
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
の
摂
取
に
つ
い
て

い

・

.

.

 

ち

"

蝣

*

-

サ

は
じ
め
に

明
治
以
降
へ
わ
が
国
の
国
語
教
育
は
欧
米
詰
問
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
摂

放
し
て
き
た
o
　
と
り
わ
け
、
戦
前
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
と
の
交
渉
が
深
か
っ

た
0
そ
の
一
つ
に
'
昭
和
十
年
ご
ろ
を
頂
点
と
す
る
'
い
わ
ゆ
る
「
解
釈
学
的

国
語
教
育
」
に
お
け
る
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
の
摂
取
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
'
日

叫'- "t'-j.;-㌫-vVriiygryc一II--Jして'わS-. 'JL. '..白iv-- '̂
-,-?i-h-.i.州にデー

ル
タ
イ
の
解
釈
学
が
ど
の
よ
-
な
形
で
摂
駁
さ
れ
た
か
を
'
勝
部
課
這
博
士
の

ば
あ
い
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
0

一
勝
部
博
士
の
哲
学
研
究
と
デ
イ
ル
タ
イ

勝
部
博
士
は
'
大
正
十
三
年
六
月
三
日
、
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
」
を
改
造
社

か
ら
出
版
さ
れ
、
丑
十
四
年
五
月
二
十
五
日
に
は
、
「
哲
学
の
本
質
」
を
邦
訳
出

頂
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
'
わ
が
問
に
お
け
る
ヂ
ィ
ル
タ
イ
研
究

n
H

ま
つ

・
翻
訳
の
最
初
へ
も
し
く
は
そ
の
も
っ
と
も
初
期
に
属
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
へ
茅
野
艮
男
著
「
テ
ィ
ル
タ
イ
」
　
(
人
と
業

績
シ
-
ー
ズ
3
、
昭
和
」
・
ォ
=
・
川
　
有
斐
閣
刊
)
の
F
.
文
献
解
題
』
(
わ
が
国

に
お
け
る
デ
f
ル
タ
イ
関
係
文
戯
儲
湖
で
は
も
っ
と
も
く
わ
し
い
も
の
)
に
あ

げ
ら
れ
て
い
る
も
の
へ
　
お
よ
び
わ
た
く
し
の
日
に
し
え
た
も
の
の
な
か
で
は
'

餅
部
博
士
の
も
の
が
も
っ
と
も
古
い
と
言
え
る
O
さ
ら
に
'
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の

哲
学
」
の
『
序
言
』
に
よ
っ
て
み
る
と
'
本
吉
の
草
稿
は
第
一
次
世
界
大
戦

(
一
九
一
四
～
一
入
<
大
正
七
年
∨
)
以
前
に
成
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

れ
ら
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
'
勝
部
博
士
は
'
わ
が
田
に
お
け
る
デ
ィ
ル
タ
イ
研

究
の
最
初
の
八
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
へ
わ
が

国
の
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
は
大
正
末
期
か
ら
始
や
り
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
'
勝

郡
博
士
の
ば
あ
い
は
'
研
究
へ
の
買
手
と
い
-
こ
と
か
ら
み
る
と
、
大
正
中
期

以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
O

L
J
の
よ
う
に
早
-
か
ら
デ
で
ル
タ
イ
に
注
目
し
て
研
究
を
進
め
て
こ
ら
れ
た
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勝
部
博
士
は
へ
そ
の
紋
へ
雑
誌
「
習
学
研
究
」
　
「
理
憩
」
　
「
学
校
教
育
」
等
に

そ
の
研
究
を
発
表
さ
れ
'
昭
和
三
年
四
月
十
日
に
は
　
「
最
近
教
育
習
学
の
研

究
」
を
努
文
信
か
ら
出
版
へ
昭
和
六
年
三
月
二
十
五
日
に
は
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の

大
枠
門
圭
-
.
-
;
'
.
'
川
」
i
-
-
J
;
-
‥
い
-
S
:
;
-
 
1
^
"
^
;
'
吉
　
中
位
、
　
と
J
一
　
日
、
昭
1
1
七
I
L
L

九
円
十
'
蝣
A
3
¥
i
1
.
t
　
「
　
代
　
　
　
れ
本
間
t
-
=
」
を
E
r
y
∵
院
-
>
 
'
:
'
"
S
^
V
J
わ

た
。
「
現
代
召
学
の
村
本
問
題
」
は
'
生
哲
学
・
理
象
学
・
基
太
存
在
論
の
三

大
思
想
を
、
「
最
も
現
代
的
で
あ
り
'
而
か
も
亦
L
r
永
劫
の
間
と
答
』
と
し
て

の
背
学
に
本
質
的
で
あ
る
」
へ
序
言
　
四
`
ヘ
-
ジ
)
と
し
て
'
そ
れ
ら
を
「
著
者

自
身
の
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
レ
ン
に
如
何
様
に
ア
ツ
ピ
ィ
-
ル
す
る
か
と
い
ふ
処

に
重
点
」
　
(
同
　
四
'
ヘ
-
ジ
)
を
置
い
て
諭
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
'
阿
部
博

士
の
哲
学
的
根
底
を
も
っ
と
も
よ
-
示
し
て
い
る
著
書
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
勝

部
博
士
の
研
究
は
基
喋
が
す
え
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
O

・
¥
i
Q
,
:
,
E
t
　
「
わ
か
一
ご
)
と
　
　
　
;
j
　
(
帽
?
-
r
-
蝣
-
蝣
o
　
同
汁
/
.
蝣
"
;
に

刊
)
、
「
人
間
を
見
つ
め
る
」
昭
和
O
,
t
-
t
.
1
0
　
同
文
書
院
刊
)
に
よ
っ
て
、

勝
部
博
士
の
人
間
学
・
教
　
習
学
を
開
陳
さ
れ
た
.
こ
こ
で
は
'
『
わ
か
る
こ

と
』
に
教
育
活
動
の
全
面
に
わ
た
る
内
核
的
力
崇
を
兄
い
だ
し
'
さ
ら
に
は

「
人
間
を
わ
か
る
こ
と
が
即
ち
人
生
の
古
菜
で
あ
り
'
人
間
の
修
馨
で
あ

る
O
」
　
(
「
人
間
を
見
つ
め
る
」
壁
一
呂
一
ペ
ー
ジ
)
と
さ
れ
て
い
る
。
肪
部

博
士
の
哲
学
は
、
こ
こ
に
『
わ
か
る
』
の
問
題
を
中
核
と
し
て
昆
閃
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
'
『
わ
か
る
』
V
e
r
s
l
e
h
e
n
は
'
ヂ
ィ
ル
タ
イ
の
再
学
へ
と
く
に

栢
神
科
学
方
法
論
の
中
心
概
念
で
あ
る
O
い
ま
こ
こ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
　
V
e
r
-

s
t
e
h
e
n
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
紙
幅
が
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に

多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
へ
　
わ
た
-
し
自
身
も
、
別
の
機
会
に
発
表
す
る

注
(
1
)

こ
と
が
あ
っ
た
。
と
に
か
く
へ
捗
部
博
士
の
哲
学
は
へ
そ
の
根
底
に
デ
ィ
ル
タ

義

イ
の
背
学
、
と
り
わ
け
桁
神
科
学
方
法
論
を
ひ
そ
め
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ち

う
。
阿
部
柑
士
の
固
語
数
苛
論
・
国
語
的
釈
学
も
'
基
本
的
に
は
'
ヂ
ィ
ル
タ

イ
の
召
学
に
基
堤
を
置
-
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
以
下
に
お
い
て

は
'
阿
部
博
士
の
「
国
語
解
釈
学
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
中

核
を
な
す
思
想
が
何
で
あ
り
'
ま
た
そ
れ
と
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
と
は
ど
の

よ
う
ハ
?
*
.
.
・
>
-
.
-
わ
　
　
　
っ
て
い
一
　
　
・
r
j
i
T
i
i
t
　
そ
こ
¥
i
-
y
*
U
t
1
1
'
-
火
口
i
'
.
 
-
二
ど

の
よ
う
な
開
封
が
あ
っ
た
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
O

〓
　
「
国
語
解
釈
学
」
の
構
成
と
内
容

i
.
‥
i
f
=
い
士
C
H
T
r
-
-
,
"
"
"
蝣
.
>
'
!
,
に
間
¥
-
1
I
玉
=
∵
ほ
ほ
へ
　
つ
ざ
の
よ
う
;
.
5
^
o
v
<
ふ

る
。の

「
国
語
の
心
」
　
昭
和
s
・
*
-
　
　
同
文
置
院

i
i
「
ド
　
　
　
イ
」
　
(
∵
f
T
.
∵
昌
蝣
S
U
?
!
,
-
.
)
　
昭
祁
　
・
-
・
蝣
・
-
3
,
い
蝣
i
i
'

書
店

は
「
国
語
解
釈
学
」
　
昭
和
5
・
サ
・
」
　
C
三
十
刷
発
行
)
　
晃
文
社

こ
-
.
-
,
_
,
-
r
-
　
?
・
>
*
'
.
'
'
蝣
-
>
こ
　
か
さ
れ
て
い
　
　
1
'
l
た
'
目
に
つ
い
て
蝣
v
'

[
"
蝣
-
V
I
三
十
六
年
　
へ
-
j
i
-
.
Y
-
-
-
蝣
,
}
蝣
蝣
.
「
}
-
/
;
・
-
,
‥
二
言
欝
=
し
た
o
 
L
た
・
f
t
二
J
t

こ
の
た
び
は
は
に
つ
い
て
考
質
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

「
国
語
解
釈
学
」
　
(
4
ル
文
社
刊
)
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

前
篇
　
同
語
解
釈
学
研
誠

第
一
?
"
-
-
田
吾
㍍
釈
学
と
は
何
か

一
　
　
　
宇
0
'
-
^
立

二
　
　
　
学
'
j
C
L
蝣
-
i

≡
　
㌍
郡
崇
の
靖
鞘
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蝣
第
二
章

l

第
三
葦

一二三四
筋
四
葦

l二三蝣

国
語
と
解
釈
学

i
l
;
a
;
.
;
v
ハ
_
,
 
-
M
蝣
蝣
j
_

言
責
の
六
元
的
性
緒

的自己.-.~ '-.-¥

伝
達
の
可
能
性

J?E, '.Q

v

"

1

-

'

蝣

'

"

'

C

'

,

-

J

J

H

構
造
の
分
析

・
、
r
r
<
"
蝣
蝣
∴
r
T
H

rォr- -T、

丁
!
・
'
'
蝣
O
E
f
v

解
釈
と
了
解

T
S
;
-
;
j
虹
訳

了
解
と
思
_
酔

T
a
:
4
-

第
五
章
　
解
釈
原
理
の
問
題

…
　
　
　
　
字
間
f
-
-
W
,
,

第
一
茸
　
意
識
の
構
造
と
言
語
の
機
能

一
意
識
と
「
こ
と
ば
」

二
　
「
語
る
」
と
「
知
る
」

三
　
科
学
的
立
場
の
図
形
性

四
　
芸
術
に
於
け
る
類
型
的
見
方

'
-
J
 
t
'
"
-
・
蝣
!
-
主
圭
的

・
1
ハ
　
;
;
;
:
c
o
-
i
-
s
r
性

七
　
言
語
に
依
る
「
伝
ふ
る
」
の
意
預

八九
S
I
一
環

-二三aK六七八九
一
〇

一
一一

二
一
三

isr.i章
一二三a玉.

ヽ

」
′七八

言
下
C
M
W
'
-
r
化

国
語
と
悶
民
精
神

`
「
]
;
:
;
蝣
・
し
こ
,
の
顎
蝣
"
-
蝣
蝣
.
<
-
"

言
語
の
表
示
的
性
格

」
;
」
'
0
竿
r
r
サ
J
性

に
上
る
.
!
!
;
-
<
2

㌫
・
j
l
"
-
i
"
.
r
-
;
-
'
蝣
的
州
:
.
a

文
に
於
け
る
全
体
と
部
分

i
'
-
'
i
-
'
r
,
¥
:

蝣
|
:
;
i
j
性

f
-
:
*
-
-
n
l
純
0
m
程

i
:
'
~
H
i
-
y
い
は
r
A
'
i
竹
山

=
的
の
"
'
/
-
"
蝣
性

#
<
」
C
H
、
甥

/
.
・
:
作
付
<
~
'
蝣
"
'
-
門

田
民
性
の
原
理

^
r
-
.
r
s
r
'
.
-
'
蝣
門

「
読
む
」
の
構
造
的
研
究

「
・
,
1
.
J
L
r
>
r
:
-
-
源
的
瓜

」
!
-
;
蝣
-
.
:
O
f
:
-
ォ
;

「
語
る
」
の
立
場
へ
の
還
元

「
読
む
」
に
よ
る
「
こ
と
」
の
実
現

「
こ
と
」
を
構
成
す
る
精
神
活
動

「
読
む
」
に
於
け
る
ロ
ゴ
ス
的
項
崇

分
析
的
態
臣
よ
り
綜
合
的
態
圧
へ

追
体
鞍
の
可
能
性

4r.O



九
「
読
む
」
の
完
成

0
-
'
i
;
_
^
c
∴
i
'
-
*
V
¥
¥

こ
の
・
∵
;
'
;
7
'
"
V
:
i
.
「
蝣

^
-
i
r
s
_
:
蝣
;
-
-
;
r
-
"
諾
い
三
日
」
に
八
圭
p
八
さ
れ
た
も
の
で
ふ

る
O
ま
た
、
後
編
に
も
'
雑
誌
「
国
語
教
苛
」
に
発
表
さ
れ
た
論
文
が
含
ま
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
編
と
後
編
と
で
は
'
所
説
に
重
複
し
た
部
分
が
あ

り
、
後
編
の
中
で
も
へ
多
少
の
亘
複
が
み
ら
れ
る
o
そ
こ
で
へ
こ
の
考
察
に
お

い
て
は
'
主
と
し
て
前
編
を
考
察
の
対
象
に
し
、
桜
橋
も
随
時
参
照
す
る
よ
う

に
し
た
い
と
思
う
。

前
編
は
五
葦
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
大
き
く
は
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
も
で

き
る
O
す
な
わ
ち
'
第
一
章
を
序
説
'
第
二
へ
三
'
四
章
を
解
釈
本
質
論
、
第

五
軍
を
解
釈
原
理
論
と
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
'
本
書
の
中
心
を
な
す
の

は
'
第
二
へ
三
へ
四
章
の
解
釈
本
質
論
で
あ
る
0

本
容
の
構
成
に
は
'
す
で
に
防
部
博
士
の
解
釈
学
韻
が
み
ら
れ
る
0
防
部
博

士
1
4
'
約
一
-
-
*
-
二
r
:
-
冒
蝣
'
・
L
-
"
r
7
:
'
:
'
:
y
Q
中
;
"
J
t
小
0
'
:
/
.
:
り
E
.
っ
問
…
壬
m
r

あ
げ
へ
そ
の
一
堂
吉
表
の
問
題
、
そ
の
二
を
解
釈
の
問
題
、
そ
の
三
を
了
鰐
の

問
題
、
そ
の
四
を
解
釈
原
理
の
問
題
と
さ
れ
た
O
こ
の
考
え
方
が
'
そ
の
ま
ま

本
書
の
構
成
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
'
解
釈
学
の
第
一
の
問
.
a
t
す
な
わ
ち
厨
駅
の
対
象
へ
解
釈
せ
ら
れ
る

も
の
ー
「
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
へ
防
部
柑
士
は
へ
そ
の
本
質
的
機
能
を
『
表

は
す
』
『
述
べ
る
』
『
伝
ふ
る
』
の
三
つ
に
わ
け
、
<
そ
れ
ら
を
発
足
的
段
階
的

に
論
述
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
結
論
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

「
か
-
の
如
-
に
し
て
我
々
は
『
こ
と
ば
』
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
依
り
'
そ

こ
に
三
つ
の
顎
嘉
が
融
合
統
一
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ
る
の
を
見
る
O
否
寧
ろ
『
こ

と
:
*
,
1
0
i
T
w
s
-
.
i
l
に
く
-
>
'
-
-
u

蝣
.
i
-
t
-
J
さ
二
;
:
・
蝣
;
蝣
-
r
i
;
'
-
1
一
日
的
1
)
ド
別
'
¥
>
*
Z
-
^

S
l
o
-
'
J
i
J
K
^
.
V
"
:
1
2
:
;
3
:
◆
v
:
t
-
<
v
れ
1
J
'
-
"
'
-
*
r
-
-
-
'
ろ
r
こ
L
I
I
j
t
訂

*
蝣

1
-
手
へ
茨
び
聞
き
手
の
三
つ
が
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
」
　
(
四
二
ペ
ー
ジ
)

こ
の
考
え
方
か
ら
'
こ
ん
ど
は
「
聞
-
」
方
面
か
ら
「
こ
と
ば
」
そ
の
も
の

の
間
芯
へ
と
論
が
進
め
ら
れ
て
い
-
o
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
解
釈
」
の
問
題
で

あ
り
「
了
解
」
の
問
題
で
あ
る
.

解
釈
学
の
拐
二
の
問
題
'
す
な
わ
ち
解
釈
に
つ
い
て
は
'
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を

「
こ
と
ば
」
よ
り
「
こ
と
」
へ
'
「
こ
と
」
よ
り
「
こ
と
わ
り
」
　
へ
'
さ
ら
に

「
こ
と
わ
り
」
よ
り
「
こ
こ
ろ
」
へ
'
最
後
に
は
「
こ
こ
ろ
」
よ
り
　
「
こ
と

ば
」
へ
と
し
て
と
ら
え
'
そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
の
本
質
へ
可
能
根
拠
か
論
述
し
て

お
ら
れ
る
。
そ
の
喫
点
を
ま
と
め
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
段
階
の
「
こ
と
ば
」
よ
り
「
こ
と
」
　
へ
と
い
う
の
は
'
「
文
そ
の
も
の

マ
†

の
形
式
及
び
構
造
に
従
っ
て
そ
の
意
味
を
明
に
す
る
こ
と
」
　
(
四
四
.
へ
-
ジ
)

換
言
す
れ
ば
辞
書
的
文
法
的
苦
心
苑
に
従
っ
て
、
そ
の
文
の
筋
、
こ
と
が
ら
'
事

実
性
を
と
ら
え
る
こ
と
を
い
う
0

第
二
段
階
の
「
こ
と
」
よ
り
「
こ
と
わ
り
」
へ
と
い
う
の
は
'
「
文
に
即
し

f
-
I
*

て
そ
の
文
の
『
こ
と
』
　
の
条
理
を
明
に
」
　
(
四
八
ペ
ー
ジ
)
す
る
　
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
'
細
部
の
括
戊
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
部
分
と
全
体
と
の
閑
速

を
構
造
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

耶
三
段
階
の
「
こ
と
わ
り
」
よ
り
「
こ
こ
ろ
」
　
へ
と
い
う
の
は
'
「
こ
の
文

を
創
作
せ
し
め
た
る
『
こ
ゝ
ろ
』
そ
の
者
に
迄
「
虹
入
り
込
ん
で
行
-
こ
と
で
あ

る
o
」
　
へ
五
二
t
へ
-
メ
)
原
作
者
の
仕
険
を
解
釈
者
が
迫
体
験
す
る
こ
と
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
'
解
釈
を
も
っ
て
追
体
験
で
あ
る
と
考
え
て
し
ま
う
な
ら

ば
'
解
釈
の
塾
.
a
点
は
原
作
者
の
個
人
的
体
験
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
へ
防
部
博
士
は
解
釈
の
完
成
段
階
と
し
て
の
窮
四
段
帽

を
設
定
さ
れ
た
o
す
な
わ
ち
へ
　
「
こ
こ
ろ
」
よ
り
「
こ
と
ば
」
へ
で
あ
る
o
そ

-瞥fill　-



の
正
味
は
'
「
寄
航
的
約
束
と
し
て
の
意
味
よ
り
出
発
し
て
'
主
観
的
体
険
に

於
て
実
現
せ
ら
れ
る
普
遍
的
・
人
間
的
な
る
も
の
に
迄
述
す
る
作
用
」
(
五
六

ペ
ー
ジ
)
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
へ
知
的
な
る
も
の
が
生
命
的
全
人
的
に

な
り
'
部
分
が
全
体
に
-
み
こ
ま
れ
る
o
「
意
義
」
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

以
上
の
四
段
階
は
、
解
釈
作
菜
の
手
順
を
n
-
-
心
味
す
る
も
の
で
は
な
く
'
あ
く
ま

で
も
解
釈
作
用
の
本
質
を
分
析
的
に
と
ら
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
明

ら
か
に
さ
れ
C
い
る
こ
と
は
、
解
釈
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
'
そ
の
究
極

に
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

つ
ぎ
に
'
解
釈
学
の
第
三
の
問
題
-
了
解
に
つ
い
て
勝
部
博
士
は
ど
の
よ

う
に
琴
凡
て
お
ら
れ
る
か
を
み
て
い
き
た
い
o

ま
ず
'
解
釈
と
了
解
の
区
別
で
あ
る
が
へ
さ
き
に
述
べ
た
解
釈
の
所
論
か
ら

す
れ
ば
t
的
駅
は
前
段
で
あ
り
了
解
は
後
段
で
あ
る
(
つ
ま
り
'
「
こ
と
ば
」

よ
り
「
こ
と
わ
り
」
へ
が
解
釈
で
あ
り
'
「
こ
と
」
「
こ
と
わ
り
」
か
ら
「
こ

こ
,
C
」
へ
'
・
f
!
了
早
9
*
*
)
L
I
-
u
'
;
一
日
え
ヰ
「
。
八
三
I
'
l
'
:
-
"

^
.
は
訂
^
J
-
閃
蝣
・
J
了
㌫

?
.
t
l
r
,
?
ア
」
9
>
」
る
上
皇
1
.
∵
し
よ
う
。
し
か
し
'
蝣
^
-
-
a
.
j
?
>
-

L
r
-
'
^
,
1
-
-
士
は
'
「
持
説

は
『
わ
か
る
こ
と
J
l
に
見
出
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
、
こ
の
意
味
に
於
て
了

解
は
解
釈
の
生
命
で
あ
り
'
又
核
心
で
あ
る
。
」
(
六
二
ペ
ー
ジ
)
と
し
て
'

「
わ
か
る
」
(
了
解
)
を
解
釈
の
中
心
作
用
と
み
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
O

で
は
'
「
わ
か
る
こ
と
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
な
わ
れ
る
の
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
も
'
勝
部
博
士
は
三
段
階
を
考
え
て
お
ら
れ
る
O
す
な
わ
ち
へ
「
視

る
」
(
直
視
)
「
考
ふ
ろ
」
へ
思
惟
)
「
わ
か
る
」
(
了
解
)
で
あ
る
。

「
視
る
」
と
は
'
直
観
す
る
こ
と
で
あ
り
'
「
解
釈
学
の
問
題
と
し
て
の

L
M
る
J
l
は
'
什
<
:
r
.
:
-
'
.
x
り
L
r
i
蝣
*
蝣
,
こ
%
:
;
-
a
取
る
j
!
^
い
ふ
こ
と
が
こ
れ
に

I.
蝣
'
蝣
'
'
蝣
~
~
X
-
小
的
ー

・1
嘉
リ
'
崇
.
沌
ハ
y
r
y
f
:
'
-
r
詑
"
'

」
*
*
*
・
即
ち
r
e
,
-
>
-
.
・
'
3
j
-
i
戊

立
す
る
第
一
歩
と
し
て
の
『
視
る
』
に
当
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
解
釈
に
於
け

る
『
視
る
』
の
対
象
と
し
て
現
象
し
来
る
も
の
は
即
ち
文
の
『
こ
と
』
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
.
『
読
む
』
に
於
て
は
こ
の
故
に
先
づ
そ
の
託
ま
る
ゝ
文
の

『
こ
と
』
が
直
税
的
全
体
と
し
て
明
暗
に
頭
は
れ
来
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
『
こ
と
』
は
即
ち
文
の
姿
で
あ
る
O
形
象
で
あ
る
。
」
　
(
六
七
ペ
ー
ジ
)

と
こ
ろ
で
、
「
視
る
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
根
拠
に
「
生
存
の
副

的
・
行
動
的
立
場
と
　
い
ふ
こ
と
が
必
調
で
あ
る
。
」
　
(
六
四
ペ
ー
ジ
)
し
か

も
、
そ
の
ゆ
え
に
'
「
視
る
」
は
「
常
に
前
面
に
拙
げ
出
し
て
見
る
'
対
向
的

に
作
り
出
し
'
描
き
出
す
と
い
ふ
特
性
を
持
っ
て
居
る
o
　
」
　
(
六
五
t
へ
-
ジ
)

こ
こ
に
「
視
る
」
に
お
い
て
は
、
「
視
る
も
の
」
と
「
祝
ら
る
る
も
の
」
と
の

分
裂
的
・
対
向
的
局
面
が
あ
ら
わ
れ
'
真
の
「
わ
か
る
」
に
ま
で
は
汚
し
な
く

な
る
o
　
「
視
る
」
　
は
退
出
的
外
的
方
向
を
と
る
の
で
あ
る
が
'
真
の
「
わ
か

る
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
'
そ
の
方
向
を
転
回
し
て
'
復
帰
的
内
向
的
な
み

ち
が
と
ら
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
o
　
そ
の
転
回
点
を
な
す
の
が
　
r
考
ふ
る
」

C
T
J
」
)
　
て
　
㌔

「
考
ふ
る
」
は
「
視
る
」
の
発
転
で
あ
り
'
完
成
で
あ
る
。
い
く
民
も
い
く
圧

も
「
見
る
」
が
式
ね
ら
れ
て
い
く
う
ち
に
'
「
視
る
」
の
方
法
と
し
て
の
一
積

の
機
関
・
組
糊
が
成
立
し
へ
そ
の
機
関
の
カ
に
よ
っ
て
「
視
る
」
こ
と
を
行
な

う
、
つ
ま
り
「
抽
象
」
を
す
る
の
を
「
考
ふ
る
」
で
あ
る
と
'
勝
部
博
士
は
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
O
し
た
が
っ
て
'
「
視
る
」
に
よ
っ
て
叶
.
T
J
現
さ
れ
る
も
の

は
「
抽
象
的
<
-
,
体
性
」
　
「
普
屈
性
」
で
あ
る
O
　
「
拙
句
ふ
る
」
は
'
解
釈
学
的
に

は
、
「
文
の
形
式
及
び
内
容
の
精
査
・
吟
味
」
へ
七
二
ペ
ー
ジ
)
に
あ
た
る
。
「
こ

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

と
わ
り
」
　
(
こ
と
お
よ
び
L
u
:
と
ば
の
こ
と
わ
り
)
の
買
頴
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
考
ふ
る
」
を
右
の
よ
う
に
考
え
る
と
'
「
考
ふ
る
」
も
ま
た
生
存
の
自
己

へ
　
　
　
㍗
‥
∴
H
V
;
s
"
-
f
て
い
・
＼
㌔
.
r
-
^
.
二
　
v
,
.
0
-
t
t
u
 
r
、
m
H
が
、

・-452-



‥

‥

.

 

'

1

　

才

、

　

　

　

-

.

-

>

-

.

.

.

-

蝣

.

‥

、

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
「
考
ふ
る
」
に
は
'
「
自
己
の
中
に

深
く
反
管
し
て
'
沈
思
黙
考
、
自
問
自
答
を
重
ね
て
心
の
中
に
狭
く
落
背
か
せ

る
と
い
っ
た
方
面
が
あ
る
。
反
顎
的
性
棺
と
も
云
は
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
こ

の
性
相
が
『
考
ふ
る
こ
と
』
を
ば
復
帰
還
元
の
方
面
に
差
し
向
け
る
。
而
し
て

こ
1
に
知
的
・
讐
副
的
態
圧
と
し
て
の
『
考
ふ
る
こ
と
』
が
自
己
の
背
景
の
中

に
姿
を
隠
し
て
居
た
情
貢
的
雲
等
ば
再
ひ
塔
頭
清
提
せ
し
め
る
こ
と
に
依

り
,
『
わ
か
る
こ
と
』
の
最
後
の
完
成
を
遂
行
せ
し
竺
O
の
で
あ
る
o
」
　
(
七

二
ペ
ー
ジ
)

か
く
し
て
「
わ
か
る
こ
と
」
の
最
後
の
段
階
に
達
す
る
。
「
こ
こ
ろ
」
へ
の

還
元
で
あ
る
。
「
文
を
『
読
み
』
　
『
精
査
し
』
へ
終
に
文
の
真
生
命
と
し
て
の

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

.

.

.

1

そ
の
者
を
研
択
者
自
身
に
お
い
て
真
説
す
る
こ
と
」
　
へ
七
五
ペ
ー
ジ
)
に
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
境
地
に
達
す
れ
ば
'
「
掠
作
者
以
上
に
よ
り
艮
-
了
解
」

江
(
<
N
)

L
t
　
「
又
よ
り
良
く
創
作
す
る
」
　
(
七
六
O
へ
-
ジ
)
こ
と
に
な
る
。

以
上
'
勝
郡
縛
土
が
附
釈
学
の
問
題
と
し
て
立
て
ら
れ
た
四
つ
の
間
鼠
の
う

ち
三
つ
を
と
り
あ
げ
'
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
な
悶
仰
ぎ
で
出
し
て
お
ら
れ
る
か

・
*
.
'
.
'
'
　
　
_
_
　
　
'
'
'
・
'
'
-
 
*
　
　
∴

る
が
'
こ
こ
で
は
省
略
し
て
お
き
た
い
.

さ
て
'
路
郡
博
士
の
解
釈
学
を
右
の
よ
う
に
と
ら
え
て
み
る
と
'
そ
こ
に
は

そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
関
係
の
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
こ
れ
を
つ
ぎ
に
図
示
し

て
み
よ
う
。

1
葛

隅
誹
仙
士
小
学
を
小
に
C
-
H
l
つ
に
早
川
し
て
蝣
f
.
O
と
t
v
-
:
中
^
-
V
-
-
'

な
し
て
い
る
も
の
は
'
や
は
り
「
了
解
」
「
わ
か
る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
考
え

か
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
も
、
そ
の
底
に
あ
る
も
の
は
'
「
言
表
」
「
解

釈
」
「
了
的
」
の
そ
れ
ぞ
れ
を
つ
ら
ぬ
く
人
間
哲
学
・
生
の
論
理
学
で
あ
る
と

f
?
蝣
:
<
?
'
"
れ
る
r
J
言
7
-
'

.
-
¥
-
'
,
二
、
7
.
と
-
^
l
l
ユ
ニ
-
>
*
」
:
-
'
先

辰
的
捕
動
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
た
が
へ
そ
の
根
底
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
き
に
間
示
し
た
-
∬
Ⅲ
に
'
そ
れ
ぞ
れ
生
の
運
動
を
対
・
i
j
さ
せ
て
み
る
と
'

-
は
-
.
i
'
j
^
H
肘
(
間
!
.
-
&
(
t
w
n
M
,
八
㌦
∵
r
.
-
i
;
-
:
、
姓
へ
元
-

発
足
的
流
動
t
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
考
え
か
た
は
'
い
わ
ゆ
る
生
命

習
学
の
考
え
か
た
に
は
か
な
ら
ず
'
し
た
が
っ
て
ま
た
テ
ィ
ル
タ
イ
の
考
え
か

た
と
も
一
致
す
る
わ
け
で
あ
る
が
'
勝
郡
陸
士
の
田
語
解
釈
学
に
は
へ
こ
の
生

命
哲
学
以
外
の
琴
乙
か
た
も
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
つ
ぎ
に
そ
の
啓
学

的
背
景
を
も
う
少
し
検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

三
勝
部
解
釈
学
の
哲
学
的
背
景
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防
部
持
士
は
'
「
国
語
の
心
」
　
(
昭
和
"
・
t
-
　
'
同
文
語
院
刊
)
　
の
中

て
t
 
i
 
r
.
.
 
"
㌍
　
い
'
^
J
-
＼
に
　
　
誉
t
小
、
J
'
-
i
r
　
「
+
H
-
<
 
-
,
張
r
*
-
*
s
'
.
:
i
こ
於
い
て
門
き
T

「
　
し
・
,
「
と
　
　
　
　
　
圭
　
昌
だ
T
い
て
'
　
己
t
f
i
'
・
r
_
/
 
'
J
l
」
'
-
!
-
=
崇
日

に
対
し
て
持
つ
慧
環
に
つ
き
'
一
作
を
与
へ
て
見
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
」

(
七
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
へ
そ
れ
を
現
象
学
'
弁
証
法
へ
解
釈
学
の
三
つ
に
つ
い

て
論
じ
て
お
ら
れ
る
.
そ
の
結
論
は
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
.

の
5
;
'
:
'
'
∵
L
J
^
r
i
^
!
!
-

「
-
・
-
・
・
・
こ
の
故
に
国
語
教
叫
日
は
こ
の
現
象
学
的
態
度
に
刺
激
せ
ら

れ
て
起
り
来
れ
る
形
象
説
に
依
り
て
、
荘
祝
、
F
L
視
る
こ
と
』
へ
　
『
託
む

に
於
い
て
働
く
風
視
る
Ⅴ
』
に
つ
き
反
省
考
察
を
試
み
'
一
層
探
-
な
る

こ
と
が
出
来
た
。
」
　
(
八
ペ
ー
ジ
)

S
i
r
 
-
r
M
洪
-
>
j
|
」
;
"
い
け
空
目

「
-
-
・
-
・
・
か
-
弁
証
法
は
国
語
に
依
り
て
そ
こ
に
語
ら
る
る
事
象
の

S
^
O
S
S
l
と
い
∴
こ
,
∴
品
小
い
て
^
*
i
i
i
;
.
∵
V
l
>
Y
ハ
?
!
C
'
-
サ
?
C
で
あ

る
が
、
然
し
こ
の
場
合
に
於
け
る
顕
現
は
'
上
記
の
甥
象
学
の
場
合
に
於

け
る
が
如
き
『
視
る
』
に
依
る
閉
域
で
は
な
く
し
て
'
畢
ろ
『
考
ふ
る
』

に
依
る
顕
現
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
O
　
(
中
略
)
即
ち
国
語
教
育
は
こ
こ

で
は
r
^
'
O
.
[
l
i
-
r
t
:
)
^
∴
1
3
「
苛
ふ
一
C
<
J
!
的
r
~
'
-
'
V
.
'
.
-
に
「
'
X
>
∵
∵
＼
-
反
γ
　
に

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
　
(
一
〇
～
一
一
t
へ
-
ジ
)

千
と
蝣
　
I
-
.
蝣
薫
〓

「
(
解
釈
学
は
)
先
づ
第
一
に
そ
れ
は
文
の
解
釈
に
於
い
て
働
く
我
我

r
i
/
r
汁
'
-
a
i
誓
t
!
-
;
f
 
I
T
:
1
代
i
^
v
'
t
-
'
C
?
∵
i
i
‥
圧
,
言
　
∵
蝣
-
-
;
i
)
仁
る
開
.
.
f
と
い

ふ
こ
と
に
つ
き
、
国
語
教
育
者
に
対
し
て
自
覚
せ
し
む
と
こ
ろ
大
な
る
も

O
f
^
;
る
。
二
T
I
二
、
'
へ
-
・
蝣
蝣
・
)

「
y
:
-
i
t
s
叫
一
六
㌧
i
^
u
i
∵
ふ
る
嘱
'
÷
C
i
h
i
二
、
　
∵
蝣
.
'
:
'
-
V
に
_
払
下
一
o
f
i

分
封
全
体
の
関
係
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
」
　
二
七
ペ
ー
ジ
)

右
の
ほ
か
へ
　
「
的
釈
学
と
国
語
教
育
」
に
つ
い
て
は
'
解
釈
学
よ
り
学
ぶ
べ

き
点
と
し
て
t

m
 
r
t
'
蝣
>
蝣
-
-
・
;
=
;
,
i
こ
と
に
;
ユ
ー
る
「
い
.
/
S
'
J
I
 
C
-
S
-
K
?
-
}
七
き
仁
J
,
/
剖
」
　
二
九
六

ペ
ー
ジ
)

切
「
『
i
a
む
』
が
こ
れ
に
於
い
て
占
む
べ
き
中
心
的
位
置
」
　
(
二
〇
〇
べ
-

a
仰
「
文
の
解
釈
に
於
け
る
全
体
と
そ
の
部
分
と
の
問
の
具
体
的
関
連
」
　
(
二

〇
四
-
二
〇
五
'
へ
-
ジ
)

糾
「
国
語
教
授
に
於
け
る
練
習
的
方
面
の
重
要
視
」
　
(
二
一
一
ペ
ー
ジ
)

㈲
「
『
わ
か
る
』
の
三
昧
的
性
桔
」
　
(
二
一
四
ペ
ー
ジ
)

の
五
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
捲
部
博
士
の
了
解
現
か
ら

出
C
き
た
こ
と
が
ら
で
'
以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

い
'
V
.
1
-
L
-
・
「
　
る
」

」
l
^
J
3
∴
・
・
r
培
ふ
る
」

は
L
J
:
」
t
r
-
・
「
わ
か
f
ご

と
な
り
'
け
っ
き
ょ
く
'
防
部
解
釈
学
の
発
想
源
は
現
象
学
・
弁
証
法
・
解
釈

早
(
人
間
解
釈
学
)
　
の
三
哲
学
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
'
「
視
る
」
-
,
「
考
ふ
る
」
1
「
わ
か
る
」
の
三
段
階
硯
は

ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
.
そ
れ
は
'
結
論
的
に
言
え
ば
、
や
は
り

ヂ
ィ
ル
タ
イ
の
　
「
生
の
論
理
学
」
　
「
生
背
学
」
に
あ
る
と
'
わ
た
し
は
考
え

る
O
　
こ
の
点
を
つ
ぎ
に
若
干
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
〇

四
　
勝
部
解
釈
学
と
デ
イ
ル
タ
イ
哲
学

454



防
部
博
士
は
、
「
現
代
哲
学
の
根
本
問
題
」
　
(
昭
和
t
-
.
O
S
・
ほ
'
同
文
書
院

刊
)
第
一
編
生
哲
学
の
根
本
開
封
二
生
の
論
理
学
　
に
お
い
て
'
「
生
の
論
理

学
」
を
、
「
生
を
徹
底
的
に
了
解
す
る
た
め
の
一
の
完
全
な
る
方
法
説
」
と

し
へ
そ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
'
そ
れ
が
「
生
そ
の
者
の
発
展
実
現
し
て
行
-

段
階
を
現
は
し
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
」
　
(
四
五
～
四
六
.
へ
-
ジ
)
を
あ
げ
て
お

ら
れ
る
O
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
フ
E
:
ル
シ
ュ
テ
-
t
l
ン
と
は
、
生

の
了
解
で
あ
る
と
と
も
に
、
生
の
発
展
宍
頭
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
o
生

の
了
解
'
し
た
が
っ
て
ま
た
生
の
発
展
笑
現
の
段
帽
は
'
ヂ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い

て
は
'
体
験
1
表
示
1
了
協
の
プ
ロ
セ
ス
と
さ
れ
て
い
る
O
体
験
は
'
客
観
的

な
も
の
に
よ
っ
て
へ
そ
の
流
動
発
展
を
阻
-
ル
さ
れ
る
。
つ
ま
り
外
面
化
し
'
表

示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
去
空
所
は
'
つ
ざ
に
了
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
体

験
と
な
る
。
「
生
体
蛤
が
持
続
性
と
盟
錬
性
と
を
挺
指
せ
ん
が
た
め
に
は
、
そ

れ
は
日
己
口
身
を
桁
結
固
定
す
る
こ
と
に
依
っ
て
'
云
は
ば
一
度
死
す
る
こ
と

1
蝣
'
'
蝣
山
一
'
:
 
'
-
 
'
)
'
蝣
>
蝣
>
-
:
一
　
　
　
　
　
い
^
-
-
L
_
;
>
-
f
'
〃
芋
L
L
J
の
I
'
:
'
.
ゝ
と
し
て
生
別
的
y
-
も
の
で

あ
る
限
り
へ
一
度
自
己
自
身
を
完
結
す
る
陀
段
で
あ
る
。
体
験
が
宥
紋
性
を
垣

指
し
て
知
と
な
る
第
一
歩
は
即
ち
そ
れ
が
琴
試
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
表
示

と
な
り
て
而
し
て
筏
逆
に
そ
の
表
元
か
ら
し
て
体
験
が
了
離
せ
ら
れ
る
と
い
ふ

虞
に
生
の
客
観
化
の
過
程
が
あ
り
へ
こ
れ
が
又
同
時
に
生
の
前
進
の
.
q
程
そ
の

も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
　
(
五
二
ペ
ー
ジ
)

右
の
よ
う
に
'
体
紋
1
夫
一
所
1
了
解
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
生
の
流
動
発
展
と
い

う
点
か
ら
み
れ
ば
、
流
動
1
牧
園
I
・
流
動
と
さ
れ
る
O
こ
の
考
え
か
た
け
へ
先

l
∵
‡
^
^
K
t
r
O
'
i
:
H
i
'
u
i
;
そ
の
r
'
'
V
.
-
;
¥
J
号
t
u
;
、
こ
こ
に
縞
誹
㌫
別

学
の
基
本
構
造
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生
の
論
理
学
」
に
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

'
S
"
~
・
-
蝣
*
-
イ
・
 
,
,
小
＼
蝣
:
-
-
-
蝣
蝣
:
,
r
f
t
　
　
　
　
　
　
の
T
l
-
小
蝣
I
-
蝣
"
'
蝣
追
i
1
-
'
J
O
.
い
れ
・
つ
れ
て

●
t

い
る
の
み
で
は
な
-
'
「
考
ふ
る
」
に
つ
い
て
も
損
耽
さ
れ
て
い
る
.
た
と
え

ば
'
防
部
博
士
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
思
惟
の
仕
事
は
意
識
に
於
い
て
生
の
諸

共
在
の
中
に
又
そ
れ
等
相
互
の
問
に
成
立
せ
る
関
係
を
把
挺
し
て
'
而
し
て
か

-
し
て
明
断
に
意
識
せ
ら
れ
た
る
単
一
的
、
偶
然
的
'
所
与
的
の
も
の
か
ら
し

て
'
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
る
必
然
的
へ
普
遍
的
の
関
遠
に
進
む
と
い
ふ
こ
と
で

S
t
E
>

あ
る
　
　
J
 
C
八
五
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
こ
と
ば
を
引
い
て
'
思
惟
が
生
の
流
動

の
凝
固
・
確
定
化
の
方
面
に
重
点
を
お
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
と
ら
え
る
も
の

が
客
観
的
普
遍
的
開
運
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
'
そ
の
ま
ま
勝
部
解

釈
学
の
第
二
段
棺
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
肪
部
的
釈
学
の
「
了
解
」
に
つ
い
て
み
れ
ば
'
そ
の
大
部
分
が

テ
ィ
ル
タ
イ
に
負
う
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば
へ
　
「
了
解
」
が

全
心
岩
的
活
動
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
'
テ
ィ
ル
タ
イ
の
生
哲
学
(
精
神
科
学
方

法
論
)
の
一
大
特
色
で
あ
り
'
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
へ
部
分

と
全
体
と
の
関
係
と
か
'
「
意
義
」
と
か
「
追
体
験
」
な
ど
と
い
う
考
え
か
た

も
テ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
い
る
。

部
分
的
に
み
て
い
け
ば
'
勝
部
解
釈
学
に
摂
祝
さ
れ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
は

以
上
の
ほ
か
に
も
数
多
-
指
摘
で
き
る
o
し
か
し
な
が
ら
'
勝
部
将
士
の
テ
ィ

ル
タ
イ
哲
学
摂
取
の
特
色
は
'
こ
の
よ
う
な
部
分
的
摂
取
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
で
は
、
防
部
解
釈
学
に
お
け
る
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
(
解
釈
学
)
損
顕
の
特

色
と
間
匙
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
o
　
つ
ぎ
に
こ
れ
を
略
述
し
て
お
き
た

い
。五

　
勝
部
解
釈
学
に
お
け
る
デ
イ
ル
タ
イ
解
釈
学
摂
尿
の
特
色
と
問
題
点

蝣
¥
H
ナ
f
c
;
一
に
t
　
的
恥
.
;
±
-
j
_
L
_
r
,
-
'
:
㍍
　
十
こ
お
け
る
デ
で
叶
1
V
㍍
削
'
i
f
の
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摂
取
は
'
背
学
者
'
な
か
ん
ず
-
テ
ィ
ル
タ
イ
研
究
者
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
初
期
に
お
い
て
は
'
多
-
の
人
々
が
テ
ィ
ル

タ
イ
解
釈
学
を
学
び
へ
　
そ
れ
を
国
語
椙
釈
学
に
摂
駁
し
よ
う
と
し
た
が
'
そ
れ

ら
の
人
々
の
多
-
は
'
国
語
教
育
研
究
者
　
E
陀
岩
へ
教
h
/
T
学
者
'
心
理
学
者

で
あ
っ
た
が
'
障
部
仲
士
は
そ
れ
ら
の
人
々
の
な
か
に
あ
っ
て
'
デ
ィ
ル
タ
イ

研
究
の
専
門
家
と
し
て
'
独
白
の
地
位
右
占
め
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
、
、
哲
学
者

デ
イ
ル
タ
イ
研
究
者
と
し
て
の
立
場
が
、
そ
の
同
語
解
釈
学
に
お
け
る
デ
イ
ル

タ
イ
解
釈
学
の
摂
取
の
し
か
た
に
も
'
多
-
の
特
色
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と

は
見
逃
が
せ
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
へ
そ
の
特
色
の
第
二
と
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生
の
論
理
学
」

が
根
底
に
お
い
て
再
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
多
-
の
は
あ
い

デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
と
い
う
と
'
「
解
釈
学
の
成
立
」
　
(
L
i
e
E
n
t
s
t
e
h
u
n
g

d
e
r
H
e
r
m
e
n
e
u
t
i
k
)
　
の
み
を
も
っ
て
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
へ
　
こ
の

論
文
は
'
'
"
'
仙
ォ
;
.
-
-
蝣
:
蝣
-
T
-
>
1
-
・
i
n
L
に
も
'
-
^
'
-
蝣
-
-
・
!
*
蝣
*
・
-
.
T
-
T
-
-
∴
'
-
0
豆
H
字
里
i
;

汀
(
4
)

同
点
な
い
し
出
発
点
を
試
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
O
デ
ィ
ル
ク
イ
の
研
釈
学
は
'

そ
れ
以
後
の
'
た
と
え
ば
「
腰
史
的
理
性
批
判
」
の
名
で
一
括
し
て
よ
ば
れ
て

い
る
一
達
の
論
文
に
こ
そ
へ
　
そ
の
真
髄
と
到
達
点
が
元
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
み
る
の
で
な
け
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
は
と
ら

え
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
o
勝
珊
博
士
は
、
そ
れ
ら
を
も
じ
ゆ
-
ぶ
ん
消
化
し

て
へ
　
そ
の
な
か
か
ら
「
生
の
論
理
学
」
を
-
み
た
て
ら
れ
'
そ
れ
を
別
語
解
釈

学
の
基
本
構
造
と
L
t
　
さ
ら
に
「
了
解
」
の
基
本
論
と
も
さ
れ
た
の
で
あ
る
O

こ
こ
に
'
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
を
も
っ
と
も
包
括
的
統
一
的
に
と
ら
え
'
そ
れ

1
'
-
 
'
^
L
㌔
:
t
i
-
-
 
'
只
　
　
　
　
　
　
と
い
・
つ
t
 
t
i
'
蝣
^
.
 
-
'
-
-
-
　
人
　
　
」
-
蝣
・
=
]
V
∴
口
7
い
た
す

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

右
の
ご
と
く
へ
防
部
博
士
は
デ
ィ
ル
タ
イ
硫
釈
学
を
首
売
約
に
'
し
か
も
そ

の
根
底
に
お
い
て
摂
放
し
て
は
お
ら
れ
る
が
'
そ
の
即
語
解
釈
学
に
摂
駁
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
存
在
論
や
現
象

学
へ
弁
証
法
な
ど
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ
勝
部
博
士
の
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
摂

K
C
S
一
・
I
r
持
=
H
と
し
て
'
'
i
l
'
*
~
-
.
'
t
f
J
を
も
含
め
た
?
・
?
」
(
小
を
、
一
つ
バ
隅

部
哲
学
と
し
て
t
,
H
:
L
体
的
な
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
レ
ン
が
な
さ
れ
た
上
で
国
語
解

釈
学
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
ヂ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
を

止
∴
的
に
-
I
E
す
叫
　
r
J
¥
J
写
＼
'
-
i
'
-
c
i
-
;
-
・
-
;
,
十
に
消
化
し
た
士
で
'
い
わ
ば
.
悶
t
v

的
に
摂
放
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
.
こ
れ
を
'
「
問
鍔
的
摂
取
」
と
よ
ぶ
こ
と

も
で
き
る
か
と
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
'
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
陪
部
解
釈
学
に
も
問
題
は
感

じ
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
こ
の
㍍
択
学
が
は
た
し
て
こ
ど
も
の
解
釈
原
理
に

な
り
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
原
理
的
に
は
'
解
釈
作
用
を
阿
部

博
士
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
こ
ど
も
に
は
こ
ど

も
の
解
釈
の
み
ち
す
じ
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
'
ま
た
へ
詑
み
の
目
的
や
読
む
材

料
に
よ
っ
て
も
'
そ
の
蝣
t
.
"
.
i
み
か
た
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
こ
に
'
勝
部
解
釈

学
の
一
つ
の
開
閉
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
へ
こ
の
こ
と
は
当
時
の
国
語

解
釈
学
共
通
の
間
置
と
も
言
え
る
が
.

第
二
に
は
'
そ
の
思
弁
性
・
観
念
性
が
間
朋
に
な
る
。
解
釈
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