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1９ 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
一
九
三
八
年
四
月
一
三
日
午
後
一
一
時
一
一
一
○
分
頃
、
看
護
尼
ク
ラ
ラ
・
イ
ミ
ッ
シ
ュ
に
、
「
や
は
り
そ
う
な
り
ま
し
た
。

生
と
死
と
が
私
の
哲
学
の
妓
後
の
努
力
（
の
〔
『
８
８
）
と
な
り
ま
し
た
。
私
は
哲
学
者
と
し
て
生
き
て
き
ま
し
た
し
、
哲
学
者
と
し
て
死

（
ｌ
〉

ぬ
こ
と
を
試
み
よ
う
と
思
い
ま
す
（
閂
ｇ
冒
す
の
画
一
の
勺
三
一
。
⑫
。
目
狛
の
一
の
ワ
〔
ロ
己
君
一
一
一
四
一
⑪
勺
亘
－
８
・
ロ
ゴ
目
の
〔
の
『
ケ
の
ご
く
の
扇
ロ
Ｓ
の
口
）
」
と

語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
後
極
度
の
衰
弱
に
お
そ
わ
れ
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ

る
日
、
深
い
眠
り
か
ら
覚
め
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
夫
人
マ
ル
ヴ
ィ
ー
ネ
に
向
か
っ
て
、
異
常
に
幸
福
な
面
持
ち
で
、
「
私
は
全
く
す
ば
ら

し
い
も
の
を
見
た
。
い
や
、
お
ま
え
に
は
い
え
な
い
、
い
や
（
閂
Ｓ
冒
す
の
の
ぎ
四
の
恩
日
三
目
Ｑ
の
『
ｇ
『
の
切
れ
の
開
ケ
の
Ｐ
ｚ
の
旨
『
閂
８
百
目

（
ｒ
）
 

の
⑩
ロ
ー
【
巳
、
ゴ
〔
印
画
、
の
ニ
ヱ
の
ご
一
）
」
と
語
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
深
い
昏
睡
の
中
で
、
何
を
見
、
何
を
幸
福
と
感
じ
た

か
、
今
と
な
っ
て
は
も
は
や
知
る
由
も
な
い
。
四
月
二
七
日
早
朝
五
時
四
五
分
頃
、
現
象
学
の
創
始
者
は
七
○
年
と
一
九
日
の
生
涯
に

幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。
二
九
日
の
葬
儀
に
は
、
一
九
三
○
年
代
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
傍
ら
で
過
ご
し
た
愛
弟
子
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ィ
ン

ク
が
告
別
の
辞
を
述
べ
て
は
い
る
が
、
大
学
か
ら
の
参
列
者
は
ご
く
少
数
に
限
ら
れ
た
寂
し
い
葬
列
だ
っ
た
と
い
う
。
ひ
と
り
の
ユ
ダ

ヤ
人
哲
学
者
の
葬
儀
へ
の
参
列
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
国
内
の
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
れ
自
体
、
危
険
な
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像

Ⅲ
フ
ヅ
サ
ー
ル
の
最
期
ｌ
は
じ
め
に
代
え
て

最
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
⑪

ｌ
超
越
論
的
、
我
は
存
在
す
る
か
？
Ｉ

森
村

修
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2０ 

し
か
し
、
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
岐
期
の
場
而
を
取
り
上
げ
た
理
由
は
、
当
時
の
過
酷
な
時
代
状
況
の
中
で
悲
劇
的
と
も
い
え
る
死

を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
迎
え
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
は
な
い
。
ま
た
、
彼
の
葬
儀
に
際
し
て
、
何
人
の
人
た
ち
が
参
列
し
た
か
と
い

う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
私
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
臨
終
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
長
々
と
語
っ
た
意
図
と
は
、
第
一

に
、
彼
の
最
後
の
言
葉
の
中
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
全
哲
学
的
営
為
ば
か
り
で
な
く
、
彼
自
身
の
生
の
在
り
方
と
哲
学
す
る
態
度
と
の
結

び
つ
き
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
葬
儀
に
参
列
し
告
別
の
辞
を
述
べ
た
フ
ィ
ン
ク
の
存
在
を
強

調
し
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

私
は
、
本
稲
に
お
い
て
〈
岐
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
〉
と
い
う
包
括
的
な
主
題
の
も
と
で
、
一
九
三
○
年
代
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
超
越
論

的
現
象
学
」
が
、
彼
の
「
生
・
人
生
（
庁
ワ
目
）
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
と
り
な
が
ら
成
立
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
。
た

だ
し
、
〈
最
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
〉
と
い
う
主
題
は
、
そ
れ
自
体
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
を
逐
一
別
快
し
、
検
討

す
る
こ
と
は
相
当
困
難
な
作
業
を
必
要
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
本
稿
を
、
こ
の
主
題
に
お
け
る
一
連
の
論
考
全
体
の
〈
序

説
〉
と
し
て
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
、
特
定
の
問
題
に
限
定
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
第
一
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
生
・
人
生
」
に
お
け
る
「
超
越
論
的
現
象
学
」
の
意
味
と
フ
ィ
ン
ク
と

の
関
係
を
時
系
列
的
に
確
認
し
た
後
、
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
の
川
版
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
紙
余
Ⅲ
折
を
ロ
マ
ン
・
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
な
ど

の
証
言
を
も
と
に
再
構
成
す
る
。
鏑
二
に
、
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
成
立
を
め
ぐ
る
諸
々
の
問
題
が
、
陰
に
陽
に
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
存
在
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
際
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
共
同
執
兼
す
る
予
定
で
あ
っ
た
「
ブ
リ
タ
ニ

カ
百
科
事
典
」
の
「
魂
鑿
」
と
い
う
新
し
い
項
日
の
箒
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
突
き
つ
け
た
剛
麹
ｌ
〈
超
越
諭
自
我
の

存
在
〉
の
問
題
ｌ
が
、
い
か
に
一
九
三
○
年
代
の
フ
ッ
サ
ー
ル
蓬
請
現
象
学
に
対
し
て
決
定
的
な
鑿
を
も
た
ら
し
た
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
第
三
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
提
起
し
た
問
い
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
全
幅
の
信
頼
の
も
と
に
あ
っ
た
フ
ィ

ン
ク
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
〈
超
越
論
的
自
我
と
人
間
的
自
我
の
同
一
性
・
差
異
性
の
問
題
〉
と
し
て
変
奏
さ
れ
、
結
果
的
に
フ
シ

（
３
）
 

サ
ー
ル
と
フ
ィ
ン
ク
と
の
共
同
作
業
と
し
て
の
「
第
一
ハ
デ
カ
ル
ト
的
省
察
‐
－
－
超
越
論
的
方
法
論
の
理
念
」
［
以
下
「
第
一
ハ
省
察
」
と
略

に
難
く
な
い
。
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2１ 

フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
を
襲
っ
て
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
大
学
の
正
教
授
の
地
位
に
つ
い
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
祝
辞
を
う
け
て
、
退
職
し
た
教
授

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
哲
学
を
し
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
が
、
彼
の
〈
哲
学
を
営
む
（
で
皀
○
印
・
己
亘
の
『
の
ロ
）
態
度
〉
の

す
べ
て
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
「
哲
学
し
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
」
と
い
う
状
況
は
、
そ
れ
以
後
数
年
足
ら
ず
の
年
月
の
中
で
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
切
実
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
が
つ
く
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
し
て
み
れ
ば
、
困

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
あ
く
ま
で
「
哲
学
者
（
甸
巨
・
の
。
ｇ
）
」
と
し
て
生
涯
を
終
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で

「
哲
学
者
」
と
い
う
在
り
方
は
、
単
な
る
職
業
と
し
て
の
「
（
元
）
哲
学
教
授
」
を
通
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ

て
自
ら
の
実
存
・
生
存
（
固
｝
の
【
の
目
）
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
っ
た
。
イ
ミ
ッ
シ
ュ
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
臨
終
の
場
面
に
お
い
て
す
ら
、
哲
学
を
営
む
態
度
に
お
い
て
〈
実
践
的
〉
で
あ
っ
た
こ
と
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
哲
学
者
」
と
い
う
「
使
命
（
三
】
出
目
）
」
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ロ
マ
ン
・

イ
ン
ガ
ル
デ
ン
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
ら
の
哲
学
的
使
命
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
彼
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
二

九
年
四
月
八
日
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
分
の
七
○
歳
の
誕
生
日
の
祝
賀
祭
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

記
］
の
動
機
を
形
成
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

「
私
は
一
つ
の
こ
と
を
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
功
績
に
つ
い
て
の
お
話
で
す
。
私
に
は
功
紙
な
ど
何
も

あ
り
ま
せ
ん
。
哲
学
は
私
の
人
生
の
使
命
（
冨
屏
一
目
）
で
あ
っ
た
の
で
す
。
私
は
哲
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
う
し
な
け
れ
ば
私
は
こ
の
世
界
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
（
閂
８
日
口
唇
の
ロ
三
一
○
の
。
っ
ぽ
の
【
の
Ｐ
の
○
口
の
（

（
１
）
 

丙
・
目
〔
の
一
，
三
．
日
の
⑩
の
『
ゴ
の
一
｛
己
、
ず
こ
の
す
の
ロ
・
）
」
。

Ⅱ
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
的
態
度

Hosei University Repository



2２ 

フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
た
と
え
他
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
危
機
」
杏
と
は
、

そ
し
て
よ
り
広
く
い
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
た
く
告
白
〉
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
彼
は
自
分
が
見
た
も
の
、
考
え
た
も
の
を
「
良
心
的
に
語
る
」
こ
と
で
、
彼
自
身
が
自
ら
の
思
考
の
過
程
を
自

ら
の
内
で
熟
慮
す
る
こ
と
（
の
①
一
房
Ｓ
の
の
ご
二
目
、
Ⅱ
自
己
省
察
）
を
哲
学
の
目
的
に
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
超
越
論
的
現
象
学
と

（
冊
）

は
、
ま
さ
に
「
普
通
的
を
自
己
省
察
と
自
己
責
任
（
■
曰
く
の
［
の
、
｝
の
①
の
一
ヶ
、
［
ウ
の
⑩
ヨ
目
。
、
冒
旦
の
①
一
ワ
の
日
ご
胃
・
耳
目
、
）
」
の
打
学
（
臼
へ
図
「
口
）

で
あ
り
、
「
お
の
れ
、
身
に
到
来
す
る
霧
的
理
性
の
担
い
手
と
し
て
の
哲
学
す
る
エ
ゴ
一
言
亘
・
薑
…
…
頤
・
）
ｌ
そ
の

難
を
時
代
を
生
き
抜
く
た
め
に
は
「
哲
学
」
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
必
然
的
に
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
召
命
と
し
て
の
職

業
Ｓ
の
目
（
）
」
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
「
哲
学
者
と
し
て
生
き
、
か
つ
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
一
つ

の
「
使
命
」
で
あ
っ
た
。
「
哲
学
と
い
う
使
命
」
と
は
、
哲
学
す
る
こ
と
が
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
生
き
る
こ
と
は
す
な
わ
ち

哲
学
的
に
生
き
る
こ
と
、
哲
学
す
る
こ
と
（
勺
宣
－
．
８
つ
獣
の
『
①
。
）
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
「
哲
学
的
に
生
き
る
こ
と
」
は

「
努
力
（
の
宮
呂
の
ロ
）
」
に
よ
っ
て
の
み
為
し
う
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
課
せ
ら
れ
た
「
使
命
」
で
あ
り
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
「
宿
命
（
の
、
三
島
の
四
一
）
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

し
た
が
っ
て
、
「
哲
学
を
営
む
」
と
い
う
使
命
を
課
せ
ら
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
哲
学
的
著
作
と
は
自
ら
が
生
き
た
証
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
、
ひ
と
つ
の
〈
告
白
〉
も
し
く
は
〈
独
白
〉
で
も
あ
る
。
最
晩
年
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機

と
超
越
論
的
現
象
学
」
（
一
九
三
六
年
）
［
以
下
「
危
機
」
書
と
略
記
］
の
あ
る
箇
所
で
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

「
私
は
た
だ
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
を
述
べ
、
示
し
記
述
す
る
だ
け
で
、
教
え
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
私
は
哲
学
的
な
現
存
在

と
い
う
宿
命
（
目
切
の
８
－
、
丙
の
巴
の
曰
の
⑩
己
三
一
・
の
。
□
営
門
可
の
。
□
四
用
ヨ
）
を
全
面
的
な
誠
突
さ
に
お
い
て
生
き
抜
い
て
き
た
も

の
と
し
て
、
ま
ず
何
よ
り
も
私
自
身
に
向
か
っ
て
、
ひ
い
て
は
他
者
（
し
且
臼
の
）
に
対
し
て
も
、
私
の
知
る
限
り
の
こ
と
を

良
心
的
に
語
ろ
う
と
い
う
以
外
の
、
い
か
な
る
要
求
も
も
た
な
い
」
（
ヨ
ヘ
ヨ
）
。
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2３ 
必
当
然
的
な
菅
存
在
に
お
い
て
そ
の
共
存
す
る
主
観
や
お
よ
そ
可
能
な
共
存
す
る
哲
学
誓
を
蟇
し
て
い
る
エ
ゴ
ー
の
最
も
深
く

最
も
普
遍
的
な
自
己
理
解
の
哲
学
」
（
言
へ
日
切
）
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
自
己
理
解
と
は
、
人
類
が
理
性

的
で
あ
ろ
う
と
意
志
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
理
性
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
理
性
へ
向
か
う
生
と
努
力
（
Ｆ
の
ご
自
巨
己

の
【
『
の
す
の
ロ
四
目
「
⑦
曰
昌
｛
［
）
が
果
て
し
な
い
営
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
哲
学
と
い
う
か
た
ち
で
の

自
己
理
解
こ
そ
が
究
極
的
な
自
己
理
解
で
あ
る
（
鼠
一
・
夢
員
）
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
の
超
越
論
的
現
象
学
と
は
、
理

性
へ
と
向
か
う
生
と
努
力
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
自
己
理
解
で
あ
り
、
自
己
省
察
に
つ
い
て
の
彼
な
り
の
哲
学
の
営
み
を
意
味
し

｛
６
）
 

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
現
象
学
す
る
（
厄
目
。
◎
ョ
の
。
。
一
．
頭
一
⑩
一
の
『
の
ど
Ⅱ
現
象
学
を
営
む
）
」
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
的
態
度
こ
そ
、
彼
自
身

の
自
己
省
察
と
自
己
責
任
と
し
て
の
〈
哲
学
す
る
（
勺
三
一
○
の
。
ｇ
国
司
の
ロ
）
態
度
〉
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
超
越
論
的
現
象
学
の
中
に
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
哲
学
的
態
度
を
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
超
越
論
的
現
象
学
に
内
在
し
て
い
る
様
々
な
問
題
、
さ
ら
に
は
そ
の
限
界
も
ま
た
、
あ
る

意
味
で
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
哲
学
的
態
度
そ
の
も
の
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的

現
象
学
が
、
あ
る
問
題
を
転
機
に
し
て
大
き
く
転
回
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
彼
の
〈
哲
学
す
る
態
度
〉
と
彼
の
〈
理
論

（
【
Ｉ
）

と
し
て
の
超
越
論
的
現
象
学
〉
が
重
な
り
〈
呵
っ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
あ
る
事
件
を
境
に
し
て
、
超
越
論
的
現
象
学
が
あ
る
極
の
〈
倫

理
性
〉
を
帯
び
て
く
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
転
機
と
な
る
事
件
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
と
時
間
」
の
出
版
と
そ
の
影
響
で

あ
る
。
私
の
考
え
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る
影
響
は
、
通
常
、
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
相
当
に
大
き
い
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
ら
の
超
越
論
的
現
象
学
を
彫
琢
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
解
釈
学
的
現
象
学
」
も
し

く
は
「
基
礎
的
存
在
論
」
と
の
対
決
を
意
識
す
る
に
際
し
て
決
定
的
な
役
割
を
担
っ
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
フ
ィ
ン
ク
で
あ
っ
た
こ
と
は

く
は
「
基
礎
的
存
在
論
」
‐

銘
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

前
節
で
提
起
し
た
第
二
の
点
で
あ
る
フ
ィ
ン
ク
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
フ
ィ
ン
ク
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
フ
ィ
ン
ク
が
一
九
二
八
年
一
○
月
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
助
手
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
彼
は
、
そ
れ
以
後
フ
ッ
サ
１

ル
が
死
ぬ
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
傍
ら
に
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
的
営
為
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
立
ち
会
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
フ
シ
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フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
一
九
二
八
年
五
月
の
オ
ラ
ン
ダ
訪
問
の
際
に
、
異
端
の
哲
学
者
シ
ェ
ス
ト
フ
の
誘
い
に
の
っ
て
パ
リ
講
演
を
内
諾

す
る
。
そ
し
て
、
翌
二
九
年
二
月
に
パ
リ
で
講
演
を
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
の
聴
衆
に
好
評
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
帰
国
後
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、
パ
リ
識
斌
を
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
と
し
て
公
表
し
よ
う
と
鋭
意
努
力
し
、
識
演
で
は
「
概
要
」
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
「
相
互
主
観
性
の
理
論
（
な
い
し
は
現
象
学
の
モ
ナ
ド
論
お
よ
び
超
越
論
的
観
念
論
（
＆
の
曰
冨
。
『
｝
の
Ｑ
の
『
旨
〔
の
【
、
昌
一
の
百
く
慰
斤

こ
こ
で
は
、
多
少
迂
遠
か
と
思
わ
れ
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
晩
年
を
過
ご
し
た
一
九
二
○
年
代
末
か
ら
三
○
年
代
の
状
況
を
様
々
な

証
言
を
も
と
に
再
椛
成
し
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
超
越
論
的
現
象
学
の
新
し
い
展
開
を
企
図
し

サ
ー
ル
の
三
○
年
代
を
語
る
上
で
、
フ
ィ
ン
ク
の
存
在
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
ば
か
り
か
、
当
時
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的

現
象
学
は
フ
ィ
ン
ク
と
の
対
話
に
基
づ
い
て
し
か
成
り
立
ち
得
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
超
越
論
的
現
象

学
」
の
最
終
的
展
開
は
フ
ィ
ン
ク
と
の
対
話
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
は
単
な
る
対
話
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
緊
張
を
は
ら
ん
だ
一
触

即
発
的
な
「
対
決
」
を
内
に
含
ん
だ
対
話
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

フ
ィ
ン
ク
は
、
彼
の
三
○
年
代
の
論
考
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
薫
陶
を
受
け
つ
つ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
枠
内
に
と
ど
ま
ろ

う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
彼
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
意
図
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
方
向
へ
と
現
象
学
を
屈
曲
さ
せ
て
い
く
。
言
う
な

れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
対
話
・
対
決
を
通
じ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
存
在
論
を
超
越
論
的
現
象
学
の
中
へ
と
注
入
し
、
そ
れ
を
「
存
在

論
化
」
し
よ
う
す
る
。
当
然
、
そ
の
よ
う
な
超
越
論
的
現
象
学
の
〈
変
質
〉
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
側
か
ら
見
た
と
き
、
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
Ⅱ

フ
ィ
ン
ク
の
存
在
論
」
対
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
」
と
い
う
図
式
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
し
か
も
、
存
在
論
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
た
「
超
越
論
的
現
象
学
」
批
判
が
、
結
果
的
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
に
よ
る
超
越
論
的
現
象
学
の
「
自
己
批
判
」
を
必
然

的
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
歴
史
の
皮
肉
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
か
を
確
認
し
よ
う
。

Ⅲ 

「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
と
い
う
「
問
題
」
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2５ 
（
す
２
『
・
ｇ
ｏ
ロ
且
Ｃ
ｌ
Ｃ
巴
の
巨
・
（
『
［
目
⑪
Ｎ
の
己
⑦
ロ
画
一
の
二
］
丘
の
■
一
一
日
］
Ｑ
の
『
宅
冨
。
。
ョ
［
の
ｐ
Ｃ
－
Ｃ
ｍ
－
の
］
）
」
を
組
立
て
直
し
、
「
新
し
い
「
デ
ヵ
ル

（
８
）
 

卜
的
省
察
」
が
完
全
に
形
成
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
一
一
九
年
五
ｍ
川
一
一
六
日
付
け
の
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
宛
の
書
簡
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
う

（
９
）
 

し
て
成
立
し
た
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
を
自
分
の
、
王
著
と
み
な
し
て
い
る
と
告
口
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
の
フ

ラ
ン
ス
語
版
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
九
三
一
年
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
は
、
同
日
の
書
簡
に
後
日
注
釈

を
施
し
、
次
の
よ
う
に
推
測
し
て
い
る
。

確
か
に
フ
ラ
ン
ス
語
版
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
の
出
版
が
遅
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
パ
リ
識
波
を
元
に
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
、

講
演
と
い
う
制
約
や
、
現
象
学
に
つ
い
て
あ
ま
り
正
確
な
知
識
を
持
た
な
い
フ
ラ
ン
ス
人
に
向
け
て
書
か
れ
た
た
め
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル

に
と
っ
て
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
学
に
通
暁
し
た
ド
イ
ツ
語
圏
の
読
者
に
向
か
っ

て
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
を
公
表
す
る
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
不
備
を
取
り
除
き
、
新
た
な
形
で
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
を
完

成
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
ら
主
著
と
名
乗
る
こ
と
の
で
き
る
著
作
に
仕
上
げ
る

必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
も
い
う
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
図
し
た
形
で
の
ド
イ
ツ
語
版
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」

「
こ
の
［
五
月
二
六
Ⅱ
付
ｌ
引
燗
蒋
瀧
］
辨
飾
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
だ
が
プ
ッ
サ
「
ル
は
い
わ
ゆ
る
「
パ
リ
霊
を

「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
と
し
て
仕
上
げ
た
後
、
一
九
二
九
年
五
月
末
に
ド
イ
ツ
語
版
を
フ
ラ
ン
ス
語
訳
と
同
時
に
（
し
か
も
年

報
［
魂
鑿
年
徽
］
で
｝
公
表
す
る
決
心
を
し
て
い
た
．
し
か
し
早
く
も
次
の
撚
簡
Ｉ
も
ち
ろ
ん
約
六
ヶ
月
後
に
か
か
れ

た
も
の
だ
が
ｌ
か
ら
．
こ
の
意
図
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
．
そ
の
譜
が
何
で
あ
っ
た
の
か
，
義
に

予
定
さ
れ
て
い
た
［
ド
イ
ツ
語
］
編
は
完
成
し
て
い
た
の
だ
し
、
そ
れ
は
翻
訳
の
た
め
に
送
ら
れ
た
も
の
と
同
一
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
に
。
だ
か
ら
疲
労
と
か
そ
の
他
の
障
害
が
こ
の
編
の
完
了
を
遅
ら
せ
、
つ
い
で
そ
の
こ
と
が
計
画
の

変
更
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
何
ら
か
の
外
的
要
因
（
』
の
『
目
、
囚
の
司
囚
廓
。
『
）
が
そ
う
さ
せ
た
に
違
い
な

（
川
）

い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
何
で
あ
っ
た
か
？
．
」
。
（
強
調
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
）

Hosei University Repository



2６ 
は
実
際
に
は
公
表
さ
れ
ず
、
結
果
的
に
、
パ
リ
講
演
を
編
集
し
直
し
た
ド
イ
ツ
語
版
が
、
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ス
ト
ラ
ッ
サ
ー
に
よ
っ
て
「
フ
ッ

サ
ー
ル
著
作
集
（
西
口
切
用
『
一
圃
目
）
」
第
一
巻
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
彼
の
死
後
一
九
五
○
年
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。

ド
イ
ツ
語
版
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
前
に
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
は
何
ら
か
の

「
外
的
要
因
」
が
存
在
し
て
い
た
と
判
断
し
た
。
ち
な
み
に
、
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
は
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
書
簡
に
つ
い
て
、
「
フ
ッ
サ
ー

ル
の
こ
の
書
簡
で
は
じ
め
て
、
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
を
「
体
系
的
主
著
」
と
す
る
と
い
う
考
え
が
現
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は

ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
著
作
、
そ
れ
も
ｌ
こ
う
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
ｌ
ド
イ
ツ
の
哲
学
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
ハ

ィ
デ
ガ
ー
の
著
作
と
明
ら
か
に
関
連
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
省
察
」
を
「
存
在
と
時
間
」
に
対
す
る
対
抗
力
と
し
て
対
置
す
る

つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
お
そ
ら
く
「
省
察
」
の
出
来
上
が
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
テ
キ
ス
ト
を
公
表
し
な
い
こ
と
を
決
定
さ
せ
た
、

ま
た
「
省
察
」
の
新
編
を
作
成
し
よ
う
と
意
図
を
固
め
さ
せ
た
あ
の
「
外
的
要
因
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
要
因
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ

（
Ⅲ
〉

て
、
続
く
一
二
年
な
い
し
四
年
間
に
わ
た
る
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
的
活
動
に
お
け
る
一
つ
の
新
し
い
時
期
を
開
く
の
で
あ
る
」
と
い
う
注

記
を
添
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
推
測
は
正
し
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
と
い
う
新
た
な
目
標
を
え
た
老
哲
学
者

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
主
著
と
し
て
準
備
し
て
い
た
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
を
さ
ら
に
拡
大
し
、
補
充
し
、
完
備
し
よ
う
と
試
み
る
。
と
い

う
の
も
、
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
と
同
様
の
内
容
を
も
つ
ド
イ
ツ
語
版
で
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
読
者
を
納
得
さ
せ
ら
れ

な
い
ば
か
り
か
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も
十
分
で
は
な
い
か
ら
だ
。

イ
ン
ガ
ル
デ
ン
が
言
及
し
て
い
る
一
九
一
一
九
年
一
二
月
二
日
付
諜
簡
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
目
下
私
は
ひ
ど
く
疲
れ
て
い
て
、
近
い
う
ち
に
休
養
を
と
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
私
に
は
ぜ
ひ
と
も
休
養
が
必

要
な
の
で
す
。
綿
密
な
「
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
研
究
（
の
［
目
冒
曰
く
○
二
国
の
匙
の
閥
の
『
）
」
で
す
か
？
私
は
、
彼
の
著
作
［
「
存
在

と
時
間
」
］
を
私
の
現
象
学
の
枠
内
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
遺
憾
な
こ
と
に
、
彼
の
著
作
を
方
法
上
完
全

に
、
そ
し
て
本
質
的
な
点
で
事
象
的
に
も
、
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
帰
結
に
達
し
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
い
っ

そ
う
私
は
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
の
ド
イ
ツ
語
版
を
私
の
体
系
的
「
主
著
（
西
山
昌
冒
の
『
六
）
」
と
し
て
完
壁
に
仕
上
げ
る
こ
と
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2７ 

二
九
年
五
月
か
ら
一
二
Ⅱ
ま
で
の
間
に
、
ド
イ
ツ
語
版
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
の
執
筆
・
出
版
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
何
が

生
じ
た
の
か
。
ど
う
し
て
、
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
を
完
壁
に
仕
上
げ
る
こ
と
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
と
対
決
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
か
。
そ
も
そ
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
明
確
な
対
決
の
姿
勢
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
問

い
が
生
ず
る
の
を
禁
じ
え
な
い
。

そ
れ
で
も
、
な
ぜ
フ
ッ
サ
ー
ル
は
か
く
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
」
に
対
し
て
敵
対
的
な
態
度
を
と
る
の
か
。
そ
の
ひ
と
つ

の
傍
証
と
し
て
、
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
を
あ
る
意
味
で
唆
し
た
の
が
、
デ
ィ
ル

タ
イ
の
繕
の
ゲ
オ
ル
？
ミ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
．
彼
は
嵐
ら
の
「
生
の
哲
学
と
豐
学
ｌ
デ
ィ
ル
タ
ィ
的
方
向
に

雌
づ
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
お
よ
び
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
対
決
（
Ｐ
の
ワ
の
ロ
の
□
三
一
・
⑫
。
已
三
の
自
旦
で
颪
ロ
○
日
目
○
一
○
ｍ
一
①
ロ
ロ
の
シ
巨
開
ご
四
目
の
『
用
【
田
目
、

□
の
『
□
一
一
号
の
ご
骨
、
の
。
四
、
宮
Ｅ
］
ぬ
日
｛
〔
因
の
一
二
の
腸
の
『
巨
己
西
口
沼
円
｝
）
」
を
一
一
九
年
四
月
八
日
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
七
○
歳
記
念
祭
に
献
呈
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
何
年
六
月
二
七
Ｈ
の
ミ
ッ
シ
ュ
宛
の
諜
簡
で
、
そ
の
著
作
を
興
味
を
持
っ
て
読
ん
だ
と
語
っ
て

（
Ⅲ
）
 

ロ
ナ
ル
ド
・
ブ
ル
ジ
ナ
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ミ
ッ
シ
ュ
の
論
述
の
中
に
、
「
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
考
と
鮫
も
矛

盾
な
く
両
立
し
う
る
現
象
学
の
代
表
者
と
し
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
」
が
公
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
端
的
に
い
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

「
現
象
学
者
」
と
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
真
剣
な
態
度
で
ハ
イ

デ
ガ
ー
研
究
に
向
か
わ
せ
た
と
診
断
し
て
い
る
。
一
九
二
九
年
六
月
一
日
に
「
形
式
論
理
学
と
超
越
論
的
論
理
学
」
の
校
正
を
終
え
た

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
著
『
存
在
と
時
間
」
と
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
」
を
注
意
深
く
読
み
始
め
て
い
る
。
ブ
ル

ジ
ナ
に
よ
れ
ば
、
六
月
二
四
日
に
行
わ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
大
学
就
任
講
演
「
形
而
上
学
と
は
何
か
」
に
よ
っ
て
、
自

分
の
哲
学
に
対
す
る
態
度
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
そ
れ
と
の
決
定
的
な
差
異
を
自
覚
し
た
こ
と
も
背
景
に
あ
っ
て
、
ズ
イ
デ
ガ
ー
の
研

究
」
の
必
要
性
を
実
感
し
た
。
ミ
ッ
シ
ュ
と
い
う
〈
触
媒
〉
を
え
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
現
象
学
の
真
正
性
を
め
ぐ
っ
て
、
「
デ

し、

る
０ 

一
》
ｌ

《
凶
）

を
重
要
視
し
て
い
う
③
の
で
す
」
（
強
調
フ
ッ
サ
ー
ル
）
。

Hosei University Repository



2８ 
カ
ル
ト
的
省
察
」
と
い
う
舞
台
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
を
試
み
よ
う
と
し
た
の
だ
。

た
だ
、
一
般
的
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
現
象
学
の
代
表
者
と
し
て
認
知
す
る
だ
け
で
な
く
、
現
象
学
そ
の
も
の
の
乗
り
越
え
を
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
中
に
見
い
だ
す
よ
う
な
状
況
が
フ
ッ
サ
ー
ル
を
取
り
巻
い
て
い
て
も
、
彼
自
身
は
孤
独
な
戦
い
を
強
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
も
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
強
力
な
援
軍
と
し
て
若
く
優
秀
な
フ
ィ
ン
ク
が
師
の
傍
ら
に
文
字
ど
お
り
寄
り
添
っ
て
い
た
か
ら

だ
。
「
私
は
Ｅ
・
フ
ィ
ン
ク
博
士
を
理
想
的
な
助
手
に
仕
立
て
上
げ
ま
し
た
。
毎
日
の
散
歩
の
間
に
彼
と
す
べ
て
の
仕
事
、
す
べ
て
の
試

（
閲
）

み
、
計
画
を
念
入
り
に
討
議
し
て
い
ま
す
」
（
一
九
一
一
一
○
年
三
月
一
九
日
付
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
宛
書
節
）
。
し
か
も
、
一
九
三
三
年
六
月
に
は
、

フ
ィ
ン
ク
の
論
文
「
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
哲
学
と
現
在
の
批
判
」
に
対
す
る
「
ま
え
が
き
」
の
中
で
、
フ
ッ
サ
ー

ル
は
「
私
は
、
私
が
完
全
に
自
分
の
も
の
で
は
な
く
、
私
が
明
ら
か
に
私
自
身
の
確
信
と
し
て
は
承
認
で
き
な
い
よ
う
な
い
か
な
る
文

（
脂
）

章
も
、
こ
の
論
文
の
中
に
は
な
い
と
喜
ん
で
一
一
一
一
口
う
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
す
ら
語
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
事
態
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
望
ん
で
い
た
よ
う
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ィ
ン
ク
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
考
え
て
て

い
た
以
上
に
強
力
な
〈
援
瀬
〉
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
圧
倒
的
な
影
響
下
に
あ
っ
た
〈
強
敵
〉
で
も
あ
っ
た

か
ら
だ
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
フ
ィ
ン
ク
が
援
軍
で
あ
る
と
同
時
に
強
敵
で
も
あ
っ
た
一
一
と
は
、
あ
る
意
味
で
皮
肉
な
こ

と
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
蛾
大
の
賛
辞
を
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
贈
ら
れ
た
フ
ィ
ン
ク
の
論
文
は
、
そ
の
末
尾
に
お
い
て
、
「
プ
リ
タ
ニ
カ
」

鱸
稿
に
お
い
て
ハ
ィ
ー
ァ
ガ
ー
が
か
つ
て
突
き
つ
け
た
決
定
的
な
塁
と
伺
繊
の
魁
ｌ
「
超
越
論
的
周
我
と
人
間
的
自
我
の
同
一
性

（
Ⅳ
）
 

は
い
か
に
し
て
規
定
さ
れ
う
る
か
」
と
い
う
塁
ｌ
墓
川
し
て
い
る
の
だ
か
ら
．

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
フ
ィ
ン
ク
の
論
文
の
中
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
い
を
見
い
だ
し
た
と
き
、
彼
が
疑
問
を
も
た
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
フ
ィ
ン
ク
の
論
文
に
対
し
て
、
「
私
自
身
の
確
信
と
し
て
は
承
認
で
き
な

い
よ
う
な
い
か
な
る
文
章
も
な
い
」
と
断
言
で
き
た
の
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
分
と
フ
ィ
ン
ク
の
根
本
的
な
差
異
を
初
め
か
ら
見
抜

い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
差
異
を
岐
初
か
ら
認
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
フ
ィ
ン
ク
を
自
分
の
も
と
に
置
い
て

お
い
た
と
い
う
の
は
、
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
ハ
ィ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
の
た
め
の
〈
仮
想
敵
〉
と
し
て
フ
ィ
ン
ク
を
考
え
て
い
た
と
い

う
の
は
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
〈
超
越
論
的
自
我
と
人
間
的
自
我
と
の
同
一
性
の
問
題
〉
こ
そ
、
ド
イ
ツ
語
版
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
の
出
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2９ 

こ
の
よ
う
に
三
○
年
代
の
時
代
状
況
を
再
構
成
し
て
み
る
な
ら
ば
、
当
時
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
あ
た
か
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
せ
き
立
て

ら
れ
る
か
の
よ
う
に
、
「
超
越
論
的
現
象
学
」
の
深
化
と
新
た
な
可
能
性
を
模
索
し
て
い
く
。
そ
の
際
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ど
う
し
て
も

避
け
て
は
通
れ
な
か
っ
た
問
題
、
つ
ま
り
〈
超
越
論
的
自
我
と
人
間
的
自
我
と
の
同
一
性
の
問
題
〉
は
、
彼
の
哲
学
的
営
為
・
現
象
学

的
営
為
に
決
定
的
に
作
用
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー

き
る
。

た
だ
両
構
想
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
当
時
の
哲
学
界
を
席
巻
し
て
い
た
「
存

（
四
）

（
”
）
 

在
諭
、
王
義
（
○
口
〔
・
ｌ
Ｃ
臼
②
日
亘
⑪
）
」
や
「
「
実
存
」
の
哲
学
な
る
も
の
へ
の
流
行
的
な
方
向
転
換
、
「
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
」
の
放
棄
」
と

い
う
哲
学
的
状
況
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
意
志
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
両
構
想
の
関
係
を
概
略
的
に
説
明
す
る
な

ら
ば
、
一
方
の
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
墹
補
改
訂
は
、
噛
接
的
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
」
と
の
対
決
に
お
い
て
榊
想
さ
れ
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
主
著
と
な
る
べ
き
著
作
構
想
で
あ
り
、
他
方
の
「
現
象
学
的
哲
学
体
系
」
構
想
は
、
こ
れ
ま
で
の

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
総
決
算
で
あ
り
、
後
の
「
危
機
」
書
を
も
包
括
す
る
体
系
的
構
想
で
あ
る
と
、
と
り
あ
え
ず
い
う
こ
と
が
で

版
を
遅
ら
せ
、
さ
ら
に
そ
の
改
訂
増
補
版
が
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
本
当
の
理
由
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
が
、
一
九
二
九
年
一
二
月
の
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
宛
の
書
簡
の
中
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
分
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場
を
峻
別
し
、
「
私

は
、
彼
の
著
作
を
私
の
現
象
学
の
枠
内
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
ど
と
ま
で
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
背
景
で
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
フ
ィ
ン
ク
の
関
係
は
、
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
の
増
補
・
改
訂
ば
か
り
で
な
く
、
三
○
年
代
半
ば
か

ら
フ
ッ
サ
ー
ル
が
死
ぬ
ま
で
の
間
、
特
に
「
危
機
」
書
の
完
成
に
際
し
て
も
全
面
的
に
フ
ィ
ン
ク
の
援
助
を
受
け
る
ほ
ど
ま
で
密
接
に

な
っ
て
い
く
。
こ
の
時
期
に
は
も
は
や
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
フ
ィ
ン
ク
と
の
二
人
三
脚
な
し
に
は
自
ら
の
哲
学
的
思
索
も
あ
り
え
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ン
ク
の
「
第
六
省
察
』
の
編
集
者
サ
ム
エ
ル
・
イ
ー
ス
リ
ン
ク
は
、
一
九

二
九
年
か
ら
一
九
三
二
年
の
間
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
の
改
訂
・
完
成
と
「
現
象
学
的
哲
学
の
体
系
（
、
温
〔
の
曰
ｑ
の
『

ｇ
凶
ロ
Ｃ
曰
の
ロ
。
］
○
ぬ
厨
目
の
ロ
で
己
ｏ
ｍ
ｏ
ｐ
宜
の
）
」
構
想
に
お
い
て
自
ら
の
哲
学
を
包
括
的
に
叙
述
す
る
こ
と
と
の
間
で
動
揺
し
て
い
た
と
見

（
肥
）

て
い
る
。
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3０ 

メ
ス
キ
ル
ヒ
に
在
住
し
て
い
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
譜
簡
の
中
で
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
の
日
々
を
フ
ッ
サ
ー
ル
に
感
謝
し
「
息
子
の
よ
う
な

気
持
ち
」
で
歓
待
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
後
、
同
封
さ
れ
た
紙
片
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
し
て
根
本
的
な
問
題
を
提
起
す
る
。
そ
こ
で

は
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
が
自
ら
の
「
存
在
と
時
間
」
で
試
み
よ
う
と
し
た
基
礎
存
在
論
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
榊
想
と
の
間

に
、
ど
の
よ
う
な
凱
鰭
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
て
興
味
深
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
紙
片
の
最
初
か
ら
核
心
的
な
こ
と
を
言
っ

一
九
三
○
年
代
に
フ
ィ
ン
ク
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
く
超
越
論
的
自
我
と
人
間
的
自
我
の
同
一
性
の
問
題
〉
は
、
そ
も
そ
も
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
し
て
根
本
的
な
疑
問
と
し
て
突
き
つ
け
た
く
超
越
論
的
自
我
の
存
在
〉
の
問
題
に
起
因
し
て
い
る
。
ま
ず
最

初
に
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
が
一
九
二
七
年
一
○
月
二
二
日
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
宛
て
て
書
い
た
書
簡
か
ら
、
彼
自
身
の
証
言
を
聞
い
て
み
よ
う
。

当
時
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
と
の
共
同
執
筆
と
い
う
か
た
ち
で
「
ブ
リ
タ
ー
ー
カ
」
論
文
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
問
題
の
書
簡

は
、
当
時
、
両
者
の
間
で
為
さ
れ
た
様
々
な
討
議
の
一
つ
の
証
一
一
一
一
ｍ
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
ブ
リ
タ
ニ
カ
」
草
稿
の
共
同
執
筆
が
、
フ
ッ
サ
ー

ル
と
ハ
ィ
デ
ガ
ー
と
の
仲
違
い
の
直
接
的
な
原
因
と
な
り
、
以
後
決
定
的
な
絶
交
状
態
を
も
た
ら
し
た
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の

事
実
に
属
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
書
簡
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
直
接
的
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
向
か
っ
て
疑

溌
を
呈
し
た
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
書
簡
を
重
視
す
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
を

含
む
三
○
年
代
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
を
決
意
し
た
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
あ
る
意
味
で
、

三
○
年
代
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
榊
築
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
方
向
性
を
暗
に
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

て
い
る
。

で
あ
る
。

ル
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
ど
こ
に
自
分
の
現
象
学
と
全
く
異
質
な
思
考
を
見
い
だ
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

Ⅳ
超
越
論
的
自
我
の
「
存
在
」
と
い
う
問
題

Hosei University Repository



3１ 

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
根
本
的
な
問
題
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
世
界
」
と
名
づ
け
る
も
の
を
織
成
し
て
い
る
「
超
越
論
的
な
も
の
」

が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
「
超
越
論
的
な
も
の
」
と
い
う
「
存
在
者
」
の
「
存
在
様
式
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
ハ
ィ
デ
ガ
ー
が
突
き
つ
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
自
身
が
「
超
越
論
的
な
も
の
」
の
「
存
在
」
を

横
極
的
に
問
題
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
一
に
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
う
に
「
超
越
論
的
榊
成
」
そ
の
も
の
を
重
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
あ
く
ま
で
「
超

越
論
的
現
象
学
」
と
い
う
枠
組
み
に
固
執
す
る
限
り
で
の
み
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ま
た
「
存
在
と
時
間
」
の
問
題
意
識
を
超
越
論
的
現
象

学
の
枠
組
み
に
投
影
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
超
越
論
的
構
成
に
よ
っ
て
「
世
界
」
が
構
成

さ
れ
る
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
世
界
」
概
念
そ
の
も
の
も
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問

（
別
〉

い
を
別
な
か
た
ち
で
引
き
受
け
た
フ
ィ
ン
ク
は
、
「
世
界
」
概
念
の
問
題
と
超
越
論
的
自
我
の
「
世
界
化
（
ぐ
の
豊
の
三
一
、
彦
目
媚
）
」
と
い
う

問
題
を
『
第
六
省
察
」
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
い
い
過
ぎ
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
超
越
論
的
現
象
学
に
お
け
る
「
超
越
論
的
構
成
」
と
い
う
問
題

は
、
彼
の
「
存
在
と
時
間
」
の
中
で
は
最
重
要
の
問
題
に
は
な
ら
な
い
し
、
超
越
論
的
構
成
を
遂
行
す
る
「
超
越
論
的
な
も
の
」
に
あ

ら
ゆ
る
起
源
を
見
出
す
必
要
は
な
い
。
そ
の
結
采
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
所
詮
「
超
越
論
的
織
成
と
は
、
事
実
的
自
己
の
実
存

「
次
の
点
に
関
し
て
は
、
一
致
が
成
立
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
あ
な
た
が
「
世
界
」
と
名
づ
け
て
い
る
も
の
の
意
味
で
の

存
在
者
は
そ
の
超
越
論
的
構
成
に
お
い
て
、
ま
さ
に
［
そ
れ
と
］
同
じ
存
在
様
式
（
、
①
ヨ
困
耳
）
の
存
在
者
へ
と
遡
行
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
は
解
明
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
っ
て
、
超
越
論
的
な
も
の
の
場
所
（
○
耳
号
の

Ｈ
『
目
の
Ｎ
の
己
の
二
日
一
目
）
を
形
成
し
て
い
る
も
の
が
、
そ
も
そ
も
存
在
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
．
ｌ
か
え
っ
て
こ
こ
に
問
題
が
雛
し
て
い
る
の
で
す
．
つ
ま
ｌ
そ
こ
に
お
い
て
「
世
界
」
が
幾
き
れ
る
よ

う
な
、
存
在
者
の
存
在
様
式
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
そ
れ
が
、
「
存
在
と
時
間
」
の
中
心
的
な

問
題
１
１
す
な
わ
ち
現
存
在
の
基
礎
存
在
論
な
の
で
す
」
（
強
調
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
貝
へ
ｓ
」
）
。
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3２ 

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
提
起
し
た
「
超
越
論
的
な
も
の
」
に
よ
る
「
世
界
」
の
「
超
越
論
的
構
成
」
と
い
う
問
題

は
、
自
ら
の
人
間
的
事
実
的
自
己
の
実
存
に
根
拠
を
お
く
限
り
に
お
い
て
し
か
意
味
を
持
た
な
い
。
も
し
も
超
越
論
的
自
我
が
い
わ
ゆ

る
人
間
的
自
我
と
異
な
る
存
在
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
存
在
と
い
う
存
在
様
式
と
は
全
く
別
の
存
在
様
式
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
異
な
る
存
在
様
式
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
存
在
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
存
在
へ
の
問
い
」

と
い
う
「
存
在
と
時
間
」
の
根
本
的
な
問
題
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
も
し
も
超
越
論
的
自
我
が
人
間
的
自
我
と
は

別
の
存
在
様
式
を
と
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
超
越
論
的
自
我
は
現
存
在
と
い
う
存
在
様
式
に
そ
の
根
拠
を
も
た
ず

に
は
「
存
在
」
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
「
存
在
へ
の
問
い
」
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
ブ
リ
タ
ニ
カ
」
草
稿
に
お
け
る
、
超
越
論
的
自
我
と
人
間
的
自
我
と
の
関
係
に
つ
い
て

次
の
よ
う
な
問
い
を
提
出
し
て
い
る
。

（
向
〆
騨
の
目
已
の
⑪
薗
召
円
可
の
。
ｍ
の
一
ヶ
の
【
）
の
中
心
的
可
能
性
の
一
つ
」
（
屋
へ
⑦
己
‐
ｓ
国
）
で
し
か
な
い
。
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
現

象
学
的
還
元
を
遂
行
し
た
結
果
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
超
越
論
的
な
も
の
Ｔ
超
越
論
的
自
我
）
」
の
隠
れ
た
機
能
と
し
て
の
「
超
越
論
的

榊
成
」
で
は
な
く
、
実
存
す
る
事
実
的
に
具
体
的
な
人
間
の
存
在
様
式
に
あ
る
。

「
人
間
的
現
存
在
の
存
在
様
式
と
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
そ
れ
と
は
全
面
的
（
８
且
）
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
示

す
こ
と
が
重
要
で
す
し
、
そ
の
存
在
様
式
は
、
そ
れ
が
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
と
し
て
、
ま
さ
に
、
超
越
論
的
榊
成
の
可
能
性

を
内
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
」
（
只
孟
己
）
。

「
純
粋
に
心
的
な
も
の
と
区
別
さ
れ
る
絶
対
的
な
エ
ゴ
（
：
８
頁
の
⑪
の
、
。
）
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？
こ
の

よ
う
墓
対
的
な
エ
ゴ
の
存
在
様
式
は
い
か
な
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
，
ｌ
ど
の
よ
う
な
意
味
で
そ
れ
は
そ
の
つ

ど
の
事
実
的
な
自
我
（
目
の
）
の
註
再
一
門
彦
の
閂
＆
）
と
同
一
な
の
で
し
ょ
う
か
？
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
同
一
で
は
な
い
の
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3３ 

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
超
越
論
的
自
我
は
自
然
的
自
我
Ｔ
人
間
的
自
我
）
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
同
一
の
自
我
で
も
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
自
我
と
は
、
「
単
な
る
態
度
変
更
に
よ
っ
て
」
超
越
論
的
自
己
経
験
が
心
理
学
的

自
己
経
験
へ
と
変
え
ら
れ
て
も
同
一
性
を
保
持
し
た
ま
ま
で
あ
り
う
る
自
我
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
明
示
的
に
語
ら
れ
て
い
な
い

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
事
実
的
な
自
我
と
超
越
論
的
な
自
我
は
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
事
実
的
・
人
間

的
な
自
我
に
対
す
る
超
越
論
的
自
我
の
特
権
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
超
越
諭
的
脚
我
を
「
超
越
論
的
構
成
」

の
隠
れ
た
主
体
と
し
て
措
定
す
る
意
味
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
超
越
論
的
自
我
と
事
実
的
・
人
間
的
な
同
我
と
の
同
一
性
・
差
異
性

を
問
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
根
本
的
な
問
い
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
決
別
し
た
後
に
「
ブ
リ
タ
ニ
カ
」
草
稿
の
最
終

縞
を
執
筆
し
、
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

「
そ
れ
ゆ
え
、
私
の
超
越
論
的
自
我
は
自
然
的
自
我
と
明
証
的
に
「
異
な
っ
て
」
は
い
る
が
、
し
か
し
第
二
の
自
我
で
も
な

け
れ
ば
、
自
然
的
自
我
か
ら
言
葉
の
普
通
の
意
味
で
切
り
離
さ
れ
た
自
我
で
も
な
く
、
と
言
っ
て
逆
に
ま
た
、
自
然
的
自
我

と
普
通
の
意
味
で
結
び
つ
い
た
り
そ
れ
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
自
我
で
も
な
い
。
ま
さ
し
く
こ
の
超
越
論
的
自
己
経
験
の

（
十
全
な
具
体
化
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
）
領
野
が
、
単
な
る
態
度
変
更
に
よ
っ
て
つ
ね
に
心
理
学
的
自
己
経
験
に
変
え
ら

れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
移
行
に
際
し
て
、
自
我
の
同
一
性
が
必
然
的
に
確
立
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
移
行
を
超
越
論
的

に
反
省
す
れ
ば
、
心
理
学
的
客
観
化
が
超
越
論
的
自
我
の
自
己
客
観
化
で
あ
る
こ
と
が
見
て
と
ら
れ
、
こ
う
し
て
超
越
論
的

自
我
こ
そ
、
自
然
的
態
度
の
各
瞬
間
に
お
の
れ
に
あ
る
統
覚
作
用
を
課
し
た
当
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
と
ど
け
ら
れ
る
」

（
只
茜
程
）
。

で
し
ょ
う
か
？
絶
対
的
な
エ
ゴ
が
定
立
さ
れ
て
い
る
も
の
（
ｏ
の
、
の
甘
什
の
い
）
で
あ
る
場
合
の
、
そ
の
定
立
の
性
格
は
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？
」
（
強
調
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
只
扇
ｓ
）
。
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3４ 
け
れ
ど
も
、
そ
の
逆
の
態
度
変
更
に
よ
っ
て
、
心
理
学
的
自
己
経
験
が
超
越
論
的
自
己
経
験
へ
と
変
え
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
自

我
の
同
一
性
は
保
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
心
理
学
的
自
己
経
験
を
超
越
論
的
自
己
経
験
へ
と
変
換
す
る
態
度
変
更
の
た
め
の
方

法
こ
そ
「
超
越
論
的
現
象
学
的
還
元
（
＆
の
〔
『
目
⑩
Ｎ
の
目
の
ゴ
国
－
１
℃
颪
ｐ
Ｃ
Ｂ
の
二
．
一
・
四
円
可
の
宛
の
。
ｐ
百
○
口
）
」
（
屋
へ
国
呂
）
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
心
理
学
的
客
観
化
と
は
超
越
論
的
自
我
の
自
己
客
観
化
な
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
を
数
行
し
て
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
を
行
い
、
「
現
象
学
的
還
元
」
に
よ
っ
て
根
本

的
に
態
度
変
更
し
な
い
限
り
、
「
自
然
的
態
度
」
の
ま
ま
で
あ
り
、
日
常
的
に
存
在
し
て
い
る
自
我
Ｔ
人
間
的
自
我
・
心
理
学
的
自
我
）

の
背
後
に
遡
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
せ
い
ぜ
い
心
理
学
的
な
意
味
で
の
自
己
反
省
を
行
い
、
心
理
学
的
自
我
の
体
験
を
対
象
化
し

て
把
握
す
る
に
過
ぎ
な
い
（
現
象
学
的
心
理
学
的
還
元
（
［
己
颪
ロ
◎
日
の
口
○
一
○
ｍ
一
門
ヴ
ー
ロ
の
胃
云
Ｃ
－
Ｃ
日
円
げ
の
用
の
Ｑ
巨
穴
蓮
。
ご
］
）
。
た
だ
し
こ
の
場

合
、
心
理
学
的
還
元
と
し
て
の
現
象
学
的
還
元
は
、
「
心
的
な
も
の
が
純
粋
な
固
有
本
質
性
と
純
粋
に
固
有
本
質
的
な
連
関
に
お
い
て
狸

得
す
る
の
に
役
立
つ
に
過
ぎ
な
い
」
（
戻
白
ｇ
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
心
的
な
も
の
」
と
は
い
ま
だ
世
界
内
部
的
に
現
前
し
て
い
る
も
の
と

い
う
存
在
意
味
（
の
①
旨
過
日
ぐ
。
ロ
ゴ
の
三
一
・
ず
く
○
円
目
目
の
ロ
の
曰
）
を
保
持
し
て
お
り
」
、
「
超
越
論
的
に
は
素
朴
（
［
『
目
、
い
の
己
自
国
一

目
耳
）
」
（
国
へ
患
ｃ
）
の
ま
ま
で
あ
る
。
当
然
、
そ
の
意
味
で
は
、
超
越
論
的
自
我
の
「
存
在
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

し
か
し
、
「
理
論
的
関
心
が
こ
の
側
然
的
態
度
を
放
棄
し
、
併
迦
的
な
視
線
を
向
け
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
愈
淑
生
荊
に
立
ち
向
か
う

や
い
な
や
’
二
の
意
鑿
活
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
搬
界
こ
そ
が
ま
ざ
し
く
「
藁
そ
の
も
の
」
お
れ
わ
れ
に
と
っ
て

諾
す
る
世
界
な
の
で
あ
る
ｌ
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
新
た
な
認
護
況
に
識
か
れ
る
こ
と
に
な
る
」
一
二
軍
〉
襄
請
エ
ポ
ヶ
ー

を
試
み
、
超
越
論
的
・
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
し
、
超
越
論
的
自
我
に
遡
っ
て
初
め
て
、
「
心
的
な
も
の
」
と
し
て
の
心
理
学
的
な
人
間

的
自
我
が
、
よ
り
広
範
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然
的
態
度
そ
れ
自
体
が
、
超
越
論
的
自
我
に
よ
っ
て
「
織
成
さ
れ
た
も
の
」
で
あ

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
潜
在
的
に
機
能
し
て
い
る
超
越
論
的
自
我
が
自
ら
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
理
学
的
客

観
化
と
し
て
の
心
理
学
的
自
我
を
構
成
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
「
超
越
論
的
ｌ
現
象
学
的
還
元
」
と
い
う

方
法
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
た
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
超
越
論
的
自
我
と
人
間
的
自
我
（
心
理
学
的
自
我
）
の
同
一
性
・
差
異
性
と
い
う
問
題
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3５ 
は
、
「
超
越
論
的
ｌ
現
象
学
的
逮
元
」
と
い
う
方
法
を
理
解
す
る
か
否
か
と
い
う
根
本
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー

の
提
起
し
た
問
い
は
、
心
理
学
的
還
元
の
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
見
た
と
き
、

「
現
象
学
的
ｌ
心
理
学
的
還
元
」
を
「
超
越
論
的
ｌ
現
象
学
的
還
元
」
と
誤
解
し
、
両
者
を
混
同
す
る
と
き
、
超
越
論
的
現
象
学
を
「
現

象
学
的
心
理
学
」
の
枠
内
で
捉
え
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
「
超
越
論
哲
学
」
と
し
て
は
理
解
し
な
い
と
い
う
錯
誤
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。

「
超
越
論
的
ｌ
現
象
学
的
還
元
」
と
い
う
方
法
の
理
解
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
超
越
論
的
現
象
学
そ
の
も
の
理
解
を
意
味
す
る
。
「
プ

リ
タ
ニ
カ
」
草
稿
執
筆
当
時
の
一
九
二
七
年
一
二
月
二
六
日
付
け
の
書
簡
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
に
「
新
し
い
ブ
リ
タ
ニ

カ
百
科
事
典
論
文
に
も
た
い
へ
ん
苦
労
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
主
に
、
私
の
原
理
的
な
歩
み
を
も
う
一
度
根
本
的
に
考
え
抜
き
、
そ
し
て

ハ
イ
デ
ガ
「
は
ｌ
今
や
私
は
こ
う
慌
し
さ
ろ
を
え
薮
い
の
で
す
が
ｌ
こ
の
歩
み
を
し
た
が
っ
て
奥
象
学
的
遮
尤
の
方
法
の
愈
雌

（
型
）

全
体
を
把
握
し
て
い
な
い
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
た
か
ら
な
の
で
す
」
と
書
い
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
超
越
論
的
ｌ
現
象
学
的
還
元
と
い
う
方
法
を
も
た
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
心
理
学
は
、
た
と
え
そ
れ
が
「
現
象
学
的
心
理

学
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
「
超
越
論
的
に
は
素
朴
」
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論
的
自
我
の
存
在
の
問
題
で
あ
れ
、
そ
れ

に
鵬
づ
く
世
界
の
超
越
論
的
椛
成
の
問
題
で
あ
れ
、
「
超
越
論
的
問
題
」
を
検
討
す
る
場
合
、
「
川
然
的
態
度
に
お
け
る
学
」
と
し
て
の

心
理
学
は
そ
れ
ら
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
図
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
〈
超
越
論
的
自
我
と
心
理
学
的
自
我
（
人
間
的
自
我
）
の
同
一
性
・
差

異
性
の
問
い
〉
は
、
そ
れ
が
超
越
論
的
自
我
に
か
か
わ
る
限
り
、
超
越
論
的
な
問
題
設
定
の
地
盤
で
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
超
越
論
的
問
い
へ
の
回
答
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
、
経
験
的
心
理
学
で
あ
れ
形
相
的
ｌ
現
象
学
的
心
理
学
で
あ
れ
と
に
か
く
心

理
学
に
も
と
め
る
の
は
、
超
越
論
的
な
循
環
（
［
『
目
日
の
目
の
ご
国
一
の
『
凶
『
【
の
一
）
に
陥
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論

的
剛
い
か
け
が
拠
り
ど
こ
ろ
に
す
る
主
溌
や
意
織
は
ｌ
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
逆
誘
な
二
義
性
に
蔵
而
す
る
こ
と
に
な

る
の
だ
が
ｌ
け
っ
し
て
心
撃
に
よ
っ
て
擬
わ
れ
る
主
濯
や
意
繍
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
」
皀
菫
．
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3６ 

「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
エ
ゴ
（
超
越
論
的
自
我
）
の
存
在
を
語
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
に

先
行
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
〈
超
越
論
的
自
我
の
存
在
〉
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
超
越

し
か
し
、
あ
く
ま
で
現
存
在
と
い
う
存
在
様
式
に
定
位
し
た
事
実
的
な
人
間
的
自
我
に
根
拠
を
お
こ
う
と
す
る
ハ
ィ
デ
ガ
ー
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
か
ら
見
た
と
き
、
い
ま
だ
超
越
論
的
ｌ
現
象
学
的
還
元
を
通
過
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
根
本
的
に
錯
誤
し
て
い
る
よ
う
に
し

か
見
え
な
い
。
「
超
越
論
的
ｌ
現
象
学
的
還
元
の
意
味
と
能
作
を
誤
解
し
て
い
る
人
は
、
依
然
と
し
て
超
越
論
的
心
理
学
主
義
の
中
に

立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
態
度
変
更
の
本
質
可
能
性
か
ら
生
ず
る
、
志
向
的
心
理
学
と
超
越
論
的
現
象
学
と
い
う
平
行
関
係
に
あ

る
も
の
を
混
同
し
、
自
然
的
地
盤
に
立
ち
止
ま
っ
た
ま
ま
の
超
越
論
哲
学
と
い
う
不
条
理
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
こ
］
こ
）
。
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
問
い
に
対
す
る
解
答
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
か
わ
っ
て
用
意
す
る
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
超
越
論
的
現
象
学
」
そ
の
も

の
を
理
解
し
て
い
な
い
が
故
に
、
超
越
論
的
心
理
学
主
義
の
立
場
に
た
つ
こ
と
で
、
疑
似
問
題
を
提
出
す
る
と
い
う
不
条
理
に
陥
っ
て

い
る
。
そ
れ
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
「
超
越
論
的
心
理
学
主
義
」
に
陥
ら
ず
に
超
越
論
的
現
象
学
の
枠
内
で
、

〈
超
越
論
的
自
我
と
人
間
的
自
我
の
同
一
性
・
差
異
性
の
問
い
〉
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
解
答
が
得
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー

ル
は
「
デ
カ
ル
ト
的
省
察
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
私
（
デ
カ
ル
ト
的
省
察
を
行
う
者
）
は
、
超
越
論
的
エ
ゴ
で
も
っ
て
、
哲
学
的
に
何
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

確
か
に
、
超
越
論
的
エ
ゴ
の
存
在
は
、
私
に
と
っ
て
認
識
的
に
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
存
在
に
先
行
し
て
い
る
（
ぐ
Ｃ
島
の
愚
の
旨
ご
）
。

あ
る
意
味
で
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
認
識
が
行
わ
れ
る
根
拠
で
あ
り
基
盤
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
先
行
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
（
ぐ
・
『
冨
伺
島
①
。
）
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
超
越
論
的
エ
ゴ
が
通
常
の
意
味
で
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
認
識
に
と
っ
て

の
認
識
根
拠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
学
問
を
、
そ

し
て
客
観
的
な
世
界
の
存
在
で
す
ら
、
超
越
論
的
主
観
性
の
中
に
最
も
深
く
基
礎
づ
け
よ
う
と
試
み
る
偉
大
な
デ
カ
ル
ト
的

思
想
を
、
あ
た
か
も
放
棄
す
る
か
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
（
亘
急
）
。
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3７ 

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
自
然
的
態
度
を
と
る
人
間
的
自
我
と
超
越
論
的
自
我
は
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
は

現
象
学
的
還
元
を
遂
行
す
る
主
体
と
し
て
の
「
私
Ⅱ
フ
ッ
サ
ー
ル
」
も
ま
た
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ

ダ
は
「
私
の
超
越
論
的
私
［
自
我
（
］
の
）
］
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
明
言
に
よ
れ
ば
、
私
の
自
然
的
・
人
間
的
私
［
自
我
（
］
の
）
］
と
は
根

本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
は
後
者
か
ら
い
か
な
る
点
に
お
い
て
も
区
別
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
区
別
と

い
う
言
葉
の
自
然
な
意
味
に
お
い
て
規
定
さ
れ
得
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
も
、
（
超
越
論
的
）
湛
［
自
我
（
］
の
）
］
は
何
か

（
型
）

別
の
私
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
世
界
を
構
成
す
る
自
我
と
世
界
の
中
に
内
属
す
る
、
い
わ
ば
「
構

成
さ
れ
る
」
人
間
的
自
我
が
共
に
「
私
」
と
い
う
同
一
の
主
体
に
帰
属
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
間
の
差
異
は
ど
こ
に
存
す
る
こ
と
に
な

る
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
提
起
し
た
問
い
、
「
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
絶
対
的
エ
ゴ
は
そ
の
つ
ど
の
事
実
的
な
自
我
と
同
一
な
の
で
し
ょ

う
か
？
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
同
一
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
あ
る
意
味
で
全
く
答

え
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
両
者
を
全
く
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

論
的
自
我
と
人
間
的
口
我
と
の
同
一
性
と
差
異
性
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
期
待
し
て
い
る
よ
う
な
解
韓
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
デ
カ

ル
ト
的
省
察
」
で
は
与
え
て
い
な
い
。
彼
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
明
ら
か
に
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
的
態
度
を
と
る
自
我
と
し
て
の
私
は
ま
た
、
常
に
超
越

論
的
自
我
で
も
あ
る
が
、
私
は
現
象
学
的
還
元
の
遂
行
を
通
じ
て
は
じ
め
て
そ
の
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
新

し
い
態
度
を
通
じ
て
私
が
最
初
に
理
解
す
る
の
は
、
世
界
全
体
、
し
た
が
っ
て
一
般
的
に
す
べ
て
の
自
然
的
な
存
在
者
は
、

そ
の
つ
ど
の
意
味
を
持
っ
て
私
に
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
変
化
し
、
そ
の
変
化
の
中
で
も
互
い
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
私
の
コ
ギ
タ
チ
オ
［
意
識
作
用
］
の
コ
ギ
タ
ー
ト
ゥ
ム
［
意
識
さ
れ
た
も
の
Ⅱ
対
象
］
と
し
て
、
私
に
対
し
て
た
だ

存
在
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
た
だ
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
み
、
私
は
存
在
者
の
妥
当
性
を
認
め
る
に
過
ぎ

な
い
」
（
閂
へ
乱
）
。

Hosei University Repository



3８ 
の
よ
う
に
、
超
越
論
的
主
観
性
や
絶
対
的
エ
ゴ
を
認
め
ず
、
事
実
的
な
自
己
の
実
存
と
し
て
の
現
存
在
に
超
越
論
的
構
成
の
根
拠
を
求

め
る
こ
と
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
い
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
超
越
論
的
現
象
学
の
次
元
で
解
答
す

る
な
ら
ば
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ビ
ー
メ
ル
も
い
う
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
「
自
我
は
い
つ
も
事
実
的
（
心
理
学
的
）
で
あ
る
と

（
湖
）

同
時
に
超
越
論
的
な
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
両
者
は
現
象
学
的
還
元
に
基
づ
く
「
態
度
変
更
」
に
よ
っ
て
相
互
変
換
可
能
な
関
係
に
あ
る
。

し
か
も
、
超
越
論
的
自
我
は
「
現
象
学
を
営
む
自
我
」
で
あ
り
、
常
に
人
間
的
自
我
が
自
然
的
態
度
を
と
り
続
け
る
限
り
、
そ
れ
を
成

り
立
た
し
め
、
「
統
覚
作
用
」
を
司
る
隠
れ
た
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
よ
う
に
、
超
越
論
的
自
我
と
人
間
的
（
事
実
的
・
心
理
学
的
）
自
我
と
を
「
単
な
る
態
度
変
更
に
よ
っ

て
」
結
び
つ
け
、
現
象
学
的
還
元
を
理
解
し
て
い
な
い
と
し
て
、
一
方
的
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
錯
誤
と
不
条
理
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
〈
超

越
論
的
自
我
の
存
在
に
つ
い
て
の
問
い
〉
に
対
す
る
十
分
な
解
決
が
な
さ
れ
た
と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
な
い
。
し
か
も
フ
ッ
サ
ー
ル
目

…
ま
だ
「
プ
リ
タ
ニ
ヵ
」
論
文
以
後
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
闘
い
か
ら
帰
結
し
て
し
ま
っ
た
新
し
い
問
題
ｌ
「
逆
諾
な
二
瀧
」
と

し
て
の
「
超
越
論
的
Ｈ
我
と
人
間
的
、
我
と
の
同
一
性
の
魁
」
ｌ
を
欝
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
．
さ
ら
に
、
付
け

加
え
て
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
現
象
学
を
営
む
」
隠
れ
た
主
体
と
し
て
の
自
我
と
い
う
超
越
論
的
自
我
の
役
割
が
フ
ッ

サ
ー
ル
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
た
と
き
、
「
現
象
学
を
街
む
観
祝
者
」
と
い
う
「
超
越
論
的
方
法
論
」
の
主
要
テ
ー
マ
が
顕
在
化
し
て
く
る

と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
フ
ィ
ン
ク
と
の
共
同
作
業
と
し
て
の
「
第
六
省
察
」
の
中
心
問
題
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
現
象
学
を
憐
む
観
視
者
」
と
し
て
の
自
我
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
超
越
論
的

自
我
や
人
間
的
自
我
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
別
の

機
会
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
未
完
）

＊
「
フ
ッ
サ
ー
ル
著
作
災
（
国
巨
協
の
１
国
目
）
」
か
ら
の
引
川
箇
所
の
指
示
は
、
文
中
括
弧
内
に
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
表
記
し
、
斜
線
の
後
に
、

頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
記
し
た
。

Hosei University Repository



3９ 

（
６
）
「
現
象
学
す
る
（
宅
甚
ロ
・
ョ
ｇ
ｏ
一
○
四
⑫
一
の
『
の
ロ
Ⅱ
現
象
学
を
営
む
）
こ
と
」
と
い
う
問
題
が
、
フ
ィ
ン
ク
と
の
共
同
作
業
で
あ
る
「
第
六
デ
カ

ル
ト
的
省
察
」
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

（
７
）
こ
こ
で
、
行
論
上
、
〈
哲
学
す
る
態
度
〉
と
〈
理
論
と
し
て
の
超
越
論
的
現
象
学
〉
と
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
打
学
活
動
を
分
類
し
た
が
、
両
者

が
彼
の
．
人
）
生
」
と
「
著
作
」
と
に
明
硴
に
分
け
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
少
な
く
と
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
Ⅱ

フ
ィ
ン
ク
の
「
第
六
省
察
」
に
お
い
て
は
、
現
象
学
の
自
己
関
係
性
が
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
確
認
さ
れ
よ
う
。
后
一
・

向
．
『
ヨ
六
・
日
．
ｎ
ｍ
『
（
①
⑪
蜀
己
叩
呂
の
旨
の
ｓ
一
目
○
コ
．
『
の
一
一
］
》
□
一
の
丘
の
①
の
ヨ
の
『
〔
『
目
の
Ｎ
の
ａ
自
己
｝
の
ロ
旨
の
ｓ
ｏ
』
⑦
ゴ
ー
の
可
『
の
》
ず
『
⑪
ね
．
｝
｛
厚
の
一
一
旨
い

］
・
西
。
一
一
『
○
・
ぐ
目
尻
の
『
、
二
．
ご
Ｄ
Ｐ
【
］
二
三
の
Ｈ
シ
、
且
の
ョ
】
ｎ
℃
ロ
ウ
ー
〕
骨
の
『
》
］
・
霊
》
宙
．
（
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ィ
ン
ク

「
超
越
論
的
方
法
論
の
理
念
ｌ
第
六
デ
カ
ル
ト
的
省
察
ｌ
」
、
新
田
義
弘
・
千
田
義
光
訳
、
岩
波
書
店
、
’
九
九
五
年
、
第
三
節
「
現
象
学
の

「
自
己
関
係
性
上
）

（
５
）
引
用
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
」
館
七
三
節
「
〈
結
語
〉
人
頬
の
、
己
省
察
と
し
て
の
、
理
性
の
ｎ
ｕ
表
現
と

し
て
の
哲
学
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
節
そ
の
も
の
は
「
危
機
」
轡
が
収
録
さ
れ
て
い
る
「
フ
ッ
サ
ー
ル
著
作
集
」
第
六
巻
の
編
者

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ビ
ー
メ
ル
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
遺
稿
の
中
か
ら
彼
の
選
択
に
よ
っ
て
末
尾
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
危
機
」
緋
の
結
語
と
し
て
地
術
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
英
語
版
「
危
機
」

轡
の
綱
集
・
翻
訳
者
で
あ
る
デ
ビ
ッ
ト
・
カ
ー
は
ビ
ー
メ
ル
の
綱
集
を
盗
意
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
お
り
、
英
語
版
「
危
機
」
評
に
お

い
て
は
第
七
三
節
を
「
研
究
ノ
ー
ト
」
と
し
て
扱
い
、
補
論
と
し
て
巻
末
に
付
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
危
機
」
書
の
成
立
を
検
討
す
る
こ

と
が
本
意
で
は
な
い
の
で
、
あ
え
て
こ
の
問
題
に
拘
泥
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
く
い
一
・
口
ｇ
『
『
『
日
田
ロ
⑪
一
口
８
『
》
⑪
｛
貝
『
Ｃ
目
、
【
一
・
｝
］
》
己
・
×
×
》
】
員

同
□
『
ロ
ニ
ニ
ロ
国
巨
、
⑫
の
『
］
ご
曰
汀
の
Ｃ
ユ
の
一
の
。
［
ロ
ロ
『
○
℃
の
四
二
ｍ
ｇ
の
。
、
の
⑰
、
ご
□
弓
『
四
コ
⑩
、
⑦
ご
Ｑ
の
ロ
白
一
勺
ケ
の
ご
◎
。
］
。
。
。
］
Ｃ
囚
⑪
シ
】
〕
目
『
］
一
『
Ｃ
Ｑ
口
、
（
一
○
コ
３

勺
ず
の
ロ
○
口
〕
の
ｐ
ｏ
ｌ
。
宛
－
，
ｍ
一
℃
画
一
Ｃ
的
○
℃
づ
『
》
弓
山
口
⑪
］
胃
の
□
）
勇
「
一
芸
四
二
百
一
Ｒ
Ｃ
Ｑ
ロ
。
【
一
○
二
》
ワ
豈
己
・
○
閂
［
》
Ｚ
。
『
〔
ヨ
ニ
の
の
（
の
ヨ
ロ
ロ
ー
ぐ
の
『
⑰
】
ご
尼
［
の
⑰
の
》

（
４
）
回
・
目
‐
冒
巨
⑫
い
の
『
一
一
国
ユ
の
｛
四
コ

」
巴
．
（
強
調
フ
ッ
サ
ー
ル
）

（
３
）
フ
ィ
ン
ク
の
「
第
六
省
察
」
の
成
立
事
怖
に
つ
い
て
は
、
そ
の
邦
訳
者
の
一
人
で
あ
る
千
田
義
光
が
「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
適
切
に
述
べ

て
い
る
．
新
山
義
弘
牛
皿
義
光
談
「
超
越
論
的
方
法
論
の
璽
念
ｌ
蕊
六
デ
カ
ル
ト
的
省
察
一
．
岩
波
瞥
店
一
九
九
五
雫
二
三
五
－
二

〈
注
〉

（
１
）
｝
 

（
２
）
一

向
く
四
．
禺
○
員
揖
①
『
つ
・

「
現
象
学
す
る

て
い
る
。
新
Ⅱ

四
六
頁
参
照
。

【
・
の

閂ワー・・ 、
ｎ
ケ
Ｅ
ゴ
四
二
．
一
国
■
⑰
⑰
の
『
］
‐
ｏ
可
『
○
三
行
Ｃ
①
ロ
【
，
ロ
ロ
。
Ｐ
の
ケ
の
。
⑪
葛
の
随
厨
□
日
巨
二
二
｝
「
旨
⑰
⑰
の
『
一
⑫
マ
ロ
の
ご
頭
四
ｍ
い
］
ヨ
ヨ
マ
、
．
←
雷
。

宛
Ｃ
曰
四
ご
旨
、
囚
ａ
ｍ
Ｐ
｝
｛
「
叩
、
．
ご
ｏ
口
両
・
巨
砲
ｍ
ａ
ｇ
（
勺
困
少
両
ｚ
○
三
両
ｚ
○
Ｆ
○
○
門
シ
暁
）
》
□
の
ロ
四
四
口
い
ろ
＄
『
の
．
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グー、’￣、グー、￣、￣～〆宍へ

２４２３２２２１２０１９ 
，－〆、．－、－〆、－－、＝〆、_〆

（
Ⅳ
）
向
・
句
冒
丙
》
ご
計
←
》
の
。
］
田
・

（
旧
）
回
国
ご
【
》
ぐ
員
．
○
胃
（
⑦
の
一
部

（
８
）
ロ
・
■
こ
の
の
①
『
一
．
厚
嵐
自
罰
・
白
目
冒
恩
ａ
８
》
８
．
国
民
の
・
臣
・

（
０
些
閂
ご
〕
。
。

（
Ⅲ
）
弓
己
・
一
ｍ
ｍ
・
］
＆
‐
忌
尊
・

（
、
）
ご
己
・
・
の
」
＄
，
」
量
・

（
、
）
写
一
・
Ｊ
の
・
詔

（
皿
）
く
い
一
・
両
・
田
巨
如
の
①
ユ
》
ロ
ユ
の
フ
ミ
の
ロ
ゴ
の
①
一
亘
国
Ｑ
・
ぐ
戸
国
ロ
⑪
叩
の
］
旨
ｐ
ｍ
ｏ
○
六
口
目
の
具
の
［
旨
へ
『
（
□
。
【
号
の
。
宮
］
【
一
目
『
の
Ｈ
》
皀
置
）
》
の
①
．
ヨ
ー
‐
国
忌
・

（
皿
）
幻
・
国
日
脚
ご
ロ
》
目
『
目
⑫
一
日
。
『
面
自
具
『
Ｃ
Ｑ
戸
Ｑ
ｏ
Ｐ
ｇ
・
×
，
Ｘ
一
》
冒
向
ご
ｍ
の
ロ
ヨ
ヨ
ォ
．
、
買
岳
ｎ
画
『
（
の
⑪
一
目
三
の
昌
日
庁
『
Ｃ
ロ
》
ｓ
の
国
８
。
｛
回
【
『
目
，

⑰
、
の
二
○
の
二
目
一
［
ず
の
。
『
竜
。
｛
ヨ
の
夢
Ｃ
Ｑ
）
（
『
陣
ロ
⑪
一
員
の
」
勇
『
一
号
■
ｐ
ご
【
】
。
□
ご
ｎ
片
一
○
二
ヶ
『
宛
○
口
■
］
□
因
『
ロ
椥
冒
、
包
冒
旦
置
ご
回
ロ
ヨ
ぐ
の
『
の
一
斤
冒
勺
『
の
⑪
の
》
』
や
①
、
．

（
巧
）
向
・
国
巨
⑩
⑪
の
『
一
一
国
ユ
の
【
四
口
内
○
ヨ
四
二
百
碩
回
ａ
の
ロ
】
の
．
＆
・

（
焔
）
向
・
句
ヨ
戸
の
白
昌
の
口
目
『
勺
颪
。
。
ｐ
］
の
ど
○
一
Ｃ
四
の
］
ｃ
ご
’
］
や
竃
（
勺
函
鈩
向
ｚ
○
二
両
三
○
Ｐ
Ｃ
の
后
跨
』
］
）
》
□
の
。
国
目
四
巴
③
９
ｍ
・
ぐ
閂
皀
・
フ
ィ
ン
ク

の
論
文
は
、
最
初
一
九
三
三
年
の
「
カ
ン
ト
研
究
」
第
一
一
一
八
巻
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
主
義
者
に
対
す
る
批
判
に
応
え
る
た
め
に
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
序
言
を
つ
け
て
描
戟
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

１
－
瓦
）

「
世
界
化
」
の
問
題
は
自
我
の
二
重
性
（
超
越
論
的
自
我
と
心
理
学
的
・
人
間
的
自
我
）
を
考
え
る
上
で
、
不
可
避
の
問
題
で
あ
る
。

回
国
Ｅ
⑪
の
①
『
－
ご
因
臥
の
〔
四
口
用
○
日
、
づ
ご
砿
回
ａ
の
ロ
・
》
の
．
畠
・

］
・
口
の
『
『
三
四
）
旧
囚
ぐ
Ｃ
賞
の
こ
の
つ
げ
、
ご
日
の
ロ
の
〕
句
『
の
、
⑪
⑦
の
ご
曰
く
の
『
の
］
（
臼
『
の
⑪
こ
の
句
『
■
ロ
８
）
、
煙
『
厨
》
巳
ｓ
）
ロ
・
巨
・

ご
「
・
囚
の
日
の
一
．
出
こ
い
⑰
⑦
『
一
ｍ
向
。
。
］
、
一
○
つ
四
の
ｓ
四
‐
因
ユ
［
四
コ
ご
一
口
山
，
少
吋
斤
涛
の
一
口
ロ
。
■
の
己
の
ぬ
い
の
『
⑫
シ
ロ
日
の
『
穴
巨
二
滴
の
ロ
ー
目
ニ
ミ
ー
⑰
⑪
の
ど
⑪
ロ
ゴ
呉
昌
、
９
⑱

冒
、
厨
の
⑪
の
一
一
⑩
ｎ
百
（
【
ｂ
日
日
⑫
白
目
］
爵
（
宮
武
昭
訳
「
「
ブ
リ
タ
ニ
ヵ
」
論
文
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
ィ
デ
ガ
ー
ｌ
」
、
「
現
代
思

想
勵
幟
蜥
刊
ｌ
総
特
典
ハ
ィ
デ
ガ
ー
」
割
・
三
』
国
所
以
青
土
社
一
九
七
九
蛎
二
一
七
頁
一
．
鐡
綱
洲
川
封

回
・
国
巨
⑪
の
⑦
二
・

■
す
】
。
。
》
⑫
。
②
Ｐ

回
国
ご
【
》
旨
・
○
、
『
（
⑦
の
一
目
一
⑪
Ｓ
の
言
の
＆
（
：
○
二
弓
の
】
ロ
・
ロ
の
丘
の
①
の
ご
ｍ
『
（
『
目
関
の
己
の
。
白
－
の
ご
言
の
Ｓ
Ｃ
Ｑ
８
－
の
彦
『
の
》
の
・
貝
，
（
前
掲
書
、

■
こ
の
の
①
『
一
．
厚
嵐
自
罰
・
白
目
冒
恩
ａ
８
》
８
．
国
民
の
・
臣
．

国
臥
凰
の
、
口
内
◎
曰
“
ご
旨
、
口
『
ｑ
ｍ
Ｐ
の
．
①
一
・
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