
　　　　「　　　’｝…’　　岬　一　　一』　一

一

人
間
形
成
の
要
困
分
析
？
」
そ
の
組
織

●

加

藤
　
　
　
秀
－

■
男

o

　
教
育
に
お
け
る
人
間
形
威
の
操
作
技
術
は
、

　
工
、
・
人
間
が
形
威
せ
ら
れ
つ
つ
叡
み
現
実
姿
態
を
、
具
体
的
全
体
的
に
把
握
し
、

　
2
へ
そ
こ
に
働
い
て
い
る
形
蔵
要
因
を
分
析
し
、

　
3
、
こ
の
要
因
を
望
ま
し
い
体
制
に
組
み
直
す
こ
と
以
外
に
は
な
，
い
。

　
人
間
形
威
と
ぼ
、
入
間
が
、
あ
る
存
在
状
態
（
P
）
・
か
ら
、
他
の
存
在
状
態

（
P
）
に
－
変
容
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
形
成
の
「
要
因
」
句
8
8
『
と
は
、
こ

の
変
容
を
生
超
せ
し
め
て
い
一
る
い
く
つ
か
の
九
の
そ
れ
ぞ
れ
を
指
す
の
で
あ
る
d

　
．
要
因
分
析
の
態
度

　
人
間
形
蔵
の
要
因
は
無
限
で
あ
る
、
王
o
事
①
が
冒
①
ω
窪
巨
昌
昌
■
目
的
皆
ω

竃
①
易
争
9
で
述
べ
で
い
る
如
ぐ
、
一
粒
の
砂
δ
存
在
に
も
、
「
無
窮
に
わ
た
る

全
過
去
、
無
窮
に
わ
た
る
全
将
来
」
が
た
た
き
ご
ま
れ
、
．
そ
の
か
す
か
な
動
き
に

も
、
．
こ
れ
を
動
か
し
て
い
る
隈
り
な
い
宇
宙
的
因
果
麗
連
が
あ
，
る
か
ら
で
あ
る
。

従
つ
て
裏
因
の
す
べ
て
を
分
析
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
為
に

、
ユ
、
人
間
形
威
の
個
．
々
の
断
片
を
寄
せ
集
め
て
全
体
を
構
威
す
る
態
度
を
捨
て
．

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
と
は
反
対
に
、
人
間
形
威
の
具
体
的
全
体
的
事
象

に
直
結
し
て
、
」
そ
の
形
蔵
要
因
を
析
出
す
る
方
法
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

　
2
、
全
体
事
態
の
分
析
も
、
限
り
な
ぐ
続
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ば
ど
の

段
階
ま
で
分
析
さ
る
べ
ぎ
で
叡
ろ
1
う
か
。
一
要
慶
分
析
は
人
間
形
威
の
技
術
的
操
作

6

の
一
環
と
し
て
行
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
分
析
の
た
め
の
分
析
で
は
な
い
。

従
つ
て
1
分
析
は
、
教
育
的
形
威
1
の
技
術
操
作
に
必
要
沌
隈
度
に
行
わ
る
べ
き
で
あ

る
“
従
つ
て
例
え
ば
、
「
教
師
の
賞
讃
の
言
葉
↑
「
教
師
の
与
え
る
賞
品
」
な
ど
の

如
く
、
重
要
な
形
威
力
を
も
ち
、
技
術
的
に
処
理
し
得
る
統
一
的
な
力
の
単
位
即
・

ち
形
－
威
力
を
発
揮
す
る
統
一
単
位
の
分
析
を
中
心
と
し
て
、
そ
1
の
前
後
の
分
析
が

行
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
操
作
的
限
定
」
◎
葛
冒
饒
◎
竃
－
U
①
匡
巳
弐
◎
■

と
い
え
る
。

　
3
、
要
因
分
析
は
構
成
要
因
、
機
能
要
因
の
両
者
を
併
せ
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
4
Y
全
体
事
態
は
そ
の
構
成
要
因
仁
分
析
し
つ
く
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
㌧
．

そ
こ
に
ぼ
必
す
割
り
切
れ
な
い
残
余
が
あ
る
。
全
体
と
し
て
個
々
を
結
晶
さ
し
て

い
る
結
鼠
要
因
が
見
失
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
婁
因
分
杵
及
び
要
因
組
織
に
お
い

て
、
常
に
こ
の
全
体
的
統
一
的
な
結
晶
要
因
が
ま
つ
わ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。

　
以
上
の
立
場
に
立
つ
て
、
こ
こ
で
は

　
一
、
人
－
間
の
生
き
る
現
実
具
体
の
姿
を
「
呼
応
的
形
威
σ
力
動
進
展
」
ど
し
て

把
握
し
、
こ
れ
を
．

　
二
、
「
主
体
的
要
因
」
と
「
客
体
的
要
因
」
と
に
分
析
し

　
三
、
主
体
的
要
因
を
更
に

●

sokyu
o

sokyu
●

sokyu

sokyu
6
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2
、

　
1
、
塩
案
の
活
動
を
営
む
「
主
体
的
活
動
要
因
」
と
、
．

　
2
、
そ
め
活
動
の
威
果
が
、
主
体
的
に
累
積
沈
澱
せ
ぢ
れ
、
然
も
活
動
要

因
と
規
定
し
て
い
る
「
主
体
的
累
積
要
因
」
と
、

　
3
、
活
動
要
因
と
累
積
要
因
の
基
盤
と
な
り
、
こ
れ
を
動
か
し
て
い
る

「
主
体
的
基
体
要
因
」
に
分
析
し
　
　
．
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌧
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
因
一
一
因
二
因
“

u
一
雛
註
ボ
誘
発
す
一
「
客
体
的
誘
発
蓄
一
キ
一
驚
一
、
籔
、

∴
2
．
、
客
体
的
誘
発
刺
戟
と
主
体
的
活
動
と
の
威
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
、

客
観
的
歴
史
的
伝
統
的
文
化
と
し
て
累
積
さ
れ
た
「
客
体
的
累
積
要
因
」
と
、

　
3
、
刺
戟
誘
発
要
因
と
文
化
要
因
を
運
載
す
る
「
客
体
的
基
体
要
因
」
と

に
分
析
し
、

　
五
、
こ
れ
．
ら
の
1
諸
要
因
を
全
体
的
統
一
的
に
、
叉
、
分
析
的
に
「
理
想
婁
因
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

に
照
射
し
、

　
六
、
こ
祉
ら
の
諾
要
因
を
統
制
整
序
し
、
、
叉
薪
た
に
組
織
し
、
意
図
的
な
人
間

形
威
を
試
み
よ
う
と
す
る
「
教
育
的
移
成
要
風
」
を
分
析
し
丈
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
ζ
れ
を
図
示
す
れ
ば
次
の
虹
く
で
あ
る
。

呼’

応
自勺

帥琴雛
受ソ
．形成要因二5

　　↑　　　　・
形成要因；

〔呼応的形成の構造〕一

横鶴畷欝主体的1客体的
呼応的活動面1主体的活動要因！客体的誘発要因

呼応的累積甲1主紬累積要因

呼応的基体1主㈱基体要因

客体的累積要因

客俸的基体要因

　
　
　
　
　
p
、
呼
応
的
■
形
■
成

　
個
々
の
人
間
が
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
個
々
と
し
て
存
在
す
る
も
の

が
、
外
的
環
境
の
影
響
下
に
お
か
れ
て
、
種
々
の
影
響
亭
．
受
げ
る
と
見
る
べ
き
も

の
で
侭
な
く
て
、
内
外
の
連
関
そ
の
も
の
と
し
て
1
呼
応
的
に
形
威
さ
れ
つ
つ
あ
る

も
の
そ
の
も
の
が
個
々
の
人
聞
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
1

　
呼
応
侭
主
体
と
客
体
と
の
関
係
で
あ
る
。
．
主
と
は
呼
ぶ
主
体
で
あ
り
、
客
と
は

応
え
る
客
体
で
あ
る
。
然
し
、
主
と
客
が
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
し
て
、
互
に
呼

応
す
る
の
で
は
な
く
、
呼
応
に
よ
つ
て
主
客
が
生
す
る
の
で
あ
る
。
呼
応
一
如
は

主
客
を
生
む
根
源
で
あ
る
。

　
ユ
、
生
物
的
生
命
の
呼
応
的
形
威

　
一
箇
の
生
命
が
「
生
れ
出
る
」
そ
の
こ
と
が
、
宇
宙
的
因
果
関
連
の
所
産
で
あ

■

戸

sokyu

sokyu



・
3

り
、
叉
生
命
が
生
命
と
し
て
生
存
す
る
そ
の
こ
と
自
体
が
ま
た
字
宙
的
因
果
関
連

の
顕
現
そ
σ
も
の
で
あ
る
。

　
－
¢
籟
巴
審
富
は
勺
巨
－
◎
ω
8
巨
8
－
困
易
げ
艮
困
邑
◎
σ
q
く
に
お
い
て
「
生
体

．
の
生
命
は
、
内
的
環
境
に
依
存
す
る
と
全
時
に
、
究
極
に
お
い
て
外
的
環
境
に
依

存
す
る
。
例
え
ば
、
酸
素
及
び
栄
養
の
不
断
の
供
給
が
な
け
れ
ば
、
生
命
は
維
持

さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
然
し
て
そ
の
場
合
、
生
体
の
活
動
を
も
つ
て
、
外
曲

環
境
の
決
定
的
原
因
と
断
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
“
外
的
環
境
を
も
つ
て
、

生
体
活
動
の
決
定
的
原
因
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
は
内
的
環
境
の
場
合
と

何
等
異
ら
な
い
の
で
あ
る
。
生
体
と
外
的
環
境
と
は
相
互
に
連
麗
し
た
も
σ
で
あ

り
、
そ
の
連
関
の
特
異
性
が
生
命
の
正
常
的
な
一
特
徴
な
の
で
あ
る
。
即
ち
生
命

．
と
は
実
に
塞
間
的
な
境
界
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
の
特
異
的
な
全
体
を
形
づ
く
つ
て

い
る
自
然
な
の
で
あ
る
。
我
々
の
知
覚
す
る
世
界
に
空
間
的
な
隈
界
が
存
し
な
い

の
ど
全
く
同
様
に
、
一
個
の
生
物
の
生
命
に
も
、
室
間
的
な
限
界
は
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
α

　
　
一
箇
の
肉
体
旨
体
寺
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
か
の
如
く
に
考
え
る
こ
と
は

抽
象
で
あ
る
℃
生
命
が
生
々
と
し
て
保
た
れ
て
い
る
事
象
そ
の
も
の
は
、
正
に
字

宙
的
譜
要
因
、
の
連
関
的
形
成
そ
の
も
の
で
あ
る
。
．

　
．
2
、
－
行
動
の
呼
応
的
発
現

　
人
間
の
行
動
は
一
見
、
．
人
聞
そ
の
も
の
か
ら
発
現
し
て
い
る
か
の
如
く
に
考
え

・
ら
れ
み
、
然
し
、
入
間
の
行
軌
ぼ
主
客
呼
応
一
如
の
場
の
底
か
ら
発
現
す
る
も
の

で
あ
り
∴
主
客
呼
応
一
如
の
場
が
押
し
出
し
∴
形
成
し
つ
▲
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
内
冒
げ
．
－
①
考
ぎ
は
ト
U
着
鯉
冒
庁
↓
ざ
◎
q
艮
勺
①
易
◎
目
昌
専
の
中
で
、

・
「
事
実
、
特
殊
な
環
勢
に
言
及
す
る
こ
と
は
、
そ
し
て
実
に
特
殊
な
環
境
の
集
合

に
言
及
す
る
こ
と
こ
そ
は
、
素
質
の
概
念
に
と
つ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ

り
、
一
個
人
の
素
質
や
個
人
的
特
性
は
、
た
だ
一
つ
の
特
殊
な
行
動
様
式
に
よ
つ

て
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
異
つ
た
環
境
場
面
が
、
そ

の
引
き
出
し
た
行
動
様
式
と
関
連
競
合
せ
ら
れ
る
よ
う
な
行
動
様
式
の
集
合
に
よ

つ
て
の
み
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
素
質
と
そ
の
現
在
状
況
の
両
者
に
関
し
て

言
え
ば
、
一
個
人
の
特
性
は
そ
の
力
動
的
間
題
の
取
扱
い
に
奉
い
て
は
「
顕
型
的

弔
｝
①
目
◎
q
｝
s
ξ
に
規
定
き
る
べ
き
で
は
な
く
、
鳳
型
鮒
①
ポ
暮
q
宮
o
巴
気
に

決
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
つ
て
全
一
の
個
人
的
特
性
で
も
、
そ
の
征
動
に
お
け

る
変
容
は
極
め
て
大
き
い
…
。
か
く
て
内
蟹
旨
g
は
野
獣
の
よ
う
な
行
動
を
す

る
子
供
が
行
儀
正
し
く
す
る
よ
う
な
適
切
な
環
境
に
お
か
れ
た
時
、
そ
の
百
パ
ー

セ
ン
ト
が
そ
の
野
獣
的
行
動
を
失
つ
た
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
。
」
「
あ
る
場
面
と

あ
る
個
人
と
よ
り
な
る
と
こ
ろ
の
あ
る
一
定
の
全
体
的
な
星
座
か
ら
、
あ
る
≒
定

の
行
動
が
結
果
す
る
。
即
ち
（
目
二
軍
）
↓
困
p
叉
は
二
般
的
に
射
”
｛
（
勺
向
）
・
と

い
う
心
理
的
法
則
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
。

　
3
、
人
間
存
在
の
呼
応
的
形
威
性
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
∴

　
そ
の
生
命
の
現
象
も
、
そ
の
行
動
発
現
も
い
人
間
の
全
存
在
は
す
べ
て
呼
応
一

．
如
の
存
在
で
あ
る
。
阿
説
示
ト
ω
竃
旨
が
舎
利
弗
に
示
し
た
と
い
わ
れ
る
「
縁
起

偏
」
は
「
諾
法
縦
レ
縁
起
。
如
乗
説
二
是
因
、
彼
法
因
縁
尽
一
、
是
大
沙
門
説
」
と

い
わ
れ
る
。
老
死
よ
り
い
か
に
出
離
す
る
か
と
い
1
う
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
冷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

徹
に
思
惟
し
た
仏
陀
の
真
理
は
、
こ
の
縁
起
説
で
あ
つ
た
。
縁
起
と
は
、
「
縁
り

て
超
つ
て
い
る
」
現
象
富
体
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
一
切
の
も
の
は
独
立
固
定
の

実
在
本
体
な
ど
と
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
．
、
‘
．
無
限
の
相
関
関
係
を
な
し
て

相
依
相
資
に
よ
つ
て
存
在
L
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は



4
．

一
般
的
に
は
「
ご
れ
が
牽
る
と
き
、
彼
が
あ
り
“
こ
牝
の
隼
か
ら
彼
が
生
し
、
こ

れ
が
な
い
と
き
、
彼
が
な
く
、
こ
れ
の
減
か
ら
彼
が
減
す
る
」
と
い
う
順
観
と
逆

観
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
人
事
諾
象
を
明
ら
め
、
’
す
一
べ
で
が

「
縁
り
て
起
つ
て
い
る
」
条
件
を
追
究
し
遂
に
、
「
無
我
」
、
「
崖
」
の
悟
境
に
到
達

1
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
神
秀
上
座
の
「
身
は
こ
れ
菩
提
樹
、
心
は
明
境
台
の
如
し
、
時
兵
に
勤
め
て
払

拭
し
て
、
塵
挨
を
ひ
か
し
む
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
偶
に
対
し
て
、
慧
能
禅
師

の
「
菩
提
も
と
樹
な
し
、
心
鏡
牽
た
育
に
非
す
、
本
来
無
一
物
、
何
処
に
か
塵
要

あ
ら
ん
」
と
い
う
偶
が
選
ば
れ
た
の
も
」
主
客
呼
応
の
力
動
進
展
そ
の
も
の
に
人

間
の
全
存
在
が
か
げ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
、
呼
応
的
形
成
の
特
質
一

　
1
、
力
動
的
形
威
・
…
・
呼
応
的
形
威
は
「
動
そ
の
も
の
」
の
中
に
示
現
さ
れ
る
。

生
命
は
欠
乏
で
あ
り
、
不
断
の
緊
張
に
よ
る
要
求
実
現
の
過
程
で
あ
る
。
無
活
動

ぼ
死
で
あ
り
、
停
滞
は
根
本
悪
で
あ
る
。

．
2
、
・
両
極
的
形
蔵
・
…
：
呼
応
的
形
威
は
必
す
し
も
平
安
な
流
れ
で
は
ガ
い
ダ
、
激

沸
が
か
り
、
渦
巻
が
あ
る
。
呼
応
力
動
の
流
れ
の
申
に
厳
然
と
し
て
巨
巖
が
横
わ

る
か
ら
で
あ
る
。
主
体
に
対
立
す
る
客
体
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
営
元
は
「
学
道

用
心
集
」
に
瓦
の
時
知
る
べ
き
事
書
・
謂
ポ
る
・
法
・
警
転
じ
義
ふ

を
転
す
る
な
り
。
我
能
く
法
を
転
す
る
の
持
、
我
は
強
く
法
は
弱
し
∴
法
遺
つ
て

我
を
転
す
る
時
、
法
ぼ
強
く
我
ぼ
弱
し
、
仏
法
従
来
こ
の
両
節
あ
り
。
」
と
い
ケ
。

呼
応
的
形
成
の
横
断
的
両
極
性
と
し
て
、
主
体
的
要
因
と
客
体
的
要
梱
を
析
阻
す

る
こ
と
が
で
き
る
｛
■

　
3
、
棄
積
的
形
成
－
…
・
主
客
呼
応
的
形
威
は
内
的
に
外
的
に
そ
の
活
動
痕
跡
を

残
し
、
蔵
果
を
累
積
し
て
い
く
。
』
｛
冨
邑
ω
肩
竃
σ
q
①
戸
が
示
し
た
如
く
、
自
我

圏
と
対
象
層
は
相
呼
応
し
、
そ
の
業
績
を
累
積
し
て
い
く
。

　
・
4
、
循
環
的
形
蔵
－
－
、
形
威
累
積
さ
れ
た
現
実
姿
態
が
、
ふ
み
台
と
な
り
、
相

互
に
陣
応
循
環
す
る
。
働
き
か
け
っ
っ
働
き
か
け
ら
れ
、
働
き
か
け
ら
れ
っ
っ
働

き
一
か
け
、
作
り
つ
つ
作
ち
れ
一
－
作
ら
れ
つ
つ
作
つ
て
い
く
。

　
5
、
拡
大
向
上
的
形
威
・
…
－
循
環
的
形
威
的
力
動
は
悪
循
環
に
よ
つ
て
、
い
よ

い
よ
窮
地
κ
陥
ち
入
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
サ
に
一
屠
、
よ
り
よ
き
安
定
を

求
め
て
そ
め
振
幅
を
弦
大
し
、
高
き
を
求
め
て
向
上
し
ょ
う
と
す
る
。
コ
丈
こ
れ

を
世
界
と
い
う
、
世
界
は
こ
れ
一
丈
な
り
、
一
尺
こ
れ
を
世
界
と
す
、
世
界
こ
れ

i
尺
な
り
」
と
い
1
う
道
元
の
語
は
高
い
意
味
を
も
つ
て
い
る
が
、
呼
応
力
動
の
世

界
は
弐
第
に
広
め
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
単
な
る
流
転
で
は

な
く
よ
り
よ
か
ら
ん
と
す
る
志
向
性
に
貫
ぬ
か
れ
る
。
物
を
生
か
し
、
人
を
生
か

し
、
自
已
を
生
か
し
、
生
か
し
つ
つ
生
か
さ
れ
、
生
か
さ
れ
つ
つ
生
か
し
行
く
螺

旋
的
吋
上
に
そ
の
究
極
の
動
同
が
あ
る
。

　
　
　
　
三
、
呼
応
的
．
形
成
の
分
析

　
前
述
の
如
き
呼
応
的
形
威
の
現
相
と
特
質
と
か
ら
、
こ
れ
を
次
の
如
く
分
析
す

る
こ
と
’
が
で
き
る
。
却
ち
、
呼
応
的
形
威
を
横
断
し
て
主
体
的
要
因
と
客
体
的
要

因
と
し
、
そ
の
各
々
を
縦
断
し
て
、
呼
応
的
活
動
面
、
1
呼
応
的
累
賢
層
、
．
呼
応
的

基
体
層
に
分
析
し
、
更
に
こ
ル
ら
を
上
下
に
切
断
し
て
、
理
想
要
因
を
杵
出
す
ふ

こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
酒
、
主
体
的
基
体
要
因
　
　
　
　
　
・
　
　
　
－

i
一
、
肉
体
旨
体
・
・
一
・
－
形
に
よ
る
心
、
1
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5

　
「
矛
兵
（
ぼ
う
ふ
り
む
し
）
水
中
に
有
て
は
人
を
さ
さ
す
。
蚊
と
変
じ
て
忽
に
人

を
さ
す
。
ご
れ
形
に
由
る
の
心
な
り
。
鳥
類
畜
類
の
上
に
心
を
つ
げ
て
見
よ
、
蛙

は
賞
然
に
蛇
を
．
恐
る
、
蛙
の
形
に
生
る
れ
ば
、
蛇
を
恐
る
る
は
形
が
直
に
心
な
る

所
な
り
。
」
と
石
田
梅
岩
は
「
郡
郡
間
答
」
で
述
べ
て
い
る
刀

　
宇
宙
的
歴
史
的
諾
要
因
が
結
合
し
て
、
既
に
入
間
と
し
て
の
形
を
と
つ
て
こ
の

世
に
生
れ
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
「
肉
体
富
体
」
と
し
て
形
威
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
字
宙
的
諾
要
因
の
呼
応
的
形
成
の
所
産
で
あ
る

が
、
人
間
と
し
て
結
ば
れ
た
肉
体
嘗
体
は
、
生
命
を
持
ち
欲
望
を
持
ち
、
考
え
感

じ
動
く
能
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
形
威
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
2
、
素
朴
的
人
間
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
．

　
「
色
即
是
塞
と
見
れ
ば
大
智
を
蔵
じ
、
塞
即
是
色
と
見
れ
ば
大
悲
を
蔵
す
」
と

は
賢
首
大
師
の
語
と
し
て
般
若
心
経
路
疏
の
所
載
す
る
と
ご
ろ
で
あ
る
。
因
緑
所

生
の
哲
理
よ
り
す
れ
ば
一
切
皆
室
で
あ
る
。
然
し
因
縁
和
合
し
て
存
在
す
る
一
箇

の
人
間
の
い
の
ち
は
正
に
裁
悲
愛
惜
の
対
象
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
骸
骨
の

上
を
粧
う
て
花
見
か
な
」
（
鬼
貫
）
と
い
わ
れ
る
時
一
骸
骨
的
人
間
は
冷
徹
な
科
学

的
人
間
観
察
で
あ
り
、
花
を
め
す
る
人
間
ぼ
あ
こ
が
れ
を
持
ち
、
い
の
ち
を
い
と

お
し
む
勺
ユ
昌
岸
才
Φ
曽
■
冒
■
巳
｛
の
所
産
で
あ
る
。
勺
甘
旨
岸
才
①
宙
■
冒
ρ
巳
耳

も
亦
字
宙
的
諾
要
因
の
呼
応
的
形
威
の
所
産
で
あ
り
、
そ
の
現
実
存
在
も
ま
た
歴

史
的
杜
会
的
藷
要
因
の
カ
動
形
威
の
場
に
お
い
て
、
種
々
に
変
容
せ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
人
間
と
し
て
の
結
晶
形
態
が
破
壊
さ
れ
な
い
限
り
厚
－
旨
庄
さ
．
目

目
冒
豊
｛
身
は
力
動
の
根
源
要
因
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
・
そ
れ
は
、
・
常
に

「
疎
外
旨
己
」
を
「
人
間
の
賞
然
ら
し
さ
」
に
ひ
き
か
え
す
力
を
も
つ
ポ
の
で
あ
る
。

こ
ご
に
杜
会
機
構
に
よ
る
人
間
性
可
変
の
隈
界
が
あ
る
・
．

3
，
　
1
主
体
的
奉
体
要
因
は
次
の
如
く
析
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

肉体自体

生命力一一
時　空閻　間的　的把　把握　握1’
達気．根根
’質力．求

嚢
工

ユ
自
已
保
存
の
欲
求

2
種
族
保
存
の
欲
求

3
社
会
的
文
化
的
欲
求

ユ
体
　
　
　
　
力

2
感
．
覚
　
カ

3
洞
　
察
　
力

4
一
行
動
能
力

5
感
　
得
　
力
．

．
ユ
成
熟
力
（
陣
間
的
・
質
的
）

2
成
長
力
（
空
聞
的
ピ
量
的
）

3
適
応
力
（
変
容
力
・
自
癒
力
）

　
4
、
こ
れ
ら
の
譜
要
因
は
、
全
体
的
に
も
部
分
的
に
も
、
そ
の
結
合
様
相
を
異

に
し
「
二
そ
れ
ぞ
れ
個
性
－
的
特
質
を
持
つ
。

　
5
、
基
体
要
因
は
、
そ
の
基
体
性
の
故
に
、
環
境
的
に
も
時
間
的
に
も
、
そ
の

変
容
が
比
較
的
に
困
難
で
あ
る
。

　
　
　
　
1
五
、
主
体
的
累
積
要
因

　
」
、
痕
跡
体
系
、
沈
澱
累
積
暦
…
－
主
客
－
呼
応
カ
動
の
威
果
は
肉
体
白
H
体
に
種

々
の
痕
跡
を
残
し
、
沈
澱
累
積
さ
れ
て
い
く
。
例
え
ば
、
母
が
繰
り
か
え
し
て
語

り
か
け
た
言
葉
が
、
深
い
痕
跡
と
な
り
、
か
き
消
さ
れ
な
い
沈
澱
と
な
つ
て
内
面

化
し
、
良
心
が
形
成
さ
れ
て
い
く
が
如
く
、
す
べ
て
の
経
験
の
威
果
が
累
積
さ
れ

て
、
現
実
の
人
厨
の
実
体
を
形
域
し
、
そ
の
考
え
方
、
感
じ
方
・
■
行
い
方
を
規
定

●

sokyu
●

sokyu
○
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6

す
る
σ
で
あ
．
る
。
・
－
・
　
　
　
1
、
』

　
古
義
堂
の
師
父
伊
藤
仁
脅
に
つ
い
て
、
湯
浅
常
山
の
文
会
雑
記
に
ぼ
「
仁
斉
は

何
と
な
く
．
一
所
に
居
り
た
き
人
」
と
も
「
泰
山
の
如
く
に
て
な
か
な
か
動
か
し
難

ぎ
人
」
と
も
叉
「
学
間
に
ね
り
つ
め
て
徳
を
な
し
た
る
人
」
・
と
も
述
べ
て
い
る
。

酒
養
藩
蓄
の
深
さ
が
し
の
ば
れ
る
。

　
2
、
沈
澱
累
積
の
構
蔵
（
室
間
性
）
…
　
∵
　
　
　
　
、

　
沈
澱
累
積
体
系
は
、
ω
習
貫
　
②
習
性
　
③
知
識
　
④
技
能
　
⑤
惜
操
　
⑥
態

度
⑦
理
想
一
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
。
一

　
き
、
沈
澱
累
積
の
層
序
．
（
深
度
〉

　
ω
表
皮
層
－
・
－
波
立
て
ば
す
ぐ
に
も
あ
お
♪
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
表
面
的
な
沈

澱
層
。
例
え
ば
知
識
に
却
し
て
言
え
ば
、
H
邑
9
旨
四
弐
◎
見
聞
の
知
、
口
耳
四
寸

の
学
と
い
わ
れ
る
も
の
“

　
②
組
織
層
・
…
－
沈
澱
層
が
分
化
L
、
他
の
分
化
沈
澱
層
と
の
間
に
統
一
連
閨
老

も
つ
に
至
つ
た
も
の
。
即
ち
一
般
化
さ
れ
類
型
化
さ
れ
組
織
化
さ
れ
た
も
の
。
知

識
に
つ
い
て
い
え
ば
内
g
色
①
緒
Φ
体
系
知
。

　
③
核
心
層
…
∵
沈
澱
累
積
が
内
面
化
さ
れ
、
自
我
を
の
も
の
と
な
り
、
自
已
の

考
え
、
自
己
の
感
椿
と
し
て
表
出
さ
れ
る
に
至
る
も
の
。
如
識
に
つ
い
て
小
え
ば

色
＆
◎
旨
体
験
知
り
叡
智
、
な
ど
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
悟
後
の
修
行
即
ち

．
「
聖
胎
長
養
」
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
4
、
沈
澱
累
積
の
獲
得
－
的
変
容
と
自
律
的
変
容

　
’
沈
澱
累
積
に
＼
活
動
要
因
に
よ
る
薪
経
験
の
獲
得
に
よ
つ
て
外
か
ち
変
容
さ
れ

て
い
く
と
一
全
時
に
、
主
体
的
内
的
基
体
要
因
に
よ
る
内
的
生
命
的
成
長
力
に
よ
つ

て
内
か
㌧
変
容
さ
れ
て
い
く
。
例
え
ば
、
異
常
な
刺
戟
痕
跡
は
水
辛
化
さ
れ
、
均

○

衡
化
ぎ
れ
、
1
或
い
ぼ
心
惜
の
リ
ズ
ム
に
従
つ
て
強
識
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ

ろ
う
』
陣
自
o
◎
津
の
い
う
如
く
司
■
目
o
ま
g
巴
＞
暮
◎
｝
◎
嘗
く
　
に
よ
つ
て
　
弓
蟹
■

旨
津
庁
同
糸
O
①
匡
①
口
8
も
自
ら
癒
や
さ
れ
る
℃
　
一
・
∵
－
　
　
　
－
∴
　
－

　
5
、
沈
澱
累
積
の
経
歴
性

　
・
い
か
な
る
沈
澱
集
積
を
続
け
て
き
た
か
、
そ
れ
は
そ
の
人
に
よ
つ
て
、
ま
さ
に

運
命
そ
の
も
の
・
で
あ
る
。
人
間
ぼ
金
過
去
を
脊
負
つ
て
明
目
の
前
に
立
た
ね
ば
な

ら
な
い
。
全
過
去
を
背
負
つ
て
明
日
に
立
つ
力
、
そ
れ
が
肉
＄
邑
冒
ω
ω
或
い
は
よ

り
適
切
に
切
但
暑
彗
8
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
生
得
的
塞
体
要
因
と
経
験
的

累
積
要
因
と
の
相
乗
積
で
あ
り
、
今
月
現
に
か
ち
得
て
い
る
学
習
能
力
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
六
、
主
体
的
活
動
要
因

　
1
、
寓
■
『
ω
①
昌
の
ω
目
o
o
Φ
ω
ω
｛
q
－
弓
Φ
ρ
o
｝
｛
目
胴
1
に
一
・
も
困
目
『
け
◎
口
の
↓
｝
①
①
員

缶
昌
8
◎
｛
－
g
冒
甘
σ
q
＞
g
守
－
饒
①
ω
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
竃
◎
器
冒
昌
は
ト

g
ま
耳
を
八
十
三
種
に
分
析
し
て
い
る
。
然
し
こ
れ
は
形
威
技
術
的
操
作
の
立

場
か
ら
余
り
に
煩
雑
に
過
ぎ
る
。

　
2
∴
主
体
的
活
動
要
因
は
大
体
次
の
如
く
析
出
さ
れ
る
。

一
、
日
常
生
活
活
動

ポ
ニ

ゴ
理
解
・
承
認

2
協
方
・
競
争
・
責
任
・
奉
仕

3
指
導
・
命
令
・
麦
配
・
帰
属

4
友
愛
・
賞
讃
・
．
信
頼
・
和
楽

－
生
　
　
．
産

2
消
　
－
費

3
．
使
　
　
．
1
．
用

sokyu
○



　　　　　　　　　　　　凹　I■　　　　　　　　　　　■…　　　　　　　　　㎞　　　　　　　　1山’　山　　　　　　一　　｛　　　　　…　一　　　一’二坤　　「　■■　■　1　¶　■　　1　1■　　■

○7

活
動
要
因
。
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て
の
観
照

　
3
、
日
常
生
活
活
動
も
勿
論
、
意
味
の
探
究
と
そ
の
技
術
的
形
威
を
含
む
。
然

し
そ
れ
が
無
反
省
的
仁
行
わ
れ
て
い
る
。

　
4
一
、
一
本
格
的
活
動
要
因
は
、
意
味
の
探
究
と
そ
の
技
術
的
形
蔵
に
あ
る
σ
前
者

は
内
的
超
越
で
あ
り
、
後
者
は
外
的
下
降
で
あ
み
。
相
ま
σ
て
作
り
つ
ム
作
ら

れ
、
生
か
し
つ
∫
生
か
す
呼
応
力
動
の
契
機
を
な
す
。

　
5
、
．
客
観
的
真
理
は
系
列
的
意
味
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
場
合
、

呼
応
的
一
如
性
は
「
主
観
」
と
「
客
観
」
と
↓
て
析
出
さ
れ
る
。

　
ち
、
人
間
的
真
実
は
聴
取
的
意
味
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
場
合
、

降
応
的
一
如
性
は
「
主
体
」
と
「
客
体
」
に
析
出
さ
れ
る
。

　
7
、
美
的
形
象
は
象
徴
的
意
味
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
■
で
、
こ
の
場
合
、
呼

応
的
一
如
性
は
「
内
」
と
「
外
」
と
し
て
析
出
さ
机
る
。

　
　
　
　
　
七
「
主
体
的
自
覚
要
因

　
人
間
は
字
宙
的
因
果
必
然
の
所
産
と
し
て
形
威
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
純
粋
の
自
已
規
定
の
意
志
は
あ
り
得
な
い
。
人
間
が
自
ら
自
已
の
意
志
を
規
定

し
得
る
と
思
う
こ
と
は
、
あ
だ
か
も
投
げ
ら
れ
た
石
が
自
ら
飛
ん
で
、
い
る
と
思

い
、
磁
石
が
自
ら
北
方
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
に
等
し
い
。
人
の
よ
く
知
る

ω
O
｝
昌
胃
の
「
ワ
レ
ン
シ
ュ
タ
ィ
ン
の
死
」
の
詩
句
は
「
げ
に
人
の
行
為
及
μ
思
想

は
海
原
の
波
の
盲
巨
的
に
動
く
如
き
も
の
で
は
な
い
、
内
的
の
世
界
、
そ
の
小
字

宙
ご
そ
は
そ
れ
ら
の
も
の
の
永
遠
仁
湧
き
出
る
深
い
谷
で
あ
る
。
え
れ
ら
の
λ
の

は
木
に
木
の
実
が
な
る
如
く
必
然
で
あ
る
、
偶
然
な
る
手
晶
師
も
そ
れ
を
変
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
い
う
。
然
し
人
間
ぼ
「
バ
ラ
の
木
に
バ
ラ
の
花
咲
く
何
事

の
不
思
議
な
げ
れ
ど
」
（
北
鳳
白
秋
）
と
い
う
感
懐
に
ふ
け
る
。
正
に
何
事
の
不
思

議
な
き
必
然
の
杜
界
で
あ
る
が
然
し
、
、
何
事
の
不
思
議
な
き
世
界
も
主
体
的
な
い

の
ち
の
世
界
に
と
つ
て
は
正
に
限
り
な
き
感
懐
を
さ
そ
わ
牝
る
こ
と
で
あ
る
』
す

べ
て
を
甘
已
J
、
身
に
承
当
し
、
す
べ
て
を
自
已
の
主
体
的
責
任
の
申
に
と
か
し
こ

ん
で
立
ち
上
る
処
に
何
物
に
も
屈
し
な
い
偉
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
騒

史
的
杜
会
的
諾
要
因
の
錯
雑
す
る
刺
戟
誘
発
に
翻
弄
さ
れ
て
、
人
ば
六
窓
一
猿
の

あ
さ
ま
し
ぎ
を
つ
づ
げ
る
で
も
あ
ろ
う
が
、
然
し
一
切
を
自
已
の
内
に
吸
収
統
二

し
て
自
ら
の
内
か
ら
発
す
る
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
時
に
一
切
を
も
焼
き
つ
く

さ
ん
と
す
る
偉
力
を
発
揮
す
る
要
因
と
な
る
。
古
来
、
立
志
、
責
志
ど
言
わ
れ
た

が
、
自
已
反
管
＾
嘗
已
計
画
∴
賞
九
遂
行
、
賞
已
評
価
、
総
じ
て
主
体
的
嘗
覚
の

sokyu
○



一
8

人
蘭
形
威
鮒
意
義
は
ご
ぺ
に
あ
み
。
。

　
　
　
　
　
八
、
客
体
的
基
体
要
因

　
1
「
・
客
体
的
基
体
要
因
は
次
の
如
く
析
出
さ
れ
ふ
。

客
体
的
基
体
要
因
、

L
賞
然
物

2
他
　
　
人

．
3
社
会
集
団

、！

　
　
　
　
犬
・
猫
・
山
・
河
・
海
等
　
■

　
　
　
．
母
親
・
父
親
・
友
人
等

①
家
族
集
団
　
　
．
②
掌
校
集
団

、
③
学
友
集
団
　
　
　
④
職
能
集
団

⑤
階
級
集
団
．
　
　
⑥
地
域
杜
会

⑦
民
　
．
族
　
　
　
⑨
国
．
　
家

⑨
国
際
社
会

　
2
、
自
然
物
も
字
宙
的
因
果
必
然
の
所
産
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
晃
の
で
あ

り
、
そ
れ
自
体
の
存
在
を
も
ち
、
一
人
聞
生
活
の
墓
盤
老
な
し
て
い
局
。
、

　
3
、
他
人
　
　
他
の
人
も
、
旨
已
と
全
じ
く
、
字
宙
的
因
果
必
然
の
所
産
と
し

て
、
呼
応
カ
動
の
場
に
形
蔵
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
旨
已
と
異
な
る
呼
応
因
果
の

系
列
の
所
産
で
1
あ
る
。
そ
れ
は
等
し
く
人
間
と
し
て
の
共
通
性
を
持
ち
な
が
ら
も

異
な
る
存
在
と
し
て
、
巨
已
に
要
求
を
投
げ
か
げ
て
く
る
。
然
も
、
生
み
の
親
、

育
て
の
親
と
し
て
の
現
実
的
連
麗
を
も
つ
も
の
は
、
そ
の
故
に
更
．
に
強
く
そ
の
要

凍
期
待
を
投
げ
か
げ
る
。

　
4
、
間
接
面
接
集
団
と
し
て
の
杜
会
ば
、
そ
の
手
も
と
ど
か
ぬ
「
遠
隔
性
」
と
、

数
え
も
き
れ
ぬ
「
多
数
性
」
と
、
長
い
歴
史
的
な
「
伝
統
性
」
と
自
己
を
包
む
「
包

囲
性
」
と
を
も
つ
て
、
動
か
↓
難
い
巨
体
と
し
て
強
ぐ
個
人
老
規
定
す
る
カ
を
持

つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
丸
、
客
体
的
累
積
要
、
因

．
1
、
主
客
呼
応
力
動
の
威
果
は
、
杜
会
的
に
累
積
さ
れ
、
杜
会
的
伝
統
文
化
を

形
蔵
す
る
。

　
z
、
そ
ご
に
は
、
子
供
に
と
つ
て
お
ポ
ち
ゃ
が
あ
り
、
人
形
が
あ
り
、
汽
車
が

あ
り
、
自
動
軍
が
あ
る
。
一
般
的
に
言
語
、
慣
習
、
経
済
、
政
治
、
遣
徳
、
．
科
学

芸
術
、
宗
教
に
つ
い
て
の
制
度
と
機
関
と
製
作
品
が
あ
る
。

　
3
、
ぞ
れ
ば
例
え
ば
封
建
制
度
が
、
根
強
く
伝
わ
り
人
間
の
心
性
に
動
か
し
難

い
刻
印
を
与
え
る
如
き
強
力
な
形
蔵
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
み
が
、
他
面
、
現

実
鮒
活
動
要
因
に
よ
つ
て
不
断
に
形
威
し
直
し
て
行
か
れ
つ
ふ
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
◎
、
客
体
的
誘
発
要
風

．
1
、
客
体
的
塞
体
要
因
も
累
積
的
文
化
要
因
も
、
辛
、
れ
が
、
現
実
例
に
子
供
の

活
動
を
誘
発
し
、
そ
の
活
動
の
申
に
具
体
的
に
生
意
て
動
く
ま
で
は
抽
象
的
要
因

に
過
ぎ
な
い
。

、
2
、
客
体
鮒
誘
発
要
因
σ
主
体
に
働
き
か
け
る
力
の
特
質
ぼ
、
ω
誘
発
性
．
②

持
続
性
　
㈹
同
化
性
1
④
錯
雑
多
様
性
に
あ
る
。

　
3
、
誘
発
性
｛
…
外
は
わ
れ
わ
れ
の
行
動
を
誘
発
す
る
。
そ
れ
は
単
在
る
刺
戟

で
ぼ
な
く
強
要
的
性
格
を
も
つ
て
せ
ま
つ
て
く
る
。
そ
れ
は
模
傲
を
誘
発
し
、
探

究
を
誘
発
し
、
人
間
的
接
触
を
誘
発
し
、
感
銘
を
誘
発
す
る
。

　
4
、
持
続
性
…
…
誘
発
刺
戟
が
持
続
性
を
持
つ
の
は
基
体
要
因
、
累
積
要
因
の

慶
史
性
と
伝
統
性
に
基
す
き
容
易
に
変
容
さ
れ
な
い
性
格
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

　
5
、
同
化
性
…
－
審
体
要
因
は
そ
れ
自
身
の
現
実
的
構
造
と
論
理
を
持
ち
、
一

切
の
も
の
を
全
じ
構
造
と
論
理
に
厨
化
し
よ
，
う
と
す
る
。
勇
ら
し
い
人
、
女
ら
し

1

sokyu

sokyu
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9一

い
人
と
か
、
学
生
ら
し
く
な
い
と
か
言
わ
れ
る
「
ら
し
い
」
と
は
杜
会
的
同
化
カ

の
う
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
常
生
活
に
お
け
る
条
件
づ
け
、
暗
示
、
模
傲
、
さ

て
は
、
マ
ス
コ
ム
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
杜
会
的
同
化
力
は
強
大
な
も
の
が
あ
る
。

　
6
、
錯
雑
多
様
性
…
…
客
体
要
因
は
そ
の
数
に
お
い
て
、
そ
の
規
模
に
お
い
て

文
そ
の
歴
史
的
推
移
に
お
け
る
段
階
点
に
お
い
て
多
様
で
あ
る
。
一
個
人
ぼ
家
庭

の
一
員
で
あ
り
、
全
時
に
学
校
の
一
員
で
あ
り
、
全
時
に
組
合
の
一
員
で
あ
り
、

全
時
に
地
域
杜
会
の
一
員
、
民
族
の
一
員
、
国
家
の
一
員
で
あ
る
よ
う
に
、
多
数

、
の
集
団
に
分
属
す
る
。
そ
れ
ら
の
集
団
の
主
張
利
害
は
相
対
し
、
そ
こ
か
ら
発
す

る
誘
発
刺
戟
線
は
或
い
は
矛
盾
し
或
い
は
葛
藤
し
、
錯
雑
多
様
を
示
す
。
こ
の
誘

発
刺
戟
線
の
錯
雑
多
様
が
主
体
的
個
を
困
惑
せ
し
め
そ
の
自
我
の
統
一
性
を
分
裂

せ
し
め
る
。
こ
れ
に
対
す
る
現
実
適
応
が
場
面
適
応
の
マ
ス
ク
で
あ
り
、
「
心
の

分
割
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
十
一
、
理
想
要
因

　
1
、
理
想
は
主
客
呼
応
力
動
の
場
か
ら
生
れ
る
。
主
客
一
如
に
お
け
る
力
動
性

形
威
性
、
循
環
性
、
向
上
性
が
統
一
的
、
一
如
的
に
、
螺
線
的
力
動
的
向
上
を
辿

る
こ
と
が
、
そ
の
活
動
自
体
に
内
在
す
る
理
想
で
あ
る
。
力
動
た
ゆ
ま
ざ
る
進
展
、

常
に
形
成
し
つ
つ
そ
の
業
績
を
ふ
み
こ
え
て
い
く
創
造
、
円
融
無
凝
、
永
遠
の
動

的
安
定
を
う
ち
出
し
つ
∫
向
上
し
て
い
く
　
　
呼
応
一
如
の
進
展
は
他
を
無
視
す

る
の
で
も
な
く
自
已
を
犠
牲
に
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
物
を
生
か
し
、
人
を

生
か
し
、
旨
己
を
生
か
し
、
生
か
し
つ
つ
生
か
さ
れ
、
生
か
さ
れ
つ
つ
生
か
す
力

動
進
展
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
一
貫
の
理
想
か
ら
各
要
因
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
理
想
が
考
察
さ
れ
る
。

　
2
一
、
主
体
的
要
因
に
却
す
る
理
想
は
主
体
的
統
一
と
主
体
的
賞
由
に
あ
る
。
常

に
人
間
ら
し
い
生
き
方
を
失
わ
な
い
こ
と
、
本
来
的
人
聞
性
を
失
わ
な
い
こ
と
、

人
間
性
の
巨
然
ら
し
さ
を
失
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
主
客
呼
応
葛
藤
の
場
は
い
つ

の
間
に
か
人
間
性
を
失
え
る
人
間
に
変
容
せ
し
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
機
械
の
如

く
に
操
ら
れ
る
人
間
が
、
い
つ
の
間
に
か
歯
軍
の
一
つ
に
な
つ
て
い
る
か
も
知
れ

な
い
。
を
れ
は
物
と
し
て
疎
外
さ
れ
た
人
間
で
あ
る
。
生
産
用
具
と
な
つ
た
人
間

手
間
と
な
つ
た
人
間
、
或
い
ば
大
量
殺
人
の
用
具
と
な
つ
た
人
間
は
い
つ
ま
で
も

そ
れ
に
堪
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
疎
外
自
已
は
小
つ
か
自
已
本
来
の
面
目
に
．

立
ち
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
客
呼
応
の
ぼ
げ
し
い
切
り
結
び
に
お
い
て
、

叉
お
び
た
じ
し
く
沈
澱
さ
れ
た
主
体
的
審
体
的
累
積
層
を
貫
ぬ
い
て
、
軍
μ
冒
ま
く

⑦
目
自
冒
竃
－
q
が
み
す
み
す
し
く
ほ
と
ば
し
つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
3
、
審
体
的
要
因
と
し
て
の
杜
会
集
団
の
理
想
は
、
そ
の
基
体
性
を
固
定
化
さ

せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
し
く
呼
応
力
動
の
場
で
形
威
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
β

で
あ
る
こ
と
及
び
、
そ
の
多
数
性
、
遠
隔
性
、
巨
大
性
の
故
に
変
容
が
困
難
で
あ

る
が
荷
変
容
の
可
能
性
が
大
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
主
体
的
要
因
と
客
体

的
要
因
と
の
理
想
の
衝
突
の
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
個
人
の
生
命
を
国
家
の
た
め

に
捨
て
る
か
と
い
う
如
き
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
個
人
は
ど
の
程
度
ま
で
自

已
を
変
容
し
得
る
か
、
国
家
は
ど
の
程
度
ま
で
自
已
を
変
容
し
得
る
か
と
い
う
変

容
の
隈
界
．
内
に
お
い
て
、
共
に
生
ぎ
る
力
動
的
安
定
を
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
個
々
の
い
の
ち
が
捨
て
ら
れ
て
な
ら
な
い
理
由
は
、
そ
の
要
因
緒
合
が

人
間
の
力
で
分
割
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
点
に
あ
り
、
国
家
の
要
求
が
変
更
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
そ
の
要
因
結
合
が
人
間
の
力
で
多
く
の
変
容
を
可

能
と
す
る
か
ら
で
あ
る
◎

　
4
、
理
想
要
因
ぱ
更
に
主
体
客
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
累
積
要
因
、
活
動
要
因
、
誘

○



■

発
要
因
に
つ
い
て
詳
紬
な
目
標
要
因
と
し
セ
決
定
さ
、
れ
狙
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
十
二
、
教
育
的
形
成
要
因

　
　
　
人
間
形
成
の
斑
実
的
要
因
…
…
人
間
の
生
命
そ
の
も
の
が
、
人
間
の
行
動
・

そ
の
も
の
が
、
否
人
間
の
全
存
在
そ
の
も
の
が
、
呼
応
一
如
の
力
動
場
面
に
お
い

て
、
無
数
の
力
動
要
風
の
結
集
と
し
て
形
皮
さ
れ
つ
つ
あ
肴
の
で
あ
る
。
人
間
は

こ
の
宇
宙
的
力
動
的
形
威
の
作
用
な
ぐ
し
て
は
一
日
と
い
え
ど
も
存
在
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
人
間
は
目
々
形
威
さ
れ
つ
つ
、
あ
る
の
で
あ
る
・

　
2
．
」
形
威
の
理
法
…
－
肉
彗
け
は
ぞ
の
「
実
践
理
性
批
判
」
に
お
い
て
、
「
或
る

人
の
考
え
方
の
、
そ
れ
が
内
外
の
行
為
に
現
わ
れ
る
現
わ
れ
方
を
深
く
洞
察
し
、

そ
の
ご
く
徴
紬
な
動
き
や
、
更
に
そ
れ
に
働
き
か
け
る
外
部
の
機
縁
を
、
悉
く
知

る
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
将
来
の
行
動
は
、
日
蝕
や
月
蝕
と
全
様

に
、
薩
実
に
予
測
し
得
べ
き
こ
と
を
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

す
べ
て
が
、
呼
応
一
如
の
場
に
為
い
て
縁
起
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

人
間
が
何
に
よ
つ
’
て
動
か
さ
れ
パ
何
に
よ
つ
て
形
威
さ
れ
て
い
る
か
を
、
あ
る
程

度
ま
で
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
』

　
3
、
形
蔵
へ
の
意
図
的
参
加
－
・
…
形
威
の
理
法
が
知
ら
れ
、
何
が
動
か
せ
な
い

要
因
で
あ
る
か
、
何
が
動
か
せ
る
要
因
で
あ
る
か
が
明
か
と
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
．

は
現
実
的
人
間
形
威
の
機
構
の
中
に
、
教
育
意
図
を
挿
入
し
要
因
を
意
図
的
に
動

か
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
望
ま
し
い
形
蔵
の
道
筋
を
．
辿
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
4
・
、
教
育
的
形
成
要
因
は
次
の
如
く
析
出
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

教
育
的
形
成
動
因
．

一
臓
壌
の
の
雛
靴
一

一
、
呼
応
的
要
因
の
整
序

．
霧
寵
レ
一

D
補

C
変

B
、否’

A
肯

容 定 定

1‘山、　　｛　　　　　　！‘J

9876 4　3　2　1
系綜単・緩防除助．強承

充

－
㌶
㌶
織
一

、
パ
暮
上

和遇去長調認

7
単
純
化

8
綜
合
化

9
系
統
化

1
0
教
　
　
授

ム
課
題
組
織

B
集
団
組
織

ひ
環
境
組
織

D
教
師
生
徒
の
直

　
接
関
係
組
織

ム
啓
　
　
発

B
鼓
．
．
舞

C
鍛
　
　
練
’

D
感
　
　
化

　
十
婁
、
教
育
町
形
成
要
因
の
整
序
…
…
整
序
者
と
し
て
の
教
師
・

　
1
、
主
客
呼
応
の
力
動
要
因
は
、
或
は
衝
突
し
、
或
は
矛
盾
し
、
或
は
強
め
あ

い
、
或
は
弱
め
あ
い
1
錯
雑
紛
糾
す
る
。
望
ま
し
い
人
間
像
を
形
成
す
1
る
た
め
に
は

こ
れ
ら
の
諾
要
因
を
分
析
し
、
こ
れ
を
形
威
理
想
に
照
射
し
て
、
整
序
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

．
．
2
、
整
序
の
観
点
は
前
表
の
如
く
十
項
目
で
あ
る
。

sokyu
■
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3
、
整
序
σ
領
域
は
、
呼
応
方
動
の
現
実
場
面
を
出
発
点
と
し
て
！
主
体
的
活

動
要
因
、
主
体
的
累
積
要
因
、
，
主
体
的
基
体
要
因
、
客
体
的
誘
発
要
因
、
客
体
的

累
積
要
因
、
客
体
的
基
体
要
因
の
す
べ
て
に
わ
た
る
べ
き
で
あ
る
。

呼応形成要因
の分析と整序

主体的要因 整
序
の
観
点

客体的要揮

藩1，醤1藩‘ 嚢’1嚢1嚢

も
承
の
認
す
べ
き
一
も
強
の
調
す
べ
き

…

も
助
の
長
す
べ
三
1
1
」
：

　
4
．
、
整
序
者
と
し
て
の
教
師
は
γ
現
実
の
杜
会
生
活
に
お
い
て
営
ま
れ
て
い
る

形
威
機
能
を
有
力
に
活
用
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
軍
ρ
◎
H
窪
冒
は
ω
O
ぎ
◎
－
讐
q
8
冒
遣
仁
目
｛
q
で
「
　
1
生
活
と
い
う
λ
の
は
、
す

べ
て
教
育
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
教
育
過
程
全
体
の
中
で
の
学
校
の
役
割
は
、

先
す
も
っ
て
ま
と
，
め
役
で
あ
り
剰
余
と
し
て
の
役
割
一
（
ρ
・
8
◎
民
旨
算
ゴ
α
q
則
昌

則
房
ω
邑
目
巴
◎
募
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
十
四
、
教
育
的
形
成
要
因
の
組
織
…
…
組
織
者
と
し
て
の
教
師

　
1
、
教
育
的
形
威
は
こ
の
広
汎
な
人
間
形
蔵
の
要
因
を
全
体
的
に
考
察
し
、
そ

の
整
序
と
組
織
即
ぢ
再
体
制
化
と
し
て
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
形
威
要
因
の
塾

序
は
断
片
的
、
個
別
的
、
機
会
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
更
に
積
極
的
に

意
図
的
、
具
案
的
な
形
威
組
織
が
作
り
串
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
2
、
組
織
の
棲
心
ぼ
、
い
か
に
し
て
主
審
呼
応
の
力
軌
進
展
を
強
力
に
螺
線
的

に
向
上
さ
せ
ふ
か
に
あ
る
。
全
力
発
揮
の
体
制
を
い
か
に
し
て
実
現
せ
し
め
る
か

に
あ
る
。
内
的
な
力
が
発
動
し
、
外
的
誘
発
力
と
競
合
し
、
相
対
応
し
、
漸
次
的

に
燃
え
上
り
、
巨
大
な
火
桂
の
如
く
に
強
靱
な
上
昇
カ
を
も
た
せ
る
こ
と
が
形
蔵

組
織
の
核
心
で
あ
る
。

　
ふ
、
こ
の
た
め
に
は
、
全
力
動
諾
要
因
が
目
標
を
焦
点
と
し
て
集
申
的
統
一
的

に
一
本
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
場
面
で
、
生
徒
は

全
力
を
あ
げ
て
走
る
。
母
親
が
こ
れ
を
応
援
す
る
。
教
師
が
応
援
す
る
α
友
達
が

全
員
挙
つ
て
応
援
す
る
。
優
勝
に
は
燦
然
た
る
ヵ
ツ
プ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場

で
生
徒
は
そ
の
力
量
の
限
界
ま
で
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
レ
条
件
が
許

さ
れ
る
な
ら
ば
、
・
す
べ
て
の
教
育
場
酎
が
か
㌧
る
隈
界
状
況
に
お
い
て
生
き
る
場

面
を
示
現
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
母
親
と
の
ー
愛
椿
の
結
合
体
制
が
あ
り
、
教
師
と
の

信
頼
の
結
合
体
制
が
あ
り
、
全
学
友
と
の
共
励
せ
つ
さ
の
結
合
体
制
が
あ
り
、
全

杜
会
集
団
と
の
期
待
の
緒
合
体
制
が
あ
り
、
更
に
は
神
と
共
に
生
き
る
結
合
体
制

が
あ
る
な
ら
ば
　
　
即
ち
全
力
動
要
因
が
一
点
に
集
申
統
一
さ
れ
る
な
ら
ば
、
す

．
べ
て
を
発
火
せ
し
め
る
強
烈
な
形
威
偉
力
が
発
現
さ
れ
る
。

　
4
、
群
要
因
　
　
要
因
結
合
の
密
度
と
大
ぎ
さ
が
有
救
組
織
の
課
題
と
な
る
。

　
5
、
教
育
要
風
の
組
織
は
、
か
㌧
る
全
体
的
力
動
組
織
に
立
つ
て
、
主
体
的
活

動
力
を
最
大
に
発
現
さ
せ
る
活
動
組
織
と
客
依
的
誘
発
九
を
最
大
に
発
現
さ
せ
る

．
誘
発
組
織
を
考
慮
レ
、
具
体
的
に
は

　
㈹
　
課
題
解
決
場
面
の
組
織

sokyu
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回
　
人
間
麗
係
を
調
整
す
る
集
団
組
織

　
バ
　
物
的
杜
会
的
環
境
の
調
整
組
織

　
H
　
教
師
生
徒
の
直
接
的
人
格
交
渉
の
組
織
が
つ
く
ら
れ
る
。

　
6
、
こ
」
に
組
織
者
と
し
て
の
教
師
が
あ
る
。
｝
■
竃
膏
ω
①
自
は
ω
暮
8
ω
昆
己

弓
①
罵
匡
尾
‘
の
中
で
「
私
の
見
解
に
よ
れ
1
ば
「
教
師
は
、
専
制
者
で
も
な
く
、
学

習
グ
ル
ー
プ
の
単
な
る
一
メ
ン
バ
ー
で
も
な
く
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
デ
レ
ク

タ
ー
或
い
は
ガ
イ
ド
で
す
ら
在
い
。
教
師
は
組
織
者
な
の
で
あ
る
。
教
師
は
健
全

な
一
般
的
原
理
に
塞
礎
づ
1
け
ら
れ
た
組
織
の
特
殊
な
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
よ
い
仕
事
を
な
し
と
げ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ー
る
。

　
　
　
　
　
十
五
、
呼
応
的
形
威
：
…
・
助
成
者
と
し
て
の
教
師

　
佐
藤
一
斉
は
そ
の
「
言
志
録
」
に
お
、
い
て
、
「
誘
抜
し
て
之
を
導
ぐ
ぼ
教
の
常
な

り
、
警
戒
し
て
之
を
楡
す
は
教
の
時
な
り
、
躬
に
行
う
て
之
を
率
き
い
る
は
教
の

本
な
久
、
言
わ
す
し
て
之
を
化
す
る
は
教
の
神
な
り
。
抑
え
て
之
を
揚
げ
、
激
し

て
之
を
進
ま
し
む
る
な
、
教
の
権
に
し
て
而
し
て
変
な
り
。
教
も
亦
術
多
し
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

　
呼
応
力
動
の
場
に
お
い
て
教
師
が
、
主
体
的
な
る
も
の
に
働
き
か
け
る
助
威
要

因
と
し
て
、
1
、
啓
発
　
2
、
鼓
舞
　
3
、
鍛
練
　
4
、
感
化
　
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
◎

　
1
、
啓
発
ぼ
薪
ら
し
い
世
界
に
眼
を
開
ら
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
見
透
せ
な
い

場
面
忙
対
す
る
洞
察
力
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
む
す
ぼ
れ
た
も
の
を
解
き
ほ
ぐ

し
て
薪
ら
し
い
意
味
関
連
を
見
串
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
観
点
深
化
と

観
点
変
更
の
助
成
技
術
が
要
講
さ
れ
る
。

　
2
、
鼓
舞
は
、
か
す
か
な
発
動
を
あ
お
つ
て
拡
大
発
展
さ
せ
る
ζ
と
で
あ
る
。

か
す
か
な
火
が
次
第
次
第
に
に
あ
お
ら
れ
て
巨
火
と
な
る
よ
う
に
、
か
す
か
に
き

ざ
．
し
た
興
味
、
善
意
が
す
直
に
伸
ば
さ
れ
嬉
々
と
し
て
拡
大
さ
れ
深
化
さ
れ
て
い

1
く
。
承
認
、
賞
讃
、
讃
嘆
に
よ
る
鼓
舞
で
あ
る
。
時
に
は
叉
、
厳
粛
偉
大
な
る
も

の
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
人
間
の
生
命
九
を
慣
俳
激
発
せ
し
め
る
こ
と
も

必
要
で
あ
る
。
孔
子
の
「
憤
を
発
し
て
食
を
忘
る
」
の
言
を
受
け
て
、
言
志
録
は

「
憤
を
発
し
て
食
を
忘
る
、
志
気
か
く
の
如
し
」
と
讃
嘆
し
「
慣
の
一
字
、
こ
れ

進
学
の
機
関
な
り
、
舜
何
人
ぞ
や
、
わ
れ
何
人
ぞ
や
、
ま
さ
に
こ
れ
慣
。
」
と
の

べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
o

　
3
、
鍛
練
は
積
極
的
に
は
活
動
力
を
強
化
し
、
消
極
的
に
は
要
求
不
満
に
対
す

る
忍
耐
度
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
鍛
練
は
力
動
の
日
常
的
均
衡
を
破
壊
し
、
限

界
状
況
．
に
お
い
て
生
き
る
ご
と
に
よ
つ
て
限
界
度
を
高
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
b

「
或
い
は
拳
も
欠
け
な
ん
と
す
る
ほ
ど
に
打
ち
」
1
「
或
い
．
は
履
を
ぬ
い
で
打
ち
」

「
恥
か
し
め
」
（
正
法
眼
蔵
鰭
聞
記
）
或
は
「
汝
何
ぞ
年
少
を
し
て
較
弱
の
計
を

な
さ
し
む
る
か
」
（
先
達
遺
事
）
と
牝
罵
し
な
が
ら
、
古
人
は
い
か
な
る
藪
難
に
も

堪
え
る
強
靱
な
生
命
力
を
養
つ
て
い
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
勿
論
、
そ
の
現
象
形

態
は
異
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
所
謂
自
由
が
鍛
練
を
逃
避
す

る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
強
靱
な
生
命
力
形
威
の
原
理
と
は
な
り
得
な
い
。

　
4
、
感
化
は
心
情
の
リ
ズ
ム
の
共
感
共
鳴
に
よ
つ
て
賞
ら
形
蔵
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
道
元
は
如
澤
禅
師
に
め
ぐ
り
あ
わ
せ
た
感
激
を
「
ま
の
あ
た
り
先
師
を
見

る
、
こ
れ
人
に
逢
う
な
り
」
（
正
法
眼
蔵
行
持
）
と
語
つ
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
道

元
の
言
う
如
く
、
大
い
な
る
人
格
に
お
い
て
は
「
威
儀
現
威
し
、
化
機
漏
泄
す
」

る
の
で
あ
る
。

●

’
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十
末
、
教
育
的
形
成
動
因
…
－
教
育
愛
の
権
化
と
し
て
の
教
師

　
教
百
的
形
威
の
諾
要
因
を
緒
集
統
一
せ
し
め
る
結
晶
要
因
は
教
育
愛
で
あ
る
。

道
元
は
「
正
法
眼
蔵
菩
提
薩
壌
四
摂
法
」
に
為
い
、
て
、
上
求
菩
提
下
化
衆
生
を
事

と
す
る
菩
薩
の
あ
り
方
と
し
て
、
布
施
、
愛
語
、
利
行
、
同
事
の
四
を
説
く
。
愛

語
征
つ
い
て
目
く
「
衆
生
を
み
る
に
、
先
す
慈
愛
■
の
心
を
超
し
、
顧
愛
の
言
語
を

－
施
す
な
り
。
暴
悪
の
言
語
な
き
な
り
。
む
か
い
て
愛
語
を
き
く
は
、
お
も
て
を
よ

ろ
こ
ば
し
め
、
心
を
楽
し
く
す
。
む
か
わ
す
し
て
愛
語
を
き
く
は
、
肝
に
銘
じ
魂

に
銘
す
。
し
る
ぺ
し
、
愛
語
は
愛
心
よ
り
超
る
。
愛
心
は
慈
心
を
種
心
と
せ
り
。

愛
語
よ
く
廻
天
の
ち
か
ら
あ
る
と
と
を
学
す
べ
き
な
り
」
と
。
遣
元
に
は
更
に

「
正
法
眼
蔵
発
菩
提
心
」
に
「
菩
提
心
を
起
す
と
い
う
は
、
お
の
れ
い
ま
だ
わ
た

ら
ざ
る
先
に
、
一
切
衆
生
を
わ
た
さ
ん
と
発
願
し
、
い
と
な
む
な
ゲ
」
「
衆
生
を
．

利
益
す
と
い
う
ぼ
、
衆
生
を
し
て
、
自
未
得
度
先
度
他
の
こ
ム
ろ
を
起
さ
し
む
る

な
り
。
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
教
育
要
因
の
整
序
、
組
織
、
助
成
に
は
も
と
よ
り

な
み
な
ら
ぬ
困
難
を
伴
う
。
我
見
、
我
執
、
我
欲
に
と
ら
わ
れ
る
凡
夫
に
ご
の
葛

藤
を
切
り
開
く
カ
は
容
易
に
握
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
遣
元
に
次
の
激
発
の
言

葉
が
あ
る
。
目
く
「
為
他
の
志
気
を
衝
天
せ
し
む
る
な
り
、
し
か
あ
る
に
よ
り
て

自
他
を
脱
落
す
る
な
り
」
と
。
（
正
法
眼
蔵
冑
証
三
味
）

　
　
十
七
、
呼
応
的
形
．
成
に
お
げ
る
時
間
要
因

　
形
威
変
容
は
急
激
に
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
漸
次
に
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る

が
、
い
す
れ
に
し
て
も
形
成
変
容
は
刻
々
が
縄
対
で
あ
る
。
積
み
上
げ
に
し
て
も

堀
り
下
げ
に
し
て
も
、
全
じ
も
の
の
反
復
は
あ
り
得
な
い
◎
刻
兵
が
絶
対
で
あ
る
。

正
に
「
前
後
あ
り
と
い
え
ど
も
、
前
後
際
断
せ
り
。
」
（
遣
元
）
で
あ
る
。
段
階
的
．

発
達
と
い
う
も
、
現
わ
れ
る
も
の
が
現
わ
れ
る
た
め
に
は
事
葡
の
伏
線
的
指
導
こ

そ
大
切
で
あ
る
。
碧
巖
録
第
十
六
則
は
「
鏡
清
そ
つ
啄
の
機
」
を
の
べ
「
す
な
わ
ち

以
ち
自
由
自
在
に
し
て
そ
つ
啄
の
機
を
展
べ
、
殺
活
の
劔
を
用
う
べ
し
」
と
述
べ
て

小
る
。
内
的
に
瞬
化
す
る
も
の
と
、
外
的
助
威
は
一
如
と
し
て
働
か
な
げ
れ
ば
薪

ら
し
い
生
命
の
生
々
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
母
啄
子
そ
つ
の
時
機
の
み
で

は
な
い
。
刻
々
が
呼
応
同
時
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
呼
応
同
時
で
あ
る
た
め
に
は

マ
カ
レ
ン
コ
の
い
う
如
・
＼
　
一
挙
に
爆
発
的
方
法
を
用
い
る
こ
ど
も
必
要
で
あ
り

叉
苗
の
根
す
く
を
待
つ
た
め
に
、
或
い
は
内
的
の
醒
醸
醗
酵
を
待
つ
た
め
に
、
静

か
に
機
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
誘
発
、
点
火
、
昂
揚
、
脱
皮

練
磨
、
習
熟
の
手
堅
い
過
程
を
一
つ
一
つ
の
絶
対
行
と
し
て
の
し
上
げ
て
い
き
、

学
び
得
た
後
に
こ
れ
を
「
枯
ら
し
」
「
聖
胎
長
養
」
「
悟
後
の
修
行
」
を
積
む
時
間

を
お
く
ご
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
せ
つ
か
ち
の
誤
り
も
あ
り
、
間
抜
け
、
拍
子
ぬ

け
、
気
合
ぬ
け
の
誤
り
も
あ
り
、
全
要
因
を
結
集
し
て
こ
れ
を
生
動
せ
し
め
る
呼

応
力
動
の
全
機
性
は
教
育
技
術
の
至
極
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

sokyu
●




