
性
質
の
一
回
と
し
て
考
え
た
方
が
よ
り
正
し
い
の
で
は
な
い
冗
あ
う

か。
ウ
〉入

と道
ヤ、

』宮、内
は府
れに
け中
ん違
（つ
千て
家は
）悪

し
か
ら

三l

γコれ
まだ叉11（、、わ、．

l匂鍾~（'tJOI~）

「

W
L
の
時
的

的
マ
開
局

（
キ
ッ
ト
豆
山
カ
ロ

i畳
去

府
H
そ
か

b
L
－ミコ
E
E
つ
ド
コ

γ
民

q
z
z、
〉

f
t
・－也、
a

：

二
今
年
の
軍
に
は
違
な
く
勝
ち
司
（
キ
ッ
ト
勝
ツ
〉
と
覚
ゆ
る
ぞ

（
一
十
家
）

等
の
用
法
の
あ
る
事
も
一
考
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

接
頭
語
と
接
頭
辞
の
一
考
察

年．

右肩

/j'fi 

威

山

従
来
、
接
頭
語
、
接
尾
語
と
言
わ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
意
味
上

叉
は
現
在
の
言
一
抗
意
識
等
か
ら
考
え
て
、
語
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
種
類
、
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
接
一
一
期
辞
、
接
尾
辞
と
し
て
接
頭

話
、
接
尾
語
と
区
別
す
る
設
に
北
部
い

τ、
一
応
の
考
え
を
ま
と
め
て

み
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
紙
面
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
接
頭

語
、
接
関
辞
の
方
の
み
を
取
り
上
げ
る
乙
と
に
す
る
。

例
え
ば
、
接
顕
諾
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
「
叫
迷
惑
」

「
斗
礼
足
」
「
司
霧
」
「
什
暗
い
」
「
叶
叶
興
じ
る
」
「
叶
叶
勝
る
」

「
斗
斗
倒
れ
る
」
「
斗
う
る
さ
い
」
「
刈
細
い
」
「

4
g」
等
の
種

類
の
語
と
、
「
成
寺
」
「
司
ま
よ
う
」
「
斗
社
き
」
「
司
な
び
く
」

「
付
飯
」
「
叶
息
」
「
叶
是
」
「
叶
糸
」
「
計
J
1
す
ぐ
」
「
司
オ
か
」

「
什
川
」
等
の
種
類
の
語
と
を
、
現
在
の
言
語
主
体
の
意
識
に
よ
っ

て
分
け
る
乙
と
が
出
来
る
。
前
者
は
「
御
」
「
お
み
」
「
さ
」
等
が
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ぐ＝

附
い
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
下
の
一
品
本
来
の
意
味
に
は
変
り
は
な

く
、
「
迷
惑
」
「
是
」
「
霧
」
に
「
御
」
「
お
み
」
「
さ
」
等
の
接

頭
語
が
附
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
は
接
頭
語
と
い
う
観
念

か
ら
一
応
離
れ
た
、
叉
は
離
れ
つ
L
あ
る
も
の
で
‘
一
一
一
円
詩
主
休
の
、
王

闘
に
よ
れ
ば
‘
も
は
ヤ
二
回
過
程
や
経
た
語
と
し
て
で
は
な
く
、
単

な
る
一
語
と
し
て
意
識
さ
れ
℃
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
側
迷
惑
」
の
「
御
」
と
一
五
う
の
は
単
に
丁
寧
な
意
味
を
添
え
て

い
る
に
過
ぎ
ず
、
現
に
「
迷
惑
」
と
い
う
訴
を
一
誌
と
し
て
同
じ
意

味
に
出
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
打
ち
興
じ
る
」
に
し
て
も
、
「
打

ち
」
と
一
五
う
の
は
そ
の
本
来
の
意
味
か
ら
離
れ
て
、
単
に
「
興
じ
る

」
の
意
味
を
強
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
興
巳
る
」
と
「
打
ち
興

じ
る
」
と
は
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
乙
の
よ
う
に
、
同
じ
「
は

な
」
を
指
し
て
云
っ
た
場
合
で
も
、
「
つ
ば
き
の
は
な
」
と
云
え
ば

誌
と
し
て
の
認
識
が
変
っ
て
く
る
よ
う
に
‘
「
打
ち
興
巳
る
」
は
「

興
己
る
」
と
同
意
義
に
別
い
ら
れ
な
が
ら
、
「
打
ち
」
を
接
調
誌
と

認
め
て
、
二
間
過
棋
を
経
た
訴
と
意
識
し
て
い
る
。
故
に
接
関
詞
と

し
て
品
詞
分
類
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
あ
る
ο

し
か
し
、
同
じ
「
御
」
で
も
副
迷
惑
」
と
副
理
と
一
去
っ
た

場
合
、
そ
乙
に
働
く
言
語
意
識
は
変
っ
て
く
る
。
現
在
で
は
通
時
的

意
識
は
な
く
、
北
ハ
時
意
識
に
よ
っ
て
「
ご
は
ん
」
を
一
訴
と
し
て
い

る
。
故
に
、
「
は
ん
」
の
み
で
「
米
を
煮
た
と
と
ろ
の
我
々
の
主
食
」

と
一
五
う
慨
念
を
な
さ
な
い
。
同
じ
と
と
は
「
令
息
」
の
場
合
も
云
え

る
の
で
あ
る
が
、
「
成
寺
」
の
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
段

一
寸
H
L
4
0一
事
実

U
－E
〈

1
2
2
c
d
R
E
E
F－－
A
I
l

－－一

i

て
分
け
る
乙
と
が
出
来
る
。
前
者
は
「
御
」
「
お
み
」
「
さ
」
等
が

府
ま
で
到
っ
て
い
な
い
口
「
司
ま
よ
う
」
の
場
合
は
、
「
ま
よ
う
」

と
し
て
も
一
語
と
し
℃
通
じ
る
訳
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
少
し
意
味

が
変
っ
て
「
訪
倍
す
る
」
と
一
五
う
意
の
一
誌
と
し
て
意
識
し
て
お
り
、

同
じ
こ
と
は
「
吋
な
び
く
」
の
場
合
も
云
え
る
Q

叉
、
問
じ
「
打

ち
」
で
も
「
叶
寸
明
け
る
」
と
一
千
人
ぱ
、
そ
れ
で
一
認
と
し
て
単
な

る
「
明
け
る
」
と
は
違
っ
た
意
味
を
去
す
の
で
あ
っ
て
、
以
上
の
も

の
は
接
頭
辞
と
す
べ
き
で
あ
る
。

す
る
と
、
「
打
ち
」
は
本
来
動
詞
で
あ
り
、
非
独
立
要
素
と
し
て

の
接
辞
と
い
う
に
は
当
ら
な
い
と
も
考
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
動
詞
「

打
つ
」
の
意
味
「
た
た
く
」
か
ら
は
離
れ
、
点
、
．
L

独
立
要
素
、
〈
意
味
）
・

を
失
つ
℃
‘
下
の
誌
と
共
に
一
認
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
故
に
、
動
詞
で
も
接
頭
副
で
も
な
く
、
一

単
語
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
こ
ろ
の
接
関
辞
な
の
で
あ
る
。
「
司
引

っ
ぐ
」
と
い
う
詰
も
同
じ
で
あ
る
が
、
但
し
「
サ
討
つ
け
る
」
と
一
去

っ
て
「
手
許
へ
引
き
寄
せ
ろ
」
の
意
に
川
い
た
場
合
に
は
、
「
ひ
き
」

も
「
つ
け
る
」
も
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
意
味
ぞ
保
存
じ
っ

L
、
新
し
い

単
語
「
ひ
き
つ
け
る
」
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合

複
合
語
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
「
ひ
き
つ
け
る
」
で

も
「
と
じ
つ
け
る
」
と
か
「
魅
惑
す
る
」
の
意
味
に
川
い
ら
れ
た
場

合
の
「
ひ
き
」
は
接
関
辞
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

「
不
賛
成
」
「
不
器
川
」
等
D
・
「
不
」
も
、
現
布
の
一
一
一
口
話
意
識
で

は
接
頭
部
的
な
観
念
も
な
い
で
は
な
い
が
、
比
較
的
共
休
的
な
意
味

を
添
え
、
切
り
離
ぜ
ぱ
全
然
意
味
が
変
っ
て
来
る
故
に
接
踊
辞
と
認
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め
る
べ
き
で
あ
る
。
叉
、
「
総
選
挙
」
「
全
日
本
」
等
の
「
総
」

全
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、

ζ

れ
ら
は
「
全
体
」
「
会
き
こ
と
」
と

一
五
う
意
味
ぞ
有
す
る
名
詞
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
「
総
選
挙
」
「
全

日
本
」
は
複
合
語
と
す
ぺ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
様
に
、
強
め
、
丁
寧
、
一
耳
目
調
等
の
抽
象
的
意
味
で
附
け
ら

れ
、
下
に
あ
る
単
語
の
も
と
の
意
味
に
変
化
を
き
た
さ
な
い
も
の
を

接
頭
語
と
し
て
品
詞
分
類
の
対
象
に
し
、
一
方
、
接
頭
語
よ
り
も
比

較
的
兵
休
的
な
意
味
を
添
え
、
下
の
語
と
合
し
て
、
そ
れ
が
単
独
で

去
し
え
な
い
意
味
を
表
し
、
口
問
詞
分
類
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
ぞ

接
一
瞬
辞
と
す
る
。
叉
、
二
つ
以
上
の
単
一
請
が
も
っ
と
具
体
的
な
本
来

の
意
味
を
互
に
保
存
し
つ

L
新
し
い
意
味
を
有
す
る
一
単
語
を
権
成

し
た
も
の
を
複
合
語
と
認
め
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
は
こ
れ
ら
の
区

別
は
し
に
く
く
、
そ
の
時
に
於
け
る
言
語
主
体
の
意
識
（
一
語
と
意

識
し
て
い
る
か
い
な
い
か
）
に
よ
る
の
で
あ
る
。
「
そ
の
時
」
と
云
う

の
は
、
広
く
そ
の
一
時
代
（
例
え
ば
現
代
に
於
け
る
一
言
語
意
識
）
の
意

味
も
あ
る
が
、
前
述
の
「
ひ
き
つ
け
る
」
の
例
の
如
く
、
そ
の
言
語
を

使
用
し
た
そ
の
場
合
と
云
う
狭
い
意
味
を
も
有
す
る
の
で
あ
る
。

ー
以
上

l

Z
D
R
R明日
4
p
・3
草
T

2

・
‘
｝
；
、

I

：
ー

ー寸

有

問

皇

子

の
高
葉
歌

年

姫岩池

ii（~下沢

多頑美

保

子子子

1~ 

「
高
葉
集
」
に
有
問
皇
子
の
作
と
し
て
共
の
二
首
が
伝
っ
て
い
る
。

《

ιし
ろ
由
ま
ま
ま
つ
が
え

E

P
き
む
十
び
ま
ぺ
き
え
あ
ら
暗
ま
た
b
へ
り
み
む

①
附
紅
白
乃
貯
松
之
校
乎
引
結
真
幸
有
者
亦
還
見
武
（
各
一
一
、
一
四
一
〉

ミ
へ
こ
あ
n
f
げ
コ
も
ろ
い
ひ
を
く
さ
ま
く
ら
モ
び
に

L
忘

れ

ば

L
ひ
4

d

こ

も

る

①
家
有
名
笥
爾
盛
飯
乎
平
枕
故
閥
之
有
者
椎
之
葉
商
盛
（
巻
二
、

一回二）

と
れ
ら
の
歌
が
ど
ん
な
動
機
か
ら
生
れ
、
叉
い
か
な
る
社
会
朕
勢

が
、
乙
の
歌
の
背
景
に
あ
っ
た
か
と
一
五
う
事
は
古
来
諸
家
の
説
く
と
．

と
ろ
で
あ
る
が
、
私
達
は
「
日
本
書
記
」
の
記
事
よ
り
、
こ
れ
を
推
察

し
℃
い
き
、
①
の
歌
の
解
釈
に
役
立
て
た
い
。

有
間
皇
子
は
矛
町
内
代
孝
徳
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
。
有
印
皇
子
を
と

り
ま
く
主
な
人
物
を
系
図
に
示
す
と
次
の
如
く
な
る
。

担
野
明
天
皇
寸
中
大
兄
皇
子

一li－－
1
1
1
7
間

人

皇

女

拐
、
皇
極
天
皇
「
大
海
皇
子

一
訂
（
荷
明
）

部
「
孝
徳
天
皇

阿
倍
倉
梯
麻
呂

i
小
足
媛

有

問

皇

子

ハ
川
川
》


