
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
博
士
（
一
八
八
六
’
一
九
六
五
）
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
や
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
ニ
ー
バ
ー
と
並
ん
で
近
代
の
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
神
学
の
組
織
大
成
に
貢
献
し
た
人
物
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
今
か
ら
十
一
年
前
の
昭
和
三
十
五
年
に
来
日
、
京
都
大
学

で
「
宗
教
と
文
化
」
と
題
し
五
回
に
わ
た
っ
て
講
演
を
行
な
い
、
同
志
社
大
学
の
チ
ャ
。
ヘ
ル
で
一
度
礼
拝
の
際
の
説
教
を
行
っ
た
こ
と
が
、

つ
い
昨
日
の
で
き
ご
と
の
よ
う
に
想
起
さ
れ
る
。
京
都
大
学
で
の
講
演
と
同
志
社
で
の
説
教
は
有
賀
鉄
太
郎
博
士
が
通
訳
さ
れ
た
。
京
都

で
の
講
演
の
主
題
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
常
に
境
界
線
上
に
立
っ
て
思
索
す
る
人
と
言
わ
れ
る
。
ナ
チ
ス
を
批
判
し

て
故
郷
の
ド
イ
ツ
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
ア
メ
リ
カ
へ
招
い
て
、
『
一
一
一
オ
ン
神
学
校
で
講
義
を
継
続
せ
し
め
る
に
は
、

親
友
の
ニ
ー
バ
ー
博
士
の
暖
か
い
助
力
と
幹
旋
が
主
動
力
を
果
し
た
と
い
う
。
そ
れ
迄
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
神
学
の
伝
統
に
立
っ
て
ド
イ
ツ

語
で
思
索
し
て
い
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
と
い
う
新
し
い
活
動
舞
台
に
立
た
さ
れ
て
、
そ
れ
以
後
は
英
語
で
思
索
し
、
次
々

と
労
作
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
思
考
法
は
佛
教
の
中
道
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
が
佛
教
的
で
あ
る

念
佛
の
象
徴
性

坂
東

性

純
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テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
著
作
は
彪
大
な
分
量
に
上
る
。
学
術
論
文
の
他
に
説
教
を
ま
と
め
た
も
の
も
多
く
見
う
け
ら
れ
る
が
、
説
教
は
極
め
て

理
性
的
な
分
析
に
基
づ
き
な
が
ら
敬
虚
な
情
操
を
豊
富
に
宿
し
、
多
く
が
浄
土
真
宗
的
な
響
き
を
濃
厚
に
保
ち
、
佛
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を

峻
別
し
て
考
え
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
ど
こ
か
ら
こ
ん
な
親
近
性
が
出
て
く
る
の
か
と
不
思
議
に
思
わ
れ
る
に
遠
い
な
ぃ
か
の
非
神

話
化
両
昇
目
算
宮
］
○
唱
凰
①
昌
侭
を
主
唱
し
た
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
は
、
聖
書
の
中
に
出
て
来
る
数
点
の
神
話
的
表
現
は
、

も
は
や
古
代
人
の
も
っ
て
い
た
程
の
現
実
的
反
応
能
力
を
喪
失
し
た
現
代
人
の
た
め
に
再
解
釈
さ
れ
る
必
要
あ
り
と
見
倣
さ
れ
た
が
、
テ

ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
は
神
話
的
表
現
と
い
う
よ
り
は
ま
さ
に
象
徴
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ブ
ル
ト
マ
ン
が
聖
書
を
「
神
話
的

世
界
観
」
の
表
わ
れ
と
見
る
の
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
そ
れ
を
「
象
徴
的
世
界
観
」
の
表
わ
れ
と
見
る
の
で
あ
る
・
わ
れ
わ
れ
は

と
一
一
Ｉ
ゞ
ハ
ー
が
評
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
常
に
哲
学
と
神
学
、
宗
教
と
文
化
、
理
性
と

実
存
、
科
学
と
信
仰
と
い
っ
た
二
つ
の
相
対
す
る
領
域
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
上
に
立
っ
て
弁
証
法
的
な
思
索
を
展
開
し
た
こ
と
は
周
知
の

ご
と
く
で
あ
る
。
そ
の
方
法
論
は
８
貝
里
鼻
５
口
と
い
う
名
称
で
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
神
を
「
存
在
の
根
抵
」
噴
○
昌
己
ａ
ご
巴
侭
と
定

義
し
、
ま
た
宗
教
を
「
人
間
の
究
極
的
関
心
」
日
四
邑
菖
の
巨
旨
白
目
①
８
口
。
①
国
冒
と
表
現
し
た
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
彼
は
神
学

を
ば
教
会
の
必
要
に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
、
神
学
的
組
織
は
二
つ
の
必
要
性
Ｉ
キ
リ
ス
ト
の
福
音
の
真
理
を
述
へ
、
こ
の
真
理
を
新
し

い
世
代
の
た
め
に
解
釈
す
る
こ
と
Ｉ
を
満
た
す
ゞ
へ
き
も
の
と
し
た
．
そ
し
て
神
学
と
は
二
つ
の
両
極
Ｉ
神
学
の
基
礎
を
な
す
永
遠
の

真
理
と
、
永
遠
の
真
理
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
歴
史
的
状
況
Ｉ
を
絶
え
ず
行
き
来
す
る
も
の
と
し
た
．
ま
た
そ
の
主
著
『
組
織
神

学
』
ぜ
§
ミ
ミ
。
国
、
具
。
鱈
（
三
巻
）
の
序
文
で
、
本
来
固
定
し
た
「
組
織
」
な
ど
あ
る
筈
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
敢
て
「
組
織
」
を
企

て
た
所
以
を
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
「
無
相
の
故
に
相
な
ら
ざ
る
な
し
」
と
い
っ
た
老
子
的
な
、
あ
る
い
は
曇
驚
的
な
信
念
を

わ
れ
わ
れ
に
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
辺
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
が
、
指
方
立
相
の
道
を
と
り
、
本
来

無
相
な
る
浬
藥
に
敢
て
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
と
い
う
範
晴
を
与
え
た
浄
土
教
の
根
本
的
行
き
方
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る

こ
‐
と
で
證
の
る
。

ワウ
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テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
そ
れ
は
象
徴
豊
目
ｇ
｝
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
表
現
を
最
も
嫌
い
、
学
生
た
ち
に
決
し
て
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
言
い

方
を
し
な
い
よ
う
に
と
常
々
警
告
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
彼
の
根
本
信
条
の
一
つ
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
、
神
学
的
根
拠
の
あ
る
も

の
で
あ
る
。
彼
の
重
要
視
し
た
「
象
徴
」
と
い
う
概
念
は
、
聖
書
解
釈
の
上
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
神
学
的
思
考
全
般
の
基
礎
を
な
し
て
い

直
接
的
に
絶
対
な
る
も
の
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
の
啓
示
、
広
く
絶
対
な
る
も
の
は
象
徴
を
通
じ
て
の
み
わ
れ
わ
れ
に
到
り
届

く
。
換
言
す
れ
ば
、
人
が
神
を
知
る
唯
一
の
方
法
は
象
徴
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
根
本
信
条
な
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
中
、
象
徴
論
の
占
め
る
比
重
が
き
わ
め
て
大
き
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
尚
、
神
話
か
否
か
と
い
う
問
題

は
、
た
と
え
ば
、
所
謂
る
「
法
蔵
神
話
」
に
し
て
も
、
い
つ
で
も
「
神
話
」
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
ぬ
で
あ
ろ
う
。
実
存
的
立
場
、
つ
ま

り
、
自
己
が
問
題
に
な
っ
た
人
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
「
神
話
」
で
は
な
く
「
事
実
」
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
し
た
が
っ

て
佛
教
的
に
見
る
な
ら
ば
、
法
蔵
説
話
が
神
話
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
受
け
と
り
手
と
の
相
関
関
係
が
決
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
神

話
あ
り
と
頭
か
ら
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
象
徴
に
関
す
る
見
解
は
処
々
に
表
わ
れ
て
い
る
が
、
最
も
集
約
さ
れ
て
述
￥
へ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
彼
の

主
著
『
組
織
神
学
」
第
一
・
二
巻
及
び
、
「
信
仰
の
動
態
」
ｂ
冒
急
ミ
§
旦
桾
さ
き
（
一
九
五
七
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

象
徴
論
が
浄
土
教
に
照
ら
し
て
最
も
興
味
深
く
思
わ
れ
る
点
は
、
浄
土
と
い
う
象
徴
的
な
表
現
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
考
察
を
従
来
と
は

梢
昌
異
っ
た
角
度
か
ら
改
め
て
強
く
促
が
す
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
わ
け
て
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
象
徴
論
は
、
浄
土
教
の
ア
ル
フ
ァ
で

あ
り
オ
メ
ガ
ー
で
あ
る
念
佛
と
い
う
も
の
の
不
可
思
議
な
性
格
を
新
た
な
視
野
の
も
と
で
考
え
直
す
よ
き
資
料
を
提
供
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
念
佛
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
提
示
す
る
象
徴
と
い
う
概
念
と
対
応
さ
せ
る
べ
く
考
察
を
進
め
た
い
と

思
う
。

二

28



る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
の
で
↑
先
づ
彼
の
言
う
「
象
徴
」
と
は
い
か
な
る
性
格
の
概
念
か
を
聞
く
こ
と
に
し
た
い
。

「
象
徴
」
聖
日
ｇ
］
と
い
う
も
の
の
性
格
を
明
確
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
れ
を
「
記
号
」
巴
習
と
対
比
す
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、
象
徴
と
記
号
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
そ
の
発
生
の
事
情
に
お
い
て
の
み
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
象
徴
も
記

号
も
共
に
自
ら
を
超
え
た
何
か
他
の
も
の
を
さ
し
示
す
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
シ
ン
ボ
ル
と
サ
イ
ン
の
共
通
点
は
「
自
己
以
外
の

も
の
を
さ
し
示
す
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
両
者
の
違
い
は
、
サ
イ
ン
は
自
ら
が
全
く
参
与
し
て
い
な
い
何
か
別
の
も
の
を
指
し

示
す
に
反
し
、
日
「
シ
ン
ボ
ル
は
そ
れ
の
指
し
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
参
与
し
て
い
る
。
」
こ
れ
を
さ
ら
に
詳
し
く
表
現
す
れ
ば
、
．

「
象
徴
は
、
そ
れ
の
指
し
示
し
、
か
つ
表
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
実
在
、
力
、
意
味
に
参
与
し
て
い
る
。
」
こ
の
場
合
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

《
《
冒
昌
○
巷
胃
の
、
』
（
「
参
加
す
る
」
）
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
真
に
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
《
《
呂
胃
①
〉
』
（
「
参
与
し
て
い

る
」
）
の
意
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
さ
き
の
「
そ
れ
は
象
徴
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
は
「
記
号
に
す
ぎ

な
い
」
と
言
わ
る
、
へ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
敢
て
「
象
徴
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
言
葉
の
堕
落
で
あ
り
、
象
徴
が
記
号
に

転
落
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
象
徴
は
象
徴
さ
れ
る
内
容
と
密
接

な
つ
な
が
り
を
も
つ
が
、
記
号
は
も
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
受
け
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
象
徴
は
絶
対
と
相
対
と
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
記
号
は
相
対
と
相
対
と
を
媒
介
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
あ
る
い
は
ま
た
、
「
象
徴

は
人
間
の
心
の
奥
底
に
係
わ
っ
て
い
る
が
、
記
号
は
人
間
の
心
の
内
奥
に
は
何
ら
関
係
を
も
た
ぬ
」
と
。
こ
の
こ
と
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
好
ん

で
用
い
る
国
旗
と
交
通
信
号
に
よ
っ
て
よ
く
例
証
さ
れ
る
。
酔
漢
が
戯
れ
に
石
を
投
げ
て
交
通
信
号
を
穀
し
た
と
す
る
。
ま
た
他
国
人
が

あ
る
国
の
国
旗
を
踏
み
に
じ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
通
行
人
の
心
に
起
る
反
応
、
そ
の
国
旗
の
代
表
す
る
国
民
の
受
け
る
反
応
は

し
ら
ふ

ど
う
で
あ
る
か
。
勿
論
こ
れ
ら
は
酔
態
と
素
面
と
の
相
異
は
一
応
度
外
視
し
て
の
仮
の
例
で
あ
る
。
前
者
の
反
応
の
比
較
的
表
面
的
で
あ

る
に
反
し
、
後
者
の
反
応
の
深
刻
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
何
故
か
と
言
う
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
前
者
、

す
な
わ
ち
交
通
信
号
は
記
号
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
、
す
な
わ
ち
国
旗
は
象
徴
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
記
号
た
る
信
号
は
単
な
る
仮
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そ
こ
で
当
然
の
帰
結
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
象
徴
は
、
記
号
と
違
っ
て
、
自
由
に
取
り
換
え
た
り
↑
勝
手
に
ど
う
や
ら
問
に
合
い
そ
う

な
他
の
も
の
と
置
き
換
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
↑
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
記
号
の
場
合
で
あ
れ
ば
可
能
で
あ

る
が
、
象
徴
の
場
合
は
不
可
能
で
あ
る
。
次
に
明
ら
か
で
あ
る
事
実
は
、
。
「
象
徴
は
、
象
徴
な
く
し
て
は
わ
れ
わ
れ
に
閉
ざ
さ
れ
て
い

る
実
在
の
次
元
を
開
示
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
象
徴
が
生
ま
れ
た
の
は
、
象
徴
が
指
し
示
し
て
い
る
も
の

と
人
間
が
、
創
造
的
に
出
遭
っ
た
時
点
で
あ
り
、
こ
の
原
初
の
出
遭
い
の
体
験
を
孕
ん
で
い
る
の
が
そ
も
そ
も
象
徴
と
い
う
も
の
で
あ
る

こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
記
号
に
は
そ
の
本
来
の
便
宜
的
な
性
格
か
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
深
み
は
宿
さ
れ
て
い
な
い
⑥

こ
の
点
記
号
は
極
め
て
底
の
浅
い
平
板
な
も
の
で
あ
る
。
象
徴
の
開
示
し
て
見
せ
て
く
れ
る
実
在
（
事
柄
・
体
験
）
の
次
元
と
は
、
あ
る
意

味
で
内
在
的
に
超
越
し
た
も
の
、
目
に
見
え
ぬ
も
の
、
あ
る
い
は
理
念
的
な
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
象
徴
は
そ
れ
ら
の
超
越
的
次
元

を
顕
わ
に
感
知
で
き
る
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
浄
土
・
天
国
・
神
の
国
・
浬
藥
と
い
っ
た
象
徴
的
表
現
は
、
ま
さ
に

ば
た
ら

こ
う
い
う
機
能
を
果
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
機
能
は
、
い
わ
ば
象
徴
の
も
つ
用
き
で
あ
り
、
主
と
し
て
象
徴
に

は
た
ら

係
わ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
象
徴
の
象
徴
た
る
所
以
は
、
実
に
人
の
心
に
訴
え
か
け
、
働
き
か
け
る
そ
の
作
用
及
び
そ
の
影
響

他
な
ら
な
い
。

の
、
社
会
的
な
、
部
分
的
な
と
り
き
め
て
あ
る
が
、
象
徴
た
る
国
旗
の
制
定
は
広
く
民
族
意
識
の
奥
底
に
深
い
根
拠
を
も
っ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
旗
は
民
族
意
識
と
い
う
人
間
の
内
奥
の
心
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
ち
、
そ
れ
の
象
徴
で
あ
る
か
ら
し
て
、

国
旗
の
損
傷
な
い
し
は
そ
れ
へ
の
侮
辱
は
と
り
も
な
お
さ
ず
象
徴
さ
れ
て
い
る
も
の
に
対
す
る
損
傷
・
侮
辱
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
人
間
の
心
の
内
奥
と
の
繋
が
り
を
欠
い
た
記
号
た
る
交
通
信
号
の
場
合
は
、
そ
の
本
来
の
便
宜
的
な
る
性
格
か
ら
し
て
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
全
く
あ
り
得
な
い
。
外
国
の
港
な
ど
で
遇
々
自
国
の
国
旗
を
つ
け
た
船
に
出
遭
っ
た
人
な
ど
は
、
殊
更
な
愛
国
者
で
な
く
と

も
、
た
だ
な
ら
ぬ
感
激
を
心
の
内
に
感
ず
る
に
違
な
い
。
こ
れ
は
国
旗
が
人
間
実
存
の
深
部
に
根
拠
を
も
つ
象
徴
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

当
座
の
利
便
の
た
め
に
取
り
決
め
ら
れ
た
交
通
信
号
な
ど
の
記
号
と
は
、
本
質
的
に
異
な
っ
た
性
格
を
帯
び
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
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に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
日
「
象
徴
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
わ
れ
わ
れ
の
近
づ
く
こ
と

の
で
き
ぬ
実
在
の
次
元
や
要
素
を
開
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
わ
れ
わ
れ
の
心
の
次
元
や
要
素
を
開
い
て
く
れ
る
」
と

言
い
う
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
象
徴
と
い
う
も
の
が
未
来
性
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
つ
ま
り
象
徴
は
、
過
去
の
実

在
と
の
出
遭
い
、
乃
至
は
宗
教
体
験
な
ど
の
み
に
係
わ
り
合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
象
徴
に
触
れ
る
者
を
し
て
何
時
で
も

こ
れ
か
ら
そ
の
原
初
の
体
験
に
参
与
せ
し
め
る
と
い
う
未
来
的
な
能
力
を
も
孕
ん
で
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
未
来
性
を
孕
む
と
い

う
こ
と
、
可
能
性
を
宿
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
象
徴
に
の
み
あ
っ
て
、
記
号
に
は
な
い
。
記
号
に
は
せ
い
ぜ
い
未
来
の
条
件
反

射
的
な
反
応
を
期
待
し
う
る
の
み
で
、
し
か
も
そ
れ
は
人
間
の
意
識
の
表
面
へ
の
働
き
か
け
に
留
ま
る
。
象
徴
が
い
わ
ば
絶
対
の
境
涯
と

相
対
界
の
か
け
橋
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
は
こ
の
橋
を
通
じ
て
の
み
絶
対
界
に
触
れ
得
る
と
言
え
よ
う
。
一
方
相
対
界
と
相
対
界
の
媒
介

で
あ
る
記
号
に
は
、
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
機
能
は
期
待
で
き
ぬ
道
理
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
人
の
心
に
は
絶
対
的

な
領
域
が
内
在
的
に
存
在
す
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
の
み
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ン
ボ
ル
の
み
が
開
い
て
く
れ
る
心
の
次
元
と
い
う

こ
と
は
、
絵
画
や
音
楽
の
そ
れ
ら
を
見
聞
す
る
も
の
の
心
に
あ
り
あ
り
と
呼
び
醒
す
次
元
を
考
え
て
み
れ
ば
、
一
層
分
り
易
い
で
あ
ろ
う
。

カ
ー
ル
．
、
ハ
ル
ト
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
を
こ
よ
な
く
愛
好
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
彼
が
云
う
ご
と
く
、
も
し
モ
ー
ッ
ァ
ル
ト
の
音

楽
が
天
上
の
響
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ハ
ル
ト
の
心
に
、
そ
れ
を
聴
か
な
け
れ
ば
開
示
さ
れ
ぬ
あ
る
特
定
の
領
域
を
Ⅲ
示
し

て
く
れ
た
筈
で
あ
る
し
、
ま
た
現
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
例
え
ば
ヴ
ァ
チ
カ
ン
宮
殿
の
シ
ス
テ
ィ
ン
会
堂
天
井
の
ミ

ヶ
ラ
ン
ヂ
ェ
ロ
の
絵
画
が
天
上
の
消
息
を
荷
負
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
見
る
者
の
心
の
内
に
、
そ
れ
に
触
れ
ず
し
て
は
開
示
さ

れ
ぬ
次
元
が
開
か
れ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
こ
の
感
応
の
事
実
は
、
象
徴
を
通
し
て
見
聞
を
経
験
す
る
人
の
感
受
性
の
よ

し
あ
し
に
多
分
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
が
、
記
号
が
こ
の
よ
う
な
心
の
深
部
の
次
元
を
開
示
す
る
と
い
う
よ
う
な
機
能
に

ま
で
は
関
与
し
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
象
徴
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
世
に
存
在
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
ろ
う
か
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
⑧
「
象
徴
は
作
為
的
に
生
産
す
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る
こ
と
は
で
き
な
い
」
あ
る
い
は
、
「
象
徴
は
造
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
で
は
ど
の
よ
う
な
時
に

生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
「
集
団
あ
る
い
は
集
合
的
無
意
識
に
お
い
て
生
起
す
る
、
実
在
と
の
創
造
的
出
遭
い
か
ら
生
ま
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
象
徴
は
勝
手
に
個
人
が
造
り
出
す
わ
け
に
は
行
か
ず
、
公
共
性
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
か
つ
、

そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
こ
そ
初
め
て
象
徴
は
象
徴
た
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
象
徴
に
は
主
観
的
側
面
と
同
時
に
客
観

的
側
面
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
し
か
も
象
徴
が
象
徴
と
し
て
支
持
さ
れ
る
の
は
、
個
人
で
な
く
大
衆
で
あ
る
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
心
の
深
部
、
つ
ま
り
無
意
識
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
万
歳
！
」
の
叫
び
に
は
い
ろ
い
ろ
な
起
源
の
説
が
あ
る
が
、
一
説
に
よ
る
と
、
日
露
戦
争
に
日
本
が
勝
利
を
収
め

た
時
、
世
界
中
ど
こ
の
国
で
も
日
本
の
よ
う
な
小
国
が
ロ
シ
ア
の
よ
う
な
大
国
に
勝
つ
な
ど
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
と
て
、
熱

狂
し
た
群
集
が
宮
城
前
広
場
に
押
し
寄
せ
、
ど
こ
か
ら
誰
が
言
い
出
す
と
も
な
く
「
万
歳
！
」
の
叫
び
の
波
が
す
ぐ
さ
ま
隅
々
に
ま
で
波

及
し
て
、
そ
の
声
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
伝
説
の
類
い
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
際
の
日
本
国
民
と
し
て
の
民
族
感
情
に
万
歳
の
叫
び
が
十
分
に
訴
え
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
叫
び
に
よ
っ
て

宮
城
前
に
殺
到
し
た
群
集
の
誰
も
の
心
も
、
そ
の
深
部
に
お
い
て
何
か
満
た
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
・
こ
の
場
合
た
と
え
ば

い
や
さ
か

「
弥
栄
！
」
の
叫
び
で
は
ど
う
し
て
も
弱
を
し
く
て
間
に
合
わ
ず
、
矢
張
り
「
万
歳
！
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
作
為

的
に
造
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
「
生
ま
れ
る
」
象
徴
、
個
人
の
心
の
浅
瀬
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
集
団
の
心
の

し
ん
め
ん
ぼ
く

深
み
に
支
え
ら
れ
て
い
る
象
徴
の
真
面
目
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
看
取
さ
れ
る
こ
と
は
象
徴
が
生
ま
れ
る
時
、
カ
イ
ロ
ス
園
巴
８
の
と

も
呼
ば
る
今
へ
き
決
定
的
瞬
間
、
何
か
日
常
の
し
ゞ
ヘ
ル
を
超
え
た
も
の
が
日
常
性
に
触
れ
、
超
歴
史
的
な
も
の
、
永
遠
性
を
宿
し
た
も
の
が

歴
史
に
触
れ
る
と
い
う
出
遭
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
出
遭
い
は
人
間
の
予
想
や
期
待
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
啓

示
的
と
で
も
言
わ
る
べ
き
体
験
が
核
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
も
と
よ
り
人
は
啓
示
を
造
り
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

む
し
ろ
啓
示
の
み
が
、
そ
の
出
遭
い
の
産
物
と
し
て
の
象
徴
を
産
み
出
す
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
象
徴
が
他
の
も
の
と
勝
手
に
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置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
所
以
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
独
自
の
見
解
と
し
て
最
も
広
く
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
⑤
「
象
徴
は
生
き
物
の
よ
う
に
生
長
し
、
そ
し

て
死
ぬ
」
と
い
う
命
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
見
奇
異
に
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
思
考
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
永
遠
性
を
宿
し
て
い
る
象

徴
は
死
ぬ
筈
は
な
い
し
、
不
死
の
素
質
を
も
っ
た
も
の
に
到
底
死
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
「
象
徴
は
状

況
が
円
熟
し
て
い
る
と
き
に
生
長
し
、
状
況
が
変
わ
っ
た
時
に
死
ぬ
の
で
あ
る
」
と
も
言
う
。
こ
の
場
合
の
「
死
ぬ
」
と
い
わ
れ
て
い
る

出
来
ご
と
は
、
象
徴
そ
の
も
の
の
死
で
は
な
く
、
実
は
象
徴
の
機
能
喪
失
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
ま
た
「
象
徴
と
象
徴
の
源
を
な

す
実
在
は
、
相
互
依
存
的
な
関
連
に
お
い
て
崩
壊
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
き
に
も

触
れ
た
よ
う
に
、
象
徴
は
客
観
的
の
み
の
存
在
で
は
な
く
、
象
徴
の
存
在
に
は
受
け
と
り
手
の
主
観
も
係
わ
り
を
も
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
ブ
ル
ト
マ
ン
が
屡
々
言
及
す
る
現
代
人
に
と
っ
て
意
味
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
「
神
話
的
表
現
」
を
「
象
徴
」
に
置
き
換
え

て
考
え
て
み
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
表
現
「
象
徴
の
死
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
、
容
易
に
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
象
徴
が
表
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、
象
徴
を
受
け
と
る
人
と
の
相
関
関
係
が
持
続
し
て
い
る
間
は
、

象
徴
は
そ
の
力
を
保
持
し
、
生
き
長
ら
え
る
が
、
一
旦
こ
の
出
遭
い
が
終
り
を
告
げ
、
こ
の
相
関
関
係
が
破
れ
る
と
、
象
徴
は
そ
の
力
を

喪
失
し
、
そ
の
象
徴
は
も
は
や
そ
の
表
わ
し
て
い
る
意
味
に
受
け
と
り
手
の
心
を
参
与
せ
し
め
な
い
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

象
徴
の
死
と
は
、
象
徴
の
記
号
化
の
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
象
徴
が
果
し
て
死
ん
だ
か
ど
う
か
の
判
定
は
個
人
の
領

域
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
集
合
的
無
意
識
の
立
場
か
ら
の
み
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
か
の
「
神
は
死
ん
だ
」
と
す
る
神
の
死

神
学
の
問
題
点
が
あ
り
、
ま
た
現
状
が
無
宗
教
の
時
代
と
断
定
せ
ら
れ
る
。
へ
き
か
ど
う
か
の
問
題
や
、
「
佛
法
の
繁
盛
」
の
問
題
な
ど
も

密
接
な
係
わ
り
合
い
を
も
っ
て
い
る
所
以
が
存
す
る
。

以
上
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
象
徴
論
の
大
筋
を
辿
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
の
象
徴
論
は
、
こ
れ
の
み
に
留
ら
ず
、
シ
ン
ボ
ル
と
ト
マ
ス

・
ア
ク
ィ
ナ
ス
神
学
の
根
幹
で
あ
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
（
類
推
）
と
の
関
連
や
、
象
徴
が
自
己
肯
定
即
否
定
の
契
機
を
内
含
す
る
所
以
の
分
析
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等
、
彼
が
死
の
直
前
迄
飽
く
こ
と
な
く
展
開
し
た
分
野
は
、
こ
の
テ
ー
マ
一
つ
を
巡
っ
て
も
多
岐
。
広
汎
に
亘
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
言

及
す
る
こ
と
は
他
の
機
会
に
譲
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
性
格
づ
け
た
象
徴
と
い
う
概
念
を
手
が
か
り
に
、
念
佛
の
象
徴
性
の
考
察
に
入
る
こ

と
に
し
よ
う
。

上
に
挙
げ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
第
一
の
命
題
「
シ
ン
ボ
ル
は
そ
れ
の
指
し
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
参
与
し
て
い
る
」
は
、
そ
の
裏

面
に
「
サ
イ
ン
は
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
を
含
む
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
な
こ
と
は
、
念
佛
が
ま
さ
に
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
て
サ
イ
ン

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
念
佛
は
弥
陀
の
本
願
と
い
う
超
越
的
な
る
も
の
と
未
開
覚
の
凡
夫
の
両
者
の
し
ゞ
ヘ
ル
に

跨
が
り
、
そ
れ
ら
を
媒
介
す
る
位
置
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
「
媒
介
す
る
」
と
云
っ
て
も
、
神
人
関
係
の

よ
う
に
互
い
に
隔
絶
さ
れ
た
も
の
の
中
間
に
位
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
不
一
不
二
的
な
係
わ
り
合
い
の

上
に
念
佛
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
念
佛
と
い
う
同
一
の
場
に
阿
弥
陀
の
絶
対
的
境
涯
と
凡
夫
の
相
対
的

立
場
が
融
通
無
碍
に
係
わ
り
合
い
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
シ
ン
ボ
ル
は
そ
れ
の
指
し
示
し
、
か
つ
表
わ
し
て
い

る
と
こ
ろ
の
実
在
、
力
、
意
味
に
参
与
し
て
い
る
」
と
い
う
が
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
参
与
」
を
表
わ
す
の
に
用
い
て
い
る
冒
儲
‐

匡
日
冒
蔚
と
い
う
動
詞
に
は
二
元
論
的
思
考
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
融
通
無
碍
的
に
絶
対
・
相
対
の
両
界
を
頒
っ
て

い
る
と
い
う
佛
教
的
な
意
味
合
い
か
ら
す
れ
ば
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
念
佛
は
、
力
、
実
在
、
意
味
に
参
与
呂
胃
①
し
て
い
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
の
力
、
実
在
、
意
味
は
「
諸
々
の
善
法
」
で
あ
り
「
諸
々
の
徳
本
」
で
あ
り
、
総
体
的
に
は
「
真
如
一
実
の
功

徳
宝
海
」
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
念
佛
の
場
合
、
そ
の
指
し
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
「
も
の
」
で
な
く
、
む
し
ろ

「
は
た
ら
き
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
挙
げ
て
い
る
「
力
」
の
範
碍
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
衆
生
か
ら
佛
へ
の
方
向
、

迷
い
か
ら
悟
り
へ
の
方
向
の
み
を
指
し
示
し
て
い
る
の
が
念
佛
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
佛
か
ら
衆
生
、
悟
り
か
ら
迷
い
へ
の
方
向
を
宿

一
一
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し
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
が
念
佛
と
言
え
よ
う
。
否
む
し
ろ
浄
土
教
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
曇
簿
以
来
親
麓
へ
の
伝
承
の
経
過
の
上
に
お
い
て
，

念
佛
は
本
願
（
他
）
力
廻
向
の
方
向
が
基
盤
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
事
実
に
照
ら
せ
ば
、
念
佛
は
む
し
ろ
本
願
力
、
衆
生

へ
の
働
き
か
け
の
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
と
言
う
ゞ
へ
き
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
事
実
を
親
鴬
は
端
的
に
「
帰
命
は
本
願
招
喚

の
勅
命
な
り
」
と
表
現
し
、
ふ
つ
う
衆
生
が
佛
に
呼
び
か
け
る
と
の
み
解
さ
れ
て
い
る
念
佛
が
、
実
は
佛
の
側
か
ら
の
衆
生
へ
の
喚
び
か

け
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
を
閾
明
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
念
佛
の
場
合
、
指
し
示
し
て
い
る
の
は
「
も
の
」
で
は
な
く
「
は
た
ら
き
」
で
あ

り
ア
リ
テ
イ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
そ
の
「
は
た
ら
き
」
は
ど
う
性
格
づ
け
ら
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
う
「
実
在
」

は
、
必
ず
し
も
実
体
を
も
っ
た
も
の
と
解
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
神
な
ど
は
形
な
き
実
在
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
親
嶽
が
称
名
と
し
て
の
念
佛
に
与
え
た
所
謂
「
破
闇
満
願
」
の
性
格
づ
け
が
注
目
さ
れ
る
。
親
賛
は
念
佛
が
称
え
ら
れ
る
時
に
現

実
化
す
る
「
は
た
ら
き
」
を
ば
「
爾
れ
ぱ
称
名
は
能
く
一
切
の
無
明
を
破
し
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
ふ
」
と
表
現
し
て

い
る
。
こ
れ
は
念
佛
が
衆
生
の
迷
い
を
転
じ
て
悟
り
を
開
か
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
衆
生
の
願
楽
を
満
た
す
力
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
本
願
招
喚
の
勅
命
」
と
表
わ
さ
れ
た
念
佛
は
、
衆
生
に
本
願
を
指
し
示
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

念
佛
自
体
が
本
願
の
表
現
で
あ
り
、
本
願
と
言
っ
て
も
念
佛
を
離
れ
て
は
ど
こ
に
も
あ
り
得
ぬ
と
い
う
性
格
を
も
っ
た
シ
ン
ボ
ル
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
終
始
、
如
来
（
法
界
）
に
属
す
る
こ
と
を
止
め
ず
し
て
、
し
か
も
衆
生
に
到
り
届
く
こ
と
を
使
命
と
し
た
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
如
来
の
は
た
ら
き
で
あ
る
ま
ま
で
「
衆
生
の
行
」
た
り
う
る
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
と
を
親
鶯
は
「
如
来
已
に
発
願
し
て
衆

生
の
行
を
廻
施
し
た
ま
ふ
の
心
な
り
」
と
表
わ
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
心
」
と
は
目
に
見
え
ぬ
形
な
き
一
切
衆
生
救
済
の
願
心
に

他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
無
制
約
な
る
も
の
（
「
ア
ミ
ダ
」
）
が
六
字
の
名
号
と
い
う
仮
の
形
を
と
っ
た
も
の
が
、
念
佛
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
で

あ
る
所
以
が
美
事
に
道
破
さ
れ
て
い
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
象
徴
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
表
現
を
嫌
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
る
言
葉
の
濫
用
の
一
例

で
あ
っ
て
、
「
象
徴
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
表
現
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
象
徴
」
と
い
う
言
葉
は
、
実
は
「
記
号
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
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を
指
摘
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
本
来
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
受
取
り
手
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
で
も
堕
落
の
危
険
を
宿
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
人
を
蹟
か
せ
る
力
を
も
っ
て
お
れ
ば
こ
そ
、
立
上
ら
せ
る
契
機
に
も
な
り
得
る
と
い
う
言
葉
の
本
質
を
考
え
れ
ば
、
肝
腎

な
の
は
、
使
用
法
を
替
え
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
本
来
の
意
味
か
ら
の
ズ
レ
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
他

力
本
願
」
と
い
う
誤
っ
た
表
現
の
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
す
、
へ
て
の
人
に
使
わ
せ
ぬ
こ
と
に
骨
を
折
る
よ
り
は
、
本
来
的
意
義
に
関
し

広
く
啓
蒙
し
、
そ
れ
か
ら
の
逸
脱
を
明
確
に
認
識
せ
し
め
る
こ
と
の
方
が
更
に
重
要
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お

け
る
神
聖
冒
涜
に
つ
な
が
る
所
謂
ざ
員
］
①
沫
臼
弓
○
ａ
の
根
絶
の
困
難
で
あ
る
事
実
を
省
み
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
第
二
の
命
題
は
、
念
佛
の
場
合
を
よ
く
言
い
当
て
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
念
佛
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
わ
れ
わ
れ
に
閉

ざ
さ
れ
て
い
る
実
在
の
次
元
を
確
か
に
開
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
念
佛
を
手
段
と
し
て
助
か
ろ
う
と
励
む

所
謂
る
第
二
十
願
の
行
人
を
詠
ん
だ
親
鶯
の
次
の
和
讃
が
最
も
適
切
な
例
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
十
願
の
行
人
と
は
、
他
力
の
念
佛

を
凡
夫
の
自
力
の
計
ら
い
を
以
て
持
ち
直
し
た
半
自
力
・
半
他
力
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
、
親
鶯
は
こ
れ
を
一
概
に
否
定
し
去
ら
ず
、
長

い
眼
を
以
て
見
つ
め
、
か
つ
念
佛
に
内
在
す
る
本
願
力
に
深
い
信
を
寄
せ
て
次
の
如
く
述
籍
へ
て
い
る
。
「
定
散
自
力
ノ
称
名
〈
、
果
遂
ノ

チ
カ
ヒ
ニ
帰
シ
テ
コ
ソ
、
オ
シ
ヘ
ザ
レ
ド
モ
自
然
一
一
、
真
如
ノ
門
二
転
入
ス
ル
」
。
こ
こ
で
暗
に
第
二
十
願
の
行
人
に
期
待
さ
れ
て
い
る

の
は
、
念
佛
で
な
け
れ
ば
開
示
さ
れ
得
な
い
第
十
八
願
の
境
涯
が
、
念
佛
を
称
え
る
と
い
う
行
に
自
然
に
備
わ
っ
て
い
る
徳
の
ゆ
え
に
、
や

が
て
は
開
け
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
こ
れ
は
決
し
て
根
拠
の
な
い
期
待
で
は
な
い
．
念
佛
の
行
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
本
願
Ｉ

こ
の
場
合
は
第
二
十
願
Ｉ
が
こ
の
期
待
の
裏
付
け
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
か
く
詠
じ
た
親
鴬
の
、
第
二
十
願
の
自
力
の
心

か
ら
未
だ
自
由
に
な
っ
て
い
な
い
行
人
に
対
す
る
暖
か
い
大
悲
心
と
、
本
願
力
の
必
然
に
対
す
る
疑
蓋
雑
わ
る
こ
と
な
き
純
粋
な
信
が
横

溢
し
て
い
る
の
が
感
じ
と
ら
れ
る
。
念
佛
が
念
佛
な
ら
で
は
わ
れ
わ
れ
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
実
在
の
次
元
を
開
示
し
て
く
れ
る
こ
と
は
、

念
佛
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
の
重
要
な
存
在
理
由
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
ぬ
事
実
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
第
三
の
命
題
の
、
シ
ン
ボ
ル
が
そ
れ
な
く
し
て
は
わ
れ
わ
れ
の
近
づ
く
こ
と
の
で
き
ぬ
実
在
の
次
元
や
要
素
を
開
示
す

冗戸
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る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
わ
れ
わ
れ
の
心
の
次
元
や
要
素
を
開
い
て
く
れ
る
と
い
う
点
も
、
念
佛
の
場
合
正
に
符
合
す
る
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
シ
ン
ボ
ル
が
未
来
性
、
可
能
性
を
孕
む
事
実
の
考
察
を
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
新
た
に
生
ず
る
次
元
は
、

全
く
予
想
を
超
え
た
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
に
思
え
る
次
元
で
あ
る
。
こ
れ
は
浄
土
真
宗
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
凡
夫
の

上
に
生
じ
な
が
ら
凡
夫
性
と
同
質
で
な
い
信
心
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
念
佛
の
徳
に
よ
っ
て
、
無
い
筈
の
も
の
が
明
ら
か
に
凡
夫

の
心
に
現
成
す
る
が
故
に
、
「
世
間
難
信
」
と
言
わ
れ
、
同
時
に
「
希
有
最
勝
」
と
讃
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
凡
夫
よ
り
生
じ
た

も
の
と
言
え
ぬ
故
に
「
選
択
廻
向
の
直
心
」
「
金
剛
不
壊
の
真
心
」
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
凡
夫
の
自
覚
か
ら
す
れ
ば
正
に
「
無

根
の
信
」
と
呼
ば
れ
る
の
が
最
も
適
わ
し
い
に
違
い
な
い
。

第
四
の
命
題
と
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
挙
げ
て
い
る
「
象
徴
は
人
為
的
に
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
ぬ
」
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
に
第
一
の

命
題
に
関
し
て
触
れ
た
象
徴
の
不
置
換
的
性
格
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
第
四
の
命
題
の
主
旨
は
、
「
シ
ン
ボ
ル
は
作

る
も
の
で
な
く
、
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
念
佛
に
作
者
が
な
い
こ
と
、
念
佛
の
起
源
は
神
話
的
に
の
み
語
ら
れ

う
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
念
佛
は
こ
の
命
題
に
も
妥
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
等
し
く
「
十
方
衆
生
」
と
呼
び
か
け
て
、

衆
生
の
救
済
を
誓
っ
た
第
十
八
、
十
九
、
二
十
の
主
要
な
本
願
を
含
む
所
謂
四
十
八
願
は
、
「
大
無
量
寿
経
』
の
核
心
と
言
わ
れ
て
い
る
。

換
言
す
れ
ば
『
大
経
』
は
、
「
如
来
の
本
願
を
説
く
を
経
の
宗
致
と
為
す
」
と
言
わ
れ
、
ま
た
「
佛
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
る
」
と

も
言
わ
れ
て
い
る
如
く
、
弥
陀
の
本
願
の
名
告
り
と
し
て
の
名
号
が
そ
の
主
体
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
正
宗
分
の
壁
頭
を
見
る
と
、
「
乃

往
過
去
、
久
遠
無
量
不
可
思
議
無
央
数
劫
」
と
い
う
象
徴
的
な
時
を
先
づ
挙
げ
て
、
名
号
の
生
ま
れ
る
契
機
を
な
し
た
法
蔵
比
丘
の
求
道

の
始
源
を
説
き
始
め
て
い
る
。
経
文
に
よ
れ
ば
名
号
は
法
蔵
比
丘
の
発
願
の
後
、
そ
の
誓
願
を
成
就
せ
ん
が
為
に
行
じ
た
五
劫
の
思
惟
、

永
劫
の
修
行
の
結
果
、
菩
薩
と
し
て
の
法
蔵
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
天
文
学
的
な
時
間
は
、
単
に
わ
れ
わ
れ
か

、
ｂ

ら
見
て
過
去
に
起
っ
た
で
き
ご
と
と
い
う
見
方
を
真
向
か
ら
打
消
す
も
の
に
違
い
な
い
。
も
し
そ
れ
ら
が
単
な
る
過
去
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
象
徴
的
な
数
字
を
用
い
ず
と
も
事
足
り
る
筈
で
あ
る
。
敢
え
て
か
か
る
象
徴
的
な
表
現
に
訴
え
た
の
は
、
名
号
の
起
源
が
歴

qワ
レ 、



テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
第
五
の
命
題
、
「
象
徴
は
生
き
物
の
よ
う
に
生
長
し
、
そ
し
て
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
は
、
象
徴
の
流
行
り
す
た
り
の
こ

と
を
指
す
と
言
う
よ
り
は
、
象
徴
の
内
含
す
る
永
遠
の
要
素
が
受
取
り
手
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
限
り
は
、
そ
の
象
徴
は
繁
栄
す
る
も
の

で
あ
り
、
認
め
ら
れ
ぬ
限
り
は
無
効
と
な
る
、
即
ち
そ
の
象
徴
は
死
ん
だ
も
同
然
で
あ
る
と
い
う
消
息
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

念
佛
の
場
合
に
も
こ
れ
は
か
な
り
の
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
日
本
佛
教
史
上
で
念
佛
の
全
盛
時
代
は
、
恐
ら
く
法
然
の
活

躍
し
た
時
代
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
↑
念
佛
は
法
然
以
前
に
も
、
以
後
に
も
確
か
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し

史
的
過
去
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
超
歴
史
的
時
間
の
中
、
つ
ま
り
永
遠
の
今
と
で
も
称
す
善
へ
き
境
涯
に
お
い
て
の
で
き
ご
と
で
あ
る
こ
と

を
暗
示
す
る
も
の
に
相
違
な
い
。
そ
こ
に
は
過
去
・
現
在
・
未
来
の
区
別
も
限
定
も
な
く
、
ま
た
過
去
で
あ
る
と
同
時
に
現
在
の
で
き
ご

と
で
も
あ
り
、
未
来
の
で
き
ご
と
で
あ
る
と
同
時
に
現
在
の
で
き
ご
と
で
も
あ
り
得
る
よ
う
な
相
対
的
時
・
空
を
超
え
た
時
、
永
遠
と
歴

史
と
矛
盾
な
く
交
わ
っ
て
い
る
が
ご
と
き
、
カ
イ
ロ
ス
的
な
時
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
「
時
」
の
産
物
た
る
名
号
は

法
蔵
比
丘
の
作
り
出
し
た
も
の
に
は
違
い
な
い
が
、
実
は
、
む
し
ろ
「
生
れ
た
」
も
の
な
る
こ
と
が
そ
こ
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

否
む
し
ろ
、
法
蔵
と
い
う
象
徴
的
な
宗
教
的
ア
ー
キ
タ
イ
プ
が
案
出
し
た
と
い
う
経
文
は
、
実
は
歴
史
的
な
い
か
な
る
個
人
の
作
り
出
し

た
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
な
く
し
て
生
れ
た
も
の
、
否
、
法
界
か
ら
自
然
に
生
じ
た
も
の
、
そ
れ

が
名
号
と
い
う
万
人
が
救
済
さ
れ
る
道
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
大
経
」
の
象
徴
的
叙
述
は
、
名
号
が
人
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の

で
な
く
、
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
法
蔵
菩
薩
が
案
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
誰
が
作

っ
た
の
で
も
な
く
、
生
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
実
に
名
号
は
作
者
な
く
し
て
作
ら
れ
た
も
の
、
則
ち
必
然
の
道
理
よ
り
し
て

生
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
名
号
が
他
の
何
物
に
よ
っ
て
も
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
根
拠
が
あ
る
。
と
同
時
に
生
れ
る

べ
く
し
て
生
れ
た
佛
教
の
基
本
的
な
言
葉
が
容
易
に
他
の
も
の
と
置
き
換
え
ら
れ
ぬ
所
以
も
推
察
で
き
よ
う
。
「
象
徴
は
生
れ
る
も
の
」

と
い
う
真
理
を
銘
記
す
る
な
ら
ば
、
経
典
翻
訳
や
経
文
解
釈
と
い
う
事
業
の
孕
ん
で
い
る
意
義
の
重
要
性
は
言
わ
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
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て
歴
史
の
上
か
ら
姿
を
消
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
前
後
は
、
法
然
の
時
代
の
念
佛
の
流
行
が
余
り
に
も
盛
大
を
極
め
た
が

故
に
、
顕
著
で
な
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
見
方
に
よ
っ
て
は
テ
ィ
リ
ヅ
ヒ
の
表
現
し
た
よ
う
に
、
念
佛
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
は
、
死
ん
だ
も

同
然
で
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
「
神
の
死
」
に
し
て
も
、
ニ
ー
チ
ェ
が
真
に
意
味
し
た
と
こ
ろ
は
、
人
間
が
概
念
化
し
、
実
体
化
し

た
神
の
死
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
臨
済
の
「
殺
佛
殺
祖
」
も
、
人
間
の
知
性
が
実
体
化
し
、
対
象
化
し
た
佛
・
祖
の
殺
に
他
な
る
ま

い
。
親
篭
が
念
佛
を
「
大
行
」
と
呼
ん
だ
時
、
念
佛
は
実
体
化
、
対
象
化
か
ら
救
わ
れ
た
と
は
言
え
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
無
限
を
孕
ん
だ
念

佛
、
法
界
を
荷
負
す
る
念
佛
は
、
そ
の
永
遠
の
要
素
が
見
失
わ
れ
、
呪
文
化
し
、
実
体
化
さ
れ
、
か
く
し
て
そ
の
過
半
の
意
義
が
不
当
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
ぬ
の
で
あ
る
。
信
と
し
て
の
念
佛
で
な
く
、
行
と
し
て
念
佛
に
執
す
る
多
念
義
の
根
拠
は
、
実
に
念
佛
の

実
体
観
に
あ
る
。
「
誓
願
を
離
れ
た
る
名
号
も
候
は
ず
、
名
号
を
離
れ
た
る
誓
願
も
候
は
ず
候
」
と
い
う
親
寳
の
訓
戒
は
、
実
に
念
佛
の

死
に
対
す
る
重
要
な
警
告
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
象
徴
と
記
号
の
対
象
よ
り
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
象
徴
論
に
照
ら
し
て
、
念
佛
が
象
徴
に
相
当
す
る
所
以
を
批
判
的
に
瞥
見
し
て

来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
念
佛
と
い
う
実
践
の
全
容
か
ら
は
元
よ
り
程
遠
い
部
分
的
な
考
察
に
す
ぎ
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
象
徴
論

の
包
み
切
れ
ぬ
念
佛
の
最
も
重
要
な
契
機
は
、
本
願
と
の
不
二
性
で
あ
ろ
う
。
又
、
佛
教
に
お
け
る
象
徴
と
象
徴
さ
れ
る
も
の
の
関
係
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
と
直
ち
に
同
一
視
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
は
、
今
後
更
に
研
究
を
要
す
る
課
題
で
あ
ろ
う
。
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