
馬

「
判
定
基
準
」
か
ら
何
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
?

ー
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
『
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
書
』
を
め
ぐ
つ
て
ー

田
中
一

本
論
文
で
は
、
「
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
書
、
還
魯
§
ミ
§
一
と
題
さ
れ
て
い
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
草
稿

を
取
り
上
げ
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
草
稿
で
展
開
さ
れ
て
い
る
二
種
類
の
推
論
に
着
目
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

本
論
文
の
全
体
が
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
に
発
し
て
い
る
。

ー
ー
ー

ア
ド
ル
フ
・
ア
ズ
ラ
ー
は
、
大
学
卒
業
後
ヘ
ー
ゲ
ル
折
呈
子
の
研
究
に
没
頭
し
た
時
期
を
経
て
、
ボ
ー
ン
ホ
ル
ム
島

の
教
区
に
牧
師
と
し
て
着
任
し
て
い
た
。
少
な
く
と
も
外
見
に
は
平
穏
か
つ
幸
福
に
暮
ら
し
て
い
た
彼
の
身
に
そ
の

「
出
来
事
」
が
持
ち
上
が
っ
た
の
は
、
島
に
来
て
か
ら
一
年
ほ
ど
し
た
一
八
四
二
年
の
一
二
月
で
あ
っ
た
。

あ
る
晩
彼
は
突
然
《
一
切
の
事
柄
は
思
考
に
で
は
な
く
霊
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
悪
霊
な
る
も
の
が
現

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
>
。
そ
し
て
伺
じ
日
の
夜
、
す
さ
ま
じ
い
音
が
鳴
り
響
い
た
後
、
<
救
世
主
が
、

起
き
て
向
こ
う
に
行
き
、
次
の
言
葉
を
書
き
取
れ
、
と
命
じ
た
)
。
そ
の
言
葉
を
筆
記
し
た
ア
ズ
ラ
ー
に
対
し
て
、

さ
ら
に
神
は
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
著
作
を
破
棄
し
、
《
将
来
は
聖
書
を
固
{
寸
す
る
よ
う
命
じ
た
>
の
だ
っ
た
・
:
ア
ズ

1

ラ
ー
自
身
の
一
言
に
ょ
る
な
ら
、
「
出
来
事
」
の
あ
ら
ま
し
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

1
引
用
は
ア
ズ
ラ
ー
の
「
説
教
集
(
ξ
詩
、
"
ミ
§
9
)
一
か
ら
。
「
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
杏
一
の
英
訳
(
↓
語
鴎
具
§
澁
§
)
所
収



翌
年
ア
ズ
ラ
ー
が
、
「
出
来
事
」
の
次
第
や
そ
の
際
に
下
さ
れ
た
「
神
の
言
葉
」
を
盛
り
込
ん
だ
「
説
教
集
一
を

刊
行
し
た
と
こ
ろ
、
か
な
り
の
反
響
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
教
会
当
局
も
こ
の
奇
妙
な
一
件
を
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き

ず
、
ア
ズ
ラ
ー
の
牧
師
職
を
一
時
停
止
し
、
一
八
四
五
年
四
月
、
ア
ズ
ラ
ー
に
対
し
て
質
問
状
を
送
り
、
回
依
口
を
求

め
た
0
 
そ
の
回
答
を
得
た
上
で
、
当
局
は
ア
ズ
ラ
ー
を
こ
の
ま
ま
牧
師
職
に
と
ど
め
る
の
は
適
当
で
な
い
と
判
断
し

た
の
だ
け
れ
ど
、
結
局
彼
は
同
年
、
自
ら
円
満
に
辞
職
し
た
の
だ
っ
た
。

一
方
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
出
来
事
」
が
公
に
な
っ
た
当
初
か
ら
、
ア
ズ
ラ
ー
に
対
し
て
か
な
り
の
関
心
を

寄
せ
て
い
た
0
 
一
八
四
六
年
に
同
時
刊
行
さ
れ
た
ア
ズ
ラ
ー
の
四
冊
の
著
作
も
早
々
に
買
い
求
め
、
同
じ
年
の
夏
か

ら
翌
年
初
め
に
か
け
て
の
時
期
に
、
「
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
書
』
と
題
す
る
一
続
き
の
草
稿
を
仕
上
げ
た
と
考
え

ら
れ
る
0
 
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
こ
の
草
稿
は
同
じ
題
の
も
と
で
二
度
手
か
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
は
題
が
変
更
さ
れ
た

2

上
で
構
成
の
大
幅
な
組
み
替
え
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
全
体
が
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
と
し
て
刊

行
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
実
名
を
明
示
す
れ
ば
ア
ズ
ラ
ー
本
人
に
小
ノ
な
か

ら
ぬ
影
響
が
及
ん
で
し
ま
う
し
、
他
方
実
名
を
伏
せ
れ
ぱ
自
分
自
身
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
と
読
者
が
誤
解
す
る
か

4

も
し
れ
な
い
、
と
髮
1
し
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
の
一
件
に
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
関
心
を
示
し
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
「
啓
示
を
得
た
」
と
い
う

ま
た
、
ワ
ト
キ
ン
一
三
六
、
立
二
七
ペ
ー
ジ
も
参
考
に
し
た
。

れそ
4 はの

^^つ ^

^

ズズの杏ア杏示
^ノ^

の て

が"、に こ
にら

つ一「つ ア
い天の ズし、武
て才物て フ
のと文て価の

のの9
^^ Ijを て.

^汁つ

訳一のわ莱ミ一訳倉
、の九

=仇

細諸
3 は△

'文

^

の

ノ

ア

フ

力

、ノ、つ

さΦ 11 解の、
一論説、に

た9さ」文な'誓.ー、ξる
説並組
明ぶみ
さと替

中

四のゆ

、
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主
張
の
正
当
化
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

草
稿
の
執
筆
に
着
手
す
る
直
前
に
刊
行
さ
れ
た
「
後
書
一
(
「
哲
学
的
断
片
へ
の
結
び
の
学
問
外
れ
な
後
書
一
一

＼

四
六
年
二
月
刊
行
)
で
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
主
体
的
真
理
と
客
観
的
真
理
と
を
峻
別
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
を

前
者
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
た
。
科
学
に
代
表
さ
れ
る
客
観
的
真
理
が
、
経
験
的
に
得
ら
れ
る
証
拠
に
基
づ
き

正
当
化
さ
れ
確
実
性
を
付
与
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
、
王
体
的
真
理
は
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
は
正
当
化
さ
れ
得
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
は
、
客
観
的
に
は
ど
こ
ま
で
も
不
確
実
な
ま
ま
に
と
ど
ま
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
見
解
に
対
し
て
は
た
だ
ち
に
、
「
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
が
主
張
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
内
容
の
妥
当
性

を
何
ら
か
の
基
準
に
照
ら
し
て
判
定
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
の
か
?
」
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
そ
の
よ

う
な
場
合
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
判
定
基
準
が
も
し
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
真
理
と
し
て
主
張
さ
れ
る
内
容
が

ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
小
ノ
な
く
と
も
そ
れ
を
不
適
切
で
あ
る
と
し
て
斥
け
る
道
が
ふ
さ
が
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
啓
示
を
得
た
」
と
主
張
す
る
ア
ズ
ラ
ー
の
一
件
に
直
面
し
た
と
き
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に

と
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
疑
問
に
答
え
る
必
要
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

研
究
者
の
中
に
は
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
ア
ズ
ラ
ー
関
連
の
草
稿
の
中
で
、
「
啓
示
を
得
た
」
と
い
う
主
張
一
般

の
正
当
性
を
判
定
す
る
基
準
を
提
示
し
て
い
る
、
と
見
る
論
者
が
い
る
(
後
に
紹
介
す
る
)
。
私
は
、
「
ア
ズ
ラ
ー
に

つ
ぃ
て
の
書
」
草
稿
に
お
い
て
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、
い
く
つ
か
の
推
論
を
重
ね
た
上
で
、
ア
ズ
ラ
ー
の
主
張
の
正

当
性
に
つ
ぃ
て
一
{
疋
の
結
論
を
出
し
て
い
る
と
見
て
ょ
い
と
思
う
し
、
そ
の
点
で
私
の
見
解
は
、
先
の
論
者
の
見
解

と
部
分
的
に
は
一
致
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
議
論
の
中
で
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、
宗
教
的
権
威
や
啓
示
に
つ

い
て
な
さ
れ
る
主
張
の
正
当
性
を
判
定
す
る
一
般
的
な
基
準
を
提
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
な
る
と
、
い
く
つ
か

の
制
限
を
つ
け
た
上
で
な
け
れ
ば
そ
う
は
言
え
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。
そ
こ
で
手
順
と
し
て
、
一
早
稿
で
展
開
さ
れ



て
い
る
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
議
論
の
論
理
構
造
を
正
確
に
取
り
出
し
、
ア
ズ
ラ
ー
の
主
張
の
正
当
性
に
つ
い
て
キ
エ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
な
前
提
か
ら
い
か
な
る
結
論
を
導
き
出
し
た
の
か
を
見
極
め
よ
う
と
思
う
。
そ
し
て
そ
れ

と
合
わ
せ
て
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
判
定
基
準
」
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
ぃ
て
、
私
自
身
の

見
解
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

ー
ー「

ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
書
一
と
題
さ
れ
た
一
連
の
草
稿
は
、
二
度
の
手
直
し
を
経
な
が
ら
も
、
四
つ
の
章
と
い

く
つ
か
の
附
録
部
分
か
ら
な
る
全
体
構
成
を
維
持
し
て
い
る
。
「
啓
示
を
得
た
」
と
い
う
ア
ズ
ラ
ー
の
主
張
の
正
当

性
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
中
の
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま

ず
、
第
三
章
で
の
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
議
論
展
開
、
と
り
わ
け
そ
れ
を
支
え
る
論
理
構
造
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
と

思
、
つ
。

は
じ
め
に
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
ア
ズ
ラ
ー
の
主
張
の
真
偽
を
予
断
(
た
と
え
ば
「
ま
さ
か
現
代
に
お
い
て
啓
示

が
下
さ
れ
る
な
ん
て
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
よ
う
な
^
に
ょ
っ
て
確
{
疋
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
彼
の

主
張
を
肯
定
も
否
定
も
せ
ず
に
ひ
と
ま
ず
受
け
入
れ
る
な
ら
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
帰
結
が
生
じ
る
か
を
た
ど
る
の

だ
、
と
盲
言
す
る
。
《
こ
の
研
究
自
体
は
、
認
容
さ
れ
た
も
の
に
基
づ
い
て
Φ
§
§
器
の
み
論
議
す
る
の
で
あ
っ

5

て
、
率
直
に
肯
定
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
否
定
す
る
こ
と
も
な
い
》
。
つ
ま
り
、
ア
ズ
ラ
ー
が
「
啓
示
を
得
た
」
と

主
張
し
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
か
ら
議
論
を
出
発
さ
せ
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。

5
 
ヤ
m
で
.
ぐ
二
一
如
↓
、
小
、
ヤ
 
M
M
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次
に
、
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
場
合
分
け
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
の
「
出
圭
」
に
関
し
て
い
っ
た
ん

「
そ
れ
は
啓
示
で
あ
っ
た
」
と
主
張
し
た
後
で
、
同
じ
そ
の
「
出
来
事
」
に
つ
い
て
、
ア
ズ
ラ
ー
が
元
の
趣
旨
を
貫
く

形
で
発
言
し
続
け
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
趣
旨
と
は
何
ら
か
の
意
味
で
食
い
違
う
発
言
を
一
貫
性
を
欠
い
た
形
で
混

在
さ
せ
る
か
、
と
い
う
二
種
類
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
も
し
ア
ズ
ラ
ー
の
実
際
の
発
言
が
前
者
の
よ

う
で
あ
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
何
ら
か
の
結
論
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
続
い
て
な

さ
れ
る
発
言
が
後
者
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
、
ア
ズ
ラ
ー
自
身
が
《
範
疇
に
関
す
る
混
乱
δ
C
三
=
m
一
含
ず
Φ
§
鵡
含
ル
Φ

6

9
冨
⑩
0
二
曾
昂
>
を
き
た
し
て
い
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。

小
ノ
な
く
と
も
「
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
書
」
の
草
稿
に
お
い
て
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー

、

一
人
ひ
と
り
の
個
人
の
生

レ
は

が
持
ち
う
る
よ
う
な
非
常
に
基
本
的
な
形
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
生
の
形
の
そ
れ
ぞ

れ
は
、
独
特
な
行
為
や
態
度
の
可
能
性
の
数
々
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
一
つ
の
形
が
全
体
と
し
て
一
貫
性
を
有
し

て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
生
の
形
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
行
為
や
態
度
の

可
能
性
を
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
範
疇
心
昇
Φ
的
0
二
Φ
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

た
と
え
ぱ
、
だ
れ
か
が
あ
る
人
物
に
つ
い
て
「
そ
の
人
は
(
キ
リ
ス
ト
教
的
な
)
神
的
権
威
を
帯
び
て
い
る
」
と

判
断
し
、
そ
の
よ
、
つ
に
こ
と
ば
に
す
る
と
し
よ
、
つ
。
そ
の
こ
と
ば
が
単
な
る
間
接
話
法
の
よ
、
つ
な
も
の
で
な
く
、
八
元

言
者
自
身
に
ょ
る
是
認
を
伴
っ
て
い
る
な
ら
、
発
言
者
は
そ
の
人
物
に
対
し
て
服
従
し
よ
う
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も

あ
え
て
服
従
し
な
い
で
い
よ
う
と
す
る
(
す
な
わ
ち
蹟
こ
う
と
す
る
)
か
、
い
ず
れ
か
一
方
の
態
度
を
取
ら
、
ざ
る
を

え
な
い
、
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。
そ
の
い
ず
れ
を
も
選
ば
な
い
と
い
う
第
三
の
選
択
肢
が
あ
る
よ
う
に
見
え

る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
選
択
肢
と
て
、
自
ら
を
巻
き
込
む
形
で
権
威
の
実
在
を
是
認
し
て
お
き
な
が
ら
あ

6
 
勺
W
勺
.
ぐ
=
切
器
い
、
で
.
中
小



え
て
そ
れ
に
服
従
し
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
点
で
、
実
は
蹟
い
て
い
る
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

権
威
の
実
在
を
こ
と
ば
に
ょ
っ
て
是
認
す
る
な
ら
、
そ
の
権
威
と
の
関
係
に
お
い
て
自
ら
が
な
す
行
為
の
可
'
"
性

は
「
服
従
す
る
か
、
も
し
く
は
顎
く
か
」
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
是
条
別
の
こ
と
ば
に
ょ
っ
て
撤
回
さ
れ

る
こ
と
な
く
存
続
す
る
な
ら
、
そ
う
し
た
一
貫
し
た
一
言
語
使
用
は
、
特
別
な
権
威
に
関
係
す
る
個
人
の
一
貫
し
た
行

為
の
可
能
性
と
か
ら
な
る
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
生
の
形
」
と
い
う
範
疇
に
正
確
に
対
応
し
て
お
り
、
発
言
者
は
ま
さ

し
く
そ
の
範
疇
を
生
き
て
い
る
(
そ
し
て
そ
う
見
な
さ
れ
る
)
、
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
啓
示
に
ょ
っ
て
召
さ
れ
て
い
る
」
も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
構
成
す
る
可
能
性
で
あ
り
、
そ
れ
自
体

が
範
疇
で
あ
る
、
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
、
つ
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
が
啓
示
の
実
在
を
こ
と
ば
に
ょ
っ
て
是

認
し
、
し
か
も
そ
の
臼
飯
が
別
の
こ
と
ば
に
ょ
っ
て
撤
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
存
続
す
る
な
ら
、
そ
う
し
た
一
貫
し
た

言
語
使
用
は
、
権
威
や
啓
示
を
中
心
に
据
え
た
個
人
の
独
特
な
生
の
形
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
範
疇
に
文
応
し
て
お

り
、
ア
ズ
ラ
ー
は
ま
さ
し
く
そ
の
範
疇
を
生
き
て
い
る
(
そ
し
て
そ
う
見
な
さ
れ
る
)
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
ょ
る
な
ら
、
あ
る
一
つ
の
範
疇
は
独
特
か
つ
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
他
の
範
疇
と
は
根
本

的
に
異
な
る
0
 
た
と
え
ぱ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
生
の
形
と
そ
う
で
な
い
生
の
形
の
数
々
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
お

本
来
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
、
一
人
の
個
人
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
生
き
る
と
同
時

、

りに
別
の
範
疇
を
も
生
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
と
対
応
し
て
、
一
人
の
個

7
 
勺
W
で
.
ぐ
=
如
 
N
ω
小
、
で
で
.
の
含

8
 
勺
仙
勺
.
<
=
 
m
 
N
誤
.
ヤ
の
伽
.

9
 
「
権
威
」
や
「
啓
示
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
を
、
自
ら
の
身
の
上
に
生
じ
た
「
出
圭
」
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
る
者
に
は
、
特
別
の
事
情

が
生
じ
る
、
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
勺
ゆ
で
.
ぐ
一
二
如
φ
、
晶
(
「
附
録
弁
証
法
的
関
係
一
一
般
公
共
、
単

独
者
、
笈
な
単
独
者
」
)
を
参
照
。

7
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人
が
同
一
の
事
態
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
表
現
す
る
こ
と
ば
を
用
い
る
と
と
も
に
、
同
時
に
そ
れ
と
は

異
な
る
範
疇
を
表
現
す
る
こ
と
ば
を
用
い
る
こ
と
も
、
本
来
あ
り
え
な
い
は
ず
な
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し

も
あ
る
人
物
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
こ
と
ば
を
区
別
せ
ず
に
用
い
て
い
る
と
す
れ
ぱ
、
原
因
は
と
も
か
く
そ
の
人
物

は
範
疇
に
関
し
て
混
乱
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
ア
ズ
ラ
ー
の
発
言
の
中
に
見

て
取
っ
て
い
る
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
種
の
混
乱
な
の
で
あ
る
。

ア
ズ
ラ
ー
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
の
例
で
あ
る
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言
、
つ
も
の
の
う
ち
、
二
っ
を
挙
げ
よ
う
。

た
と
え
ば
、
教
会
当
局
が
つ
き
つ
け
た
質
問
に
対
し
、
ア
ズ
ラ
ー
は
自
ら
の
身
に
生
じ
た
「
出
圭
」
に
言
及
し

て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
<
し
か
し
、
不
思
議
な
仕
方
で
の
救
済
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
1
私
が
一
説

0

教
集
一
の
序
文
に
書
い
た
と
お
り
1
私
に
と
っ
て
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
>
。
す
な
わ
ち
、
ア
ズ
ラ
ー
は
自

ら
の
啓
示
体
験
を
「
救
済
」
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。

<
彼
(
引
用
者
注
・
ア
ズ
ラ
ー
の
こ
と
)
が
「
説
教
集
』
の
序
文
(
当
局
か
ら
の
質
問
は
こ
れ
に
関
す
る
も
の
な
の

だ
け
れ
ど
)
の
中
で
自
分
自
身
に
つ
い
て
語
っ
た
事
柄
を
し
つ
か
り
と
主
張
し
続
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ

と
と
、
不
思
議
な
仕
方
で
救
済
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
は
、
た
し
か
に
質
的
で
決
定
的
な
差
異
が
存
在
す
る

11

か
ら
で
あ
る
》
。
前
者
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
う
で
は
な
い
。
ア
ズ
ラ
ー
は
、
自

0

ら
が
「
啓
示
を
得
た
」
こ
と
を
取
り
消
す
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
同
時
に
「
不
思
議
な
仕
方
で
救
済
さ
れ
た
」
出
来
事

で
あ
る
と
言
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
範
疇
に
関
す
る
混
乱
を
き
た
し
て
い
る
の
だ
。

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

く
の
は
、
困
難
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
啓
示
を
通
じ
て
稔
主
か
ら

玲
「
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
』
英
訳
の
誕
一
m
-
0
二
g
二
=
井
0
ル
民
§
、
選
.
 
W
ミ

Ⅱ
勺
W
勺
.
<
=
如
 
N
誤
、
で
.
一
一
0
.
傍
点
を
施
し
た
箇
所
は
原
文
強
調
。

,、

と、
し、、

つ、
^

、^'

^、

つ、

の、

教、
、

え、

を、

受、
け、
取、
つ、



ま
た
、
一
八
四
六
年
に
ア
ズ
ラ
ー
が
刊
行
し
た
四
冊
の
書
物
の
内
容
を
検
討
し
た
結
果
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、

ア
ズ
ラ
ー
が
そ
こ
で
あ
の
「
出
来
事
」
に
つ
い
て
何
も
本
質
的
な
説
明
を
加
え
て
い
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
以

前
に
な
さ
れ
た
当
局
へ
の
回
答
に
お
い
て
混
乱
を
き
た
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
混
乱
を
解
消
さ
せ
る
よ

う
な
説
明
(
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
に
ど
こ
ま
で
も
固
執
す
る
よ
う
な
発
言
か
、
も
し
く
は
「
啓
示
を

得
た
」
と
い
う
主
張
を
撤
回
す
る
よ
う
な
発
考
巳
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
だ

0

ー
ー
3

範
疇
に
関
す
る
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
見
解
に
ょ
る
な
ら
、
一
人
の
人
物
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
生
き
て
い
る

の
と
同
時
に
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
も
生
き
て
い
る
と
い
、
つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
(
こ
の
こ
と

は
前
節
で
述
べ
た
)
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
人
物
に
関
す
る
同
一
の
「
出
来
事
」
に
対
し
て
、
「
啓
示
を
得
た
」
と
い

う
こ
と
ば
と
「
不
思
議
な
仕
方
で
救
済
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
ば
は
範
疇
的
に
両
立
し
え
ず
、
同
時
に
使
用
し
て
は

な
ら
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
ア
ズ
ラ
ー
は
な
に
や
ら
、
範
疇
的
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
ば
遣
い
を
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。こ

こ
で
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
後
の
発
言
が
、
「
啓
示
を
得
た
」
と
い
う
前
の
発
言
を
、
事
実
上
撤
回
し
て
い
る

場
合
と
し
て
い
な
い
場
合
と
に
可
能
性
を
区
分
し
て
い
る
。
前
言
を
撤
回
し
て
い
る
の
で
な
い
場
△
口
、
ア
ズ
ラ
ー
は

前
の
発
言
内
容
を
是
認
し
な
が
ら
、
後
の
そ
れ
を
も
是
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
彼
は
、
自
ら
の
範
疇
の

表
現
と
し
て
、
ま
さ
し
く
範
疇
的
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
ば
遣
い
を
し
て
お
り
、
結
果
的
に
い
か
な
る
範
疇
を
も
表
現

松
勺
N
で
.
ぐ
一
一
一
ゆ
↓
、
↓
一
ヤ
腿
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し
え
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
こ
と
ぱ
は
、
彼
が
生
き
て
い
る
範
疇
を
判
定
す
る
上
で

何
の
役
に
も
立
た
な
い
の
だ
。

他
方
、
後
の
発
言
が
前
の
発
言
を
事
実
上
撤
回
し
て
い
る
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
一
見
す
る
と
、

範
疇
的
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
ぱ
遣
い
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
ア
ズ
ラ
ー
は
前
の
発
言
を
明
示
的
に
撤
回

し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
^
態
は
^
に
^
し
て
有
利
に
は
^
か
な
い
。

た
し
か
に
ア
ズ
ラ
ー
と
し
て
は
、
範
疇
的
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
ぱ
遣
い
を
し
て
い
る
つ
も
り
は
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
彼
は
「
啓
示
を
得
た
」
と
い
う
発
言
を
重
視
し
な
く
て
ょ
い
も
の
と
し
て
放
置
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
、
自
ら
が
生
き
る
範
疇
を
表
現
す
る
こ
と
ぱ
を
理
解
し
適
切
に
用
い
る
よ
う
常
に
心
が
け
て
い
る
態
度

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
し
て
そ
う
な
る
と
、
ア
ズ
ラ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
表
現
す
る
こ
と
ば
の
用
法

を
わ
き
ま
え
て
い
る
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
く
な
る
た
め
、
前
言
撤
回
の
意
図
が
彼
に
あ
る
こ
と
は
相
楚
で
き
て
も
、

ほ
ん
と
う
に
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
生
き
て
い
な
い
の
か
ど
う
か
、
彼
の
発
言
全
体
か
ら
判
定
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
。
結
局
こ
の
場
合
も
、
ア
ズ
ラ
ー
の
こ
と
ば
は
、
彼
が
生
き
て
い
る
範
疇
を
判
定
す
る
上
で
何
の
役

に
も
立
た
な
い
の
だ
。

こ
う
し
て
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ア
ズ
ラ
ー
が
、
ど
の
よ
う
な
範
疇
を
生
き
て
い
る
の
か
を
外
部

か
ら
ま
っ
た
く
判
定
で
き
な
い
、
一
種
の
(
範
疇
に
関
す
る
)
錯
乱
し
た
精
神
状
態
に
陥
っ
て
い
る
一
舎
一
宮
S
二
含

脇

m
ヨ
身
豊
m
曾
ユ
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
書
一
草
稿
第
三
章
の
議
論
展
開
を
構
成
し
て
い
る
推
論
の
構
造
を
、
こ
こ
で
も

、
つ
一
度
押
さ
え
て
お
こ
う
。

玲
勺
W
で
.
ぐ
二
如
器
卸
、
勺
で
.
一
↓
W
,
一
↓
の



)1(

ア
ズ
ラ
ー
は
、
「
自
ら
の
身
に
啓
示
が
下
さ
れ
た
」
と
主
張
し
た
。
(
こ
れ
を
主
張
A
と
す
る
)

②
ア
ズ
ラ
ー
は
、
同
じ
そ
の
「
出
来
事
」
に
つ
い
て
、
後
に
「
そ
れ
は
不
思
議
な
仕
方
で
の
救
済
で
あ
っ
た
」
と

主
張
し
た
。
(
こ
れ
を
主
張
B
と
す
る
)

③
啓
示
が
下
さ
れ
る
こ
と
と
、
不
思
議
な
仕
方
で
救
済
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
範
疇
が
異
な
る
。

④
範
疇
的
な
一
磊
使
用
に
関
す
る
一
般
的
規
則

⑤
し
た
が
っ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
は
、
 
B
に
ょ
っ
て
A
を
事
実
上
撤
回
し
て
い
る
か
、
し
て
い
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で

あ
る
。
(
①
S
④
よ
り
)

⑥
事
実
上
撤
回
し
て
い
る
な
ら
、
ア
ズ
ラ
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
表
現
す
る
こ
と
ば
の
用
法
に
対
し
て
注

意
が
行
き
届
い
て
い
な
い
。

⑦
あ
る
人
物
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
表
現
す
る
こ
と
ば
の
用
法
に
対
し
て
注
意
が
行
き
届
い
て
い
な
い
な

ら
、
そ
の
人
物
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
定
不
能
で
あ
る
。

⑧
よ
っ
て
、
事
実
上
撤
回
し
て
い
る
な
ら
、
ア
ズ
ラ
ー
の
発
言
全
体
か
ら
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
生
き

て
い
る
か
ど
う
か
は
判
定
不
能
で
あ
る
。
(
⑥
と
⑦
よ
り
)

⑨
事
実
上
撤
回
し
て
い
る
の
で
な
い
な
ら
、
ア
ズ
ラ
ー
は
A
と
B
と
を
同
時
に
是
認
し
つ
っ
主
張
し
て
い
る
。

)

A
と
B
と
を
同
時
に
是
認
し
つ
っ
主
張
す
る
こ
と
は
、
範
疇
的
に
許
さ
れ
な
い
。
(
④
よ
り
)

)

範
疇
的
に
許
さ
れ
な
い
発
言
か
ら
は
、
範
疇
に
関
し
て
い
か
な
る
判
定
も
下
せ
な
い
。

()

し
た
が
っ
て
、
 
A
と
B
と
を
同
時
に
是
認
し
つ
?
王
張
す
る
発
言
か
ら
は
、
範
疇
に
関
し
て
い
か
な
る
判
定
も

(

)

)

下
せ
な
い
。
(
W
と
Ⅱ
よ
り
)

(

(
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し
た
が
っ
て
、
事
実
上
撤
回
し
て
い
る
の
で
な
い
な
ら
、
ア
ズ
ラ
ー
の
発
言
全
体
か
ら
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
的

)

な
範
疇
を
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
定
不
能
で
あ
る
。
(
⑨
と
稔
よ
り
)

(

し
た
が
っ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
の
発
言
全
体
か
ら
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
定

不
能
で
あ
る
。
(
⑤
と
⑧
と
岡
よ
り
)

以
上
の
よ
、
つ
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ぱ
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
レ
は
、

範
疇
や
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
ば

に
関
わ
る
規
則
を
基
準
と
し
て
、
「
ア
ズ
ラ
ー
の
発
言
全
体
か
ら
、
彼
が
啓
示
を
得
た
か
ど
う
か
は
判
定
不
能
で
あ

る
」
と
い
う
結
論
を
下
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
結
論
は
、
あ
る
面
に
お
い
て
、
ア
ズ
ラ
ー
の
活
動
に
内
在
す
る
弱
点
を
明
る
み
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
な
ぜ
な
ら
、
は
じ
め
に
「
啓
示
を
得
た
」
と
語
っ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
後
範
疇
に
関
し
て
不
適
切
な
発
言
を

繰
り
返
し
た
(
あ
る
い
は
必
要
な
発
言
を
な
さ
な
か
っ
た
)
た
め
、
せ
っ
か
く
保
持
し
て
い
た
「
啓
示
を
得
た
と
判

定
さ
れ
る
可
能
性
」
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
、
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、
そ
の
点
を
認
め
る
と
し
て
も
、
こ
の
結
論
に
は
な
お
別
の
含
意
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
ア
ズ
ラ
ー
が
啓
示
を
得
た
か
ど
う
か
は
判
定
不
能
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
別
の
人
間
に

と
つ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
が
啓
示
を
得
た
と
見
な
す
理
由
も
な
け
れ
ば
、
得
な
か
っ
た
と
見
な
す
理
由
も
な
い
」
と
い
う

こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
「
判
定
不
能
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
先

の
推
論
に
基
づ
く
な
ら
、
結
局
わ
た
し
た
ち
は
現
時
点
で
、
「
実
は
ア
ズ
ラ
ー
は
啓
示
を
得
な
か
っ
た
の
だ
」
と
断

定
す
る
根
拠
す
ら
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(

(14)
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ー
ー

ジ
ユ
リ
ア
・
ワ
ト
キ
ン
は
、
「
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
書
」
に
お
い
て
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、
啓
示
の
事
実
が
主

張
さ
れ
る
場
合
に
適
用
で
き
る
明
確
な
判
断
基
準
を
提
示
し
た
、
と
解
釈
す
る
。
た
だ
、
ア
ズ
ラ
ー
の
一
件
は
別
の

人
間
に
と
っ
て
《
信
じ
る
か
蹟
く
か
の
問
題
で
は
な
い
>
の
で
あ
っ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
の
よ
う
な
人
物
に
直
面
し
た
場

合
、
<
理
性
の
助
け
を
得
て
、
個
人
は
「
無
意
味
な
事
柄
」
と
「
理
解
不
可
能
な
事
柄
」
、
つ
ま
り
逆
説
的
に
「
理
性

N

に
反
す
る
事
柄
」
と
を
区
別
し
な
い
と
い
け
な
い
)
、
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

こ
こ
で
の
「
判
断
基
準
」
と
は
、
ア
ズ
ラ
ー
の
発
言
全
体
が
無
意
味
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
基
準
で
あ
る
、

と
ワ
ト
キ
ン
は
見
な
し
て
い
る
わ
け
だ
。

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
提
示
し
た
「
判
断
基
準
」
と
し
て
、
ワ
ト
キ
ン
は
三
つ
の
事
項
を
挙
げ
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ

の
中
に
は
「
ア
ズ
ラ
ー
の
主
張
が
一
貫
し
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
《
ア
ズ

ラ
ー
が
「
説
教
集
』
で
は
自
分
が
啓
示
を
得
た
と
言
う
主
張
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
に
、
後
に
な
っ
て
そ
の
主
張
を

翻
し
、
し
か
も
両
者
間
に
相
違
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
さ
せ
て
い
な
い
》
経
緯
を
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
説
明
し
て
い

巧

る
、
と
ワ
ト
キ
ン
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

「
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
書
一
第
三
章
で
展
開
さ
れ
て
い
る
議
論
の
中
で
、
彼
女
が
「
判
断
基
準
」
と
呼
ぶ
要
素

(
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
)
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
、
ワ
ト
キ
ン
は
基
本
的
に
正
し
く
と
ら
え
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
ア
ズ
ラ
ー
の
主
張
が
一
貫
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
彼
が
無
意
味
な
こ
と
を
語
っ
て
い

る
(
あ
る
い
は
、
彼
が
範
疇
的
に
錯
乱
し
て
い
る
)
と
い
う
こ
と
だ
と
言
っ
て
ょ
い
か
ら
だ
。

H
 
ワ
ト
キ
ン
一
四
六
ペ
ー
ジ
0

巧
ワ
ト
キ
ン
一
四
八
ペ
ー
ジ
0

67 新キェルケゴール研究第三号



し
か
し
、
少
し
注
音
深
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
前
節
ま
で
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
第
三
章
で
の
議
論
の
結
論

は
、
「
別
の
人
間
に
と
つ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
が
啓
示
を
得
た
と
見
な
す
理
由
も
な
け
れ
ぱ
、
得
な
か
っ
た
と
見
な
す
理

由
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
第
三
章
の
議
論
の
み
に
も
と
づ
い
て
ア
ズ
ラ
ー
の
主
張
を
検
討
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
こ
の
判
定
不
能
状
態
で
立
ち
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
無
意
味
さ
は
、
発
言
者
の
発
言
全
体
を
さ
し
あ
た
り
遠
、
ざ
け
て
お
く
根
拠
に
は
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
た
ち
に
は
、
範
疇
的
に
混
乱
し
て
い
る
主
張
を
自
ら
の
関
心
の
外
に
置
く
権
利
が
あ
る
、
と

も
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
無
関
、
心
は
、
事
の
行
く
末
を
最
終
的
に
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い

う
の
も
、
第
三
章
の
議
論
を
踏
ま
え
る
限
り
で
は
、
自
ら
の
こ
と
ば
が
陥
っ
て
い
る
範
疇
的
な
混
乱
を
発
言
者
自
身

が
是
正
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ア
ズ
ラ
ー
の
場
合
で
言
え
ば
、
彼
が
主
張
B
を
撤
回
し
て
主
張
A

を
貫
く
よ
う
姿
勢
を
改
め
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
範
疇
的
な
混
乱
は
解
消
す
る
で
あ
ろ
う
(
た
だ
し
、
「
啓
示
を
得

た
」
と
い
う
主
張
に
ま
つ
わ
る
最
初
の
問
題
が
い
っ
そ
う
取
り
扱
い
困
難
な
形
で
再
び
持
ち
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に

玲

な
る
け
れ
ど
)
。
現
状
は
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
は
ら
ん
だ
、
宙
ぶ
ら
り
ん
の
状
態
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
し

て
、
『
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
書
』
第
三
章
を
検
討
し
た
ワ
ト
キ
ン
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
特
段
言
及
し
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
彼
女
が
言
う
「
判
断
基
準
」
を
ア
ズ
ラ
ー
の
事
例
に
適
用
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
が
無
意
味
な

こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
結
論
づ
け
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
何
か
別
の
結
論
が
導
か
れ
る
と

7

ワ
ト
キ
ン
が
考
え
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
彼
女
の
記
述
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

M
実
際
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
第
三
章
で
ア
ズ
ラ
ー
の
範
疇
的
な
混
乱
を
指
摘
す
る
と
き
に
、
し
ば
し
ば
「
ア
ズ
ラ
ー
は
最
初
の
主
張
を
撤
回

す
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
主
張
を
固
守
す
る
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
要
求
し
て
い
る
。

ロ
ワ
ト
キ
ン
は
、
ア
ズ
ラ
ー
の
的
な
混
乱
に
対
し
て
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
天
才
と
使
徒
(
も
し
く
は
例
外
者
)
と
の
区
別
が
必
要
だ
」

と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
(
ワ
ト
キ
ン
一
四
九
、
一
五
二
ペ
ー
ジ
)
。
し
か
し
、
天
才
と
使
徒
(
も
し
く
は
例
外
者
)
と
の
差
異
は
、



と
こ
ろ
が
、
こ
の
判
定
不
能
状
態
を
、
実
は
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
が
踏
み
越
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

だ
。
「
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
書
」
第
四
章
の
器
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

《
弁
証
法
的
に
訓
練
さ
れ
案
肌
者
な
ら
、
こ
こ
で
は
翼
合
さ
れ
た
も
の
に
基
づ
い
て
Φ
8
牙
雷
忠
m
、
ジ
レ
ン
マ
を

導
く
と
い
う
手
法
で
論
議
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
後
方
へ
と
向
か
う
仕
方
で
結
論
が
引
き
出
さ
れ
て
も
い
る
こ

と
が
、
容
易
に
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
弁
証
法
的
運
動
は
お
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア

ズ
ラ
ー
は
あ
る
啓
示
を
得
た
、
そ
う
す
る
と
彼
は
そ
の
こ
と
を
固
守
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
き
そ
れ
を
理
由
と
し
て
首

尾
一
貫
性
を
も
っ
て
行
為
す
る
べ
き
で
あ
る
、
も
し
く
は
彼
は
啓
示
を
得
な
か
っ
た
、
こ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
彼

自
身
は
、
自
分
は
あ
る
啓
一
尓
を
得
た
と
一
言
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
、
彼
が
そ
の
こ
と
を
固
{
寸
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
が
、
彼
の
そ
れ
以
後
の
発
言
か
ら
容
易
に
示
さ
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
が
啓
示
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
キ

リ
ス
ト
教
的
概
念
を
し
つ
か
り
と
握
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
示
さ
れ
る
の
だ
ー
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち

は
、
彼
が
啓
示
を
得
な
か
っ
た
の
だ
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
自
分
自
身
に
欺
か
れ
、
そ
の
次
に
、
彼

玲

が
捨
て
た
と
信
じ
て
い
る
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
ょ
っ
て
欺
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
>

「
認
容
さ
れ
た
も
の
に
も
と
づ
い
て
ジ
レ
ン
マ
を
導
く
手
法
」
と
は
、
第
三
章
の
議
論
で
用
い
ら
れ
た
手
法
に
他

な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
(
す
な
わ
ち
第
四
章
の
内
部
)
で
は
「
後
方
へ
と
向
か
う
仕
方
で
の
推
論
」
が
お
こ

ま
さ
し
く
の
差
異
で
あ
る
。
範
的
混
乱
を
き
た
し
て
い
る
人
物
に
「
範
を
区
別
せ
よ
、
そ
れ
が
大
切
な
こ
と
だ
」
と
言
う
の
は
、
第
三

章
の
議
論
の
範
囲
内
で
の
発
言
で
あ
る
と
釈
で
き
る
。
ま
た
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
弁
証
法
的
明
晰
さ
」
の
垂
要
性
を
強
調
し
て
い
る
、
と

も
指
摘
す
る
が
(
ワ
ト
キ
ン
一
五
四
ペ
ー
ジ
)
、
こ
れ
も
「
範
を
区
別
せ
よ
」
と
い
う
要
求
と
等
し
い
。
「
判
断
基
凖
」
と
と
の
関
係
を
ワ

ト
キ
ン
は
十
分
に
追
跡
し
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
「
判
断
基
準
」
を
適
用
す
る
こ
と
か
ら
何
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
明
確
な
論
述
は

見
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

玲
勺
ゆ
で
.
ぐ
=
N
 
如
鵠
小
、
で
で
.
"
0
伽
{
.
た
だ
し
こ
の
引
用
箇
所
は
、
草
稿
に
対
し
て
後
に
加
え
ら
れ
た
変
更
の
遇
程
で
削
除
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
第
三
草
稿
の
段
階
ま
で
は
存
在
し
た
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
後
で
認
す
る
よ
う
に
、
第
三
草
稿
第
四
で
の
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

議
論
展
開
は
ま
さ
し
く
「
後
方
へ
と
向
か
う
仕
方
で
の
」
推
論
の
形
式
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
ま
た
触
れ
る
。
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な
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
結
論
と
し
て
「
ア
ズ
ラ
ー
は
啓
示
を
得
て
い
な
い
」
こ
と
が
導
か
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

9

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
第
三
章
で
の
議
論
の
結
論
を
踏
み
越
え
た
内
容
で
あ
ろ
う
。
「
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
書
」
第

四
章
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
「
ア
ズ
ラ
ー
は
啓
示
を
得
て
い
な
い
」
と
い
う
結
論
を
、
く
こ
の
推
論
と

は
、
ど
の
よ
う
な
論
理
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
結
論
を
導
く
上
で
決
定
的
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
前
提
は
、
は
た
し
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
第
四
章
の
論
述
を
追
っ
て
、
確
か
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

2
1
2

第
四
章
に
お
い
て
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
ア
ズ
ラ
ー
が
な
ぜ
範
疇
に
関
す
る
錯
乱
状
態
に
陥
っ
た
の
か
を
、
心

理
学
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
《
破
局
を
結
果
と
し
て
導
く
諸
原
因
を
と
と
の
え
る
ヤ
尾
§
0
昂
ネ

欠
昇
易
=
§
曾
こ
と
、
ア
ズ
ラ
ー
の
生
に
お
け
る
破
局
が
そ
れ
に
ょ
っ
て
心
理
学
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
う
る
よ
う

⑳

な
い
く
つ
か
の
前
提
を
提
示
す
る
こ
と
)
を
も
く
ろ
む
の
だ
。

こ
こ
で
の
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
系
は
、
確
認
で
き
る
ア
ズ
ラ
ー
の
言
動
に
対
し
て
、
一
般
的
な
説
明
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
。
一
言
い
換
え
る
と
、
ア
ズ
ラ
ー
の
混
乱
し
た
一
言
動
が
彼
の
ど
の
よ
う
な
心
的
プ
ロ
セ
ス
か
ら
生
じ
、
さ

ら
に
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
ど
の
よ
う
な
事
情
に
ょ
っ
て
準
備
さ
れ
た
か
を
、
も
っ
と
も
適
切
に
説
明
す
る
仮
説
を
提
示

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ズ
ラ
ー
に
ま
つ
わ
る
個
別
の
現
象
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
仮
説
は
も
ち
ろ

、

ん
絶
対
的
な
正
し
さ
を
持
っ
も
の
で
は
な
い
。
ア
ズ
ラ
ー
は
《
そ
の
際
彼
だ
け
が
知
り
う
る
も
の
を
特
に
強
調
す

玲
勺
避
.
ぐ
=
N
 
如
"
誤
、
で
で
.
ゆ
0
伽
一

⑳
勺
昌
.
ぐ
一
一
如
"
誤
、
勺
で
.
一
尾



る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
こ
の
見
解
は
真
で
は
な
い
と
一
言
う
こ
と
が
完
全
に
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
》
と
キ
エ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
自
身
も
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
制
約
の
範
囲
内
で
、
ア
ズ
ラ
ー
の
範
疇
的
な
錯
乱
に
つ

い
て
何
が
言
〒
え
る
か
を
探
ろ
う
と
す
る
の
だ
。

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
経
歴
の
中
で
ア
ズ
ラ
ー
が
へ
ー
ゲ
ル
折
呈
子
を
真
剣
に
研
究
し
て
い
た
こ
と
を
、
キ
エ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
《
全
能
の
世
論
に
支
え
ら
れ
て
、
お
そ
ら
く
は
す
べ
て
の
学
問
性
の
頂

点
に
位
置
す
る
と
一
言
っ
て
ょ
い
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
く
し
て
は
何
の
救
い
も
な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
暗
黒
と
愚

2

鈍
の
み
で
あ
る
よ
う
な
折
呈
子
>
で
あ
る
、
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
特
徴
づ
け
る
。
牧
師
候
補
生
と
な
っ
た
ア
ズ
ラ
ー

は
、
他
の
多
く
の
人
々
と
同
様
に
、
<
一
切
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
希
望
に
魅
せ
ら
れ
て
、
自
分
が
人
類
の
最
高
の

3

発
展
と
同
時
代
的
と
な
っ
た
こ
と
を
お
そ
ら
く
は
ギ
リ
シ
ア
風
に
神
々
に
感
謝
し
つ
っ
》
ヘ
ー
ゲ
ル
折
呈
子
の
研
究
に

没
頭
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
ズ
ラ
ー
は
そ
の
点
で
同
時
代
人
と
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
や
は
り
同
じ
よ
う

ヘ
ー
ゲ
ル
折
呈
子
が
キ
リ
ス
ト
教
を
混
乱
さ
せ
る
と
い
う
可
能
性
に
ま
っ
た
く
注
意
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
と
思

、

にわ
れ
る
。

そ
う
す
る
う
ち
に
ア
ズ
ラ
ー
は
田
舎
で
牧
師
と
な
り
、
教
区
の
人
々
に
対
し
て
聖
職
者
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す

よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
時
代
の
先
端
を
行
く
へ
ー
ゲ
ル
折
呈
子
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る

ア
ズ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
田
舎
で
の
生
活
は
精
神
的
に
孤
独
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
田
舎
の
人
々
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

哲
学
を
修
め
た
彼
の
目
に
は
ず
い
ぶ
ん
単
純
な
精
神
の
持
ち
主
だ
と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
単
純
な
人
々
の
た

傍
点
を
施
し
た
箇
所
は
原
文
強
調
。

一
謎

一
↓
如

二
中

m
勺
昌
.
<
=
如
器
y

記
勺
ゆ
勺
.
ぐ
=
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N
器
、
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勺
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で
.
ぐ
一
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如
"
獣
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め
に
一
身
を
打
ち
込
ん
で
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
理
解
者
の
い
な
い
、
し
か
も
責
任
の
重
圧
を
受
け

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

続
け
る
そ
う
し
た
生
活
の
中
で
、
お
そ
ら
く
ア
ズ
ラ
ー
は
、
<
は
た
し
て
自
分
は
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
こ
と
を
欲
し

4

て
い
る
の
か
ど
う
か
>
と
い
う
転
回
点
に
達
し
つ
つ
ぁ
っ
た
の
で
は
な
い
か
・
:
。
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
出
来
事
」

が
生
じ
る
直
前
ま
で
の
ア
ズ
ラ
ー
の
精
神
状
態
を
、
こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
こ
で
「
出
来
事
」
が
生
じ
た
。
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
ア
ズ
ラ
ー
が
そ
の
と
き
に
《
質
的
飛
躍
を
通
じ

5

て
、
抽
象
的
思
考
の
客
観
性
か
ら
、
自
分
自
身
へ
と
達
し
た
>
、
つ
ま
り
{
示
教
的
内
面
性
の
う
ち
へ
と
入
り
込
ん
だ

の
だ
、
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
状
況
下
で
精
神
的
な
臨
界
点
に
ま
で
達
し
て
い
た
ア
ズ
ラ
ー
が
、
あ

の
夜
に
そ
の
点
を
踏
み
越
え
、
あ
る
種
の
{
示
教
的
体
験
を
得
る
に
至
っ
た
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
、
ア
ズ
ラ
ー
の
内
面
が
あ
る
種
宗
教
的
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
深
く
動
か
さ
れ
た
、

、

彼
の
長
所
で
あ
り
、
高

と
よ

く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。

し
か
し
、
自
分
の
身
に
生
じ
た
「
出
来
事
」
を
こ
と
ば
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
段
階
に
な
っ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
は

、
、
、
、
、
、
、

自
ら
が
抱
え
る
根
本
的
な
欠
陥
を
露
呈
さ
せ
た
、
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
一
言
う
。
そ
の
欠
陥
は
、
彼
が
へ
ー
ゲ
ル
主

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

義
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
ら
の
主
体
的
な
変
化
で
あ
る
も
の
を
「
啓
示
を
得
た
」
と
表
現
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
、
し
か
も
同
じ
理
由
か
ら
、
そ
の
表
現
を
是
正
す
る
望
み
も
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
論
述
を
、
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
た
ど
っ
て
み
ょ
う
。
第
四
章
に
お
い
て

彼
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
折
呈
子
が
<
事
柄
を
歴
史
化
す
る
同
一
性
の
折
忌
子
》
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
事
態
を
も
世
界
史
的

N
 
勺
W
で
.
<
=
ゆ
如
腿
小
、
で
.
一
忠
.
傍
点
を
施
し
た
箇
所
は
原
文
強
調
。
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部
こ
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点
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、
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ラ
ー
の
著
作
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中
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も
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ケ
ゴ
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ル
は
述
べ
る
。
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過
程
の
契
機
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
、
そ
こ
に
は
《
質
的
に
揺
る
ぎ
な
く
立
っ
て
い
る
超
越
的
な
出
発
点
は
い
か

な
る
と
こ
ろ
に
も
存
在
し
て
い
な
い
>
、
と
主
張
す
る
。
《
新
し
い
出
発
点
は
ど
れ
も
、
次
の
瞬
間
に
は
過
程
の
内
の

一
契
機
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
把
握
し
乗
り
越
え
る
主
体
性
ル
Φ
昌
ず
曾
鴎
含
{
曾
n
Φ
m
§
Φ
罫
三
一
含
(
そ
れ

町

は
人
間
性
や
人
類
で
あ
る
の
だ
が
)
の
一
規
定
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
>

0

「
把
握
し
乗
り
越
え
る
主
体
性
号
円
四
含
{
含
含
Φ
m
§
Φ
罫
三
鼻
」
と
い
う
表
現
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
エ
ン
チ
ュ

ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
第
一
部
一
「
概
念
論
」
 
C
 
・
「
理
念
」
の
項
に
登
場
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
記
述
に
ょ
れ
ば
、
<
理

8

念
式
兎
と
は
即
自
且
っ
対
自
的
に
真
な
る
も
の
>
で
あ
る
。
真
理
と
い
ぇ
ば
通
常
、
「
外
的
な
事
物
が
わ
た
し
の

表
象
に
対
応
す
る
こ
と
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
が
多
い
け
れ
ど
、
理
念
が
「
真
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
は
そ
の

9

よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
で
は
な
い
、
と
へ
ー
ゲ
ル
は
一
言
う
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
個
人
」
「
(
個
人
が
抱

く
)
表
象
」
「
(
個
人
の
外
部
に
あ
る
)
事
物
」
と
い
っ
た
も
の
が
、
理
念
と
い
う
も
の
の
語
ら
れ
る
場
に
お
い
て
は

問
題
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
む
し
ろ
「
理
念
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
自
分
だ
け
で
存
立
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
諸
現
実
の
全
体
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
間
の
諸
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
で
、
本
来
用
い
ら
れ
る
も
の

な
の
で
あ
る
。

0

し
か
も
理
念
と
は
<
概
念
と
客
観
性
と
の
絶
対
的
な
統
一
>
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
概
念
に
着
目
し
て
換
言

す
る
な
ら
、
理
念
と
は
、
概
念
が
(
客
観
性
を
通
じ
て
)
自
分
自
身
へ
と
否
定
的
に
復
帰
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
で
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あ
る
と
言
え
る
゛

理
念
と
し
て
の
真
理
が
(
十
全
な
意
味
合
い
で
か
ど
う
か
は
別
だ
が
)
語
ら
れ
る
例
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
真

2

の
国
家
」
「
真
の
芸
術
作
品
」
と
い
っ
た
も
の
を
挙
げ
る
゛
こ
れ
ら
の
例
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
「
一
言
及
さ
れ
て
い

る
実
在
の
対
象
が
そ
の
あ
る
べ
き
姿
と
一
致
し
て
い
る
」
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図

を
汲
も
う
と
す
る
な
ら
、
「
一
言
及
さ
れ
て
い
る
対
象
に
お
い
て
あ
る
べ
き
姿
が
実
現
し
て
い
る
」
と
と
ら
え
る
方
が

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
あ
る
べ
き
姿
が
実
現
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
「
概
念
が
自
分
自
身
へ
と
否
定
的
に
唖

帰
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
念
を
《
自
己
自
身
を
規
定
し
て
実
在
と
な
る
自
由
な

3

概
今
じ
で
あ
る
と
も
言
う
け
れ
ど
、
自
己
規
定
に
ょ
る
概
念
の
自
己
実
現
を
「
自
由
で
あ
る
」
と
述
べ
る
彼
の
念

頭
に
は
、
(
小
ノ
な
く
と
も
カ
ン
ト
的
意
味
で
の
)
自
由
な
理
性
的
行
為
主
体
と
い
う
モ
デ
ル
が
存
在
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
理
念
」
が
語
ら
れ
る
場
に
お
け
る
介
行
為
)
、
王
体
は
、
個
人
と
し
て
の
人
間
で
は
な
く
、

お
よ
そ
現
実
的
で
あ
る
と
一
言
わ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
の
全
体
な
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
冨
円
鴎
四
{
舎
哥
仂
長
Φ
罫
三
鼻
七
言
う
場
合
、
こ
の
「
主
体
性
」
と
は
、
理
念
と
し
て
存
在
し
て

4

い
る
諸
現
実
の
全
体
、
あ
る
い
は
(
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
に
ょ
れ
ば
)
絶
対
者
、
で
あ
る
゛
こ
の
意
味
で
の
主
体
性
は
、

客
観
性
と
分
離
し
区
別
さ
れ
て
い
る
一
面
的
な
主
体
性
(
た
と
え
ば
個
人
)
で
は
な
く
、
客
観
性
を
穿
円
四
含
{
曾

1

肘
《
理
念
は
、
単
一
性
(
迎
§
一
ミ
)
で
あ
る
普
遍
性
と
し
て
の
概
念
が
、
客
性
と
し
て
、
普
遍
性
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
規

定
し
、
次
に
概
念
を
実
体
と
し
て
有
す
る
こ
の
外
面
性
が
、
そ
の
内
在
的
な
弁
証
法
を
通
じ
て
、
主
性
へ
と
、
帰
す
る
、
と
い
う
経
過
で
あ

る
》
工
品
ゆ
一
、
恂
ニ
ミ
§
§
咽
曽
卸
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工
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一
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一
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す
る
(
把
握
し
乗
り
越
え
る
)
、
王
体
性
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
そ
し
て
、
区
別
の
相
に
お
い
て
見
ら
れ
る
限
り
で
の

主
体
性
(
概
念
)
や
客
観
性
に
関
し
て
成
立
す
る
真
理
は
、
実
は
理
念
の
契
機
冨
0
ヨ
舎
言
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

6

る
、
と
い
、
つ
の
で
あ
る

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
キ
リ
ス
ト
教
的
啓
示
を
、
理
念
の
契
機
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
(
ま
た
、
も
し
そ

う
だ
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
か
)
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
理
念
の
実
現
も
し
く

は
現
実
化
と
い
う
観
点
か
ら
物
事
を
と
ら
え
る
こ
と
に
慣
れ
た
人
物
で
あ
れ
ば
、
啓
示
を
も
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の

中
で
「
把
握
さ
れ
乗
り
越
え
ら
れ
る
」
も
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
キ
エ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
が
一
般
的
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
持
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
。
よ
り
正
確
に
言
え

ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
は
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ば
を
往
々
に
し
て
、
「
(
諸
現
実
の
全
体
あ
る
い
は
絶
対
者
と
し
て

の
)
主
体
性
に
ょ
っ
て
把
握
さ
れ
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
、
(
個
人
の
)
宗
教
的
な
主
体
的
変
化
」

7

と
い
う
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
用
い
る
、
と
い
う
わ
け
だ

け
れ
ど
も
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
言
わ
せ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
の
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
本

来
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
に
ょ
る
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
啓
示
は
、
個
人
の

主
体
性
と
区
別
さ
れ
、
何
か
し
ら
客
観
的
に
存
続
す
る
も
の
と
し
て
も
理
解
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
「
神
が
人

間
の
姿
と
な
り
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
自
ら
を
啓
示
し
た
」
七
言
わ
れ
る
場
合
に
も
、
こ
の
啓
示
は
個
人
の
主
体
性

闘
工
Φ
如
.
一
、
画
コ
ミ
~
0
ミ
§
固
ゆ
一
伊
.
工
品
●
一
(
一
中
伽
の
)
、
勺
.
W
器

釜
品
Φ
一
、
向
ミ
§
~
§
§
幼
脚
一
W
、
N
§
昔
.
工
品
Φ
一
(
一
C
器
y
で
.
W
ぎ

《
そ
れ
(
引
用
者
注
・
ヘ
ー
ゲ
ル
賀
チ
の
こ
と
)
が
啓
示
と
い
う
概
念
を
説
明
す
る
の
は
、
こ
の
概
念
が
主
体
性
の
直
接
性
を
表
現
す
る
も

73
の
と
な
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
け
れ
ど
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
主
体
性
と
い
う
の
は
個
人
の
主
体
性
で
は
な
く
、
人
類
や
人
間
性
で
あ
る
よ
う
な
主

体
性
な
の
で
あ
る
)
勺
W
で
.
ぐ
一
一
N
 
如
腿
伊
、
で
.
N
0
伽

5
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と
は
区
別
さ
れ
る
客
観
的
な
出
来
事
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
る
、
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
る
。
キ
リ
ス
ト

の
啓
示
に
《
た
と
え
誰
一
人
気
づ
か
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
神
は
や
は
り
自
ら
を
啓
示
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ

だ
か
ら
こ
そ
、
(
素
朴
に
理
解
さ
れ
る
限
り
で
の
)
あ
ら
ゆ
る
同
時
代
人
が
も
し
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
な

部

ら
ば
、
何
ら
か
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
>

も
ち
ろ
ん
、
(
と
り
わ
け
自
分
自
身
が
体
験
し
た
)
何
ら
か
の
事
柄
を
「
啓
示
を
得
た
(
啓
示
で
あ
っ
た
)
」
と
表

現
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
ば
の
意
義
は
単
に
「
あ
る
種
の
客
観
的
な
出
来
事
」
と
い
う
も
の
だ
け
で
は
な
く
、

同
時
に
「
あ
る
種
の
内
面
的
な
揺
さ
ぶ
ら
れ
(
と
い
う
主
体
的
な
出
来
事
)
」
と
い
う
要
素
を
含
む
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
後
者
の
み
が
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
義
を
構
成
し
て
い

る
の
で
は
な
い
、
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

さ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
が
あ
る
種
の
{
示
教
的
な
揺
さ
ぶ
ら
れ
を
体
験
し
た
の
だ
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
彼
が
こ
れ
ま
で

説
明
し
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
の
へ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
る
な
ら
、
彼
が
自
ら
の
体
験
を
こ
と
ば
で
表
現
し
よ
う
と

す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

を
指
示
す
る
こ
と
ば
と
し
て
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
(
そ
し
て
仮
に
へ
ー
ゲ
ル
主
義
的
な
語
法
に
基
づ

く
な
ら
、
彼
の
用
法
は
間
違
っ
て
い
な
い
)
の
だ
け
れ
ど
、
本
来
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ば
は
そ
の
意
義
と
し
て

「
あ
る
種
の
客
観
的
な
出
来
事
」
と
い
う
要
素
を
も
含
む
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
語
法
に
基
づ
く
な
ら
、
彼
は
「
啓

M
o
m

傍
点
を
施
し
た
箇
所
は
原
文
強
調
。

谷
▲

開
勺
少
で
.
ぐ
=
N
 
閃
 
M
W
小
、

的
勺
守
ヤ
く
一
一
如
器
伊
、

で勺

キ
'r,

レ

よ

。39《

彼、
は、

王、

体、
的、
な、
も、
の、

を、
客、
観、
的、
な、
も、
の、

と、

自、
分、
の、

変、
イヒ、
し、

王、

体、
的、
状、
盲毛、

を、
外、

,、



示
」
と
い
う
こ
と
ば
に
ょ
っ
て
本
来
指
示
し
え
な
い
対
象
を
指
一
尓
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
誤
指
示
に
ょ
っ
て

「
主
体
的
な
も
の
を
客
観
的
な
も
の
と
取
り
違
え
」
て
い
る
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。

ア
ズ
ラ
ー
が
へ
ー
ゲ
ル
折
呈
子
の
影
響
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
な
い
限
り
、
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ば
の
へ
ー
ゲ
ル
主

義
的
用
法
は
基
本
的
に
引
き
続
く
。
彼
が
「
啓
示
」
と
表
現
し
て
い
る
も
の
は
実
は
彼
の
主
体
的
変
化
に
他
な
ら
な

い
の
だ
か
ら
、
教
会
当
局
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
る
と
、
自
ら
の
体
験
に
つ
い
て
「
不
思
議
な
仕
方
で
救
済
さ
れ
た

出
来
事
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
体
験
は
実
際
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ

る
に
ふ
さ
わ
し
い
主
体
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
的
語
法
に
、

「
「
啓
示
を
得
た
」
と
い
う
表
現
と
「
不
思
議
な
仕
方
で
救
済
さ
れ
た
」
と
い
う
表
現
と
が
同
一
の
意
義
を
有
す
る
」

と
い
う
項
目
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
、
範
疇
的
に
混
乱
し
た
こ
と
ば
遣
い
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

2
1
3

ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
り
つ
つ
田
舎
の
牧
師
と
な
っ
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
ア
ズ
ラ
ー
の
範
疇
的
混
乱
を
で
き
る

限
り
適
切
に
説
明
す
る
仮
説
を
提
示
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ぱ
を
用
い
た
と
き
、
本

来
の
需
の
観
点
に
立
て
ば
、
彼
は
誤
っ
た
指
示
を
し
た
(
つ
ま
り
、
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ぱ
に
ょ
っ
て
は
指
示

で
き
な
い
は
ず
の
対
象
を
指
示
し
た
)
と
言
、
え
る
」
と
い
う
見
解
を
<
己
む
も
の
と
な
る
:
・
こ
れ
が
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

の
洞
察
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
う
し
た
見
解
を
含
む
説
明
仮
説
(
こ
れ
を
 
0
と
し
よ
う
)
を
前
提
す
る
な
ら
、
「
ア
ズ
ラ
ー
は
啓
示
を

得
て
い
な
い
」
と
い
う
結
論
を
導
く
推
論
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
第
四
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章
で
展
開
さ
れ
る
「
後
方
へ
向
け
て
の
推
論
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
下
に
、
そ
の
推
論
の
構
造
を
掲
げ
よ
う
。

①
ア
ズ
ラ
ー
は
「
自
ら
の
身
に
啓
示
が
下
さ
れ
た
」
と
主
張
し
た
。

②
説
明
仮
説
0

③
ア
ズ
ラ
ー
は
、
(
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
影
響
か
ら
免
れ
て
お
り
)
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ば
を
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教

的
な
意
味
合
い
で
用
い
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
(
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
影
響
か
ら
免
れ
て
お
ら
ず
)
「
啓
示
」
と

い
う
こ
と
ば
を
へ
ー
ゲ
ル
主
義
的
に
用
い
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
(
①
と
②
よ
り
)
。

④
ア
ズ
ラ
ー
が
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ば
を
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
合
い
で
用
い
て
い
る
な
ら
、
彼
は
キ

リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
表
現
す
る
こ
と
ば
の
用
法
に
対
し
て
注
意
が
行
き
届
い
て
い
る
だ
ろ
う
。

)5
 
ア
ズ
ラ
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
範
疇
を
表
現
す
る
こ
と
ば
の
用
法
に
対
し
て
注
意
が
行
き
届
い
て
い
な
い

0

(⑥
し
た
が
っ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
は
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ば
を
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
合
い
で
用
い
て
い
な

(
④
と
⑤
よ
り
)
。

い

⑦
し
た
が
っ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
は
(
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
影
響
か
ら
免
れ
て
お
ら
ず
)
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ば
を
へ
ー

ゲ
ル
主
義
的
に
用
い
て
い
る
(
③
と
⑥
よ
り
)
。

⑧
ア
ズ
ラ
ー
が
(
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
影
響
か
ら
免
れ
て
お
ら
ず
)
「
啓
示
」
と
い
う
こ
と
ば
を
へ
ー
ゲ
ル
主
義
的

に
用
い
て
い
る
な
ら
、
彼
は
(
本
来
の
要
の
観
点
に
立
て
ば
)
誤
っ
た
指
示
を
し
て
い
る
(
②
よ
り
)
。

⑨
ア
ズ
ラ
ー
が
(
本
来
の
語
法
の
観
点
に
立
て
ば
)
誤
っ
た
指
示
を
し
て
い
る
な
ら
、
彼
が
体
験
し
た
も
の
は

(
本
来
の
穫
の
観
点
に
立
て
ば
)
啓
示
で
は
な
い
(
②
よ
り
)
。

78



し
た
が
っ
て
、
ア
ズ
ラ
ー
が
体
験
し
た
も
の
は
(
本
来
の
語
法
の
観
点
に
立
て
ば
)
啓
示
で
は
な
い
(
⑦
S
⑨

よ
り
)
0

繰
り
返
し
を
お
そ
れ
ず
に
言
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
的
啓
示
理
解
と
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
誤
指
示
と
に
つ

い
て
の
見
解
を
含
む
説
明
仮
説
を
前
提
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
初
め
て
「
ア
ズ
ラ
ー
は
啓
示
を
得
て
い
な
い
」
と
い

う
結
論
が
導
か
れ
う
る
の
だ
。
ア
ズ
ラ
ー
の
主
張
や
一
言
動
が
一
貫
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
た
し
か
に
、
ア
ズ
ラ
ー

が
啓
示
を
得
た
か
ど
う
か
の
判
定
基
準
で
は
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
説
明
仮
説
を
前
提
し
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
「
ア
ズ

ラ
ー
が
啓
示
を
得
た
と
見
な
す
理
由
も
な
け
れ
ば
、
得
な
か
っ
た
と
見
な
す
理
由
も
な
い
」
と
い
う
結
論
を
導
く
に

と
ど
ま
る
。
そ
の
未
決
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
は
そ

こ
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
だ
判
断
(
「
ア
ズ
ラ
ー
が
啓
示
を
得
て
い
な
い
と
見
な
す
理
由
が
あ
る
」
)
を
下
そ
う
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
踏
み
込
ん
だ
判
断
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
彼
自
身
が
生
き
た
時
代
一
般
が
抱
え
る
、
キ
リ

ス
ト
教
に
ま
つ
わ
る
概
念
的
・
範
疇
的
混
乱
に
つ
い
て
の
洞
察
を
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ

、し

04

範
疇
的
・
概
念
的
一
貫
性
を
、
宗
教
的
権
威
や
啓
示
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
主
張
の
正
当
性
を
判
定
す
る
一
般
的

る
。

な
基
準
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
ぅ
か
と
な
る
と
、
少
な
く
と
も
こ
れ
だ
け
の
制
約
を
付
し
た
上
で
の
話

り

に
な
る
、
と
私
は
考
え
る
。

如
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
エ
マ
ニ
ユ
エ
ル
は
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
こ
の
洞
察
を
は
っ
き
り
と
取
り
出
し
て
い
る
0
《
思
弁
的
範
疇
と
キ
リ
ス
ト
教

的
範
と
の
間
の
質
的
差
異
を
示
し
た
上
で
、
今
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
こ
と
ぱ
の
思
弁
的
蒸
発
が
精
神
を
現
実
化
さ
せ

る
こ
と
の
可
能
性
を
ど
れ
ほ
ど
掘
り
崩
す
か
を
検
討
す
る
。
ア
ズ
ラ
ー
は
、
情
熱
あ
る
い
は
内
面
性
が
欠
け
て
い
る
人
物
の
一
例
と
し
て
持
ち
出

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
情
熱
が
キ
リ
ス
ト
教
的
概
念
の
適
切
な
理
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
人
物
の
一
例
と
し
て
持
ち
出

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ズ
ラ
ー
は
へ
ー
ゲ
ル
主
毅
的
諸
念
に
あ
ま
り
に
も
徹
底
的
に
染
ま
っ
て
い
る
の
で
、
啓
示
を
得
た
と
い
う
自
分
の

主
張
と
の
関
係
に
お
い
て
自
分
自
身
を
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
望
み
が
全
く
な
い
の
で
あ
る
》
則
ヨ
ヨ
曾
仁
巴
、
で
.
一
易

し
た
が
っ
て
、
《
こ
の
判
断
規
凖
は
、
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
の
文
化
の
違
い
が
あ
る
と
は
い
ぇ
変
わ
ら
ず
妥
当
し
て
お
り
、
倫
理
的
"
宗

14
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本
語
訳
(
一
ア
ド
ラ
ー
の
書
』
原
佑
・
飯
島
{
示
享
訳
、
飯
島
編
「
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
需
・
遺
稿
集
一
第
九
巻
所
収
、
新
地
書
房
、
一
九
八
二
年
)
を
参
考
に
し
た
。

教
的
権
威
や
啓
示
に
つ
い
て
主
張
が
な
さ
れ
る
い
か
な
る
場
に
あ
っ
て
も
有
効
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
>
と
い
う
見
解
(
ワ
ト

キ
ン
一
五
五
ペ
ー
ジ
)
に
対
し
て
も
、
若
干
の
留
保
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
論
文
の
主
旨
か
ら
は
離
れ
る
が
、
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
「
あ
る
種
の
客
的
な
出
来
事
」
と
い
う
要
素
を
「
啓
示
」
と
い
う

語
の
意
義
が
含
ん
で
い
る
、
と
い
、
つ
、
点
は
、
「
ど
の
よ
う
な
客
観
的
な
出
来
事
を
「
啓
示
」
と
表
現
し
て
ょ
い
の
か
」
と
い
う
別
の
問
題
を
引

き
起
こ
す
だ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
少
な
く
と
も
「
ア
ズ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
で
は
明

れ
て
い
な
い
。
し
か

に

し
、
お
そ
ら
く
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
「
そ
れ
に
関
す
る
客
観
的
な
基
凖
は
存
在
し
な
い
」
と
答
え
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
同
じ
こ
の
問
題
が
人
物
の
な
す
主
張
の
評
価
と
い
う
次
元
で
語
ら
れ
る
な
ら
、
「
「
啓
示
」
と
い
う
語
を
あ
る
客
観
的
な
出
来
事
に
対
し
て

適
用
し
て
い
る
人
物
が
、
そ
の
出
蛋
と
ど
の
よ
う
に
言
語
的
・
範
的
に
関
わ
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
察
可
能
な
一
性
が
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
(
そ
の
際
、
内
面
性
は
あ
く
ま
で
も
「
前
提
さ
れ
る
」
。
勺
少
で
.
ぐ
一
一
N
 
W
 
鴇
伊
、
で
.
§
)
。
そ
の
客
的
な
出
来
事
が
当
の
人
物

の
嘉
使
用
・
的
一
貫
性
と
は
切
わ
離
さ
れ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
「
啓
示
」
で
あ
る
か
ど
ぅ
か
、
を
判
定
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能

な
の
で
あ
る
(
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
疇
的
に
一
貫
し
て
い
る
と
し
て
も
、
「
啓
示
」
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
た
だ
ち
に
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
こ
に
は
評
価
者
に
と
っ
て
の
飛
躍
が
存
在
す
る
)
。
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以
上
の
他
に
、
次
の
文
献
か
ら
引
用
を
お
こ
な
っ
た
。

圃
ヨ
ヨ
N
三
ゆ
一
、
m
言
ぐ
倉
三
J
 
欠
§
§
容
ミ
§
、
§
ら
§
旦
之
、
詞
§
§
§
、
m
亘
Φ
 
d
ヨ
ぐ
Φ
誘
一
q
 
0
{
 
Z
Φ
審

ぐ
0
昊
勺
一
Φ
m
m
、
一
中
中
の

工
Φ
兇
一
、
 
n
Φ
含
伽
三
霽
Φ
一
ヨ
=
冨
ル
門
岑
戸
、
ミ
§
~
0
ミ
、
符
§
喜
§
§
ミ
§
魯
憙
吻
ミ
§
袋
辻
含
§
令
選
苧

§
罵
~
面
墨
、
誘
ミ
§
~
:
、
蹄
妥
勢
ミ
§
呉
§
【
還
隙
、
ミ
詠
§
ミ
ミ
§
含
閥
器
ミ
§
、
m
旨
冨
巻
で
,

↓
器
6
ず
舎
ず
暑
ず
乏
一
訟
Φ
誘
δ
畜
才
き
〆
一
ゆ
器

ジ
ユ
リ
ア
.
ワ
ト
キ
ン
(
田
中
一
馬
訳
)
「
倫
理
的
・
{
示
教
的
権
威
の
規
準
ー
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
ア
ド
ル
フ

ア
ズ
ラ
ー
ー
」
(
A
 
.
マ
ツ
キ
ノ
ン
/
R
 
.
L
 
.
パ
ー
キ
ン
ス
他
著
、
桝
形
公
也
編
監
訳
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
ー
新

し
い
解
釈
の
試
み
1
」
昭
和
堂
一
九
九
三
年
、
三
二
五
S
 
一
六
0
ペ
ー
ジ
所
収
)

ま
た
、
次
の
文
献
を
主
に
参
考
に
し
た
。

ス
タ
ン
リ
ー
.
カ
ヴ
エ
ル
(
石
本
瑞
子
訳
)
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
権
威
と
啓
示
」
を
め
ぐ
つ
て
」
(
「
現
代
思
想
一

一
九
八
八
年
五
月
号
、
一
八
二
S
 
一
九
五
ペ
ー
ジ
所
収
)

9
0
X
昌
↓
.
エ
.
、
、
叉
一
.
牙
§
ミ
0
"
、
、
ン
昇
ケ
0
ミ
、
、
愚
§
§
ミ
~
、
心
伽
(
一
C
令
,
器
)
一
毛
・
一
念
,
一
誇

ヘ
ー
ゲ
ル
(
松
村
一
人
訳
)
「
小
論
理
学
(
上
・
下
)
一
岩
波
文
庫

エ
=
昇
三
一
即
0
旦
住
,
ン
ル
一
曾
冒
ル
 
g
Φ
曼
三
g
一
一
ン
仇
言
号
 
0
一
欠
一
円
片
品
旦
ル
m
 
o
=
ン
昇
=
0
二
q
 
曾
ル
刈
Φ
ぐ
中

一
昇
一
0
,
、
詞
§
§
.
山
ミ
§
曽
(
一
中
誤
)
一
毛
.
器
一
,
ゞ
伽

さ
ら
に
、
千
葉
大
学
ヘ
ー
ゲ
ル
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
、
テ
キ
ス
ト
中
の
語
の
検
索
を
お
こ
な
っ
た

な
お
、
文
献
か
ら
の
引
用
文
は
《
》
に
入
れ
て
示
し
た
。
訳
文
は
田
中
に
ょ
る
。
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