

　
稿
で
取
り
あ
げ
て
い
な
い
「
第
一
原
理
』
第
一
部
の
「
不
可
知
界
」
（
弓
国
国
d
Z
国
Z
O
妻
＞
ω
一
国
）
や
紙
数
の
関
係
上
本
稿
で
紹
介
で
き
な
か
っ
た

　
第
一
一
部
の
そ
の
他
の
箇
所
と
福
沢
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
近
刊
拙
著
「
福
沢
諭
吉
と
西
欧
思
想
」
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
）
参
照
。
福
沢
と
ス
ペ

　
ン
サ
ー
と
の
関
係
の
指
摘
の
研
究
な
り
エ
ッ
セ
ー
に
つ
い
て
も
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
4
）
　
拙
編
訳
「
福
沢
手
沢
本
9
ψ
家
一
F
宴
§
婁
、
登
獣
。
。
ミ
再
現
」
（
一
）
（
二
）
（
三
・
完
）
（
『
法
学
研
究
』
第
五
十
六
巻
第
六
、
七
、
八
号
）
参

　
照
。

（
5
）
　
慶
磨
義
塾
編
「
福
澤
諭
吉
全
集
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
）
四
九
頁
参
照
。
以
下
の
引
用
参
照
は
こ
れ
と
同
じ
再
版
全
集
を
利
用

　
し
た
。

（
6
）
　
福
沢
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
福
沢
諭
吉
と
A
・
D
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
序
説
』
（
『
福

　
沢
諭
吉
年
鑑
」
第
六
号
）
、
及
び
拙
編
訳
「
福
沢
手
沢
本
＞
」
。
弓
0
8
語
く
三
ρ
b
⑪
ミ
o
。
ミ
塗
言
＞
ミ
ミ
ご
曾
↓
艮
ξ
甲
即
①
①
お
D
再
現
」

　
（
『
法
学
研
究
』
第
五
十
四
巻
第
一
号
）
参
照
。

（
7
）
　
木
村
匡
編
『
森
先
生
伝
』
（
金
港
堂
書
籍
、
一
八
九
九
年
）
六
二
～
四
頁
参
照
。

（
8
）
　
松
本
三
之
介
他
編
「
日
本
近
代
思
想
大
系
1
0
、
学
問
と
知
識
人
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
一
二
五
～
七
頁
参
照
。
尚
、
国
家
有
機
体
説
の

　
我
が
国
へ
の
導
入
に
つ
い
て
は
山
田
央
子
「
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
と
近
代
日
本
政
治
思
想
　
　
『
国
民
」
観
念
の
成
立
と
そ
の
受
容
　
　
」
（
上
）
（
下
）

　
（
『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
第
三
十
二
巻
第
二
号
、
第
三
十
三
巻
第
一
号
）
参
照
。
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（
9
）

（
1
0
）

（
H
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）に

お
い
て
朱
子
の
解
釈
を
通
し
て
読
ん
だ
が

に
つ
い
て
福
沢
三
八
「
父
三
題
」

に
お
い
て
狙
篠
と
共
通
す
る
面
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
福
沢
諭
吉
に
お
け
る
認
識
の
問
題

大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集

人
間
』

（（（（（（（（（（（（（27　26　25　24　23　22　21　20　19　18　17　16　15

））））））））㌧）））））
『
福
澤
諭
吉
全
集
』
第
四
巻
、
一
九
一
～
二
頁
参
照
。

同
上
、
一
二
五
頁
。

丸
山
真
男
『
「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』
下
巻
（
岩
波
新
書
、
一
九
八
六
年
）
二
一
二
五
頁
参
照
。

福
沢
手
沢
本
9
雪
8
さ
国
①
昌
零
f
窯
、
。
。
鮮
、
、
言
9
良
爲
9
＞
≧
㊥
ミ
魯
詮
①
ミ
9
㌔
蕊
ε
。
。
8
書
」
o
。
胡
℃
℃
」
旨
。
参
照
。
以
下
同
様
。

H
獣
α
こ
b
」
O
O

宋
学
の
宇
宙
論
に
つ
い
て
は
山
田
慶
児
『
朱
子
の
自
然
学
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
）
五
五
～
二
一
六
頁
参
照
。
尚
、
福
沢
は
漢
籍
を
大
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
朱
子
学
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
荻
生
但
裸
を
日
本
随
一
世
界
的
大
漢
学
者
と
し
て
評
価
し
て
い
た
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
福
沢
先
生
研
究
会
編
『
父
諭
吉
を
語
る
』
慶
磨
通
信
、
一
九
五
八
年
、
所
収
）
六
頁
参
照
。
ま
た
そ
の
思
考
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
体
・
倫
理
・
学
問
・
歴
史
　
　
」
（
『
慶
磨
義
塾
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
五
十
三
年
度
』
）
参
照
。
さ
ら
に
福
沢
の
哲
学
の
祖
を
荻
生
徊
裸
に
求
め
た
も
の
と
し
て
白
柳
秀
湖
『
歴
史
と

　
（
千
倉
書
房
、
一
九
三
六
年
）
一
四
五
～
二
九
八
頁
参
照
。

『
福
澤
諭
吉
全
集
』
第
二
十
巻
、
二
四
六
頁
参
照
。

9
①
目
霞
」
び
こ
こ
ワ
一
曽

一
獣
α
こ
℃
」
国
o。
・

前
掲
全
集
、
二
四
六
頁
参
照
。

9
雪
8
さ
H
画
山
も
」
鱒
。。
●

前
掲
全
集
、
第
七
巻
、
一
六
七
頁
参
照

9
雪
8
ン
一
げ
こ
こ
マ
昌
o。

H
げ
こ
、
や
匿
P

一
ぴ
置
。
マ
一
ト
。
O
●

一
げ
一
α
こ
℃
」
爬
P

一
獣
α
こ
マ
旨
O
●

一
び
置
こ
b
」
G。
9

一
げ
置
こ
b
」
G。
ρ
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（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（
36　35　34　33　32　31　30　29　28
）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）

一
。

。
8
5
三
①
琶
イ
巨
曄
＆
犀
コ
o
琶
①
猪
①

（　　（　　（　　（　　（
41　40　39　38　37
）　　）　　）　　）　　）る

が
（
同
上
全
集
第
三
巻
三
六
～
三
七
頁
参
照
）
、

（
4
2
）

（
4
3
）

（
4
4
）

（
4
5
）

（
4
6
）

（
4
7
）

（
4
8
）

（
4
9
）

H
げ
こ
こ
℃
●
一
〇〇
ρ

目
げ
崔
こ
P
一
ω
一
．

一
獣
α
こ
や
一
ω
ゼ

一
げ
一
島
こ
b
」
o。
一
～
P

H
び
こ
‘
b
■
一
〇。
N

H
ぴ
箆
こ
℃
」
G。
P

一
ぴ
こ
こ
℃
」
G。
9

H
げ
箆
こ
b
」
G。
ω
～
斜
’

．
．
凶
8
註
①
凝
Φ
・
P
『
。
一
〇
藷
ω
6
犀
一
＆
一
ω
巨
と
巳
悔
一
＆
ざ
○
琶
①
揖
①
あ
。
一
①
9
①
一
の
冨
議
曽
一
一
図
－
暮
5
a
ぎ
o
琶
①
爵
①
旧
℃
田
一
〇
の
○
℃
ξ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
．
、
（
浮
こ
。
も
」
認
。
）

一
獣
α
こ
P
o。
9

前
掲
全
集
、
四
二
一
頁
参
照

9
①
⇒
8
ぴ
H
画
α
■
も
」
ω
“
。

H
9
α
；
b
」
o。
㎝
●

前
掲
全
集
第
四
巻
、
四
二
一
～
四
二
二
頁
参
照
。
尚
、
『
学
問
の
す
＼
め
』
第
二
編
で
は
、
「
縁
」
よ
り
も
「
物
事
の
道
理
」
の
認
識
を
訴
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ペ
ン
サ
ー
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
表
現
に
変
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ω
℃
窪
8
ぴ
H
獣
α
こ
も
●
一
ω
o。
～
P

H
げ
崔
こ
P
匹
ρ

H
獣
α
こ
P
一
島
。

一
げ
こ
こ
マ
置
9

一
獣
α
こ
℃
●
置
9

ぎ
こ
こ
℃
℃
」
お
～
刈
．

H
ぼ
α
‘
b
」
ミ
，

H
臣
α
こ
b
」
ミ
’
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57　56　55　54　53　52　51　50
）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　）

一
ぴ
一
α
●
も
9
置
o。
D

．
．
＞
器
霧
①
○
｛
…
貯
①
お
巴
一
＝
⊆
。
。
一
g
O
三
営
胃
一
ξ
8
＝
○
語
け
ぎ
お
巴
一
お
o
隔
ヨ
g
碧
ξ
巴
。
ω
旧
．
．

一
獣
α
。

冒
こ
。

　
　
　
　
℃

一
げ
置
こ

H
獣
α
。

一
巨
α
こ

禽

℃
9
一
㎝
o。
’

℃
」
㎝
O
●

も
●
一
紹
●

℃
9
一
①
O
●

℃
」
①
O
●

（
量
α
こ
や
一
㎝
。。
●
）

目
げ
2
讐
お
巴
一
蔓
二
邑
霞
爵
①
8
目
5
ω
0
8
霞
。
o
ヨ
の
9
0
垢
⇒
①
の
p
一
ω
ど
3
8
＆
三
g
a
①
｛
剛
⑩
。
訂
の
鼠
区
営
α
q
一
巳
巳
一
の
の
o
一
暮
一
①

お
一
讐
一
8
註
甚
計
巨
8
昌
三
〇
話
α
。
窪
ω
ρ
彗
α
ぴ
①
一
お
8
轟
ξ
冨
邑
ω
8
暮
名
導
一
3
0
一
8
σ
q
霧
甚
①
8
民
一
詠
o
甘
の
冨
お
一
の
“
一
9

8
夢
①
8
畠
9
2
旨
窃
の
の
⊆
b
豆
覧
お
爵
○
の
①
8
且
三
〇
拐
㊦
ρ
轟
ξ
お
巴
㌧
．
（
H
画
α
。
も
」
①
一
～
爬
。
）

（
5
8
）

（
59
）

（
6
0
）

（
61
）

　
①
の
”
．
、

（
62
）

（
6
3
）

（
6
4
）

（
6
5
）

（
6
6
）

H
げ
こ
こ
や
一
①
G。。

囲
獣
α
こ
マ
一
8
．

一
画
α
。
も
」
①
餅

．
、
甚
讐
○
弩
。
g
8
宴
一
〇
房
o
ら
弓
一
B
①
9
邑
ω
冨
8
胃
①
α
q
・
魯
霞
讐
。
q

（
囲
ぼ
α
。
も
」
①
ε

H
獣
α
こ
b
」
①
“
。

H
獣
α
こ
b
」
①
命

一
葺
α
こ
℃
」
臼
。

一
げ
一
α
。
も
」
①
㎝
●

　
霧
8
曇
鍔
。
。
け
＆
註
爵
o
霞
8
8
①
℃
鼠
9
0
一
の
冨
。
ρ
ぎ

（
6
7
）

　
（
一
ぴ
こ
●

（
6
8
）

届
ω
○
爵
霞
筈
雲
声
9
の
胃
①
⑳
雪
霞
讐
a
守
o
ヨ
o
暮
①
円
。
o
昌
R
①
？

、
、
○
員
。
g
8
讐
一
8
0
一
ζ
讐
け
①
円
ち
①
身
8
自
8
一
訂
巴
ヨ
b
一
①
。。
σ
警
碧
ρ
一
。
。
爵
讐
o
馬
8
6
邑
馨
自
ε
○
ω
一
鼠
o
霧
甚
讐
○
§
＝
①
巴
ω
鼠
口
8
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≦
ぼ
9
甚
①
8
6
邑
。
。
8
5
8
0
の
三
〇
冨
o
謡
3
0
お
ω
一
ω
辞
讐
8
㌧
、
（
一
瓢
α
・
も
」
①
①
。
）

、
．
ζ
讐
け
零
窃
o
薯
o
巴
お
○
ξ
B
二
の
。
巳
胃
①
口
①
茜
一
①
の
ぴ
。
営
α
Q
・
ξ
ヨ
①
島
讐
。
ζ
℃
弓
①
の
①
暮
δ
。
○
冨
。
一
2
旨
①
の
の
一
昌
一
雪
ヨ
の
o
窓
o
円
8
旧
．
、

も
」
。
ご

H
げ
一
飢
●
も
P
一
①
①
～
S
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（
6
9
）
　
H
豆
α
こ
℃
」
雪
●

（
7
0
）
　
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
箇
所
は
、
．
弓
訂
讐
O
B
8
ξ
を
甚
①
巴
9
霧
≦
①
＝
霧
甚
。
ξ
昌
号
①
α
ξ
唇
夢
霧
あ
9
き
巴
一
も
。
署
区
一
お
⑩
誓
臼

8
富
巨
一
お
9
ヨ
○
一
①
2
一
①
ω
し
の
巴
B
b
ξ
四
冨
8
の
器
昌
α
Φ
＜
⑩
一
8
B
①
讐
9
爵
○
の
。
琶
一
＜
①
お
巴
8
国
5
ω
≦
匿
3
夢
⑦
頭
畠
o
房
o
㌦
甚
。

　
d
口
犀
口
O
名
Φ
巨
①
『
四
話
≦
国
O
‘
の
辟
ぎ
⊆
の
・
．
．
（
霧
箆
‘
マ
5
S
）
で
あ
る
。

（
71
）

（
72
）

（
7
3
）

（
74
）

（
7
5
）

（
7
6
）

（
7
7
）

（
7
8
）

　
一
九
三
五
年
）

　
リ
ス
政
治
思
想
W

　
け
る
物
理
学
と
生
物
学
と
の
関
係
を
理
解
す
る
の
に
有
益
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
と
し
て
』

・

音
⑦
＆
・
8
α
q
§
－
（
浮
言
①
ヨ
窪
p
8
邑
o
戸
§
一
）
、
u
醤
α
三
冨
ぼ
国
ρ
§
⑲
の
・
。
§
§
瓢
㌔
・
言
8
N
§
。
轟
ミ
9
蒔
＆
＆
曾
寧

電
・
（
○
義
〇
三
d
巳
＜
①
邑
蔓
℃
お
。。
。
。
矯
0
4
0
β
一
S
。
。
）
、
ζ
ミ
。
証
≦
o
ぴ
ミ
§
審
・
の
霧
簿
⑪
o
っ
鮮
ミ
？
寒
＆
ミ
9
§
8
・
§
儀
卜
9
㊥
≦
§
・
㍗

　
§
言
9
言
魯
巳
房
ミ
（
9
ミ
§
魯
譜
、
ミ
霧
、
O
崇
ミ
群
這
℃
㎏
）
、
参
照
。
ス
ペ
ン
サ
ー
が
不
当
に
無
視
さ
れ
て
き
た
自
由
主
義
者
と
し
て
、
そ
の
弱

　
点
を
「
綜
合
的
な
」
進
化
論
哲
学
に
求
め
、
そ
の
『
倫
理
学
原
理
」
の
自
由
主
義
原
理
に
お
け
る
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
し
て
ジ
ョ
ン
．

　
グ
レ
イ
『
自
由
主
義
』
藤
原
保
信
・
輪
島
達
郎
訳
（
昭
和
堂
、
一
九
九
一
年
）
五
二
頁
が
あ
る
。

（
7
9
）
　
中
国
の
方
が
日
本
よ
り
も
ス
ペ
ン
サ
ー
の
近
代
化
に
は
た
し
た
役
割
が
大
き
い
と
の
指
摘
は
、
そ
の
担
い
手
が
幼
少
期
か
ら
儒
学
教
育
を
受
け

　
て
い
た
こ
と
と
相
侯
っ
て
興
味
深
い
（
Q
8
N
§
晦
～
蛍
．
．
『
§
、
g
§
瓢
霞
ミ
竃
謙
曾
§
亀
、
、
、
言
『
書
肉
o
ミ
導
O
o
ミ
箋
§
8
9
臼
詳
』
ミ
箋
－

　
る
Ω
翫
o
き
匙
o
Q
8
結
受
、
ミ
q
翫
§
ミ
言
為
の
登
S
霧
》
＞
‘
の
仁
の
蕊
マ
慈
」
8
♪
マ
雪
’
参
照
。

一
げ
こ
こ
マ
一
①
o。
●

H
ぴ
置
こ
や
一
①
P

H
葺
②
こ
b
」
刈
ρ

H
獣
α
こ
℃
●
嵩
O
●

一
げ
箆
‘
マ
一
刈
一
。

、
、
＞
口
d
爵
8
≦
⇒
O
磐
の
①
9
夢
①
犀
⇒
o
譲
目
＆
①
。
房
ゑ
獣
魯
奉
。
巴
一
嘗
①
8
旨
①
昌
p
．
、
（
H
葺
α
も
●
嵩
ご

前
掲
全
集
、
第
四
巻
、
二
一
二
五
頁
参
照
。

ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
を
知
る
上
で
参
考
に
な
る
も
の
と
し
て
、
既
述
し
た
も
の
以
外
で
は
日
本
の
も
と
し
て
中
島
重
「
ス
ペ
ン
サ
ー
』
（
三
省
堂
、

　
　
　
　
が
特
に
有
益
で
あ
る
。
ま
た
長
谷
川
如
是
閑
「
ス
ペ
ン
サ
ー
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
）
も
あ
る
。
ま
た
E
・
バ
ー
カ
ー
「
イ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
か
ら
一
九
一
四
年
　
　
」
掘
豊
彦
・
杣
正
夫
訳
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）
は
ス
ペ
ン
サ
ー
進
化
論
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∪
。
ざ
℃
①
①
廿
歳
ミ
簿
蕊
9
§
亀
、
－
罫
。
象
○
』
ミ
ご
轟
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