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凡
例

本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
は
、
岩
波
書
店
刊
『
三
木
清
全
集
』（1966

〜68

、1986

年
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

の
よ
う
な
改
定
を
施
し
て
い
る
。

・
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
旧
仮
名
遣
い
は
新
仮
名
使
い
に
改
め
た
。

・
送
り
仮
名
を
一
部
現
代
的
に
改
め
た
。「
表
は
す
・
現
は
す
・
顕
は
す
・
著
は
す
・
露
は
れ
」
は
「
表
す
・
現
す
・
顕
す
・

著
す
・
露
れ
」
と
、「
明
か
」
は
「
明
ら
か
」、「
少
い
」
は
「
少
な
い
」、「
異
る
」
は
「
異
な
る
」
な
ど
多
数
に
の
ぼ
る
。

・「
帰き
ち
ゃ
く著
」
な
ど
現
代
的
に
は
「
著
」
で
は
な
く
「
着
」
が
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス
は
「
帰
着
」
等
と
変
え
た
。「
屡
」
は
「
屡
々
」

と
し
た
。「
愈
い
よ
い
よ」「
益
ま
す
ま
す」
も
「
愈
々
」「
益
々
」
と
。

・
人
名
な
ど
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
論
文
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
主
な
も
の
は
統
一
し
た
。
殊
に
「
ヰ
・

ヸ
・
ヷ
」
な
ど
現
代
で
は
使
わ
れ
な
い
も
の
は
す
べ
て
変
え
た
。

・
ル
ビ
は
底
本
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
加
え
て
、
漢
字
の
読
み
と
し
て
作
成
者
が
追
加
し
た
。
そ

れ
ら
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。

・〔
〕
は
編
者
。【
】
に
よ
る
注
記
、
お
よ
び
ペ
ー
ジ
左
端
の
脚
注
は
作
成
者
の
も
の
で
あ
る
。「
解
題
」
は
作
成
者
に
よ
る
。

・
文
献
名
が
青
字
斜
体
で
あ
る
の
は
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
文
献
中
の
ロ
ー
マ
数
字
は
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
トI, II, IV, X

で
代
用
し
て
い
る
。

・
ギ
リ
シ
ャ
文
字
はTekniaG

reek font

を
使
っ
て
い
る
。
但
しφι
は
作
成
ソ
フ
ト
と
の
相
性
が
悪
く
別
フ
ォ
ン
ト
で
あ
る
。



底
本
と
し
た
全
集
の
編
集
方
針
は
、「
原
則
と
し
て
最
終
稿
を
原
典
と
し
、
校
異

は
特
別
の
他
示
さ
な
い
。
明
確
な
誤
記
・
誤
植
以
外
は
原
形
を
保
存
す
る
。
歴
史

的
意
義
を
持
つ
初
期
著
作
は
原
形
の
ま
ま
収
録
し
、
各
種
発
表
さ
れ
た
た
ぐ
い
の

も
の
は
、
分
類
し
年
代
順
に
配
列
し
た
。」
と
あ
る
。

底
本
と
し
た
全
集
は
、
次
の
五
氏
の
編
集
よ
り
な
っ
た
も
の
で
す
。

大
内
　
兵
衛

東
畑
　
精
一

羽
仁
　
五
郎

桝
田
啓
三
郎

久
野
　
　
收
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史
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六

語
ら
れ
ざ
る
哲
学

一

懺
悔
は
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
争
い
た
か
ぶ
る
心
の
こ
と
で
は
な
く
し
て
和
ぎ
へ
り
く
だ
る
心
の

こ
と
で
あ
る
。
講
壇
で
語
ら
れ
研
究
室
で
論
ぜ
ら
れ
る
哲
学
が
論
理
の
巧
妙
と
思
索
の
精
緻
と
を
誇
ろ
う
と
す
る

と
き
、懺
悔
と
し
て
の
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
は
純
粋
な
る
心
情
と
謙
虚
な
る
精
神
と
を
失
わ
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
。

語
ら
れ
る
哲
学
が
多
く
の
人
に
よ
っ
て
読
ま
れ
称
讃
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
に
反
し
て
、
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
は
僅

か
の
人
に
よ
っ
て
本
当
に
同
情
さ
れ
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
は
頭

脳
の
鋭
利
を
見
せ
つ
け
よ
う
と
し
た
り
名
誉
を
志
し
た
り
す
る
人
が
試
み
な
い
哲
学
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
語
ら

れ
ざ
る
哲
学
の
本
質
は
鋭
さ
よ
り
も
深
さ
に
あ
り
巧
妙
よ
り
も
純
粋
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
名
誉
心

を
満
足
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
却
っ
て
そ
れ
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

私
の
今
企
て
よ
う
と
す
る
哲
学
は
、
論
理
的
遊
戯
に
慣
れ
た
哲
学
者
達
が
夢
に
も
企
て
よ
う
と
は
思
わ
な
い
哲



七

語
ら
れ
ざ
る
哲
学

学
で
あ
る
。
私
は
自
己
の
才
能
を
試
み
ん
が
た
め
に
こ
れ
を
書
く
の
で
は
な
く
、
自
己
の
心
情
の
純
粋
を
回
復
せ

ん
が
た
め
に
こ
の
努
力
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
努
力
が
本
当
に
成
功
す
る
な
ら
ば
、
私
は
こ
の
一
篇
を

書
き
終
る
と
と
も
に
全
く
新
し
い
性
格
の
人
と
し
て
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
今
年
二
十
三
で
あ
る
。
凡
て

を ab ovo  

【
卵
か
ら
＝
初
め
か
ら
】
に
始
め
る
た
め
に
過
去
を
食
い
尽
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
私

の
半
生
の
生
活
を
回
顧
し
て
そ
の
精
算
書
を
作
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
私
の
精
算
書
は
次
の
よ
う

な
不
思
議
な
形
式
を
と
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
自
分
が
何
を
も
っ
て
い
る
か
ま
た
何
を
も
っ
て
い
な
い
か
を
正
直
に

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
の
正
当
な
認
識
は
屹
度
私
の
虚
栄
心
を
破
壊
す
る
に
違
い
な
い
。
け
れ

ど
真
に
生
き
る
こ
と
は
そ
こ
か
ら
始
る
の
だ
。
私
の
努
力
が
虚
し
く
終
る
か
或
は
よ
き
実
を
結
ぶ
か
否
か
は
私
が

本
当
に
正
直
に
な
り
う
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
る
こ
と
で
あ
る
。

嘗
て
私
は
同
じ
よ
う
な
試
み
に
悩
ま
し
い
幾
日
か
を
送
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
最
初
の
試
み
は
失
敗
し
て
第
二
の

試
み
が
続
い
た
。
第
二
の
試
み
が
失
敗
し
て
第
三
の
試
み
が
続
い
た
。
そ
の
当
時
私
は
失
敗
の
原
因
を
一
方
で
は

私
の
体
験
の
貧
し
さ
と
思
索
の
弱
さ
と
他
方
で
は
こ
う
し
た
仕
事
に
専
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
断
片
作
者
に

な
り
は
し
な
い
か
と
の
反
省
と
に
帰
し
て
い
た
。
私
は
今
私
の
失
敗
の
更
に
重
要
な
原
因
を
正
し
く
見
定
め
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
体
験
の
貧
し
さ
と
思
索
の
弱
さ
と
は
如
何
に
も
失
敗
の
原
因
に
は
相
違
な
い
が
、
私



八

が
そ
の
失
敗
の
後
に
非
常
な
焦
躁
と
不
安
と
を
感
じ
た
こ
と
を
以
て
見
れ
ば
私
の
企
て
の
動
機
の
中
に
不
純
な
も

の
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
原
稿
は
そ
の
最
初
の
十
枚
に
も
み
た
な
い
前
に
幾
度
と
な
く
裂
か

れ
た
り
焼
か
れ
た
り
し
た
。
私
が
草
稿
を
作
ろ
う
と
し
た
動
機
の
有
力
な
も
の
に
、
そ
の
草
稿
が
人
々
に
よ
っ
て

読
ま
れ
称
讃
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
誰
が
保
証
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
私
の
失
敗
は
遺
憾
な
く
私
の
隠

さ
れ
て
い
た
虚
栄
心
を
暴
露
し
た
。
私
は
隠
謀
が
発あ
ば

か
れ
た
若も
し

く
は
野
心
が
素
破
抜
か
れ
た
人
の
よ
う
な
心
持
で

腹
立
た
し
い
そ
し
て
不
安
な
憂
欝
の
中
を
彷
徨
し
た
。
私
は
そ
の
頃
ま
だ
私
の
仕
事
が
決
し
て
他
人
を
相
手
と
す

べ
き
で
は
な
く
私
自
身
を
相
手
と
す
べ
き
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
体
験
の
貧
し
さ
と
思
索
の
弱
さ

と
は
真
の
仕
事
の
基
礎
と
な
っ
て
そ
れ
を
成
就
さ
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
ら
に
就

い
て
の
正
し
き
自
覚
と
反
省
と
は
真
に
よ
き
仕
事
へ
の
必
要
な
準
備
で
あ
る
こ
と
は
疑
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
体

験
の
貧
し
さ
と
思
索
の
弱
さ
と
を
し
み
じ
み
と
感
ず
る
こ
と
は
私
達
を
決
し
て
不
安
と
焦
躁
と
に
駆
り
は
し
な
い

で
、
却
っ
て
静
け
さ
と
安
け
さ
と
に
導
く
。
不
安
と
焦
躁
と
は
傲
慢
な
心
の
こ
と
で
あ
り
静
け
さ
と
安
け
さ
と
は

謙
虚
な
心
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
き
魂
は
謙
虚
な
魂
で
あ
り
、
そ
し
て
善
き
魂
の
み
が
よ
き
仕
事
を
成
し
遂
げ
る
こ

と
が
出
来
る
。
私
の
失
敗
が
本
当
に
私
の
体
験
の
貧
し
さ
と
思
索
の
弱
さ
と
に
本
づ
い
て
い
な
い
こ
と
は
そ
れ
の

み
な
ら
ず
私
の
そ
の
後
の
生
活
が
決
し
て
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
が
確
か
に
証
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
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語
ら
れ
ざ
る
哲
学

己
の
貧
し
さ
と
弱
さ
と
の
真
の
自
覚
は
私
達
を
善
き
生
活
へ
の
憧
憬
と
精
進
と
に
向
わ
せ
ず
に
は
措
か
な
い
で
あ

ろ
う
。
断
片
作
者
に
な
っ
て
し
ま
い
は
し
な
い
か
と
の
懸
念
が
私
の
失
敗
の
事
実
上
の
原
因
で
あ
る
に
し
て
も
そ

れ
が
正
当
な
原
因
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
無
論
で
あ
る
。
事
実
、
私
に
は
断
片
作
者
と
な
り
易
い
可
能
性
が
十
分

に
あ
り
そ
れ
に
対
し
て
周
到
な
警
戒
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
私
の
試
み
は
本
質
的
に
は
事
業
の
問
題
で
は
な
く

し
て
心
情
の
問
題
で
あ
る
。
過
去
の
生
活
の
精
算
を
す
る
と
云
う
の
が
主
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
そ
の
精
算
書
を
作

る
や
否
や
は
畢
竟
従
属
的
な
、云
わ
ば
方
便
上
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
き
仕
事
を
為
そ
う
と
云
う
の
で
は
な
く
し
て
、

そ
れ
へ
の
正
し
き
準
備
を
な
す
の
で
あ
る
。
或
は
結
果
を
求
め
る
の
で
は
な
く
し
て
結
果
へ
の
道
を
拓
く
の
で
あ

る
。
善
き
魂
を
作
る
こ
と
、
更
に
は
善
き
魂
と
な
る
こ
と
が
私
達
に
最
も
大
切
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
人
は
、
過
去
の
生
活
や
思
想
や
感
情
の
纏
ら
な
い
精
算
が
正
し
く
行
わ
れ
る
と
き
に
は
決
し
て
断
片
作
者
を
作

り
は
し
な
い
こ
と
を
確
信
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
今
以
上
の
二
点
に
就
い
て
多
分
間
違
っ
て
い
な
い
考
を
得
た
よ

う
に
思
う
か
ら
、
こ
れ
か
ら
私
は
大
胆
に
そ
し
て
正
直
に
私
の
仕
事
に
向
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二



一
〇

語
ら
れ
る
哲
学
に
於
て
と
同
じ
よ
う
に
、
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
に
於
て
大
切
な
こ
と
は
、
正
し
き
問
い
方

（Fragestellung

）
を
す
る
こ
と
と
正
し
き
出
発
点
を
と
る
こ
と
と
で
あ
る
。
正
し
き
問
い
方
を
な
さ
な
い
も
の
は

決
勝
点
を
見
定
め
て
お
か
な
い
で
勝
手
な
標
的
に
向
っ
て
走
る
選
手
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
彼
の
凡
て
の
努
力

は
単
に
疲
労
を
齎
す
ば
か
り
で
あ
っ
て
到
底
勝
利
を
贏か
ち
えさ

せ
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
正
し
き
出
発
点
を
と
ら
な
い
も

の
は
恰あ
た
かも

誤
っ
た
コ
ー
ス
に
従
っ
て
走
る
選
手
で
あ
る
。
彼
が
一
生
懸
命
に
走
れ
ば
走
る
ほ
ど
彼
は
決
勝
点
か
ら

遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
哲
学
に
正
し
き
問
い
方
を
教
え
た
も
の
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
哲
学

の
正
し
き
出
発
点
を
見
出
し
た
も
の
と
し
て
殊
に
称
讃
さ
れ
て
い
る
。
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
の
問
題
は
、
一
体
、
如

何
に
し
て
正
し
く
提
出
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
二
つ
の
問
題
の
提
出
の
仕
方
を
以
て
極
め
て
正
当
な
も
の

と
し
て
挙
げ
得
る
と
思
う
。
第
一
、
如
何
に
し
て
よ
き
生
活
は
可
能
で
あ
る
か
。
第
二
、
よ
き
生
活
は
如
何
な
る

も
の
で
あ
る
か
。
即
ち
第
一
は
よ
き
生
活
の
必
然
的
制
約 conditio sine qua non 

【
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
無
し
】
と
し

て
の
形
式
の
問
題
で
あ
っ
て
、
第
二
は
よ
き
生
活
の
内
容
の
問
題
で
あ
る
。
先
ず
最
初
に
注
意
す
べ
き
は
、
私
が

よ
き
0

0

生
活
と
云
う
の
は
単
に
道
徳
的
な
生
活
の
み
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
正
し
き

0

0

0

若も
し

く
は
美
し
き

0

0

0

生
活
を
も

含
め
て
簡
単
な
名
を
以
て
呼
ん
だ
の
に
過
ぎ
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
何
故
に
生
活
一
般
の
形
式
お
よ

び
内
容
が
問
題
と
な
ら
な
い
で
、
特
に
よ
き
0

0

生
活
の
形
式
と
内
容
と
が
こ
こ
で
は
問
題
と
な
る
か
を
注
意
し
な
け
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一

語
ら
れ
ざ
る
哲
学

れ
ば
な
ら
な
い
。生
活
一
般
の
形
式
と
内
容
と
に
関
し
て
は
生
理
学
や
心
理
学
や
社
会
学
が
論
議
す
る
で
あ
ろ
う
。

私
の
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
は
生
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
正
し
く
、
よ
く
、
美
し
く
生
き
る
こ
と
に
就
い
て
静
か
に
思

い
を
廻
ら
そ
う
と
す
る
。語
ら
れ
ざ
る
哲
学
の
学
徒
は
必
然
的
に
自
然
主
義
者
で
な
く
し
て
理
想
主
義
者
で
あ
る
。

更
に
注
意
す
べ
き
は
私
が
今
提
出
し
た
二
つ
の
問
題
即
ち
よ
き
生
活
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
よ
き
生
活

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
の
問
題
は
畢
竟
従
来
の
倫
理
学
が
盛
に
論
議
し
来
っ
た
問
題
と
同
一
で
は
な
い
か

と
の
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
は
一
応
当
然
の
疑
問
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
結
局
は
事
物
の
外
観
に
泥な
ず

ん
で
そ
れ
の
本
質
を
究
め
よ
う
と
し
な
い
者
の
言
に
過
ぎ
な
い
。
論
議
さ
れ
る
倫
理
学
は
単
に
論
理
上
斉
合
的
な

所
謂
悟
性
必
然
的
な
よ
き
生
活
に
関
す
る
知
識
を
以
て
満
足
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
に
と
っ
て

は
生
活
を
改
造
し
な
い
知
識
、
現
実
を
支
配
し
な
い
理
想
は
音
ば
か
り
し
て
決
し
て
射
殺
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

弾
丸
が
猟
夫
に
と
っ
て
無
意
味
で
あ
る
と
同
様
に
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
識
よ
り
も
生
活
を
重
要
視
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
真
理
に
関
す
る
知
識
は
た
ゞ
生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
と
云
う
信
念
を
棄
て
よ
う

と
は
し
な
い
。
私
は
今
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
我
が
懺
悔
』
の
一
節
を
引
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
。「
私

は
自
分
の
間
違
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
如
何
に
し
て
そ
の
間
違
い
が
出
来
た
か
を
会
得
し
た
。
私
が
間
違
い
を

し
て
い
た
の
は
、
私
の
考
え
方
が
正
し
く
な
か
っ
た
と
云
う
よ
り
も
寧
ろ
私
が
忌
わ
し
い
生
活
を
し
て
い
た
か
ら



一
二

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
真
理
が
私
に
隠
さ
れ
て
い
た
の
は
、
私
の
推
理
が
誤
っ
て
い
た
と
云
う
よ
り
も
私
が
肉

の
煩
悩
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
し
て
法
外
な
道
楽
者
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。」
語
ら

れ
ざ
る
哲
学
が
求
め
る
真
理
は
全
人
格
が
肯
定
し
ま
た
全
人
格
が
喜
ば
し
さ
に
盈
ち
溢
れ
つ
つ
服
従
す
る
生
け
る

真
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
達
に
と
っ
て
律
法
で
は
な
く
し
て
愛
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
真
理
で
あ
る
。

私
は
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
の
正
し
き
出
発
点
に
就
い
て
最
初
の
思
索
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

三

有
名
な
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
哲
学
の
出
発
点
に
当
っ
て
凡
て
を
疑
っ
た
。
単
に
伝
統
や
証
権
や
が
教
え
る
も
の

ば
か
り
で
な
く
自
己
の
感
官
、
進
ん
で
は
自
己
の
理
性
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
も
疑
っ
た
。D

e om
nibus 

dubitandum
.

【
す
べ
て
疑
う
べ
し
】 

し
か
し
て
彼
が
方
法
論
的
懐
疑
と
云
わ
る
る
も
の
の
最
後
に
到
達
し
た
真
理
は 

cogito ergo sum
. 

と
云
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
絶
対
に
疑
い
得
な
い
と
信
ぜ
ら
れ
た
真
理
か
ら
出
発
し
て
彼
は

因
果
律
を
用
い
て
神
の
存
在
を
証
明
し
、
か
く
し
て
最
初
に
は
疑
わ
れ
た
も
の
を
懐
疑
の
中
か
ら
救
い
得
る
こ
と

を
論
証
し
よ
う
と
し
た
。
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
の
出
発
点
も
ま
た
懐
疑
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
人
々
に
と
っ
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語
ら
れ
ざ
る
哲
学

て
自
明
で
あ
る
こ
の
事
実
を
私
も
一
応
は
是
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
達
が
現
に
感
じ
知
り
欲
し
て
お
る
あ

り
の
ま
ま
の
事
実
を
何
等
の
疑
い
も
な
く
そ
の
ま
ま
受
容
し
承
認
す
る
人
々
に
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
の
な
い
こ
と
は

論
を
俟
た
な
い
。
現
実
に
対
し
て
不
満
を
感
じ
疑
い
を
懐
く
と
こ
ろ
か
ら
私
達
の
哲
学
も
始
る
の
で
あ
る
。
懐
疑

は
普
通
征
服
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
そ
れ
が
征
服
さ
れ
な
い
形
で
と
ど
ま
る
場
合
に
は
私
達
は
そ
れ
を
懐
疑
主
義

若
く
は
懐
疑
説
の
名
で
呼
ん
で
い
る
。
批
判
哲
学
の
学
徒
は
懐
疑
主
義
の
成
立
が
不
可
能
な
る
所
以
を
論
じ
て
、

懐
疑
主
義
は
自
殺
で
あ
る
。
懐
疑
主
義
が
主
張
さ
れ
る
と
云
う
こ
と
は
既
に
真
理
の
存
在
を
予
想
す
る
も
の
で
あ

る
と
云
う
。
私
は
批
判
哲
学
の
こ
の
鋭
い
批
判
を
も
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
語
ら
れ
る
哲
学
に
お
け
る
懐

疑
説
は
恐
ら
く
こ
の
投
ぜ
ら
れ
た
槍
に
よ
っ
て
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
射
殺
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
語
ら
れ

ざ
る
哲
学
に
於
け
る
懐
疑
説
は
頭
脳
の
考
え
た
も
の
で
は
な
く
心
臓
の
感
ず
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
単
な
る
論
理

に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
私
達
は
屡
々
頭
で
反
対
し
な
が
ら
心
臓
で
信
ず
る
。
そ
れ
は
概

念
上
の
懐
疑
主
義
で
は
な
く
し
て
生
活
上
の
懐
疑
主
義
で
あ
る
。

私
が
智
慧
に
よ
っ
て
目
覚
ま
さ
れ
て
か
ら
後
幾
許
も
な
く
私
の
懐
疑
が
始
っ
た
。
私
の
意
識
さ
れ
た
知
的
生
活

の
殆
ど
最
初
の
日
か
ら
、
私
は
学
校
や
教
師
を
あ
ま
り
信
用
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
れ
ら
か
ら
教
え
ら
れ
る
道

徳
に
大
し
た
権
威
を
置
く
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。
私
は
悪い
た
ず
ら
ず

戯
好
き
で
反
抗
的
な
子
供
で
あ
っ
た
。
教
室
で
は
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傍わ
き
み視

を
し
た
り
隣
の
生
徒
に
相
手
に
な
っ
た
り
楽
書
を
し
た
り
ば
か
り
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
成
績
の
良
い
子
供

で
あ
る
と
云
う
教
師
達
の
評
判
が
私
を
妙
に
臆
病
に
さ
せ
た
。
中
学
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
権
威
に
対
す
る
懐
疑

と
反
抗
と
自
己
の
力
を
示
し
た
い
と
云
う
虚
栄
心
と
か
ら
私
は
体
操
の
教
師
と
衝
突
し
、
文
芸
部
の
主
任
に
反
対

し
、
校
長
に
対
し
て
ま
で
反
抗
し
た
。
そ
の
頃
私
は
弁
論
の
練
習
を
し
な
が
ら
大
政
治
家
に
な
ろ
う
と
云
う
空
漠

な
野
心
に
燃
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。
伝
統
や
証
権
に
対
す
る
懐
疑
が
悪
い
こ
と
で
あ
る
と
は
私
は
決
し
て
信
じ
な

い
。
懐
疑
が
悪
い
こ
と
と
し
て
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
い
つ
で
も
第
一
に
そ
の
懐
疑
が
徹
底
し
て

い
な
い
と
き
、
第
二
に
そ
の
懐
疑
の
動
機
が
正
し
く
な
い
と
き
で
あ
る
。
懐
疑
主
義
者
と
自
称
す
る
世
の
多
く
の

人
々
と
同
様
に
私
も
徹
頭
徹
尾
懐
疑
的
で
な
か
っ
た
。
学
校
や
教
師
を
信
じ
な
か
っ
た
私
は
書
物
や
雑
誌
を
信
じ

た
。
そ
し
て
書
籍
の
中
で
も
偉
大
な
る
人
々
が
心
血
を
傾
け
尽
し
て
書
い
た
も
の
を
顧
み
る
こ
と
は
旧
思
想
と
の

妥
協
者
と
し
て
譏
ら
れ
る
恐
が
あ
っ
た
の
で
、
私
は
主
と
し
て
虚
栄
心
の
た
め
或
は
パ
ン
の
た
め
に
書
か
れ
た
一

夜
仕
込
の
断
片
的
な
思
想
を
受
け
容
れ
た
。
何
で
も
新
し
い
も
の
は
真
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
時
代
が

私
に
も
あ
っ
た
。
私
は
云
わ
ば
犬
の
智
慧
を
以
て
人
間
の
智
慧
を
疑
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
少
し
で
も
異
な
っ
た

こ
と
を
云
う
人
の
名
を
な
る
べ
く
多
く
記
憶
し
た
り
一
寸
で
も
新
し
い
こ
と
を
書
い
た
書
物
の
題
を
な
る
べ
く
沢

山
に
暗
記
し
て
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
所
謂
旧
思
想
が
完
全
に
破
壊
さ
れ
得
る
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
私
の
懐
疑
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五

語
ら
れ
ざ
る
哲
学

は
私
自
身
の
苦
し
い
思
索
の
結
果
と
云
う
よ
り
も
寧
ろ
私
の
断
片
的
な
知
識
の
蒐
集
に
本
づ
い
て
い
た
。
併
し
更

に
悪
い
こ
と
は
私
は
私
が
懐
疑
主
義
者
で
あ
る
が
故
に
私
は
他
の
人
達
よ
り
も
優
秀
な
人
間
で
あ
る
と
思
っ
て
い

た
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
一
角
の
思
想
家
の
つ
も
り
で
他
の
真
面
目
に
学
業
に
励
み
教
訓
に
忠
実
な
人
々
を
蔑
ん

だ
。
私
達
が
そ
れ
ら
の
人
々
を
呼
ん
だ
名
は「
古
い
頭
の
男
」若
く
は「
意
気
地
の
な
い
男
」と
云
う
の
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
懐
疑
主
義
は
ど
ん
な
理
由
か
ら
で
も
他
人
を
攻
撃
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
筈
で
は
な
い
か
。
懐
疑
主
義

が
売
物
に
さ
れ
る
こ
と
ほ
ど
不
合
理
な
こ
と
は
な
い
。
懐
疑
主
義
は
そ
れ
が
正
当
に
解
さ
れ
た
場
合
に
於
て
さ
え

語
ら
れ
ざ
る
哲
学
に
於
て
の
み
許
さ
れ
得
る
思
想
で
あ
る
。
今
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
あ
の
時
代
の
私
の
懐
疑
は
新

思
想
を
担
ぎ
廻
っ
て
新
ら
し
が
ら
ん
が
た
め
の
懐
疑
で
あ
り
、
自
己
の
虚
栄
心
に
媚
び
ん
が
た
め
の
、
或
は
人
が

自
明
の
こ
と
と
承
認
し
て
い
る
こ
と
を
も
疑
い
得
る
能
力
が
私
に
あ
る
こ
と
を
示
さ
ん
が
た
め
の
懐
疑
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
う
。
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
の
正
し
き
懐
疑
主
義
者
は
謙
遜
で
あ
り
真
面
目
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
が
、
そ
の
頃
の
私
の
心
は
傲
慢
で
あ
っ
た
し
私
の
生
活
は
不
真
面
目
で
あ
っ
た
。
単
に
疑
わ
ん
が
た
め
に
疑
っ

て
い
た
私
の
不
徹
底
な
懐
疑
主
義
は
、
よ
く
起
る
よ
う
に
自
然
主
義
と
結
び
付
い
て
そ
れ
を
弁
護
す
る
役
目
を
さ

え
演
じ
た
。
語
ら
れ
る
権
利
も
も
た
ず
ま
た
そ
れ
を
欲
し
な
い
筈
の
懐
疑
主
義
は
そ
れ
が
語
ら
れ
主
張
さ
れ
、
更

に
は
そ
れ
が
他
を
弁
明
し
擁
護
す
る
に
従
っ
て
益
々
悪
く
な
る
。私
が
悪
事
を
な
し
た
と
き
私
の
魂
は
悲
し
ん
だ
。
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け
れ
ど
誰
か
が
私
の
悪
を
詰
責
し
よ
う
と
し
た
と
き
私
の
傲
慢
な
心
は
答
え
た
、「
一
体
何
が
善
で
あ
り
悪
で
あ

る
の
か
。
伝
統
や
因
襲
や
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
人
の
外
は
誰
だ
っ
て
道
徳
の
標
準
を
示
し
得
な
い
の
だ
。」
何
人

も
正
直
に
考
え
る
と
き
に
は
懐
疑
主
義
と
自
然
主
義
と
の
間
に
何
等
必
然
的
な
論
理
的
連
絡
も
な
い
こ
と
を
容
易

に
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
自
己
の
情
欲
に
従
っ
て
生
活
す
る
自
然
主
義
者
と
云
わ
る
る
も
の
の
多
く
が
懐
疑

説
を
以
て
自
己
の
悪
し
き
生
活
の
弁
護
の
具
と
な
し
易
い
事
実
は
、
如
何
に
懐
疑
が
徹
底
的
に
し
か
し
て
正
し
き

動
機
を
以
て
始
め
ら
れ
難
い
か
を
語
っ
て
い
る
。
真
の
懐
疑
は
単
に
古
き
も
の
や
一
般
的
な
る
も
の
の
み
で
な
く

新
し
き
も
の
、
特
殊
的
な
る
も
の
に
も
向
け
ら
れ
、
一
切
の
外
的
と
他
律
的
と
を
排
し
て
純
一
な
る
内
的
と
自
律

的
と
に
向
う
努
力
に
於
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
或
は
単
に
自
己
以
外
の
も
の
の
み
な
ら
ず
自
己
そ
の
も
の
を
さ

え
疑
い
否
定
す
る
努
力
に
於
て
初
め
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
達
が
徹
底
的
な
懐
疑
と
呼
び
う
る
も
の
は
実

に
斯
の
如
き
懐
疑
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
徹
底
的
な
懐
疑
と
は
凡
て
の
も
の
を
殺
し
従
っ
て
自
己
を
も
殺
す
こ
と
で

あ
る
。
か
く
の
如
き
懐
疑
の
後
に
再
び
凡
て
の
も
の
を
生
か
し
従
っ
て
自
己
を
も
生
か
す
こ
と
が
出
来
る
か
否
か

は
、
実
際
か
く
の
如
き
懐
疑
に
生
き
た
人
の
み
が
体
得
し
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
疑
い
を
征
服
す
る
仕
方
は
疑
い

の
対
象
と
な
る
も
の
を
悉
く
否
定
し
て
し
ま
う
よ
り
外
に
は
な
い
。
懐
疑
が
正
当
に
結
び
付
き
得
る
も
の
は
一
部

分
の
否
定
で
は
な
く
し
て
全
体
の
否
定
で
あ
る
。
懐
疑
の
完
成
は
使
徒
パ
ウ
ロ
が
「
わ
れ
も
は
や
生
け
る
に
あ
ら
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七

語
ら
れ
ざ
る
哲
学

ず
、
キ
リ
ス
ト
わ
れ
に
於
て
生
け
る
な
り
」
と
云
っ
た
と
こ
ろ
に
於
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

自
己
の
否
定
す
る
心
の
犀
利
を
矜
っ
た
り
、
徒
に
他
と
標
異
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
り
、
も
し
く
は
自
己
の
不
道

徳
な
生
活
を
弁
護
し
た
り
す
る
こ
と
が
懐
疑
の
正
当
な
動
機
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
明
白
な
こ
と
で
あ

る
。
懐
疑
は
論
理
を
以
て
戯
れ
る
こ
と
で
は
な
く
て
魂
の
真
面
目
な
る
悩
み
で
あ
る
。
懐
疑
の
正
し
き
動
機
は
斯

よ
う
に
し
て
、
よ
き
生
活
へ
の
意
志
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
の
世
界
も
し
く
は
自
己
に
満
足
せ
ず
し
て
更

に
価
値
多
き
世
界
若
く
は
自
己
に
憧
憬
す
る
心
に
於
て
初
め
て
正
し
き
懐
疑
は
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
実
と

理
想
、
価
値
な
き
若
く
は
価
値
少
き
も
の
と
価
値
あ
る
若
く
は
価
値
多
き
も
の
と
の
対
立
や
矛
盾
を
感
ず
る
懐

疑
、
そ
の
対
立
と
矛
盾
と
を
悲
し
み
悩
む
懐
疑
こ
そ
正
し
き
懐
疑
で
あ
る
。
懐
疑
は
そ
れ
自
身
消
極
的
、
否
定
的

態
度
で
あ
る
に
し
て
も
根
本
的
に
は
積
極
的
、
肯
定
的
態
度
を
予
想
す
る
。
絶
対
に
光
を
見
ず
、
ま
た
光
の
予
感

を
も
た
ず
し
て
た
だ
闇
の
中
に
住
め
る
人
の
心
に
は
懐
疑
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
が
云
っ
た
よ
う
な
身
は
肉
体
の
牢

獄
の
中
に
あ
り
な
が
ら
イ
デ
ア
の
世
界
に
還
ろ
う
と
憧
が
れ
求
め
て
お
る
人
間
の
魂
に
於
て
の
み
正
し
き
懐
疑
は

あ
る
。懐
疑
に
伴
う
寂
し
さ
や
悩
し
さ
は
、そ
れ
故
に
、意
識
さ
れ
た
若
く
は
意
識
さ
れ
な
い
生
み
の
悩
み
で
あ
る
。

私
の
こ
の
考
察
は
ま
だ
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
真
に
真
面
目
な
る
懐
疑
は
寧
ろ
何
等
の
動
機
を
も

含
ま
な
い
懐
疑
、
換
言
す
れ
ば
疑
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
か
ら
疑
う
と
こ
ろ
の
懐
疑
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
彼
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の
魂
は
瞬
き
せ
ざ
る
眼
を
以
て
見
詰
め
な
が
ら
闇
の
唯
中
を
彷
徨
す
る
。
時
に
彼
の
眼
が
闇
の
中
に
光
の
幻
覚
を

生
ず
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
彼
の
魂
は
欺
か
れ
は
し
な
い
。
斯
の
如
き
何
等
の
動
機
を
も
含
ま
な
い
従
っ
て
殆
ん
ど

宿
命
的
に
感
ぜ
ら
れ
る
懐
疑
の
特
質
は
、
そ
れ
が
徹
底
的
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
に
於
て
真
の

懐
疑
と
は
徹
底
的
な
懐
疑
で
あ
る
と
云
う
前
に
得
た
と
同
様
な
結
論
に
達
し
た
。
し
か
し
て
徹
底
的
は
全
体
の
否

定
を
意
味
す
る
。
人
々
は
屡
々
次
の
よ
う
に
語
る
、
懐
疑
は
疲
れ
、
傷
つ
き
、
病
め
る
心
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
健

康
で
活
動
す
る
心
の
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
。
私
は
彼
等
が
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
何
を
意
味
し
よ
う
と
し
て
お

る
か
を
認
識
し
、
ま
た
彼
等
の
意
味
す
る
こ
と
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
を
惜
ま
な
い
。
彼
等
の
云

う
懐
疑
は
私
が
こ
こ
に
正
し
き
若
く
は
真
の
懐
疑
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
真
の

懐
疑
は
柔
弱
で
は
な
く
て
剛
健
な
心
、
自
分
自
身
を
も
否
定
し
て
恐
れ
な
い
心
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
用
い
る
な

ら
ば
真
理
の
勇
気
（D

er M
ut der W

ahrheit
）
を
も
っ
た
心
に
於
て
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
戦
士
の
よ
う
な
心
の

こ
と
で
あ
っ
て
、
掏ス

リ摸
の
よ
う
な
心
の
こ
と
で
は
な
い
。
斯
よ
う
に
し
て
懐
疑
と
云
う
言
葉
に
伴
い
易
い
種
々
の

不
純
な
意
味
を
退
け
て
そ
れ
が
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
積
極
的
な
方
面
を
特
に
高
調
す
る
た
め
に
、
私
は
反
省
と
云
う

言
葉
を
選
び
反
省
を
以
て
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
の
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
正
当
な
出
発
点
と
見
做
そ
う
と
思
う
。
反
省

と
云
う
こ
と
に
関
し
て
は
後
に
再
び
考
察
す
る
機
会
を
も
つ
筈
で
あ
る
。
私
は
私
の
過
去
の
内
的
生
活
に
於
け
る
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懐
疑
の
役
目
に
就
い
て
わ
ず
か
ば
か
り
の
回
顧
を
な
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四

全
体
の
傾
向
か
ら
云
う
と
私
は
決
し
て
世
の
所
謂
懐
疑
的
で
は
な
い
。
私
を
懐
疑
的
か
ら
遠
ざ
け
た
第
一
の
も

の
は
、
私
の
友
達
が
私
を
よ
ぶ
に
屡
々
用
い
た
「
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
」
と
云
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
並
以
上
の
頑

健
な
体
格
を
恵
ま
れ
、
嘗
て
一
度
も
病
気
と
名
づ
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
病
気
を
し
た
こ
と
の
な
い
私
の
中
に
は
元
気

が
横
溢
し
て
絶
え
ざ
る
活
動
を
私
に
迫
っ
た
。
私
は
数
人
前
の
食
事
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
ゲ
ー
テ
は
幾
人
も

の
友
達
に
次
か
ら
次
へ
と
附
合
っ
て
食
事
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
で
は
私
も
決
し
て
ゲ
ー
テ
に
劣
ら

な
か
っ
た
。
私
は
僅
か
の
睡
眠
で
済
ま
す
こ
と
が
出
来
た
。
中
学
時
代
の
頃
私
は
別
に
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
も
な
い
の
に
、
月
に
一
回
は
徹
夜
し
て
読
書
す
る
こ
と
に
決
め
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
は
私
の
精
力
を

主
と
し
て
散
歩
と
読
書
と
に
費
し
た
。
私
は
大
抵
の
人
に
は
負
け
ず
に
歩
く
こ
と
が
出
来
た
し
、
読
書
の
量
も
普

通
の
人
に
劣
ら
な
か
っ
た
。
精
力
は
あ
り
、
知
識
欲
は
人
一
倍
強
く
、
そ
れ
に
虚
栄
心
や
野
心
も
盛
ん
で
あ
っ
た

私
は
、
学
問
の
あ
ら
ゆ
る
分
科
に
亙
っ
て
手
当
り
次
第
に
新
し
き
も
の
を
求
め
た
。
自
然
私
は
吸
収
に
没
頭
し
て
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消
化
の
方
面
を
顧
み
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
外
向
的
な
活
動
に
専
念
し
て
い
る
人
に
懐
疑
の
起
る
余
裕
の
あ
る
筈

が
な
い
。
時
に
疑
い
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
私
は
私
が
接
す
る
で
あ
ろ
う
新
し
き
思
想
、
新
し
き
書
物
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
得
る
も
の
と
漠
然
と
考
え
て
之
を
自
ら
に
求
め
て
解
決
し
よ
う
な
ど
と
は
し
な
か
っ
た
。
私
は

殆
ん
ど
本
能
的
な
活
動
欲
に
駆
ら
れ
て
私
の
目
の
前
に
現
れ
る
何
物
に
で
も
手
を
動
か
し
た
。
そ
の
頃
の
私
は
丁

度
執
拗
な
鈍
痛
を
頭
に
覚
え
る
男
が
そ
れ
を
鎮
め
よ
う
と
し
て
無
暗
に
頭
を
ぶ
っ
つ
け
廻
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。
内
省
の
余
裕
の
な
い
限
り
な
い
活
動
に
は
懐
疑
に
伴
う
よ
う
な
憂
鬱
は
随
っ
た
が
懐
疑
そ
の
も
の
は
含
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
。
私
も
他
の
人
も
こ
の
飽
く
こ
と
を
知
ら
な
い
活
動
を
包
む
本
能
的
な
憂
鬱
を
み
て
私
を
懐
疑
家

で
あ
る
と
思
い
誤
っ
て
い
た
ら
し
い
。
精
力
の
過
剰
に
悩
む
人
の
雰
囲
気
を
作
っ
て
い
る
暗
く
て
寂
し
い
陰
影

は
、
け
れ
ど
も
、
病
弱
な
そ
し
て
ひ
ね
く
れ
た
心
に
起
り
勝
ち
な
懐
疑
に
伴
う
淡
い
け
れ
ど
鋭
い
感
じ
の
す
る
憂

愁
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
は
正
し
き
懐
疑
に
随
う
安
け
さ
と
静
け
さ
と
を
含
ん
で
も
い
な
い
。
私
は
今
何
が

正
し
く
そ
し
て
何
が
誤
っ
て
い
る
か
を
は
っ
き
り
と
見
定
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
は
た
ら
く
と
云
う

こ
と
、
そ
こ
に
は
何
等
の
非
難
さ
る
べ
き
誤
も
な
い
。
人
生
の
本
質
、
一
般
に
実
在
の
本
質
は
活
動
に
あ
る
。
そ

れ
故
に
或
る
も
の
が
偉
大
な
る
力
を
発
揮
し
て
は
た
ら
け
ば
は
た
ら
く
ほ
ど
そ
の
も
の
の
実
在
性
と
価
値
と
は
大

で
あ
る
。
ま
こ
と
に
眠
れ
る
獅
子
は
吠
ゆ
る
犬
に
及
ば
な
い
。
誤
は
そ
の
活
動
が
正
し
き
方
向
に
向
っ
て
ま
た
に
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於
て
行
わ
れ
な
い
と
云
う
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
誤
っ
て
い
る
の
は
活
動
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
理
想
の
な
い
盲

目
的
な
活
動
で
あ
る
。
頭
で
認
識
す
る
よ
り
も
心
で
確
信
す
る
こ
と
が
更
に
大
切
で
あ
る
こ
と
、
自
己
の
良
心
で

判
断
し
て
み
な
い
こ
と
は
無
暗
に
受
容
し
た
り
排
斥
し
た
り
し
な
い
こ
と
、
虚
栄
心
や
名
誉
欲
や
は
決
し
て
正
し

き
真
理
に
導
か
ず
し
て
た
だ
真
理
に
対
す
る
恐
れ
ざ
る
し
か
し
て
や
さ
し
き
愛
の
み
が
そ
れ
を
な
す
こ
と
、
こ
れ

ら
の
点
を
体
認
し
て
、
外
向
的
よ
り
も
む
し
ろ
内
向
的
活
動
が
一
層
重
ん
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
人
に
と
っ
て
は
、
活
動
は
そ
れ
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
よ
き
活
動
で
あ
る
。
斯
よ
う
に
し
て
活
動
が
理
想
の

光
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
る
と
き
、
陰
鬱
な
気
持
は
晴
れ
て
快
活
と
な
り
、
宿
命
的
な
感
じ
は
退
い
て
自
由
創
造
的

と
な
り
、悩
し
き
反
抗
は
や
さ
し
き
抱
擁
に
道
を
譲
る
の
で
あ
る
。
正
し
き
懐
疑
は
凡
て
の
否
定
で
あ
る
が
故
に
、

そ
れ
は
絶
大
な
る
活
動
で
あ
る
。
自
己
の
魂
の
凡
て
を
あ
げ
て
の
奮
闘
で
あ
る
。
け
れ
ど
不
思
議
に
も
そ
こ
に
は

傲
り
高
ぶ
る
心
が
な
く
し
て
へ
り
く
だ
る
や
さ
し
き
心
が
あ
る
。

第
一
の
も
の
と
関
連
し
て
私
を
懐
疑
的
か
ら
遠
ざ
け
た
も
の
は
私
の
反
抗
す
る
心
で
あ
っ
た
。
私
は
剛
情
で
片

意
地
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
悪
い
こ
と
に
は
少
し
許
り
の
才
能
を
持
合
せ
て
い
た
の
で
私
は
多
く
の
人
に
起
る
よ
う

に
何
に
で
も
反
対
し
た
り
反
抗
し
た
り
し
て
自
己
の
才
能
を
示
そ
う
と
し
た
。
私
は
自
分
の
意
志
す
る
こ
と
は
何

で
も
成
遂
げ
ら
れ
る
と
信
じ
て
い
た
。
そ
し
て
私
は
私
の
注
目
に
値
し
た
凡
て
の
種
類
の
人
に
な
る
こ
と
を
次
か
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ら
次
へ
と
空
想
し
て
行
っ
た
。
政
治
家
、
弁
護
士
、
法
律
学
者
、
文
学
者
、
批
評
家
、
創
作
家
、
新
聞
記
者
、
哲

学
者
…
…
。
た
だ
私
が
初
め
か
ら
な
っ
て
み
よ
う
と
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
二
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
商
売
人
と
軍

人
と
で
あ
る
。
後
に
私
の
反
抗
は
習
慣
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
な
ん
ら
の
動
機
も
な
く
ま
た
な
ん
ら
の
理
由
も

な
し
に
た
だ
無
暗
と
人
に
反
対
し
た
り
喰
っ
て
掛
っ
た
り
し
た
。
私
は
そ
う
し
た
あ
と
で
本
当
に
遣
瀬
な
い
寂
し

さ
の
中
に
自
己
の
醜
悪
を
感
ず
る
の
で
あ
っ
た
が
習
慣
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
他
か
ら
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
容
易
な
こ

と
で
は
な
か
っ
た
。
私
は
恰
も
傷
つ
い
た
野
獣
の
よ
う
な
姿
を
し
て
、
た
だ
な
ん
で
も
い
い
か
ら
自
己
を
通
そ
う

と
し
た
。
私
の
友
達
は
私
の
こ
の
性
質
を
「
押
し
が
強
い
」
と
名
づ
け
た
。
反
抗
は
外
に
向
う
心
で
あ
り
物
を
そ

れ
に
従
っ
て
正
直
に
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
反
抗
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
正
し
き
懐
疑
は
存
在
し
な
い

の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
真
の
疑
い
は
い
つ
で
も
自
己
に
反
っ
て
求
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
認

識
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
る
の
で
あ
る
。
二
三
の
友
達
は
私
に
斯
う
云
っ
た
、「
君
は
不
幸
に
逢
わ
な
け
れ
ば
よ
く

な
れ
な
い
。
君
は
大
き
な
打
撃
に
ぶ
っ
つ
か
る
必
要
が
あ
る
。」
私
は
今
そ
れ
ら
の
言
葉
を
も
う
一
度
は
っ
き
り

と
思
い
起
し
て
、
そ
の
意
味
を
自
分
で
適
当
に
解
釈
し
な
が
ら
し
み
じ
み
と
味
わ
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ

は
何
よ
り
先
に
謙
遜
な
る
心
の
回
復
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
る
に
謙
虚
な
る
心
は
小
さ
い
自

我
を
通
す
喜
び
に
よ
っ
て
よ
り
も
そ
れ
を
粉
砕
す
る
悲
し
み
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
険
し
い
道
に
由
り
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狭
い
門
を
く
ぐ
っ
て
私
達
は
天
国
に
入
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
の
智
慧
を
滅
ぼ
す
と
き
神
の
智
慧
は
生
れ
る
。
ま

こ
と
に
天
国
は
心
の
貧
し
き
人
の
も
の
で
あ
る
。
私
は
今
更
に
新
な
る
感
興
を
以
て
ゲ
ー
テ
の
有
名
な
る
詩
の
一

句
を
誦
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

W
er nie sein B

rot m
it Tränen ass,  

 

【
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を
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て
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し
き
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々
を
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【
泣
き
明
か
し
た
る
こ
と
な
き
者
は
】

D
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m
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【
御
身
を
知
ら
じ
、
天
つ
御
神
よ
。】

【
ゲ
ー
テ
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
業
時
代
』
第
二
巻
十
三
章
で
、
老
人
の
竪
琴
弾
き
が
口
ず
さ
む
歌
。
森
田
草
平 

訳
】

か
よ
う
に
し
て
私
は
こ
こ
で
も
亦
何
が
正
し
く
し
か
し
て
何
が
誤
っ
て
い
る
か
を
は
っ
き
り
と
見
定
め
る
こ
と

が
出
来
る
。
押
し
が
強
い
と
云
う
こ
と
若
く
は
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
若
く
は
反
抗
す
る
と
云
う
こ
と
が
そ
れ
自

身
誤
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
誤
っ
て
い
る
の
は
如
何
な
る
点
に
於
て
押
し
が
強
い
か
、
如
何
な
る
自
己
を
主
張

す
る
か
、
ま
た
如
何
な
る
事
物
に
反
抗
す
る
か
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
基
督
の
大
い
な
る
言
葉
に
就

い
て
思
い
廻
ら
そ
う
、「
わ
れ
地
に
平
和
を
投
ぜ
ん
た
め
に
来
れ
り
と
思
う
な
、
平
和
に
あ
ら
ず
、
反
っ
て
剣
を

投
ぜ
ん
た
め
に
来
れ
り
。
そ
れ
我
が
来
れ
る
は
人
を
そ
の
父
よ
り
、
娘
を
そ
の
母
よ
り
、
嫁
を
そ
の
姑し
ゅ
う
と
め嫜よ
り
分
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四

た
ん
た
め
な
り
。」
悪
に
対
し
て
剛
き
心
は
や
が
て
善
に
対
し
て
や
さ
し
き
心
で
あ
る
。
私
は
他
人
に
対
し
て
反

抗
す
る
前
に
自
分
自
身
に
対
し
て
反
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
を
否
定
し
破
壊
し
尽
し
て
の
ち
に
於
て
初

め
て
他
人
に
対
し
て
何
を
始
む
べ
き
か
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
剛
情
な
子
供
が
我
侭
を
押
し
通
そ
う
と
し
た
と

き
、
賢
し
い
母
親
に
妨
げ
ら
れ
そ
れ
が
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
諭
さ
れ
て
自
分
で
会
得
し
た
と
き
、
一
時

に
母
親
の
膝
に
泣
き
挫く
ず

れ
る
、
そ
の
子
供
の
無
邪
気
な
そ
し
て
素
直
な
心
を
以
て
大
地
に
涙
し
な
が
ら
私
の
高
ぶ

り
反
く
心
を
挫く
ず

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
私
の
片
意
地
は
恰
も
地
平
線
に
群
る
入
道
雲
が
夕
立
雨
に
崩

れ
て
ゆ
く
よ
う
に
崩
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

私
の
活
動
性
と
反
抗
性
と
が
私
を
懐
疑
か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
間
に
更
に
第
三
の
も
の
が
私
の
心
に
生
れ
て
懐
疑

を
退
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
も
の
は
私
が
幾
分
か
で
も
真
面
目
に
な
っ
て
哲
学
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

生
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
現
に
私
の
心
の
中
で
成
長
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
永
遠
な
る
も
の
の
存
在
、
そ
れ
に

よ
っ
て
の
現
実
の
改
造
の
確
信
、
私
は
そ
れ
を
一
般
に
こ
う
し
た
形
式
で
現
す
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

価
値
意
識
の
存
在
、
そ
れ
の
経
験
意
識
の
支
配
の
信
頼
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
形
に
書
き
換
え
る
こ
と
も
出
来
る
で

あ
ろ
う
。
自
由
と
は
良
心
が
自
然
的
な
る
思
惟
活
動
、
感
情
活
動
及
び
意
志
活
動
を
規
定
し
制
御
し
て
ゆ
く
と
こ

ろ
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
由
の
可
能
の
確
信
と
云
う
言
葉
に
よ
っ
て
も
現
さ
れ
得
る



二
五

語
ら
れ
ざ
る
哲
学

で
あ
ろ
う
。文
化
的
価
値
が
自
然
的
価
値
の
中
に
次
第
に
頭
角
を
現
し
て
行
く
過
程
を
歴
史
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、

一
般
に
歴
史
的
過
程
の
存
在
の
確
信
、
し
か
し
て
そ
れ
の
最
後
の
完
成
へ
の
絶
対
の
信
仰
こ
そ
私
の
懐
疑
を
退
け

た
第
三
の
も
の
で
あ
る
。
或
は
も
っ
と
通
俗
的
な
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
良
心
と
理
想
と
の
存
在
と
そ
れ
の
現

実
の
規
定
力
と
の
確
信
が
私
が
云
わ
ん
と
す
る
当
の
も
の
で
あ
る
。
一
度
こ
の
確
信
が
私
の
心
に
生
れ
て
以
来
、

私
は
未
来
へ
の
よ
き
希
望
を
失
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
た
と
い
論
理
や
経
験
や
が
如
何
ほ
ど
反
対
し
よ
う
と

も
私
の
こ
の
一
度
生
れ
た
信
仰
は
決
し
て
破
壊
さ
れ
な
い
だ
け
の
力
を
以
て
私
の
中
に
宿
っ
て
お
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
た
、
驚
き
か
ら
哲
学
は
始
る
と
。
ま
た
デ
カ
ル
ト
は
考
え
た
、
哲
学
の
首
途
は

懐
疑
で
あ
る
と
。
併
し
な
が
ら
私
自
身
に
関
し
て
云
え
ば
、
私
は
前
に
云
っ
た
よ
う
に
決
し
て
懐
疑
的
傾
向
に
富

ん
だ
男
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
人
々
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
学
問
上
許
容
し
て
い
る
事
柄
に
不
審
を
懐
く
ほ
ど

鋭
い
思
索
力
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
私
を
哲
学
へ
導
い
た
も
の
は
、
実
に
、
永
遠
な
る
も
の
に
対
す
る
憧
憬
、

プ
ラ
ト
ン
が
エ
ロ
ス
と
よ
ん
だ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
私
の
魂
は
永
遠
な
る
も
の
の
故
郷
に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル

ジ
ヤ
に
悩
ん
で
い
る
。
私
は
多
分
私
の
思
索
生
活
の
全
体
を
通
じ
て
理
想
主
義
者
と
し
て
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

私
は
樹
か
ら
落
ち
る
林
檎
を
見
て
驚
異
を
感
ず
る
心
よ
り
も
空
に
輝
く
星
を
眺
め
て
畏
敬
の
情
を
催
す
心
を
以
て

生
れ
た
。
幸
福
な
こ
と
に
は
、
私
は
美
し
き
芸
術
を
感
じ
、
正
し
き
真
理
に
驚
き
、
よ
き
行
為
を
畏
れ
る
心
を
恵
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ま
れ
て
い
た
。
私
の
哲
学
は
こ
の
心
か
ら
出
発
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
心
が
私
を
し
て
子
供
の
よ
う
な
無

邪
気
さ
を
以
て
闇
の
空
に
で
は
な
く
大
き
な
青
空
に
夢
み
出
さ
せ
た
。
ま
た
私
の
純
粋
さ
は
こ
の
夢
に
於
て
保
た

れ
て
来
た
。
人
々
は
よ
く
私
を
現
実
を
知
ら
な
い
夢
み
る
人
で
あ
る
と
云
っ
た
。
私
を
包
む
青
い
憂
愁
の
中
に
あ

っ
て
唯
一
つ
ほ
の
か
に
微
笑
む
白
い
花
も
実
に
こ
の
心
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
美
し
き
芸
術
を
味
わ

い
よ
き
書
物
に
接
し
た
と
き
ほ
ど
生
甲
斐
を
感
じ
た
こ
と
が
な
い
。
私
の
夢
と
幼
き
心
と
に
永
き
命
あ
れ
！

併
し
な
が
ら
、
私
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
今
一
度
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
文
化
へ
の
憧
憬
と

確
信
と
は
果
た
し
て
正
し
き
懐
疑
を
排
斥
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
女
々
し
き
病
弱
な
拗す

ね
た
心
か
ら
出
る

不か
た
わ
も
の

具
者
の
懐
疑
を
駆
逐
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
雄
々
し
き
剛
健
な
直
き
心
の
悩
む
健
全
な
懐
疑
と
は
親
し
げ
に
握
手

す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
闇
と
光
と
が
相
容
れ
な
い
よ
う
に
善
き
心
は
決
し
て
悪
き
心
に
道
を
譲
ろ
う
と
は
し

な
い
。
直
き
心
と
は
妥
協
を
知
ら
ざ
る
心
の
謂
で
あ
る
。
し
か
し
て
私
達
が
生
き
て
い
る
現
実
の
世
界
は
、
そ
れ

が
正
直
に
考
察
さ
れ
る
と
き
誰
で
も
が
醜
悪
や
不
合
理
を
見
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。
理

想
を
憧
が
れ
求
む
る
心
に
は
必
ず
懐
疑
が
起
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
の
が
現
実
に
私
達
が
経
験
す
る
世
界
で
あ

る
。
自
己
の
良
心
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
凡
て
の
人
々
は
必
ず
悩
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
世
界
に
私
達
は
生
存
し
て
い

る
。
そ
れ
故
に
私
の
中
に
生
れ
た
理
想
を
憧
が
れ
求
む
る
心
が
安
逸
を
欲
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま



二
七

語
ら
れ
ざ
る
哲
学

だ
本
物
で
な
い
か
、
ま
だ
生
れ
た
ば
か
り
で
力
が
足
り
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
前
者

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
私
は
私
の
中
に
感
ず
る
よ
き
ア
ー
ヌ
ン
グ
【A

hnung

予
感
】
に
従
っ
て
本
物
を
見
出
す
こ

と
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
も
し
後
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
は
そ
れ
を
培
い
育
て
て
ゆ
く
こ
と

に
骨
折
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
懐
疑
や
否
定
が
あ
り
得
な
い
ほ
ど
現
実
の
世
界
は
よ
き
状
態
に
達
し

て
い
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
り
く
だ
る
心
と
は
弱
き
心
で
な
く
し
て
必
然
に
強
き
心
で
あ
る
。
私
は

あ
ま
り
に
安
逸
を
求
め
過
ぎ
て
い
る
。
そ
の
門
は
大
き
く
、
そ
の
路
は
広
く
、
之
よ
り
入
る
者
多
き
も
之
を
選
ぶ

人
は
悉
く
滅
び
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
才
能
も
あ
り
智
慧
や
徳
も
あ
っ
た
多
く
の
人
達
で
さ
え
も
っ
と
険
し
い
道
を

通
っ
て
来
た
の
に
そ
れ
ら
を
も
っ
て
い
な
い
私
が
安
全
な
道
に
由
っ
て
完
全
に
至
ろ
う
と
云
う
こ
と
ほ
ど
考
え
難

い
こ
と
が
ま
た
と
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
決
し
て
苦
し
み
を
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
。

五

私
と
哲
学
と
の
関
係
は
上
に
述
べ
た
こ
と
と
関
聯
し
て
矢
張
三
段
階
を
経
て
発
展
し
た
。
よ
く
あ
る
よ
う
に
私

も
最
初
は
哲
学
と
云
う
も
の
は
非
常
に
高
遠
で
奇
抜
な
も
の
の
よ
う
に
考
え
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
深
邃
な
も
の



二
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新
し
い
も
の
を
知
ろ
う
と
云
う
好
奇
心
と
、
そ
の
よ
う
な
人
が
困
難
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
自
分
は
理
解
し
得

る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
虚
栄
心
と
、
も
っ
と
根
本
的
に
は
貪
っ
て
飽
く
こ
と
を
知
ら
な
い
知
識
欲
と
か
ら
哲
学

に
向
っ
た
。
お
よ
そ
哲
学
と
名
の
つ
く
も
の
は
唯
そ
の
名
の
た
め
に
大
変
偉
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
時
代
が

私
に
も
最
初
に
や
っ
て
来
た
。
そ
の
頃
私
は
な
る
べ
く
沢
山
の
哲
学
者
の
名
を
暗
記
し
よ
う
と
し
た
り
ま
た
そ
れ

ら
の
哲
学
者
の
書
い
た
書
物
の
題
を
出
来
る
だ
け
多
く
記
憶
し
よ
う
と
し
た
。
私
は
単
に
哲
学
者
の
名
や
そ
の
書

物
の
題
を
知
り
若
く
は
そ
の
書
物
を
買
込
み
、
高
々
そ
れ
ら
に
就
い
て
の
簡
単
な
紹
介
か
或
は
そ
の
書
物
か
ら
断

片
的
な
章
句
を
知
れ
ば
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
自
分
も
一
角
の
哲
学
者
に
な
っ
た
つ
も
り
で
思
い
あ
が
っ
て
い
た
ら

し
い
。
私
は
そ
れ
の
正
当
な
解
釈
も
知
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
が
全
体
の
哲
学
体
系
の
中
で
如
何
な
る
位
置
と
意
味
と

を
占
む
べ
き
句
で
あ
る
か
も
知
ら
な
い
で
、
徒
に
先
行
思
想
家
の
言
句
を
喋
り
廻
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
曰
く
、
ミ

ル
曰
く
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
曰
く
、
カ
ン
ト
曰
く
、
な
ど
と
云
う
こ
と
が
沢
山
に
出
来
れ
ば
私
は
得
意
で
あ

っ
た
し
、
ま
た
そ
ん
な
断
片
的
な
知
識
で
人
を
驚
か
す
に
十
分
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
け
れ
ど
真
の
哲
学
は
他

人
相
手
の
仕
事
で
は
な
く
し
て
自
己
の
魂
の
真
摯
な
る
労
作
で
あ
る
。
私
に
哲
学
上
の
教
養
が
あ
っ
た
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は “som

eone said” 

の
哲
学
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
併
し
な
が
ら
貨
幣
の
種
類
を
沢
山
に
示
し
得
る

人
が
必
ず
し
も
金
持
で
は
な
い
。
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語
ら
れ
ざ
る
哲
学

青
春
の
日
が
爛
熟
し
て
行
っ
て
憂
愁
が
重
い
翼
を
私
の
心
の
上
に
拡
げ
た
。
捉
え
難
い
寂
し
さ
は
盲
い
た
る
眼

で
闇
の
中
を
当あ

て
途ど

も
な
く
見
廻
そ
う
と
し
、去
り
難
い
悩
し
さ
は
萎な

え
た
る
手
で
徒
に
虚
空
を
掴
も
う
と
し
た
。

日
の
輝
く
広
野
の
嬉
戯
よ
り
も
薄
暗
い
小
屋
の
孤
独
を
欲
す
る
よ
う
な
頃
が
や
っ
て
来
た
。
私
は
多
勢
の
人
の
手

に
よ
っ
て
軽
く
頭
を
打
た
れ
る
よ
り
も
唯
一
人
の
人
の
手
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
抱
き
締
め
ら
れ
る
こ
と
を
求
め

た
。
私
の
活
動
性
が
如
何
に
自
己
を
忘
れ
て
外
な
る
も
の
新
し
き
も
の
に
向
わ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
私
は
私
の
衷

に
感
ず
る
悩
し
い
自
我
に
対
し
て
全
く
無
頓
着
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
私
は
明
る
い
も
の
よ
り
も
暗
い

も
の
、
知
識
的
な
も
の
よ
り
も
意
志
的
な
も
の
に
一
層
多
く
の
魅
力
を
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
斯
よ
う
に
し
て

自
我
に
執
着
し
て
凡
て
の
も
の
に
反
抗
す
る
日
は
来
っ
た
。
明
確
な
る
も
の
、
論
理
的
な
る
も
の
、
概
念
的
な
る

も
の
に
興
味
を
失
っ
て
、
非
合
理
的
な
る
も
の
意
志
的
な
る
も
の
に
共
鳴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
私
が
最
初
に
得
た

の
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
彼
の
書
物
か
ら
来
る
美
し
い
け
れ
ど
悩
し
い
旋
律
は
私
の
心
を

奪
い
去
る
に
十
分
適
し
て
い
た
。
生
の
無
価
値
に
し
て
厭
う
べ
き
こ
と
を
説
き
な
が
ら
自
ら
は
疫
病
を
恐
れ
て
町

を
飛
び
出
し
た
り
、
ホ
テ
ル
で
は
数
人
前
の
食
を
と
っ
た
り
、
愛
人
と
手
を
携
え
て
伊
太
利
を
旅
し
た
彼
の
哲
学

は
、
印
度
思
想
と
共
通
な
涅
槃
を
説
き
な
が
ら
、
そ
の
基
調
に
於
て
は
悩
し
き
青
春
の
爛
熟
期
の
哲
学
で
あ
る
。

私
は
幾
夜
彼
の
書
の
上
に
涙
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
私
の
自
我
は
押
し
通
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
、
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私
の
活
動
性
は
奮
闘
的
で
あ
る
こ
と
を
迫
り
、
私
の
意
志
は
反
抗
的
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
た
か
ら
、
否
定
的
、

静
退
的
を
説
く
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
と
は
私
は
別
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
運
命
を
も
っ
て
い
た
。
私

は
い
つ
と
は
な
し
に
ニ
ー
チ
ェ
に
移
っ
て
行
っ
た
。
文
学
の
方
で
は
そ
の
頃
イ
ブ
セ
ン
を
好
ん
で
読
ん
で
い
た
よ

う
に
思
う
。
私
は
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
を
説
き
ブ
ラ
ン
ド
を
叫
び
、
超
人
を
云
い
第
三
帝
国
を
語
っ
た
。
今
か
ら
考

え
て
み
れ
ば
、
私
は
そ
の
時
分
そ
れ
ら
の
事
柄
の
正
当
な
意
味
を
捉
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
私
の
全
体

の
気
持
と
し
っ
く
り
合
う
よ
う
に
思
わ
れ
た
た
め
に
、
私
は
そ
れ
を
勝
手
に
解
釈
し
て
振
り
廻
し
て
い
た
の
だ
っ

た
。当

然
来
る
べ
き
筈
の
第
三
の
時
期
は
極
め
て
徐
々
と
し
て
で
は
あ
る
が
確
実
に
や
っ
て
来
た
。
け
れ
ど
そ
れ
は

第
二
の
段
階
に
直
接
に
連
続
し
は
し
な
い
で
三
ヵ
年
間
に
亙
っ
た
永
い
切
断
の
後
に
や
っ
て
来
た
。
高
等
学
校
へ

這
入
っ
た
と
き
、
私
は
愈
々
こ
れ
か
ら
正
式
に
哲
学
の
学
徒
と
し
て
旅
立
つ
の
だ
と
云
う
嬉
し
さ
か
ら
こ
れ
ま
で

親
し
ん
で
来
た
も
の
に
強
い
て
絶
縁
し
よ
う
と
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
は
退
け
ら
れ
て
心

理
学
や
論
理
学
の
書
物
が
傍
に
積
ま
れ
た
。
文
学
や
芸
術
の
本
は
哲
学
史
や
哲
学
概
論
の
書
物
に
よ
っ
て
置
換
え

ら
れ
た
。
そ
の
時
分
私
の
興
味
の
中
心
従
っ
て
読
書
の
中
心
を
占
め
て
い
た
の
は
心
理
学
で
あ
っ
て
、
あ
る
と
き

な
ど
は
真
面
目
に
心
理
学
者
に
な
ろ
う
か
な
ど
と
考
え
た
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
心
理
学
に
対
す
る
私
の
興
味
は
そ
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れ
か
ら
後
今
に
至
る
ま
で
続
い
て
来
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
を
卒
業
す
る
間
際
ま
で
私
が
心
理
学
を
専

攻
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
人
さ
え
あ
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
曲
げ
ら
れ
た
も
の
は
い
つ
か
は
反
撥

し
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
無
理
に
絶
縁
さ
れ
て
い
た
文
学
に
対
す
る
私
の
愛
は
機
会
を
得
て
猛
然
と
し
て
甦
っ
て
来

た
。
そ
し
て
そ
の
機
会
を
作
っ
た
も
の
は
実
に
哲
学
に
お
け
る
私
自
身
の
能
力
に
就
い
て
の
懐
疑
で
あ
っ
た
。
私

は
疑
っ
た
、「
お
ま
え
の
能
力
は
果
た
し
て
哲
学
に
匹
敵
し
得
る
か
。
お
ま
え
の
粗
雑
な
頭
脳
は
？　

お
ま
え
の

綿
密
で
な
い
思
索
力
は
？　

そ
れ
よ
り
も
お
前
の
中
に
燃
え
て
い
て
お
ま
え
が
押
え
切
れ
な
い
情
熱
は
？
」
実
際

私
の
情
熱
は
私
が
冷
静
を
装
お
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
裏
切
る
力
を
増
し
て
ゆ
く
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
て
私
を
限
り

な
く
苦
し
い
も
の
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
頃
私
は
哲
学
者
の
最
大
の
条
件
は
冷
静
と
云
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て

い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
哲
学
者
と
な
ろ
う
と
す
る
私
が
自
分
の
中
に
燃
え
上
る
情
熱
を
偽
る
こ
と
が
出
来
な
い
強

さ
を
以
て
感
じ
た
と
き
の
寂
し
さ
は
、
丁
度
若
い
尼
僧
が
こ
れ
ま
で
完
全
に
征
服
し
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
て
い
た

情
熱
を
日
も
夜
も
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
の
寂
し
さ
に
似
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
私
は
論
理

的
思
索
力
に
就
い
て
も
全
く
自
信
を
失
っ
て
い
た
。
か
よ
う
に
し
て
哲
学
の
方
面
に
於
て
自
己
の
力
を
少
し
も
信

頼
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
な
っ
た
私
は
、
再
び
文
学
の
方
へ
懐
し
げ
に
帰
っ
て
ゆ
こ
う
と
し
た
。
私
は
文

芸
批
評
家
に
な
ろ
う
か
と
も
、
或
は
創
作
家
に
な
ろ
う
か
と
ま
で
も
思
っ
た
。
併
し
哲
学
に
対
す
る
顧
慮
は
、
私
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の
文
学
に
対
す
る
愛
を
不
思
議
に
臆
病
に
さ
せ
た
。
哲
学
書
か
ら
離
れ
て
臆
病
に
な
っ
て
い
た
私
は
、
文
学
書
に

触
れ
た
り
ペ
ン
を
と
っ
た
り
す
る
こ
と
を
ま
る
で
悪
事
で
も
す
る
よ
う
に
恐
れ
て
い
た
。
来
る
日
も
来
る
日
も
私

は
二
つ
の
愛
の
中
に
彷
徨
し
て
悩
し
い
時
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
私
の
心
は
巷
の
刺
戟
を
恐
れ
る
ほ
ど
弱

く
な
っ
て
い
た
。
弱
い
心
は
静
か
な
自
然
の
抱
擁
を
求
め
る
外
道
を
知
ら
な
か
っ
た
。
私
が
武
蔵
野
を
訪
う
こ
と

は
そ
の
頃
か
ら
益
々
繁
く
な
っ
て
来
た
。自
然
は
凡
て
の
不
平
と
煩
悶
と
を
葬
る
に
ま
こ
と
に
適
し
き
墓
で
あ
る
。

草
原
に
寝
転
ん
で
青
い
大
空
を
仰
ぐ
と
き
、
雑
木
林
に
彳た
た
ずん
で
小
鳥
の
歌
に
聞
き
入
る
と
き
、
私
の
憂
い
た
る
心

も
い
つ
と
は
な
し
に
微
笑
ん
で
い
た
。
一
方
で
は
自
然
に
う
ち
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
私
の
心
は
次
第
に
安
静
を
得

て
来
、
他
方
で
は
学
校
の
学
科
の
関
係
上
倫
理
学
や
心
理
学
や
論
理
学
や
を
勉
強
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ

れ
ら
の
こ
と
は
私
に
今
一
度
哲
学
的
学
科
に
対
す
る
興
味
を
蘇
ら
せ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
た
。
初
め
は

必
要
に
迫
ら
れ
て
や
っ
た
こ
と
も
後
に
は
自
発
的
に
や
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
学
問
そ
の
も
の
に
対
す
る
純
粋
な

知
的
興
味
を
私
が
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
そ
の
頃
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
う
。
私
が
最
も
愛
読
し
た
書
物
は
西

田
先
生
の
『
善
の
研
究
』
で
あ
っ
た
が
、
私
は
そ
こ
に
於
て
嘗
て
感
じ
た
こ
と
の
な
い
全
人
格
的
な
満
足
を
見
出

す
こ
と
が
出
来
て
踊
躍
歓
喜
し
た
。
も
し
こ
れ
が
哲
学
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
こ
れ
が
本
当
の
哲
学
で
あ
る
べ

き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
私
が
要
求
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
哲
学
で
あ
り
、
ま
た
情
熱
を
高
め
こ
そ
す
れ
決
し
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て
否
定
し
な
い
と
こ
ろ
の
哲
学
で
あ
る
と
私
は
信
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
前
後
し
て
私
が
接
す
る
幸
福

な
機
会
を
も
つ
こ
と
が
出
来
た
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
は
、
私
の
心
に
自
然
が
与
え
る
と
同
じ
よ
う
な
、
け
れ
ど
も
っ
と

純
化
さ
れ
透
明
に
さ
れ
た
安
静
を
与
え
た
。
以
上
の
凡
て
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
私
の
哲
学
的
生
活
の
第
三
の
段
階

へ
の
準
備
に
最
後
の
完
成
を
与
え
、
ま
た
あ
る
意
味
で
は
第
三
の
段
階
そ
の
も
の
に
属
し
て
い
た
と
も
云
う
こ
と

が
出
来
る
の
は
、
私
の
カ
ン
ト
哲
学
と
の
接
触
で
あ
っ
た
。
自
己
の
衷
な
る
理
性
、
若
く
は
真
の
自
己
そ
の
も
の

の
自
覚
、
し
か
し
て
そ
れ
よ
り
生
れ
る
人
格
の
品
位
に
対
す
る
畏
敬
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
正
し
く
私
に
教
え
る
こ

と
を
得
た
こ
と
が
、
私
を
な
に
よ
り
先
に
カ
ン
ト
哲
学
の
学
徒
た
ら
し
め
た
。
カ
ン
ト
哲
学
は
、
哲
学
は
自
己
を

顧
み
な
い
論
理
的
遊
戯
で
あ
り
、
情
熱
を
否
定
す
る
概
念
的
知
識
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
れ
の
本
質
を
有
す
る
と
考

え
た
私
の
無
智
な
誤
解
を
一
掃
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
理
性
と
は
真
の
自
己
そ
の
も
の
で
あ
り
、
無
限
に
し
て
永

遠
な
る
も
の
を
憧
が
れ
求
め
る
情
熱
の
源
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
。
斯
よ
う
に
し
て
哲
学
的
生
活
の
第

三
の
段
階
、
即
ち
真
に
正
し
き
形
而
上
学
的
要
求
に
本
づ
い
た
哲
学
的
生
活
は
、
自
己
の
本
源
に
還
る
と
こ
ろ
、

永
遠
な
る
も
の
に
対
す
る
愛
を
感
ず
る
と
こ
ろ
に
於
て
初
め
て
成
立
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
に
関
し
て
は
、併
し
、

こ
れ
か
ら
後
幾
度
と
な
く
考
え
る
べ
き
機
会
を
も
つ
に
相
違
な
い
。
私
は
多
分
正
当
に
、
第
一
の
段
階
を
個
性
前

の
段
階
、
第
二
の
段
階
を
心
理
的
個
性
の
段
階
、
第
三
の
段
階
を
哲
学
的
個
性
の
段
階
と
名
づ
け
得
る
で
あ
ろ
う
。
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私
は
私
の
過
去
の
哲
学
的
生
活
の
簡
単
で
殆
ん
ど
形
式
的
な
回
顧
に
於
て
さ
え
あ
ま
り
に
情
熱
的
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
う
。
私
の
情
熱
が
私
を
不
思
議
に
寂
し
く
悲
し
い
も
の
に
す
る
。
私
は
外
に
向
う
べ
き
眼
を
以
て
自
己
の

内
を
見
て
い
た
よ
う
だ
。
少
な
く
と
も
自
分
自
身
を
説
服
し
よ
う
と
云
う
無
邪
気
な
ら
ぬ
心
組
か
ら
何
物
を
も
求

め
よ
う
と
云
う
成
心
の
な
か
る
べ
き
懺
悔
の
心
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
懺
悔
は
内
に
翻
さ
れ
た
眼
に
よ
っ
て
、
そ

し
て
そ
の
眼
は
恐
ら
く
湿
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
み
じ
み
と
自
己
を
眺
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
に
対

し
て
は
固
よ
り
自
己
に
対
し
て
で
さ
え
何
物
を
も
教
え
よ
う
と
は
し
な
い
絶
対
に
謙
虚
な
る
心
で
あ
る
。
世
の
所

謂
哲
学
が
集
め
ら
れ
貯
え
ら
れ
た
る
智
慧
に
基
礎
を
も
つ
こ
と
を
誇
り
げ
に
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
懺
悔
は
自
己

が
無
智
に
於
て
成
立
す
る
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
つ
つ
ま
し
や
か
に
黙
し
つ
つ
承
認
す
る
。

け
れ
ど
私
は
こ
の
場
合
哲
学
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、
厳
密
に
云
え
ば
少
な
く
と
も
私
の
心
が
要
求

し
ま
た
私
が
そ
れ
を
与
え
る
人
で
あ
り
た
い
と
欲
す
る
哲
学
が
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
に
就
い
て
二
三

の
考
察
を
試
み
て
お
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
。
一
般
に
哲
学
へ
の
あ
り
得
べ
き
正
し
き
道
と
し
て
三
つ
の
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も
の
が
指
摘
し
得
ら
れ
る
。
第
一
は
自
己
の
深
き
体
験
か
ら
出
て
来
、
ま
た
そ
れ
に
向
う
反
省
か
ら
哲
学
へ
至
る

道
で
あ
る
。
私
達
が
普
通
不
注
意
と
無
感
覚
と
の
中
に
投
げ
棄
て
て
い
る
日
常
の
瑣
末
な
出
来
事
を
さ
え
も
自
己

の
魂
の
奥
底
へ
ま
で
持
来
し
て
感
じ
、
人
生
に
於
て
大
切
な
こ
と
は
「
何
を
」
経
験
す
る
か
に
存
せ
ず
し
て
、
そ

れ
を
「
如
何
に
」
経
験
す
る
か
に
存
す
る
と
云
う
こ
と
を
真
に
知
れ
る
人
は
ま
こ
と
に
哲
学
的
に
恵
ま
れ
た
人
で

あ
る
。
彼
は
多
き
経
験
と
と
も
に
深
き
経
験
を
欲
し
、
し
か
し
て
深
き
経
験
と
は
彼
に
と
っ
て
は
必
然
的
に
反
省

的
な
る
経
験
で
あ
る
。
彼
の
体
験
は
自
ら
反
省
に
ま
で
発
展
し
、彼
の
反
省
は
必
然
に
体
験
に
ま
で
還
っ
て
来
る
。

哲
学
へ
の
第
二
の
道
は
哲
学
史
の
徹
底
的
な
研
究
の
道
を
通
し
て
で
あ
る
。
事
物
の
外
観
に
迷
わ
さ
れ
ず
し
て
そ

れ
の
根
柢
へ
這
入
っ
て
行
っ
て
そ
れ
の
精
神
を
体
験
し
得
る
人
、
哲
学
史
上
の
偉
大
な
る
人
達
は
起
伏
す
る
波
の

頂
点
で
あ
る
と
考
え
て
そ
れ
の
基
底
を
な
す
潮
流
の
中
へ
自
ら
を
沈
め
よ
う
と
す
る
人
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
体
験

と
沈
潜
と
か
ら
得
来
っ
た
も
の
を
自
己
の
形
式
に
於
て
生
か
そ
う
と
す
る
人
は
、
哲
学
に
対
し
て
は
選
ば
れ
た
る

人
で
あ
る
。
彼
の
胸
に
は
思
想
史
上
の
天
才
に
対
す
る
尊
敬
と
愛
と
が
波
打
っ
て
い
る
が
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
天

才
に
於
て
何
が
永
遠
な
る
も
の
で
何
が
一
時
的
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
本
能
的
な
確
か
さ
を
以
て
感
ず
る
こ
と
が

出
来
、
し
か
し
て
彼
の
頭
脳
は
感
得
さ
れ
た
も
の
に
新
し
き
統
一
を
要
求
す
る
。
彼
の
魂
は
単
な
る
客
観
に
没
頭

し
て
自
己
を
忘
れ
る
た
め
に
は
あ
ま
り
に
力
強
い
の
で
あ
る
。
最
後
に
特
殊
科
学
の
究
竟
的
な
研
究
は
哲
学
へ
の



三
六

第
三
の
道
と
し
て
私
達
の
前
に
開
け
て
い
る
。
一
般
の
人
ば
か
り
で
な
く
専
門
家
達
が
自
明
の
真
理
と
し
て
許
容

し
前
提
す
る
事
柄
を
も
う
一
度
根
本
的
に
疑
っ
て
み
る
大
胆
と
勇
気
と
が
あ
る
人
、
個
々
の
知
識
に
満
足
せ
ず
し

て
そ
れ
の
根
柢
を
究
め
よ
う
と
す
る
人
は
、
哲
学
の
よ
き
学
徒
た
る
資
格
を
十
分
に
具
え
た
人
で
あ
る
。
彼
は
子

供
の
よ
う
な
無
邪
気
さ
と
聡
明
さ
と
を
以
て
問
い
、
強
迫
観
念
病
者
の
よ
う
な
執
拗
と
共
に
明
る
い
直
観
を
以
て

研
究
し
洞
察
す
る
。
彼
は
大
地
の
堆
う
づ
だ
かい

堆
積
や
限
り
な
き
永
劫
よ
り
も
一
瞬
の
間
に
せ
よ
闇
黒
の
深
さ
を
破
っ
て

輝
く
星
の
光
を
愛
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
太は
じ
め初
に
あ
り
、
神
と
偕
に
あ
り
、
そ
し
て
即
ち
神
で
あ
る
ロ
ゴ
ス

こ
そ
彼
が
凡
て
の
も
の
を
棄
て
て
ま
で
も
求
め
出
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
併
ら
ば
こ
れ
ら
の
三
つ

の
道
に
共
通
な
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
私
は
哲
学
に
対
し
て
起
り
易
い
二
つ
の
疑
問
に
答
え
、
ま
た
哲
学
に
就

い
て
伴
い
勝
ち
な
二
つ
の
誤
解
を
正
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
は
適
切
に
解
決
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
人
々
は
云
う
、
一
体
哲
学
な
ど
と
云
う
も
の
が
あ
り
得
る
か
、
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
要
す
る
に
空
中
楼

閣
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
如
何
に
も
そ
の
通
り
で
あ
る
、
そ
の
体
験
が
反
省
的
な
根
強
さ
も
深
さ
も
も

っ
て
い
な
い
人
、
哲
学
史
の
知
識
を
自
己
の
博
学
を
矜ほ
こ

る
具
に
供
し
た
り
社
交
場
裡
の
話
柄
に
用
い
た
り
し
て
得

意
気
に
満
足
し
て
お
る
人
、
乃
至
は
特
殊
科
学
の
知
識
を
単
に
実
用
に
役
立
て
る
利
口
な
人
や
若
く
は
ど
こ
ま
で

も
専
門
学
者
と
し
て
と
ど
ま
ろ
う
と
云
う
人
、そ
れ
ら
の
人
々
に
と
っ
て
は
実
際
哲
学
が
な
い
の
が
事
実
で
あ
り
、
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ま
た
そ
れ
が
空
中
楼
閣
に
過
ぎ
な
い
か
の
如
く
見
え
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
哲
学
は
知
ら
れ
る
も
の
で
も
な
け
れ

ば
ま
た
教
え
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
哲
学
は
た
だ
実
際
に
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
レ
ン
す
る
人
、
事
実
哲
学
に0

生
き

哲
学
を0

生
き
た
人
に
と
っ
て
の
み
存
在
す
る
。
厳
密
な
論
理
を
辿
る
学
問
で
あ
り
な
が
ら
他
の
特
殊
科
学
と
異
な

る
特
質
、若
し
そ
れ
に
含
ま
れ
易
い
誤
解
を
除
い
て
考
え
る
な
ら
ば
哲
学
が
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
王
で
あ
る
所
以
は
、

実
に
こ
の
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
他
の
人
々
は
気
遣
わ
し
げ
に
問
う
、
哲
学
が
論
ず
る
よ
う
な
普
遍
的
な

も
の
、
論
理
的
な
も
の
は
我
々
の
人
生
に
は
没
交
渉
で
あ
り
何
等
の
影
響
を
も
与
え
な
い
も
の
で
は
な
い
か
と
。

こ
れ
も
亦
疑
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
、
も
し
彼
が
現
実
に
就
い
て
の
反
省
さ
れ
な
い
粗
雑
な
観
察
や
認
識
に
満
足
し

て
そ
れ
の
根
柢
を
究
め
よ
う
と
し
な
い
と
き
、
事
実
経
験
さ
れ
感
受
さ
れ
る
も
の
以
上
に
超
越
し
よ
う
と
す
る
要

求
を
も
た
な
い
と
き
、
彼
に
と
っ
て
は
論
理
的
、
普
遍
的
を
取
扱
う
哲
学
は
、
寧
ろ
有
害
な
も
の
で
あ
る
か
、
高
々

無ぶ
り
ょ
う聊

な
る
時
間
を
や
る
閑
事
業
で
あ
る
か
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
こ
れ
に
反
し
て
自
分
自
ら
フ
ィ

ロ
ゾ
フ
ィ
ー
レ
ン
す
る
人
、
即
ち
論
理
的
な
る
も
の
、
普
遍
的
な
る
も
の
に
関
し
て
苦
し
く
力
強
き
思
索
に
実
際

生
き
た
人
に
と
っ
て
は
こ
れ
ら
の
疑
問
ほ
ど
無
意
味
な
も
の
は
な
い
。
彼
等
に
と
っ
て
は
か
か
る
論
理
的
な
る
も

の
普
遍
的
な
る
も
の
こ
そ
人
生
を
生
き
る
た
め
に
、
苟
も
人
生
を
正
し
く
深
く
美
し
く
生
き
る
た
め
に
は
な
く
て

は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
イ
デ
ー
に
生
き
ま
た
イ
デ
ー
を
生
か
そ
う
と
す
る
生
活
、
イ
デ
ー
の
力
に
対
す
る
希
望
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と
信
頼
、
そ
こ
に
哲
学
的
生
活
の
本
質
は
あ
り
、
そ
し
て
か
か
る
哲
学
的
生
活
か
ら
の
み
真
の
哲
学
は
誕
生
す
る
。

真
理
の
勇
気
と
精
神
の
力
の
信
仰
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
云
っ
た
よ
う
に
哲
学
の
第
一
の
条
件
で
あ
る
。

以
上
の
二
つ
の
疑
問
に
答
え
る
共
通
な
一
つ
の
答
、
即
ち
自
ら
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
レ
ン
せ
よ
と
云
う
こ
と
は
、

以
下
の
、
前
に
あ
げ
た
疑
問
に
対
応
若
く
は
対
立
す
る
二
つ
の
誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
も
十
分
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

私
が
こ
こ
に
云
う
二
つ
の
誤
解
の
第
一
の
も
の
は
、
哲
学
を
大
変
に
高
遠
で
深
邃
な
こ
と
と
考
え
て
、
か
よ
う
な

哲
学
を
一
寸
で
も
噛
る
こ
と
を
非
常
に
偉
大
な
こ
と
と
心
得
て
思
い
あ
が
る
人
々
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
々

が
幽
玄
と
し
迂う
か
つ闊
と
す
る
哲
学
を
知
っ
て
置
く
こ
と
は
自
己
を
他
の
人
々
か
ら
標
異
せ
し
め
、
自
己
の
虚
栄
心
を

満
足
さ
せ
る
た
め
に
最
も
都
合
の
い
い
こ
と
だ
と
彼
等
は
考
え
る
。
或
は
彼
等
は
哲
学
の
秀
れ
た
点
は
主
と
し
て

人
々
が
高
遠
と
し
深
邃
と
し
て
遠
ざ
け
る
丁
度
そ
の
点
に
あ
る
と
思
惟
す
る
。
け
れ
ど
も
哲
学
の
貴
い
点
は
そ
れ

が
自
己
の
外
に
尋
ね
求
め
ら
れ
る
も
の
で
な
く
却
っ
て
自
己
の
内
に
還
り
見
出
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
語
ら
れ
る
哲

学
の
根
柢
は
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
に
あ
る
。
そ
し
て
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
は
必
然
的
に
虚
し
く
へ
り
く
だ
る
心
の
純
粋

に
於
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。 Les grands pensées vient de cœ

ur.  i

真
の
生
け
る
真
理
を
与
え
る
哲
学
は
語
る

口
に
見
出
さ
れ
ず
し
て
語
ら
ざ
る
魂
に
於
て
成
長
す
る
。
哲
学
に
関
す
る
第
二
の
誤
解
は
こ
れ
と
恰
も
反
対
し
た

i
　Les grandes pensées viennet du cœ

ur. by Luis de B
onald.

偉
大
な
思
考
は
心
か
ら
生
ま
れ
、..
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側
面
か
ら
即
ち
そ
れ
が
あ
ま
り
に
人
生
の
実
際
と
接
近
し
て
感
傷
的
若
く
は
病
的
に
な
っ
て
我
々
の
論
理
的
要
求

か
ら
遠
ざ
か
っ
て
お
る
と
云
う
批
難
に
於
て
ぶ
っ
つ
か
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
を
懐
く
人
達
の
想
像
す
る
哲
学

者
は
、
蒼
白
な
顰し
か

め
面
を
し
た
、
人
生
や
自
然
に
於
け
る
よ
き
も
の
美
し
き
も
の
に
無
頓
着
な
、
凡
て
の
現
実
的

に
対
し
て
懐
疑
的
若
く
は
厭
離
的
に
な
っ
た
人
で
あ
る
。
彼
は
矢
鱈
に
涙
を
流
す
人
か
或
は
一
滴
の
涙
さ
え
涸
れ

尽
し
て
し
ま
っ
た
人
か
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
哲
学
者
に
は
如
何
に
も
感
情
が
必
要

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
純
化
さ
れ
透
明
に
さ
れ
な
い
情
緒
で
は
な
く
し
て
永
遠
な
る
理
想
や
価
値
や
理
念
や
に
対
す

る
感
激
で
あ
る
。
情
緒
と
感
激
と
は
根
本
的
に
性
質
の
異
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
道
徳
を
本
能
の
一
種
と
見

做
す
心
理
学
的
立
場
か
ら
、
そ
れ
ら
が
同
一
根
柢
に
ま
で
還
元
さ
れ
る
こ
と
を
許
す
な
ら
ば
、
感
激
と
は
永
遠
な

る
も
の
に
関
係
す
る
限
り
の
情
緒
で
あ
る
。
情
緒
は
そ
れ
に
伴
う
不
安
と
焦
躁
と
か
ら
我
々
を
限
り
な
き
盲
目
的

な
運
動
に
ま
で
駆
る
に
反
し
て
、
感
激
は
そ
れ
に
随
う
安ル
ー
エ静

と
平
穏
と
か
ら
我
々
を
光
に
照
ら
さ
れ
た
、
限
り
あ

る
従
っ
て
完
全
な
活
動
に
ま
で
赴
か
せ
る
。
そ
れ
故
に
情
緒
の
運
動
が
自
ら
外
部
的
、身
体
的
で
あ
る
に
反
し
て
、

感
激
の
活
動
は
必
然
的
に
内
部
的
、
精
神
的
で
あ
る
。
前
者
は
濁
れ
る
涙
を
猛
烈
に
外
に
注
ご
う
と
す
る
に
反
し

て
後
者
は
輝
け
る
涙
を
以
て
自
己
の
魂
を
洗
い
浄
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
私
が
永
遠
な
る
も
の
と
よ

ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
に
純
粋
に
概
念
的
に
し
て
論
理
的
な
る
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
、
ま
た
か
く
の
如
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き
純
粋
に
知
識
的
に
し
て
思
弁
的
な
も
の
に
対
し
て
も
甚
だ
高
き
程
度
の
感
激
が
あ
り
得
る
こ
と
を
認
め
、
も
っ

と
根
本
的
に
は
情
緒
と
感
激
と
の
正
当
な
区
別
を
誤
ら
な
い
人
は
、
哲
学
が
一
方
で
は
私
達
の
感
情
的
要
求
を
決

し
て
排
斥
す
る
も
の
で
な
く
他
方
で
は
私
達
の
論
理
的
要
求
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
と
云
う
二
つ
の
こ
と
が
必

ず
し
も
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
容
易
に
発
見
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
い
つ
で
も
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
レ
ン
す
る
人

に
の
み
あ
り
、
ま
た
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
レ
ン
す
る
人
に
よ
っ
て
の
み
正
し
く
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

私
が
今
与
え
た
解
決
に
し
て
誤
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
私
は
真
の
哲
学
者
の
資
格
と
し
て
次
の
二
点
を
挙
げ
て

も
間
違
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
、
論
理
的
思
索
力
の
鋭
さ
と
強
さ
。
第
二
、
永
遠
な
る
も
の
に
対
す
る

情
熱
の
清
さ
と
深
さ
。
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
私
が
哲
学
者
と
呼
ば
れ
て
お
る
人
間
を
三
つ
の
型
に
分
つ
と
し
て

も
必
ず
し
も
虚
妄
と
し
て
退
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
即
ち
頭
の
よ
い
哲
学
者
、
魂
の
秀
れ
た
哲
学
者
、

及
び
真
に
偉
大
な
る
哲
学
者
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
一
の
型
の
人
々
を
一
体
哲
学
者
と
呼
ん
で
い
い
の
か
ど
う
か
私

は
知
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
等
は
真
の
哲
学
者
の
資
格
と
し
て
私
が
あ
げ
た
第
一
の
条
件
と
し
て
の
論
理
的
思
索

力
の
鋭
さ
と
深
さ
に
就
い
て
、
単
に
鋭
さ
を
示
す
の
み
で
あ
っ
て
深
さ
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
学
校
の

秀
才
と
云
わ
れ
る
も
の
の
特
質
を
担
っ
た
所
謂
講
壇
的
哲
学
者
に
は
頭
が
あ
っ
て
も
魂
が
な
い
。そ
し
て
深
さ
は
、

そ
れ
が
論
理
的
、
概
念
的
に
関
係
し
て
お
る
場
合
に
於
て
さ
え
、
い
つ
で
も
魂
に
本
づ
い
て
お
る
か
ら
で
あ
る
。
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彼
等
は
声
高
く
教
え
よ
う
と
す
る
、
彼
等
は
堆
う
づ
た
かき

文
献
を
作
ろ
う
と
す
る
。
論
理
の
巧
妙
と
引
証
の
該
博
と
討
究

の
周
到
と
は
彼
等
が
得
意
気
に
人
に
誇
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
し
惜
し
い
こ
と
に
は
彼
等
に
は
そ
れ
ら
の
秀

れ
た
る
も
の
を
統
一
し
て
生
か
し
ま
た
深
め
る
魂
が
欠
け
て
い
る
。
云
わ
ば
彼
等
に
は
積
極
的
が
な
い
。
彼
等
は

人
の
驚
き
を
買
う
こ
と
が
出
来
て
も
人
の
愛
を
得
て
人
を
感
激
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
ワ

グ
ネ
ル
を
喩
し
た
そ
の
ま
ま
の
言
葉
が
丁
度
適
当
で
あ
る
の
が
彼
等
の
哲
学
で
あ
る
。

D
och w

erdet ihr nie H
erz zu H

erzen schaffen,

【
併
し
君
は
と
て
も
心
を
心
に
牽
き
寄
せ
る
こ
と
は
出
来
ま
い
ぜ
、】

W
enn es euch nicht von H

erzen geht. 

　
【
も
し
そ
れ
が
君
の
心
か
ら
出
る
の
で
な
か
っ
た
ら
。】

【『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
一
部544-5

阿
部
次
郎
訳
】

彼
等
は
人
を
教
え
若
く
は
説
服
し
よ
う
と
云
う
心
に
支
配
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
根
柢
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
虚

し
く
へ
り
く
だ
る
心
を
も
っ
て
い
な
い
。
よ
き
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
の
学
徒
の
み
が
よ
き
語
る
哲
学
の
学
徒
た
り
得

る
。
彼
等
の
学
問
は
恐
ら
く
地
に
這
う
葛か
づ
らの
よ
う
に
広
く
拡
が
る
こ
と
が
出
来
て
も
、
天
に
向
っ
て
雄
々
し
く
伸

び
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
学
才
を
伸
ば
し
若
く
は
深
め
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
は
た

だ
秀
れ
た
魂
の
み
で
あ
る
こ
と
を
私
は
信
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
。
彼
等
が
、
屡
々
起
る
よ
う
に
、
堕
落
し
て
、
純

粋
な
知
的
興
味
か
ら
で
な
く
名
誉
心
や
好
奇
心
か
ら
、
或
は
少
な
く
と
も
習
慣
的
に
雑
誌
や
書
物
の
数
を
殖
や
し
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た
り
文
献
の
量
を
増
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
彼
等
は
単
に
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
魂
を
高
め
る
こ
と
が
出

来
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
た
め
に
後
に
出
ず
べ
き
正
し
き
研
究
の
道
を
塞
ぎ
若
く
は
同
僚
や
後
輩
の

有
効
に
用
い
ら
る
べ
き
時
間
を
浪
費
す
る
。
こ
う
な
れ
ば
彼
等
は
意
識
せ
ず
し
て
不
道
徳
を
行
い
つ
つ
あ
る
の
で

あ
る
。
学
者
的
良
心
は
い
か
な
る
場
合
で
も
鋭
敏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

魂
の
秀
れ
た
る
哲
学
者
と
は
永
遠
な
る
も
の
に
対
す
る
情
熱
の
深
き
人
々
で
あ
る
。
彼
等
の
心
は
永
遠
な
る
理

想
や
価
値
、
真
に
よ
き
宗
教
や
哲
学
や
道
徳
や
芸
術
や
学
問
の
憧
が
れ
と
そ
れ
ら
に
対
す
る
努
力
と
に
於
て
喜
び

に
盈
ち
溢
れ
つ
つ
悩
ん
で
い
る
。
彼
等
は
外
に
向
う
心
よ
り
も
内
に
還
る
心
、
人
を
教
え
よ
う
と
云
う
心
よ
り
も

自
ら
求
め
よ
う
と
す
る
心
が
真
の
哲
学
の
根
柢
と
し
て
尊
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
彼
等
は
語

ら
れ
る
真
理
よ
り
も
語
ら
れ
ざ
る
真
理
を
更
に
重
ん
ず
る
。
た
だ
悲
し
い
こ
と
に
は
彼
等
は
論
理
的
な
思
弁
に
短

で
あ
る
が
た
め
に
彼
等
の
清
く
深
い
体
験
を
概
念
的
に
組
織
し
統
一
す
る
力
を
欠
い
て
い
る
。
け
れ
ど
彼
等
の
正

し
き
心
は
、「
自
己
の
能
う
こ
と
は
ど
こ
ま
で
も
研
究
し
、
自
己
の
能
わ
な
い
こ
と
は
静
か
に
尊
敬
す
る
」
こ
と

を
心
得
て
お
り
、
正
直
と
無
邪
気
と
を
失
う
こ
と
が
如
何
に
悪
い
こ
と
で
あ
る
か
を
知
っ
て
お
る
か
ら
、
彼
等
は

自
己
の
魂
と
共
に
他
人
の
魂
を
も
高
め
る
こ
と
が
出
来
る
人
々
で
あ
る
。
教
え
よ
う
と
し
な
い
心
は
最
も
よ
く
教

え
る
心
で
あ
る
。
へ
り
く
だ
る
心
は
最
も
鋭
く
人
に
迫
る
心
で
あ
る
。
如
何
に
も
彼
等
の
哲
学
は
論
理
の
厳
密
と
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連
絡
の
緊
密
と
を
欠
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
の
凡
て
に
拘
ら
ず
、
彼
等
の
哲
学
は
不
思
議
に
人

を
感
動
さ
せ
ず
に
は
措
か
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
規
則
正
し
い
序
列
を
作
っ
て
寄
せ
て
来
る
数
限
り
な
い
波

よ
り
も
突
然
の
風
に
天
に
冲
す
る
ば
か
り
高
ま
っ
た
唯
一
つ
の
波
が
一
層
速
に
ま
た
確
実
に
巌
を
砕
く
力
を
具
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

真
に
偉
大
な
る
哲
学
者
と
は
、
私
が
上
に
あ
げ
た
二
つ
の
条
件
を
円
満
に
し
て
高
き
程
度
の
調
和
に
於
て
兼
ね

具
え
た
人
に
与
え
ら
る
べ
き
名
で
あ
る
。
彼
の
厳
密
な
概
念
の
間
に
は
永
遠
な
る
も
の
に
対
す
る
無
限
の
情
熱
が

蔵か
く

さ
れ
て
い
る
。
彼
の
明
る
い
論
理
の
根
柢
に
は
見
透
す
こ
と
の
出
来
な
い
意
志
が
あ
る
。
永
遠
な
る
も
の
の
希

求
に
殆
ん
ど
無
意
識
に
悩
ん
で
い
る
彼
の
意
志
は
限
り
な
い
闇
と
憂
鬱
と
の
海
を
彼
の
性
格
の
奥
底
に
湛
え
て
お

る
。
け
れ
ど
そ
の
闇
は
絶
対
の
無
で
な
く
積
極
的
な
る
も
の
に
発
展
す
べ
き
運
命
を
有
す
る
も
の
と
し
て
の
否
定

で
あ
る
。
そ
の
憂
鬱
は
持
た
ざ
る
も
の
の
憂
鬱
で
な
く
生
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
の
憂
鬱
で
あ
る
。
或
は
ヒ
ス
テ
リ

ー
女お
ん
なの
憂
鬱
で
は
な
く
て
健
康
な
孕は
ら

み
女め

の
憂
鬱
で
あ
る
。
即
ち
彼
の
衷
に
秘
め
ら
れ
た
闇
と
憂
鬱
と
は
光
と
快

活
と
を
生
み
そ
し
て
育
て
る
と
こ
ろ
の
闇
と
憂
鬱
と
で
あ
る
。
そ
の
ア
ー
ヌ
ン
グ
に
充
ち
た
闇
の
中
か
ら
時
に
巨

光
が
輝
き
出
て
広
い
行
手
を
示
す
。
そ
の
深
い
憂
鬱
の
海
か
ら
華
か
な
大
き
な
花
が
咲
き
出
で
る
。
か
く
の
如
く

深
く
し
て
根
強
い
魂
が
発
展
し
て
自
ら
と
っ
た
論
理
の
精
緻
や
統
一
の
完
全
こ
そ
真
に
偉
大
な
る
哲
学
に
は
決
し
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て
欠
け
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
形
式
で
あ
る
。
剛
健
な
、
そ
れ
故
に
悩
め
る
魂
の
力
強
さ
が
内
面
的
に
要
求
す

る
論
理
は
、
所
謂
思
想
家
と
自
称
す
る
人
々
が
排
斥
す
る
よ
う
に
哲
学
に
不
必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
が
な

く
て
は
真
に
偉
大
な
る
哲
学
が
あ
り
得
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
本
当
の
哲
学
者
は
本
当
に
夢
み
る
人

で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
彼
の
闇
と
憂
鬱
と
は
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
に
せ
よ
永
遠
な
る
も
の
と
関
係
し
て
お

る
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
限
り
必
然
的
に
夢
み
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
無

邪
気
さ
と
純
粋
さ
と
は
そ
れ
が
如
何
な
る
処
に
あ
ろ
う
と
も
い
つ
で
も
子
供
の
よ
う
に
夢
み
て
い
る
。
世
な
れ
た

利
口
な
人
達
は
親
切
そ
う
に
私
に
た
び
た
び
言
っ
て
く
れ
た
、「
君
は
ト
ロ
イ
メ
ル
だ
。
そ
の
夢
は
必
ず
絶
望
に

於
て
破
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
も
っ
と
現
実
的
に
な
り
給
え
。」
私
は
年
も
若
い
し
経
験
も
貧
し
い
。
け
れ
ど
私
の

心
は
次
の
よ
う
に
私
に
答
え
さ
せ
る
。「
私
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
。
た
だ
私
は
純
粋
な
心
は
い
つ
で
も
夢
み
る
も

の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。」

私
は
私
が
観
念
し
そ
し
て
若
し
私
が
恵
ま
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
で
あ
り
た
い
よ
う
な
哲
学
者
に
就
い
て
語
っ
た
。

私
は
そ
れ
が
果
た
し
て
正
し
い
真
理
で
あ
る
か
、
ま
た
一
般
の
人
々
が
求
め
て
お
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
か
知

ら
な
い
。
た
だ
私
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
を
通
俗
な
言
葉
で
最
も
簡
単
に
現
す
な
ら
ば
、
私
が
根
本
的
に
求
む
る
も

の
は
哲
学
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
哲
学
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
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さ
て
私
が
今
上
に
考
え
た
哲
学
者
の
三
つ
の
型
に
相
応
し
て
、
私
は
哲
学
を
現
実
的
、
浪
曼
的
、
古
典
的
の
三

種
類
に
分
ち
、
そ
れ
の
特
性
を
各
々
現
実
的
、
超
越
的
、
フ
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ hum

anistisch 

と
し
て
考
え
る

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
け
れ
ど
こ
れ
ら
の
形
式
的
な
分
類
や
区
別
に
就
い
て
立
入
っ
た
論
議
を
試
み
る
こ

と
は
、
私
の
最
初
の
目
的
で
も
な
く
ま
た
私
の
現
在
の
心
の
状
態
に
も
適
し
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

七

私
の
哲
学
的
生
活
の
発
展
に
就
い
て
は
既
に
語
っ
た
。
私
は
今
私
の
芸
術
的
生
活
の
変
遷
に
関
し
て
前
と
同
様

に
短
い
思
い
出
を
書
い
て
み
た
い
。
そ
の
こ
と
が
こ
の
一
篇
の
統
一
と
調
和
と
を
破
壊
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
、

こ
れ
ま
で
に
於
て
で
さ
え
あ
ま
り
に
多
か
っ
た
全
体
の
発
展
を
妨
害
し
そ
う
な
挿
入
が
実
際
そ
れ
を
妨
害
す
る
ま

で
増
さ
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
云
う
懸
念
が
一
度
私
を
躊
躇
さ
せ
た
。
併
し
な
が
ら
体
系
を
求
め
る
た
め
に

私
は
こ
の
一
篇
を
始
め
た
の
で
は
な
い
。
私
の
仕
事
の
目
的
は
私
が
何
で
あ
り
何
で
な
く
そ
し
て
何
で
あ
り
た
い

か
、
若
く
は
私
が
何
を
も
ち
何
を
も
た
ず
そ
し
て
何
を
も
ち
た
い
か
を
正
直
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
あ
る
、
私
は

連
絡
の
あ
る
記
述
よ
り
も
私
の
今
な
し
つ
つ
あ
る
仕
事
が
私
の
生
活
を
全
く
新
し
く
し
て
く
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
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い
る
、
こ
れ
ら
の
思
想
が
再
び
私
を
大
胆
に
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
私
が
私
の
心
の
奥
底
で
考
え
た
り
感
じ

た
り
し
た
こ
と
の
外
一
切
を
書
か
な
い
と
云
う
正
直
を
さ
え
失
わ
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
が
た
と
え
外
形
上
の

統
一
を
破
壊
す
る
に
し
て
も
決
し
て
精
神
上
の
統
一
を
破
壊
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

私
の
芸
術
的
生
活
は
無
論
私
の
哲
学
的
生
活
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
始
っ
た
。
確
か
高
等
小
学
の
一
年
、
今
の
制

度
に
す
れ
ば
尋
常
科
五
年
の
こ
と
だ
っ
た
と
覚
え
て
い
る
。
自
分
で
は
一
角
の
俳
人
の
つ
も
り
で
い
た
私
の
ク
ラ

ス
の
担
任
の
先
生
が
作
文
の
時
間
に
俳
句
の
作
法
を
例
を
あ
げ
た
り
し
て
説
明
し
て
後
生
徒
に
句
作
を
さ
せ
て
出

さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
私
が
書
い
て
出
し
た
句
が
中
で
俳
句
ら
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
見
え
て

次
の
時
間
に
そ
れ
を
黒
板
に
写
し
た
り
な
ん
か
し
て
、
私
に
「
貴
方
に
は
確
か
に
才
能
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
後
し

っ
か
り
勉
強
し
給
え
。
高
浜
虚
子
と
云
う
俳
人
が
い
る
が
そ
の
人
の
名
は
清0

と
云
っ
て
貴
方
と
同
じ
だ
か
ら
貴
方

も
同
じ
筆
法
で
『
怯
詩
』
と
俳
号
を
つ
け
て
は
ど
う
か
」
な
ど
と
云
っ
た
。
そ
の
先
生
は
俳
号
さ
え
も
て
ば
そ
れ

で
も
う
立
派
な
俳
人
の
よ
う
に
心
得
る
種
類
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
頃
私
は
少
年
世
界

0

0

0

0

や
日
本
少
年

0

0

0

0

の
投

書
欄
の
愛
読
者
だ
っ
た
。
私
が
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
結
構
な
俳
号
の
「
怯
詩
」
は
、
私
の
友
達
が
私
を
呼
び
掛

け
る
と
き
の
綽
名
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
、
私
は
嘗
て
自
ら
こ
の
号
を
用
い
た
こ
と
が
な
い
。
そ
の
後
中
学
の
二
年

の
頃
私
は
友
人
に
頼
ん
で
「
柳
蔭
」
と
云
う
号
を
付
け
て
貰
っ
た
が
、
そ
れ
も
私
は
用
い
る
こ
と
を
余
り
好
ま
な
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か
っ
た
。
私
自
身
が
本
当
に
文
学
に
対
し
て
要
求
を
感
じ
そ
し
て
時
に
は
自
分
で
文
学
者
に
な
っ
て
み
た
い
と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
矢
張
同
じ
中
学
二
年
の
時
国
語
の
Ｔ
先
生
が
副
科
に
蘆
花
の
『
自
然
と
人
生
』
を
読

ん
で
く
だ
さ
っ
た
時
に
始
る
と
云
っ
て
い
い
。
そ
れ
と
同
時
に
私
の
乱
読
時
代
が
始
っ
た
。
次
第
に
深
く
目
覚
め

つ
つ
あ
る
性
的
に
伴
う
憂
愁
の
悩
し
い
活
動
が
そ
れ
と
結
合
し
た
。
Ｔ
先
生
に
親
し
ん
で
い
た
友
人
が
あ
る
と
き

私
に
斯
う
云
っ
た
、「
Ｔ
先
生
は
君
を
大
変
有
望
な
も
の
に
思
っ
て
い
る
。
君
は
屹
度
立
派
な
文
士
に
な
れ
る
と

い
つ
も
私
達
に
語
っ
て
い
る
。」
自
分
の
中
に
動
く
深
い
憂
愁
が
或
る
方
向
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
の
よ
う
に

徒
な
活
動
に
自
ら
を
苦
し
め
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
私
は
、
そ
の
言
葉
に
動
か
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
耽
読
し
て
い
た
雑
誌
や
新
刊
書
が
虚
栄
心
を
唆
か
さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
私
は
創
作
家
に
な
ろ

う
と
決
心
し
た
。併
し
な
が
ら
統
一
の
な
い
衝
動
的
な
運
動
に
限
り
な
く
駆
ろ
う
と
し
て
い
る
盲
目
的
な
意
志
と
、

私
の
心
の
表
面
に
明
る
く
動
く
小こ
ざ
か
し賢

い
智
慧
と
が
そ
の
時
分
私
が
創
作
を
試
み
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
た
。
功
名
心

の
焔
が
輝
い
て
私
の
性
格
の
奥
に
宿
っ
て
い
る
闇
の
海
へ
の
沈
潜
を
征
服
し
て
し
ま
っ
た
頃
、
Ｔ
先
生
は
私
の
中

学
を
去
っ
て
鹿
児
島
へ
移
ら
れ
た
。
私
の
虚
栄
心
が
自
分
自
身
を
試
み
る
こ
と
を
欲
し
て
い
た
。
私
は
鹿
児
島
へ

手
紙
を
書
い
て
、
私
が
果
た
し
て
文
学
者
と
な
る
資
格
が
あ
る
か
否
か
を
訊
い
て
や
っ
た
。
今
か
ら
思
い
廻
ら
し

て
み
れ
ば
、
私
は
そ
の
手
紙
で
私
の
大
き
な
功
名
心
が
満
足
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
て
い
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る
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
Ｔ
先
生
か
ら
早
速
返
事
が
来
て
、
私
は
こ
れ
ま
で
大
抵
の
場
合
に
は
君
と
同
様
な
問
に

対
し
て
「
お
止
め
な
さ
い
」
と
云
っ
た
、
併
し
君
の
場
合
に
限
っ
て
私
は
「
お
や
り
な
さ
い
」
と
お
勧
め
す
る
。

君
の
才
能
と
君
の
家
の
資
産
と
が
君
を
文
学
者
に
す
る
に
十
分
で
あ
る
と
私
は
信
ず
る
か
ら
、と
書
い
て
あ
っ
た
。

私
の
創
作
時
代
が
始
っ
た
。
私
は
私
の
周
囲
に
い
く
つ
か
の
廻
覧
雑
誌
を
次
か
ら
次
へ
と
も
っ
て
行
っ
た
。
文
学

好
き
の
仲
間
が
作
っ
て
い
た
「
サ
ブ
ラ
イ
ナ
」
の
後
を
承
け
て
私
が
中
心
と
な
っ
た
「
海ア
ヤ
カ
シ妖

」
が
最
初
に
生
れ
た
。

四
年
級
の
者
で
こ
し
ら
え
た
ク
ラ
ス
の
雑
誌
が
次
男
で
あ
っ
た
。
私
達
の
学
友
区
で
出
し
た
「
南
風
」
が
三
男
で

あ
っ
た
。
斑む
ら
ぎ気
な
次
男
が
先
ず
死
ん
で
、
剛
情
な
長
男
が
次
に
斃
れ
、
意
気
地
の
な
い
三
男
は
神
経
衰
弱
に
か
か

っ
て
活
動
を
中
絶
し
た
。
け
れ
ど
最
初
は
三
人
の
子
供
は
と
も
に
豪
い
元
気
だ
っ
た
。
私
達
は
唯
文
学
が
分
り
文

学
を
や
る
と
云
う
こ
と
だ
け
の
理
由
で
自
分
達
を
何
か
特
別
に
秀
れ
た
人
間
で
で
も
あ
る
よ
う
に
考
え
て
、
し
き

り
に
霊
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

感
と
早
プ
レ
コ
シ
テ
ィ

熟
と
に
就
い
て
そ
れ
ら
を
恰
も
私
達
が
本
当
に
も
っ
て
お
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
り

合
っ
た
。当
時
流
行
し
て
い
た
文
学
者
の
名
と
そ
れ
ら
の
人
々
の
著
作
と
が
秩
序
も
な
く
私
達
の
話
題
に
上
っ
た
。

世
紀
末
の
懐
疑
と
頽
廃
と
が
私
達
を
誘
惑
し
た
。
私
達
は
古
典
的
な
る
も
の
の
大
き
さ
と
深
さ
、
健
康
と
完
全
と

よ
り
も
特
性
的
な
る
も
の
の
珍
し
さ
と
鋭
さ
、
病
的
と
畸
形
と
に
よ
り
多
く
の
興
味
を
見
出
し
た
。
心
理
的
個
性

に
目
覚
め
て
何
よ
り
第
一
に
自
我
を
他
と
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
感
じ
ま
た
主
張
す
る
時
代
、
自
己
の
周
囲
に
漂
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れ
ざ
る
哲
学

う
雰
囲
気
を
真
の
自
己
と
思
い
誤
る
時
代
、
そ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
も
一
層
根
本
的
に
は
虚
栄
心
と
功
名
心
と
が
内

向
的
な
活
動
を
忘
れ
さ
せ
て
限
り
を
知
ら
ぬ
外
向
的
な
運
動
に
駆
る
時
代
が
私
の
中
学
時
代
の
後
の
二
年
間
を
占

め
て
い
た
。
所
謂
近
代
人
が
私
を
ひ
ど
く
誘
惑
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
が
徹
底
的
な
近

代
人
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
私
の
魂
の
底
に
湛
え
た
見
透
す
こ
と
が
出
来
な
い
意
志
の

憂
鬱
の
本
能
的
な
感
覚
が
そ
れ
ら
の
特
性
的
な
も
の
に
全
然
の
満
足
を
見
出
し
得
な
い
こ
と
を
感
じ
た
に
因
る
で

あ
ろ
う
が
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
私
の
活
動
性
が
作
っ
た
私
の
趣
味
の
広
さ
が
私
を
そ
の
危
険
か
ら
救
っ
て
く
れ
た

の
だ
と
も
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
私
は
小
説
を
書
き
、戯
曲
を
試
み
、批
評
を
草
し
、感
想
を
物
し
、歌
を
作
っ
た
。

私
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
、
ワ
イ
ル
ド
な
ど
と
と
も
に
ウ
ォ
ー
ヅ
ウ
ォ
ー
ス
や
ミ
ル
ト
ン
、
マ
ー
テ

ル
リ
ン
ク
を
読
み
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
や
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
た
め
に
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
、
シ
ャ
ッ
ク
ン
タ
ラ
な
ど
を
忘
れ

な
か
っ
た
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
私
の
心
は
寂
し
く
悲
し
く
す
る
意
志
と
感
情
と
の
強
さ
の
故
に
却
っ
て
明
る
く

快
活
に
す
る
知
識
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
私
は
哲
学
的
学
科
の
書
物
ば
か
り
で
な
く
、
自
然
科
学
上

の
述
作
を
も
漁
っ
て
い
た
。
Ｈ
先
生
に
一
週
一
回
ず
つ
漢
詩
の
添
削
を
し
て
戴
い
て
い
た
私
が
、
生
命
論
に
関
す

る
医
学
上
の
書
籍
を
読
ん
だ
と
云
っ
て
何
の
不
思
議
も
な
い
筈
で
あ
る
。
私
の
情
意
の
直
観
的
な
識
別
力
と
広
袤

を
求
め
る
私
の
知
識
欲
の
遠
心
力
と
が
と
も
す
れ
ば
新
し
き
も
の
奇
ら
し
き
も
の
病
的
な
る
も
の
と
親
し
ま
う
と
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す
る
私
の
性
格
の
雰
囲
気
へ
の
耽
溺
と
陶
酔
と
を
妨
害
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
最
初
は
た
だ
ア
ー
ヌ
ン
グ
に
導
か

れ
て
い
た
私
の
心
が
多
少
で
も
自
覚
的
に
健
康
な
る
も
の
へ
憧
が
れ
る
時
が
極
め
て
緩
か
に
や
っ
て
来
た
。
そ
れ

と
同
時
に
私
は
そ
の
当
時
非
常
な
勢
い
で
流
行
し
て
い
た
自
然
主
義
や
頽
廃
主
義
や
の
文
学
に
対
し
て
反
感
を
抱

く
よ
う
に
な
っ
て
来
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
に
乗
じ
て
私
の
哲
学
的
要
求
が
急
に
頭
を
擡
げ
て
来
て
、
中
学
五

年
の
末
期
に
は
私
を
哲
学
志
望
に
か
え
て
い
た
。
或
は
事
実
を
云
う
と
、
そ
の
時
分
の
だ
ら
し
の
な
い
私
の
生
活

が
私
を
し
て
自
分
自
身
を
非
常
に
嫌
な
も
の
に
感
じ
さ
せ
、
私
は
ど
う
に
か
し
て
そ
の
沈
滞
し
た
気
持
か
ら
逃
れ

な
け
れ
ば
当
然
精
神
的
に
破
産
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
運
命
に
あ
っ
た
機
会
を
私
の
哲
学
的
要
求
が
利
用
し
て

成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
私
は
文
学
者
志
望
を
断
念
し
た
。
そ
し
て
運
命
が
本
能
的

な
確
か
さ
を
以
て
選
ぶ
こ
と
は
決
し
て
誤
ら
な
い
。
高
等
学
校
の
入
学
試
験
の
準
備
、
一
高
の
生
活
、
東
京
と
の

接
触
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
一
部
分
は
必
要
上
か
ら
、
一
部
分
は
広
い
世
界
に
出
て
沢
山
の
新
し
い
も
の
に
接
し
た

と
云
う
理
由
か
ら
私
の
頽
廃
的
な
生
活
と
沈
滞
し
た
気
分
と
を
一
新
さ
せ
、
私
が
強
い
て
ま
で
求
め
て
い
た
世
紀

末
の
懐
疑
と
頽
廃
と
へ
の
陶
酔
の
余
裕
を
奪
っ
て
し
ま
っ
て
、
私
が
正
し
き
自
覚
に
到
達
す
る
準
備
を
し
た
。
哲

学
的
学
科
へ
の
没
頭
は
私
に
よ
き
反
省
の
機
会
を
与
え
た
。
高
等
学
校
の
寮
生
活
は
、
最
も
感
謝
す
べ
き
こ
と
に

は
私
の
浪
曼
的
を
解
放
さ
せ
て
、
英
雄
的
な
る
も
の
、
剛
健
な
る
も
の
に
対
す
る
崇
拝
と
と
も
に
非
現
実
的
な
る
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も
の
、
夢
幻
的
な
る
も
の
に
対
す
る
憧
憬
を
自
由
に
の
ば
し
て
く
れ
た
。
私
は
初
め
て
高
踏
的
な
若
く
は
超
越
的

な
気
持
を
味
わ
っ
た
。
ど
ん
底
へ
落
ち
て
み
よ
う
と
云
う
心
が
い
つ
し
か
非
凡
な
若
く
は
夢
幻
的
な
も
の
へ
の
憧

れ
に
変
っ
て
行
っ
た
。
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
の
涙
が
英
雄
的
な
も
の
に
感
激
す
る
涙
と
な
っ
た
。
小
さ
い
自
我

の
周
り
に
垣
を
作
っ
て
そ
の
中
に
蟄
居
し
よ
う
と
云
う
心
が
自
己
の
中
に
あ
る
積
極
的
な
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
自
由

に
伸
し
て
湧
き
上
る
生
命
の
泉
に
躍
入
ろ
う
と
す
る
心
に
移
っ
て
行
っ
た
。
要
す
る
に
健
康
な
る
も
の
、
自
由
な

る
も
の
、
生
命
的
な
る
も
の
の
豊
か
さ
に
私
は
初
め
て
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
と
云
っ
て
い
い
。
私
は
こ
れ
ら

の
凡
て
に
関
し
て
心
か
ら
の
感
謝
を
一
高
に
捧
げ
る
。
や
が
て
価
値
の
転
換
と
概
念
の
改
造
と
が
素
晴
ら
し
い
勢

い
で
行
わ
れ
る
時
が
や
っ
て
来
た
。
嘗
て
新
し
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
が
却
っ
て
古
い
も
の
と
な
り
、
嘗
て
自
由

と
思
わ
れ
た
こ
と
が
今
は
窮
屈
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
懐
疑
と
憂
愁
と
に
就
い
て
語
っ
た
私
が
、

夢
と
感
激
と
を
語
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
と
云
う
言
葉
が
そ
の
頃
の
私
を
呼
ぶ
に
最
も
適
し
い

名
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
上
に
も
云
っ
た
よ
う
に
哲
学
に
就
い
て
の
誤
っ
た
概
念
に
固
執
し
て
い
た
こ
と
と
自
己

の
哲
学
的
才
能
に
対
し
て
不
安
を
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
が
、
私
を
今
一
度
文
学
へ
引
戻
そ
う
と
し
た
け

れ
ど
も
、
私
は
そ
の
と
き
で
さ
え
文
学
に
於
て
古
典
的
な
も
の
を
観
念
し
て
い
た
。
哲
学
に
於
て
カ
ン
ト
が
私
の

師
で
あ
っ
た
よ
う
に
芸
術
に
関
し
て
は
ゲ
ー
テ
が
私
の
師
で
あ
っ
た
。私
の
中
に
次
第
に
貯
え
ら
れ
て
来
た
音
楽
、
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絵
画
、
彫
刻
な
ど
の
観
照
が
私
の
芸
術
観
の
偏
狭
を
少
し
ず
つ
破
っ
て
そ
れ
を
芸
術
的
良
心
の
源
に
尋
ね
る
こ
と

に
貢
献
し
た
。私
は
こ
こ
に
私
の
芸
術
論
を
試
み
る
こ
と
を
必
要
だ
と
考
え
な
い
。け
れ
ど
私
が
こ
れ
ま
で
も
屡
々

用
い
、
そ
し
て
恐
ら
く
こ
れ
か
ら
後
も
度
々
用
い
る
で
あ
ろ
う
「
古
典
的
」
と
云
う
言
葉
の
意
味
に
就
い
て
簡
単

に
考
え
て
お
く
こ
と
は
必
要
な
こ
と
だ
と
思
う
。
古
典
的
と
云
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
種
々
に
正
し
く
ま
た
誤
っ

て
解
釈
さ
れ
て
来
た
が
、
私
は
そ
れ
の
特
質
と
し
て
内
容
と
形
式
と
の
完
全
な
一
致
、
大
き
さ
と
深
さ
と
の
高
き

程
度
に
お
け
る
調
和
な
ど
と
云
う
こ
と
の
外
に
特
に
そ
の
内
容
と
関
係
し
て
フ
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
と
云
う
こ
と

を
挙
げ
た
い
と
思
う
。
し
か
し
て
フ
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
と
は
苟
も
人
間
が
生
き
た
ま
た
生
き
つ
つ
あ
る
生
活
、

考
え
た
ま
た
考
え
つ
つ
あ
る
思
想
、
感
じ
た
ま
た
感
じ
つ
つ
あ
る
感
情
、
欲
し
た
ま
た
欲
し
つ
つ
あ
る
意
欲
は
、

そ
れ
が
如
何
な
る
種
類
若
く
は
性
質
の
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
そ
れ
ら
に
深
き
興
味
と
愛
と
を
感
じ
て
、
そ
れ
ら
を

そ
れ
ら
の
深
き
根
柢
に
ま
で
這
入
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
心
で
あ
る
。
人
間
性
の
徹
底
的
な
理
解
に
本
づ
い
た

愛
は
、
哲
学
た
る
と
芸
術
た
る
と
を
問
わ
ず
苟
も
そ
れ
が
真
に
偉
大
な
る
哲
学
ま
た
は
芸
術
た
ら
ん
が
た
め
に
は

な
く
て
は
な
ら
ぬ
重
要
な
精
神
で
あ
る
と
思
う
。

私
は
も
う
こ
れ
以
上
語
る
こ
と
を
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
永
い
間
断
た
れ
て
い
た
私
の
最
初
の
思

想
と
の
交
わ
り
を
も
は
や
な
ん
ら
の
迂
廻
も
な
く
続
け
て
行
く
べ
き
時
は
来
た
。
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八

語
ら
れ
ざ
る
哲
学
の
正
し
き
出
発
点
と
し
て
反
省
を
と
る
べ
き
こ
と
は
前
に
云
っ
た
通
り
で
あ
る
。
併
ら
ば
反

省
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
る
か
。
反
省
と
は
自
分
自
身
を
知
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。「
汝
自
ら
を
知
れ
」
と

云
う
古
い
昔
か
ら
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
た
、
け
れ
ど
そ
れ
を
身
に
徹
し
て
行
う
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る

一
句
を
、
苟
も
自
分
自
身
に
於
て
深
く
生
き
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
先
ず
何
よ
り
も
謙
虚
な
心
と
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
教
会
で
説
教
す
る
牧
師
の
心
よ
り
も
人
無
き
所
で
祈
る
者
の
心
こ
そ
彼
に
望
ま
し
き
心
で
あ
る
。
彼

は
功
名
心
に
煽
ら
れ
て
真
理
の
探
求
に
向
う
心
よ
り
も
大
地
に
平ひ
れ
ふ伏

し
て
懺
悔
す
る
心
を
心
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
不
真
面
目
と
傲
慢
と
に
於
て
で
は
な
く
、
真
摯
と
謙
虚
と
に
於
て
自
分
自
身
は
初
め
て
知
ら
れ
得
る
。
併

し
な
が
ら
へ
り
く
だ
る
心
は
ま
た
必
然
的
に
強
き
心
で
あ
る
。
如
何
に
深
い
闇
の
中
に
落
さ
れ
て
行
っ
て
も
少
し

の
眩
暈
を
も
催
す
こ
と
な
く
瞬
き
せ
ざ
る
眼
を
以
て
自
分
自
身
を
見
詰
め
て
恐
れ
な
い
強
い
心
に
於
て
正
し
き
自

己
認
識
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
反
省
は
知
れ
り
と
云
う
こ
と
を
知
ら
ず
、
弁
解
す
る
こ
と
は
固
よ
り
説
明
す

る
と
云
う
こ
と
を
知
ら
な
い
、
絶
対
に
無
智
に
し
て
貧
し
き
心
の
智
慧
で
あ
る
。
そ
れ
は
闇
を
恐
れ
若
く
は
避
け
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る
論
議
し
証
明
す
る
学
問
の
知
識
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
闇
そ
の
も
の
の
真
理
で
あ
る
。
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
に
関
係

し
て
は
厳
密
を
失
う
概
念
的
な
言
葉
を
以
て
す
れ
ば
、
反
省
は
知
的
興
味
か
ら
で
は
な
く
道
徳
的
若
く
は
宗
教
的

な
要
求
か
ら
な
さ
れ
る
真
理
の
探
求
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
反
省
は
私
達
の
知
識
欲
が
満
足
す
る
よ
う
な
知
識
を
与

え
る
の
で
は
な
く
て
私
達
の
意
志
が
要
求
す
る
よ
う
な
生
け
る
真
理
の
認
識
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
を
見

出
す
。
心
理
学
者
は
自
己
の
意
識
の
表
面
に
去
来
す
る
精
神
現
象
を
分
析
し
て
明
る
み
へ
持
来
す
こ
と
に
よ
っ
て

満
足
す
る
で
も
あ
ろ
う
が
、
反
省
は
自
己
の
奥
底
に
潜
む
闇
の
中
へ
何
処
ま
で
も
深
く
落
ち
込
ん
で
行
っ
て
闇
そ

の
も
の
を
認
識
せ
ず
に
は
措
か
な
い
。
即
ち
一
は
知
的
認
識
に
し
て
他
は
意
的
認
識
、
一
は
外
延
的
に
し
て
他
は

内
向
的
で
あ
る
。
心
理
学
者
が
具
体
的
な
意
識
現
象
を
抽
象
的
に
分
析
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
に
反
し
て
、
反

省
は
そ
れ
を
具
体
的
な
意
味
と
実
在
と
の
結
合
と
し
て
或
は
象
徴
的
と
し
て
認
識
す
る
。
反
省
の
対
象
と
な
る
心

理
現
象
は
私
達
が
実
際
知
り
、感
じ
、欲
す
る
と
こ
ろ
の
生
き
た
心
理
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
の
感
覚
、表
象
、

感
情
、
意
志
な
ど
の
単
に
平
面
的
な
横
の
関
係
を
知
ろ
う
と
す
る
の
み
で
な
く
ま
た
そ
れ
ら
の
立
体
的
な
縦
の
関

係
を
究
め
よ
う
と
す
る
。
蓋
し
私
達
の
精
神
現
象
は
そ
れ
が
如
何
に
表
面
に
浮
ん
で
い
る
が
ご
と
く
感
ぜ
ら
れ
て

も
そ
れ
は
必
然
的
に
縦
の
関
係
を
辿
っ
て
内
奥
に
潜
め
る
も
の
の
象
徴
と
し
て
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
私

達
が
経
験
す
る
個
々
の
感
覚
、
観
念
、
感
情
、
欲
望
な
ど
は
凡
て
神
の
象
徴
で
あ
り
ま
た
悪
魔
の
象
徴
で
あ
る
。
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要
す
る
に
反
省
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
の
放
蕩
で
も
な
け
れ
ば
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
遊
戯
で
も
な
く
、
謙
虚
な

そ
し
て
そ
れ
が
た
め
に
勇
敢
な
心
の
真
面
目
な
労
作
で
あ
る
。

さ
て
私
の
反
省
す
る
心
の
前
に
は
如
何
な
る
光
景
が
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
苟
も
真
に
生
き
よ
う
と
す
る
人

が
自
己
の
衷
に
見
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
二
つ
の
心
の
対
立
若
く
は
矛
盾
の
体
験
を
語
る
も
の
と
し
て
私
が

屡
々
引
用
し
た
こ
と
の
あ
る
二
つ
の
尊
き
書
物
か
ら
の
章
句
を
今
ま
た
こ
こ
に
掲
げ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
私

自
身
の
反
省
に
と
っ
て
は
非
常
に
有
益
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
ロ
マ
書
第
七
章
に
於
て
パ
ウ
ロ
は
云
う
、「
わ

れ
内
な
る
人
に
就
い
て
は
神
の
律お
き
て法

を
楽
し
め
ど
も
わ
が
肢
体
に
他
の
法の
り

あ
り
て
わ
が
心
の
法
と
戦
い
我
を
虜
に

し
て
わ
が
肢
体
の
内
に
お
る
罪
の
法
に
従
が
わ
す
る
を
悟
れ
り
。
噫あ
あ

わ
れ
悩
め
る
人
な
る
か
な
。
こ
の
死
の
体
よ

り
我
を
救
わ
ん
も
の
は
誰
ぞ
。」
ま
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
読
む
人
は
誰
で
も
次
の
句
を
何
の
感
動
を
も
受
け
る
こ
と

な
し
に
読
み
終
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

Zw
ei Seelen w

ohnen, ach! in m
einer B

rust,  

【
二
つ
の
魂
が
、
あ
あ
！
わ
し
の
胸
に
は
住
ん
で
い
る
、】

D
ie eine w

ill sich von der andern trennen; 
 

【
銘
々
に
一
つ
が
他
か
ら
離
れ
た
が
っ
て
い
る
。】

D
ie eine hält, in derber Liebeslust, 

 
【
一
つ
の
も
の
は
荒
く
逞
し
い
愛
慾
を
以
て
】

Sich an die W
elt m

it klam
m

ernden O
rganen; 

【
締
め
搦
む
手
足
で
こ
の
世
に
し
が
み
付
く
―
―
】
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D
ie andre hebt gew

altsam
 sich vom

 D
ust 

 

【
も
う
一
つ
は
強
い
て
塵
界
を
超
脱
し
て
】

Zu den G
efilden hoher A

hnen. 

【
高
い
先
霊
の
野
に
立
ち
登
っ
て
行
く
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』1112-7

阿
部
次
郎
訳
】

私
は
今
湿
え
る
心
を
も
っ
て
し
み
じ
み
と
自
己
の
姿
を
眺
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
の
頑
健
な
肉
体
が
限
り

な
く
私
を
不
幸
に
す
る
。
私
の
眼
は
鷲
の
よ
う
に
漁
ろ
う
と
し
、
私
の
口
は
虎
の
よ
う
に
貪
ろ
う
と
し
、
私
の
手

は
獅
子
の
よ
う
に
捕
え
よ
う
と
す
る
。
私
の
肢
体
を
通
し
て
飽
く
こ
と
な
き
活
動
を
求
め
る
私
の
強
い
盲
目
な
本

能
と
情
緒
と
が
私
を
憂
鬱
な
も
の
に
し
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
。
敬
虔
な
人
々
の
断
食
と
祈
と
に
就
い
て
読
ん

で
感
動
さ
れ
て
、
一
般
に
食
を
と
る
と
云
う
こ
と
、
殊
に
私
の
よ
う
に
余
分
に
贅
沢
な
食
を
と
る
と
云
う
こ
と
を

深
い
罪
の
よ
う
に
意
識
し
た
私
は
、
一
時
間
も
経た

た
な
い
内
に
友
人
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
レ
ス
ト
ー
ラ
ン
で
馬
の

よ
う
に
食
っ
て
い
た
。
あ
る
と
き
一
人
の
聖
者
の
伝
を
目
に
し
て
感
激
の
あ
ま
り
私
は
寮
を
飛
び
出
し
て
広
い
武

蔵
野
を
限
り
も
な
く
さ
ま
よ
っ
た
。
私
は
彳
ん
だ
り
寝
転
ん
だ
り
仰
い
だ
り
俯
し
た
り
し
な
が
ら
到
る
処
私
の
過

去
の
生
活
の
罪
の
意
識
に
責
め
苦
し
め
ら
れ
つ
つ
た
だ
何
と
云
う
こ
と
も
な
し
に
自ひ
と
り
で然

に
祈
っ
て
い
た
。
秩
父
の

山
に
落
ち
る
赤
い
夕
日
が
一
面
に
野
を
染
め
て
木
々
の
梢
に
は
安
静
が
宿
る
と
き
、
私
は
魂
の
故ふ
る
さ
と郷
へ
の
旅
人
の

よ
う
な
寂
し
い
け
れ
ど
安
ら
か
な
気
持
に
包
ま
れ
て
小
さ
い
声
で
祈
の
言
葉
を
口
に
し
た
。
そ
の
夜
美
し
い
月
は

生
の
悩
み
を
喘
ぐ
地
を
明
る
く
照
ら
し
た
。
朝
飛
び
出
し
た
ま
ま
少
し
の
食
事
も
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
私
は
そ



五
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の
夜
は
徹
夜
し
て
野
を
さ
ま
よ
い
つ
つ
私
の
罪
の
浄
め
に
従
お
う
と
決
心
し
た
。
と
あ
る
小
川
の
橋
の
上
に
立
止

っ
た
と
き
私
は
川
に
映
る
月
の
影
を
見
て
何
と
思
っ
た
か
そ
れ
か
ら
十
五
分
間
許
り
大
声
で
叫
ん
で
い
た
こ
と
を

今
に
至
っ
て
も
は
っ
き
り
と
思
い
起
す
こ
と
が
出
来
る
。
け
れ
ど
サ
タ
ン
の
誘
惑
は
や
っ
て
来
た
。
私
の
当あ
て
ど途

も

な
い
彷
徨
が
餓
え
渇
け
る
私
を
田
舎
の
小
さ
い
料
理
屋
の
前
に
導
い
た
と
き
、
私
は
一
本
の
サ
イ
ダ
ー
を
求
め
よ

う
と
し
た
。
中
か
ら
出
て
来
た
女
が
私
を
無
理
に
腰
を
卸
さ
せ
更
に
座
敷
へ
上
ら
せ
た
。
疲
れ
て
い
た
私
は
初
め

は
疲
労
を
回
復
す
る
心
組
で
そ
の
誘
惑
に
従
っ
た
の
で
あ
る
が
、
サ
イ
ダ
ー
の
代
り
に
持
っ
て
来
ら
れ
た
酒
が
私

の
体
を
酔
わ
す
と
共
に
私
の
魂
を
も
麻
痺
さ
せ
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
。
無
理
遣
に
飲
ま
さ
れ
た
二
本
目
の
酒
が

終
っ
た
と
き
、
私
は
自
ら
進
ん
で
三
本
目
の
酒
を
求
め
て
い
た
。
遂
に
酔
い
崩
れ
て
前
後
不
覚
に
そ
の
場
に
倒
れ

て
し
ま
っ
た
。
け
れ
ど
も
世
界
に
光
を
齎
ら
し
た
日
の
出
が
私
の
心
に
は
光
明
を
持
来
し
て
私
の
眼
か
ら
は
悔
恨

の
涙
が
と
め
ど
も
な
く
流
れ
た
。
私
は
嘗
て
夜
の
半な
か
ばを

海
に
向
っ
て
自
己
の
醜
悪
を
嘆
い
た
。
あ
る
と
き
は
小
室

に
閉
じ
籠
っ
て
終
日
を
自
己
の
心
の
分
析
に
費
し
た
。
併
し
な
が
ら
私
の
生
活
は
そ
れ
ら
に
拘
ら
ず
し
て
メ
フ
ィ

ス
ト
フ
ェ
レ
ス
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
。
私
の
健
康
な
肉
体
は
一
方
で
は
私
を
悩
し
く
醜
い

活
動
に
ま
で
追
い
や
る
と
共
に
、
他
方
で
は
私
の
純
粋
な
魂
が
な
そ
う
と
す
る
活
動
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
。
私
の

太
い
血
管
を
勢
い
よ
く
循
る
血
の
快
さ
が
私
の
清
く
正
し
き
心
に
気
持
の
よ
い
寝
床
を
与
え
て
い
る
。



五
八

私
は
傲
慢
な
態
度
を
以
て
他
の
人
々
を
蔑
み
つ
つ
云
っ
た
、「
君
達
は
虚
栄
心
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
金
銭
や

名
誉
が
何
に
な
る
の
だ
。
本
当
に
自
分
自
身
に
還
っ
て
生
き
な
い
生
活
は
虚
偽
の
生
活
に
過
ぎ
な
い
。」
成
程
、

私
の
云
う
こ
と
は
言
葉
通
り
に
は
正
当
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
の
言
葉
に
は
そ
れ
を
生
か
す
魂
の
純
粋
が
欠
け
て

い
た
。「
仮
令
わ
れ
諸
々
の
人
の
言
葉
及
び
天
使
の
言
葉
を
語
る
と
も
、若
し
愛
な
く
ば
鳴な
る
か
ね銅

や
響
く
鈸
に
ょ
う
は
ちの

如
し
」

と
云
わ
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
如
何
に
正
し
く
、
よ
く
、
美
し
き
言
葉
で
あ
り
忠
告
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
若
し

そ
れ
が
謙
虚
な
心
と
愛
と
か
ら
出
た
の
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
結
局
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
併
し

な
が
ら
更
に
悪
い
こ
と
は
、
そ
う
云
う
私
自
身
が
一
層
強
く
虚
栄
心
に
燃
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
他
人
の
眼
に

あ
る
塵
を
見
て
自
己
の
眼
に
あ
る
梁
う
つ
ば
りを

見
な
い
の
か
、
私
は
斯
う
自
分
自
身
に
向
っ
て
叫
び
た
い
。
財
宝
や
栄
爵

を
虚
栄
と
し
て
退
け
た
私
は
、
自
分
の
書
物
が
広
い
世
界
に
於
て
読
ま
れ
、
永
い
時
代
に
亙
っ
て
称
讃
さ
れ
る
こ

と
を
求
め
は
し
な
か
っ
た
か
。
華
美
な
住
宅
、
贅
沢
な
衣
服
、
賑
か
な
交
際
、
騒
し
い
娯
楽
が
私
が
耽
る
こ
と
を

好
ん
だ
空
想
の
中
に
織
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
。
金
銭
や
爵
位
や
を
卑
ん
だ
私
の
言
葉
の
間
に
は
、
自

分
が
そ
れ
ら
の
も
の
を
得
る
能
力
が
な
い
と
云
う
自
覚
か
ら
生
れ
た
嫉
妬
の
心
が
ひ
そ
か
に
潜
ん
で
は
い
な
か
っ

た
か
。
否
、
否
、
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
っ
た
り
、
自
分
の
感
じ
な
い
こ
と
を
感

じ
て
い
る
よ
う
に
話
し
た
り
、
自
分
の
欲
し
て
い
な
い
こ
と
を
欲
し
て
い
る
よ
う
に
告
げ
た
り
す
る
こ
と
、
要
す
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る
に
自
己
の
魂
の
奥
底
に
於
て
体
験
し
な
い
こ
と
を
口
に
す
る
の
が
抑
々
虚
栄
を
求
め
る
心
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
お
ま
え
の
良
心
が
お
ま
え
を
叫
ば
さ
せ
ず
に
は
措
か
な
い
ま
で
お
前
の
唇
に
迫
る
ま
で
、
お
ま
え
は
へ
り
く

だ
り
虚
く
し
て
待
つ
が
い
い
、
そ
の
と
き
こ
そ
お
前
は
権
威
あ
る
人
と
し
て
語
り
出
で
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ

う
。私

は
殊
に
多
く
愛
に
就
い
て
自
ら
考
え
ま
た
人
に
教
え
た
。
け
れ
ど
私
の
利
己
心
や
他
を
憎
む
心
が
私
が
愛
か

ら
出
た
も
の
と
し
て
考
え
た
行
為
の
裏
に
於
て
さ
え
せ
せ
ら
笑
い
を
し
て
い
な
か
っ
た
か
。
猜
疑
と
嫉
妬
と
が
私

の
心
か
ら
全
然
放
逐
さ
れ
て
い
る
と
保
証
し
て
く
れ
る
人
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
媚
び
諂
う
心
か
ら
生
れ
た
親
切

や
同
情
や
を
私
自
身
に
於
て
経
験
し
な
か
っ
た
と
云
え
よ
う
か
。
人
に
矯あ
ま

え
る
よ
う
な
愛
、
人
に
強
い
る
よ
う
な

愛
、
人
を
弱
く
し
よ
う
と
す
る
愛
、
人
を
た
か
ぶ
ら
せ
る
愛
、
そ
れ
ら
が
私
の
生
活
に
な
か
っ
た
と
云
え
る
か
。

私
が
最
も
純
粋
な
愛
と
し
た
も
の
に
於
て
さ
え
、
そ
れ
が
自
己
の
優
越
の
感
じ
に
擽
ら
れ
よ
う
と
云
う
動
機
に
よ

っ
て
濁
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
誇
り
得
な
い
で
は
な
い
か
。
純
粋
で
従
っ
て
快
活
で
あ
り
易
い
友
人
や
隣
人
に

対
し
て
の
愛
に
於
て
既
に
利
己
心
や
憎
悪
心
や
諂て
ん
ゆ諛
や
傲
慢
が
そ
れ
の
明
る
い
拡
が
り
ゆ
く
自
由
さ
を
失
わ
せ
て

い
た
と
す
れ
ば
、婦
人
に
対
す
る
愛
や
交
わ
り
が
本
当
に
純
潔
で
あ
ろ
う
な
ど
と
は
誰
も
信
じ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

私
は
二
人
の
女
に
於
て
恋
愛
の
関
係
に
立
ち
、
数
人
の
女
に
対
し
て
そ
れ
に
近
い
気
持
を
味
わ
っ
て
来
た
。
私
の



六
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性
的
が
動
い
て
暗
い
影
を
そ
れ
ら
の
恋
愛
や
交
際
に
蔽
い
被
せ
た
。
嘗
て
私
を
支
配
し
た
デ
カ
ダ
ン
が
そ
れ
ら
に

於
て
頽
廃
の
飽
満
を
求
め
た
。
私
の
気
紛
れ
、
芝
居
気
、
皮
肉
、
洒し
ゃ
れ落

が
強
い
て
作
っ
た
快
活
さ
が
、
エ
ロ
テ
ィ

ッ
シ
ュ
の
気
味
の
悪
い
微ほ
ほ
え
み笑

や
悩
め
る
本
能
の
醸
し
た
暗
く
寂
し
い
憂
鬱
と
混
っ
て
非
常
に
複
雑
な
醜
悪
を
そ
こ

に
合
成
し
た
。
愛
す
る
も
の
に
よ
っ
て
自
己
の
魂
を
高
め
若
く
は
愛
す
る
も
の
の
魂
を
純
粋
に
成
長
さ
せ
て
ゆ
こ

う
と
す
る
心
よ
り
も
、
愛
す
る
者
に
よ
っ
て
自
己
の
醜
い
心
に
媚
び
若
く
は
愛
す
る
も
の
を
誘
惑
し
て
自
己
の
と

こ
ろ
ま
で
引
卸
そ
う
と
す
る
心
が
私
の
中
に
勝
っ
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
常
に
否
定
す
る
精
神
メ
フ
ィ
ス
ト
が
私

を
征
服
し
て
走
せ
廻
っ
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
引
込
思
案
な
臆
病
、
小こ
ざ
か賢
し
く
て
功
利
的
な
知
慧
、
そ
れ
よ
り
も

根
本
的
に
は
私
を
善
良
な
青
年
と
み
て
い
た
世
間
の
評
判
が
た
だ
私
を
不
道
徳
の
実
行
者
に
な
ら
し
め
な
い
の
み

で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
積
極
的
に
善
を
な
さ
な
い
の
は
必
然
的
に
消
極
的
に
は
悪
を
な
す
こ
と
で
は
な
い
か
。
世

の
所
謂
悪
を
な
さ
ず
ま
た
積
極
的
に
善
を
な
す
こ
と
も
な
い
無
気
力
で
怠
惰
な
精
神
よ
り
も
旺
盛
な
心
を
以
て
悪

に
向
っ
て
活
動
す
る
精
神
の
方
が
秀
れ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
悪
魔
は
怠
け
者
よ
り
神
に
近
い
に
相

違
な
い
。
た
だ
悪
魔
が
神
に
な
れ
な
い
の
は
彼
は
悪
を
矜
っ
て
、
へ
り
く
だ
る
貧
し
き
心
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。
私
は
幾
度
と
な
く
娼
婦
の
姿
を
胸
に
抱
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
十
八
の
夏
初
め
は
正
し
い
動
機
か

ら
退
け
て
い
た
女
に
盲
目
的
な
本
能
の
た
め
に
近
づ
け
ら
れ
て
、
夫
あ
る
女
と
通
ず
る
と
云
う
最
も
忌
わ
し
い
罪
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悪
に
ま
で
陥
ろ
う
と
云
う
危
機
を
や
っ
と
脱
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
誰
で
あ
っ
た
か
。

虚
栄
心
や
利
己
心
や
性
的
本
能
が
、
或
る
と
き
は
私
を
呵か

か々

大
笑
さ
せ
、
或
る
と
き
は
私
を
沈
黙
と
憂
鬱
と
に

導
き
つ
つ
私
の
生
活
を
落
付
の
な
い
、
流
る
る
よ
う
な
自
由
と
快
活
と
を
失
っ
た
も
の
に
し
て
い
た
の
は
事
実
で

あ
る
が
、
他
方
に
於
て
は
傲
慢
な
心
か
ら
発
し
た
弁
解
す
る
心
と
神
を
試
み
る
心
と
の
二
つ
の
心
が
私
の
生
活
を

激
越
な
、安
静
の
な
い
も
の
と
し
た
。
煩
悩
具
足
の
私
達
は
罪
を
作
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
態
に
い
る
。

如
何
に
熾
烈
な
善
を
求
め
る
心
で
も
こ
の
世
界
で
は
悪
を
全
く
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
な
有
様
で
あ
る
。

私
達
は
本
当
に
弱
い
葦
の
よ
う
な
も
の
だ
。 Es irrt der M

ensch solang er strebt.  【『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
一
部317

「
努

力
し
て
い
る
間
は
、
人
間
は
迷
う
も
の
だ
」】
併
し
な
が
ら
真
に
罪
悪
と
云
わ
る
べ
き
も
の
は
、
私
達
の
悲
し
い
運
命
が

私
達
を
陥
れ
ず
に
は
措
か
な
い
罪
悪
そ
の
も
の
よ
り
も
、
か
か
る
罪
悪
を
小こ
ざ
か賢

し
い
智
慧
を
弄
し
て
弁
護
し
弁
解

し
よ
う
と
云
う
傲
慢
な
心
で
あ
る
。
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
が
人
間
を
嘲あ
ざ
わ
ら笑

っ
て
云
っ
た
言
葉
、

Er nennt’s Vernunft und braucht’s allein, 
【
奴
等
は
そ
れ
を
理
性
と
呼
ん
で
、
そ
の
使
い
途
と
来
て
は
、】

N
ur tierischer als jedes Tier zu sein. 

【
た
だ
ど
の
獣
よ
り
も
も
っ
と
獣
臭
く
振
る
舞
う
用
に
す
る
ば
か
り
な
の

で
す
。『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
一
部285-6

阿
部
次
郎
訳
】

は
、
か
く
の
如
き
弁
解
す
る
こ
ま
し
ゃ
く
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

智
慧
を
指
し
て
云
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
何
故
に
私
達
は
私
達
の
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罪
を
素
直
に
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
そ
れ
を
見
苦
し
い
態ざ
ま

を
し
な
が
ら
弁
解
し
よ
う
な
ど
と

す
る
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
素
直
な
心
の
安
静
を
す
て
て
傲
慢
な
心
の
焦
躁
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
自
己
の
行

為
の
騒
々
し
い
弁
解
は
、
そ
れ
が
正
当
に
な
さ
る
べ
き
権
利
を
も
っ
て
お
る
場
合
に
於
て
す
ら
、
決
し
て
相
手
を

十
分
に
説
服
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
ば
か
り
で
な
く
自
分
自
身
の
心
に
も
平
和
を
持
来
た
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
そ
れ
に
多
く
の
場
合
私
は
自
己
の
思
い
あ
が
っ
て
い
る
自
負
心
を
傷
つ
け
な
い
た
め
に
、
他
人
に
よ
く
思
わ

れ
た
い
と
云
う
虚
栄
心
を
損
わ
な
い
た
め
に
、
若
く
は
ど
ん
な
行
為
で
も
弁
解
す
る
よ
う
な
知
識
を
示
そ
う
と
云

う
た
め
に
、
自
分
自
身
の
行
為
を
弁
解
し
て
い
た
。
併
し
な
が
ら
弁
解
は
知
能
や
弁
舌
に
於
て
で
は
な
く
た
だ
精

神
と
行
為
と
に
於
て
の
み
成
功
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
絶
対
に
へ
り
く
だ
る
心
と
そ
れ
か
ら
出
た
よ
き
行

為
と
の
み
が
雄
弁
に
弁
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

私
は
傲
慢
に
も
神
を
試
み
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
か
。
私
は
強
い
て
罪
悪
に
身
を
委
せ
よ
う
と
す
る
偽
悪
家
を

気
取
っ
た
こ
と
は
な
い
か
。
自
己
の
性
格
の
強
さ
を
試
さ
ん
が
た
め
に
私
は
好
ん
で
誘
惑
に
近
づ
い
た
こ
と
が
な

か
っ
た
か
。
好
奇
心
や
敵
愾
心
か
ら
無
理
に
苦
い
酒
に
酔
っ
て
み
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
か
。
併
る
に
神
を
試
み

よ
う
と
云
う
傲
慢
な
心
は
、
自
ら
求
め
て
接
触
し
た
悪
魔
の
誘
惑
に
反
抗
す
る
剛
健
な
心
で
あ
る
こ
と
が
出
来
た

ろ
う
か
。
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か
よ
う
に
し
て
私
は
私
が
嘗
て
経
験
し
た
ま
た
現
に
経
験
し
つ
つ
あ
る
一
々
の
感
覚
、
観
念
、
感
情
、
意
志
の

凡
て
を
詳
細
に
吟
味
し
て
行
く
に
従
っ
て
そ
れ
の
或
る
も
の
は
立
派
に
神
の
装
を
し
て
お
る
に
拘
ら
ず
悪
魔
の
象

徴
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
明
る
さ
が
闇
へ
の
方
向
を
含
ん
で
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
色
彩
が
黒
へ
の
傾

向
を
示
し
て
お
る
よ
う
に
、
私
の
一
切
の
経
験
が
悉
く
悪
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
て
お
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
併
し

な
が
ら
罪
を
感
ず
る
心
は
ま
た
や
が
て
神
を
求
め
る
心
で
な
か
ろ
う
か
。
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾し
じ
ょ
う盛
の
私
達
が
あ
れ

ば
こ
そ
愈
々
仏
の
大
悲
大
願
の
ほ
ど
も
知
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
闇
を
闇
と
し
て
感
ず
る
心
は
光
を
見
た

心
で
あ
る
。
罪
を
罪
と
し
て
知
る
心
は
必
ず
神
を
知
れ
る
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
達
の
魂
は
イ
デ
ア
の
世

界
に
生
れ
て
イ
デ
ア
の
世
界
を
知
っ
て
お
れ
ば
こ
そ
身
は
肉
体
の
牢
獄
の
中
に
あ
り
な
が
ら
イ
デ
ア
の
世
界
を
憧

れ
求
め
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
私
の
中
に
失
わ
れ
な
い
で
あ
る
凡
て
の
も
の
に
驚
き
得
る
心
、
現
実
の
憂

愁
の
間
に
遥
か
な
る
も
の
を
微
笑
み
つ
つ
夢
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
心
、
白
髪
の
長
く
伸
び
た
苦
悩
の
中
に
生
き

て
い
る
快
活
な
幼
な
心
、
そ
れ
ら
は
悉
く
神
の
姿
の
象
徴
、
少
な
く
と
も
神
へ
の
憧
憬
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出

来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
達
が
経
験
す
る
世
界
に
あ
ま
り
多
く
存
在
す
る
不
合
理
や
罪
悪
の
故
に
私
は
神
の
存
在

を
信
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
は
自
己
の
衷
に
深
く
感
ず
る
必
然
の
運
命
の
故
に
永
遠
な
る
も
の
を
希
求
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
寂
し
み
や
悲
し
さ
や
運
命
な
ど
と
云
う
こ
と
が
結
局
征
服
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
出
来
る
か
否
か



六
四

を
私
は
知
ら
な
い
。
唯
一
つ
私
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
こ
と
は
、
寂
し
み
や
悲
し
さ
や
運
命
と
云
う
こ
と
が

本
当
に
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
、
私
達
が
生
血
の
出
る
よ
う
な
真
面
目
な
努
力
を
し
て
そ
れ
ら
を
滅
ぼ
そ
う
と

し
た
後
に
於
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
単
な
る
概
念
に
就
い
て
で
は
な
く
そ
れ
ら
の
本
質
に
関
し
て

の
論
議
は
そ
れ
か
ら
後
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
実
に
飽
く
ま
で
執
着
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
そ
れ
を
超
越
し
て
永
遠
な
る
も
の
を
把
捉
し
よ
う
と
す
る
も
の

と
の
二
つ
の
魂
の
対
立
に
関
係
し
て
、
私
は
私
の
衷
に
外
へ
拡
ろ
う
と
す
る
心
と
内
へ
掘
ろ
う
と
す
る
心
と
の
対

立
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
一
は
私
の
中
に
住
む
詩
人
で
あ
り
他
は
私
の
中
に
宿
る
哲
学
者
で
あ
る
。
私
の

詩
人
は
何
処
ま
で
も
延
び
て
行
っ
て
感
覚
の
美
し
き
戯
の
観
照
に
酔
お
う
と
し
て
い
る
。
私
の
哲
学
者
は
飽
く
ま

で
深
く
掘
り
下
げ
て
行
っ
て
闇
そ
の
も
の
の
真
理
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
。
前
者
は
感
覚
的
な
る
も
の
、
特
性
的

な
る
も
の
の
美
し
さ
に
憧
れ
、
後
者
は
意
志
的
な
る
も
の
、
普
遍
的
な
る
も
の
の
真
理
を
求
め
る
。
一
は
快
活
で

あ
り
他
は
憂
鬱
で
あ
る
、
一
は
冗
舌
で
あ
り
他
は
沈
黙
す
る
。
私
を
知
れ
る
人
は
私
に
就
い
て
い
ろ
い
ろ
異
な
っ

た
若
く
は
全
く
反
対
し
た
判
断
を
下
し
た
。
一
人
は
云
う
、「
君
は
学
究
で
あ
る
、
君
か
ら
最
初
受
け
る
感
じ
は

ど
う
し
て
も
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
だ
。」
他
の
人
は
云
う
、「
君
の
根
本
の
素
質
は
詩
人
だ
。」
或
は
一
人
は
私
を
理

性
的
だ
と
云
い
他
の
人
は
感
情
的
だ
と
云
う
。
或
は
一
人
は
私
を
利
口
な
男
だ
と
考
え
他
の
人
は
向む
こ
う
み
ず

不
見
だ
と
思
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っ
て
い
る
。ま
た
次
の
人
は
云
っ
た
、「
君
は
本
当
に
伸
び
伸
び
と
素
直
に
育
っ
て
い
る
。」更
に
他
の
人
が
云
っ
た
、

「
君
は
全
く
フ
ラ
イ
な
人
だ
。」
私
は
私
に
関
し
て
な
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
多
く
の
判
断
に
就
い
て
、ど
れ
が
正
し
く
、

ど
れ
が
誤
っ
て
い
る
か
、
い
ず
れ
が
お
世
辞
で
あ
っ
て
い
ず
れ
が
正
直
な
批
評
で
あ
る
か
を
区
別
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
そ
の
ど
れ
で
も
が
正
し
い
よ
う
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
悉
く
が
誤
っ
て
お
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
唯

私
が
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
個
の
個
性
は
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
一
人
の
人
間
で
あ
っ
て

同
時
に
数
人
の
人
間
と
し
て
互
い
に
相
対
立
し
矛
盾
し
衝
突
す
る
心
を
も
っ
て
お
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
個
性
は

之
を
分
析
し
た
り
抽
象
し
た
り
記
述
し
た
り
定
義
し
た
り
す
る
と
き
は
そ
れ
の
個
性
と
し
て
の
特
質
を
失
っ
て
し

ま
う
こ
と
、
そ
れ
故
に
個
性
の
説
明
は
終
局
は
「
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」
と
云
う
同
一
命
題
以
上
に
出
で
る
こ
と
が
出

来
ず
、
個
性
の
評
価
は
そ
れ
の
全
体
に
向
い
得
る
直
観
に
於
て
の
み
正
当
に
な
さ
れ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
か

よ
う
に
し
て
個
性
と
個
性
と
の
理
解
は
、
語
ら
れ
る
点
に
於
て
で
は
な
く
語
ら
れ
ざ
る
点
に
於
て
深
き
根
柢
を
見

出
す
が
如
き
理
解
で
あ
る
。

九
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心
情
の
純
粋
を
貴
ん
で
体
系
の
完
全
を
尊
ば
な
い
こ
の
一
篇
に
も
何
等
か
の
統
一
と
連
絡
と
が
必
要
で
あ
る
た

め
、
私
は
最
初
こ
の
一
篇
に
三
つ
の
問
題
を
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
課
し
て
置
い
た
。
即
ち
、
第
一
、
語
ら
れ

ざ
る
哲
学
の
出
発
点
は
何
で
あ
る
か
。
第
二
、
如
何
に
し
て
よ
き
生
活
は
可
能
で
あ
る
か
。
第
三
、
よ
き
生
活
と

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
第
一
の
点
に
就
い
て
は
既
に
考
え
た
。
若
し
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
が
あ
ら
ゆ
る
問
題

が
遺
さ
る
る
こ
と
な
く
論
ぜ
ら
れ
、
し
か
し
て
そ
れ
が
十
分
な
連
絡
を
な
す
こ
と
即
ち
体
系
の
完
全
を
求
め
る
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
若
し
ま
た
そ
れ
が
精
密
な
論
理
と
証
明
と
に
よ
っ
て
人
を
説
服
し
よ
う
と
云
う
の
で
あ
れ
ば
、

私
が
今
こ
こ
に
考
察
し
よ
う
と
し
て
お
る
第
二
の
問
題
、
即
ち
よ
き
生
活
の
必
然
的
制
約
と
し
て
の
形
式
の
問
題

は
、
最
も
厳
密
な
論
証
を
以
て
詳
細
に
論
議
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
な
が
ら

語
ら
れ
ざ
る
哲
学
が
、
概
念
的
知
識
に
於
て
で
は
な
く
て
よ
き
生
活
に
於
て
そ
れ
の
枢
軸
を
見
出
し
、
ま
た
そ
れ

は
巷
に
売
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
自
己
の
中
に
蔵
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
み
れ
ば
、
私
は
こ
の
問

題
に
就
い
て
長
い
論
述
を
試
み
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
第
一
に
私
は
、

歴
史
上
多
く
の
思
想
家
に
よ
っ
て
屡
々
互
い
に
反
対
し
批
難
し
つ
つ
論
ぜ
ら
れ
た
こ
の
困
難
な
問
題
に
関
し
て
、

凡
て
の
人
が
承
認
す
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
に
し
て
も
、
私
自
身
の
主
張
を
そ
れ
ら
の
反
対
や
批
難
の
唯
中
に
持

来
し
て
立
入
っ
て
論
ず
る
こ
と
は
、
勢
い
私
を
抗
弁
的
な
ら
し
め
て
私
の
態
度
を
不
純
に
し
は
し
な
い
か
を
恐
れ
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る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
第
二
に
私
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
は
結
局
は
合
理
的
に
で
は
な
く
非
合
理
的

に
於
て
、
或
は
論
理
に
で
は
な
く
信
仰
に
於
て
与
え
ら
れ
、
し
か
し
て
か
く
の
如
き
生
け
る
信
仰
は
単
な
る
概
念

的
思
惟
に
よ
っ
て
で
は
な
く
実
際
に
よ
き
生
活
を
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す

る
が
故
に
、
私
の
よ
う
に
貧
し
く
醜
く
生
き
て
来
た
者
が
そ
れ
に
関
し
て
長
々
し
い
論
議
を
な
す
こ
と
は
畢
竟
無

意
味
な
こ
と
で
も
あ
り
、
ま
た
不
遜
な
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
私
の
病
的
な
る
も
の
の
中

に
微
笑
む
健
康
へ
の
憧
れ
の
よ
き
ア
ー
ヌ
ン
グ
に
従
っ
て
へ
り
く
だ
る
心
を
保
ち
つ
つ
、
つ
つ
ま
し
や
か
に
私
の

思
想
の
最
も
簡
単
な
叙
述
を
試
み
た
い
。
私
と
異
な
っ
た
立
場
が
可
能
で
あ
る
か
、
ま
た
私
と
別
な
考
え
方
が
あ

り
得
る
か
、
私
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
。
も
し
実
際
に
可
能
で
あ
り
、
あ
り
得
る
と
し
て
も
私
は
そ
れ
に
対
し
て
反

対
し
た
り
、
私
の
思
想
を
弁
護
し
た
り
す
る
権
利
も
自
由
も
少
な
く
と
も
現
在
の
私
は
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
最

初
か
ら
承
認
す
る
。

よ
き
生
活
を
可
能
な
ら
し
む
る
必
然
的
制
約
は
、
私
の
信
ず
る
通
り
で
あ
れ
ば
、
二
つ
に
別
つ
こ
と
が
出
来
る
。

第
一
、
永
遠
な
る
価
値
の
存
在
。
第
二
、
完
成
の
可
能
。
し
か
し
て
そ
れ
ら
と
関
係
し
て
そ
れ
ら
に
安
定
を
与
え

る
第
三
の
も
の
と
し
て
若
く
は
そ
れ
ら
を
抱
合
す
る
唯
一
つ
の
も
の
と
し
て
、
私
は
、
絶
対
者
の
存
在
を
挙
げ
る

こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
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永
遠
な
る
価
値
の
存
在
の
信
仰
に
し
て
虚
妄
で
あ
れ
ば
私
達
の
よ
き
生
活
は
あ
り
得
な
い
。
私
達
の
驚
嘆
と
畏

敬
と
を
喚
起
せ
ず
に
は
い
な
い
偉
大
な
る
科
学
者
、
芸
術
家
、
徳
行
家
、
哲
学
者
、
宗
教
家
達
が
日
も
夜
も
求
め

て
や
ま
な
か
っ
た
真
や
善
や
美
や
聖
に
し
て
若
し
妄
想
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
私
達
の
生
活
も
努
力
も
畢

竟
無
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
す
る
愛
の
純
粋
と
熱
誠
と
か
ら
、
私
達
に
と
っ
て
は
驚
異
で
あ
り

奇
蹟
で
あ
る
と
感
ぜ
ら
れ
る
天
才
者
が
、
毒
薬
を
あ
お
ぎ
、
十
字
架
に
懸
け
ら
れ
、
焚
刑
に
処
せ
ら
れ
、
追
放
に

遇
い
、
貧
困
に
苦
し
め
ら
れ
、
病
魔
に
責
め
ら
れ
て
顧
み
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
永
遠
な
る
価
値
に
し
て
存
在
し
な

い
な
ら
ば
、
私
達
が
そ
れ
ら
の
天
才
者
を
尊
敬
し
憧
憬
す
る
と
云
う
こ
と
、
ま
た
彼
等
が
な
し
た
事
業
、
新
し
き

真
理
、
美
し
き
芸
術
、
高
き
思
想
、
尊
き
宗
教
に
感
激
し
欣
幸
す
る
と
云
う
こ
と
も
凡
て
滑
稽
な
戯
と
し
て
終
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
若
し
ま
た
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
達
が
私
達
の
中
に
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
自
己
の
無
価
値
や
弱
小
や
罪
悪
の
意
識
ほ
ど
笑
う
べ
き
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

完
成
の
可
能
の
希
望
は
、こ
れ
な
く
て
は
私
達
の
よ
き
生
活
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

私
達
は
私
達
の
中
及
び
周
囲
に
於
て
限
り
な
き
不
合
理
と
罪
悪
と
に
遭
逢
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
悲
し
み
や
寂

し
さ
は
私
達
の
運
命
に
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
私
達
は
そ
れ
を
単
に
自
己
の
表
面
に
於
て
感
受
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
自
己
の
本
然
に
還
っ
て
行
っ
た
と
き
に
於
て
す
ら
そ
こ
に
見
出
さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
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で
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
生
は
涙
の
谷
で
あ
っ
て
人
間
は
そ
の
谷
に
生お

ふ
る
弱
き
葦
で
あ
る
。
意
志
が
自
由
で
あ
る

か
否
か
、
私
達
は
全
く
運
命
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
永
い
論
争
の
歴
史
を
も
っ
て

お
る
。
併
し
概
念
上
の
解
決
が
最
も
困
難
な
問
題
が
必
ず
し
も
実
践
上
の
解
決
が
最
も
困
難
な
問
題
で
あ
る
と
云

う
の
で
は
な
い
。
決
定
論
と
非
決
定
論
と
の
囂
か
ま
び
すし

い
論
争
は
、
よ
き
生
活
を
実
際
に
生
き
た
人
の
体
験
に
於
て
は

何
等
疑
う
べ
き
余
地
も
な
い
ほ
ど
明
瞭
に
ま
た
容
易
に
解
決
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
終
局
は
語
る
論
理

に
於
て
で
は
な
く
語
ら
ざ
る
魂
に
於
て
解
決
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
デ
リ
ケ
イ
ト
な
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
意
志

が
自
由
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
自
由
な
意
志
の
活
動
に
よ
っ
て
、
若
し
ま
た
そ
れ
が
決
定
さ
れ
て
お
る
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
決
定
か
ら
救
済
す
る
も
の
に
縋す
が

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
達
が
終
に
は
絶
対
の
完
成
に
到
達
し

得
る
と
云
う
希
望
が
空
し
い
な
ら
ば
、
私
達
の
よ
き
生
活
も
亦
無
意
味
若
く
は
不
可
能
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
自
己
の
精
進
に
よ
る
に
せ
よ
、
他
力
の
救
済
に
よ
る
に
せ
よ
、
若
く
は
聖
道
の
難
行
に
よ
る
に
せ
よ
、
浄
土

の
易
行
に
よ
る
に
せ
よ
、
私
達
の
魂
が
最
後
の
完
成
に
至
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
私
達
の
活
動
や
生
活

は
全
く
意
義
を
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
永
遠
な
る
価
値
を
憧
れ
求
め
る
文
化
的
生
活
は
、
そ
れ
が
如
何
に
永

い
過
程
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
結
局
は
自
然
的
生
活
を
全
然
征
服
す
る
か
若
く
は
自
己
の
中
に
抱

擁
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
活
へ
の
意
志
は
最
後
に
は
文
化
生
活
へ
の
意
志
に
ま
で
転
生
し
な
け
れ
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ば
な
ら
ぬ
。
自
然
を
駆
逐
し
若
く
は
包
摂
し
て
自
己
の
領
域
を
次
第
に
拡
げ
て
ゆ
く
文
化
の
歴
史
は
つ
ま
り
は
文

化
の
絶
対
の
支
配
へ
の
到
達
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
美
し
き
魂
の
憧
憬
と
そ

れ
へ
向
っ
て
の
精
神
と
は
決
し
て
空
し
く
し
て
終
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
若
し
そ
れ
ら
の
こ
と
に
し
て
本
当
に
不

可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
達
の
生
活
は
破
壊
さ
れ
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
自
由
の
完
成
、
或
は

救
済
の
完
成
は
一
般
に
そ
れ
が
な
く
て
は
私
達
の
生
活
も
あ
り
得
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
私
達
の
永
遠
な
る
価
値
の
信
仰
と
完
成
の
可
能
の
希
望
と
が
空
し
く
な
い
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
に
最
後

の
安
定
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
絶
対
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絶
対
者
と
は
、
蓋
し
、
永
遠
な
る
価

値
の
創
造
者
に
し
て
支
持
者
で
あ
り
、
ま
た
私
達
の
生
活
に
於
て
ま
た
に
よ
っ
て
自
己
を
顕
現
し
私
達
を
最
後
の

完
成
に
ま
で
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。か
く
の
如
き
絶
対
者
を
或
は
神
と
よ
び
或
は
仏
と
よ
び
、

理
性
と
云
い
或
は
価
値
意
識
と
云
う
は
人
々
の
自
由
で
あ
る
。
た
だ
か
か
る
絶
対
者
に
し
て
何
等
か
の
意
味
に
於

て
存
在
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
凡
て
は
虚
妄
と
し
て
、
従
っ
て
私
達
自
身
も
私
達
の
生
活
も
、
学
問
や
芸
術
や
道

徳
も
虚
妄
と
し
て
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
信
仰
は
単
な
る
好
奇
心
や
虚
栄
心
や
遊

戯
本
能
や
社
交
欲
な
ど
か
ら
な
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
私
達
自
身
と
私
達
の
生
活
と
、
そ
し
て
ま
た
私
達

が
愛
す
る
学
問
や
芸
術
や
道
徳
な
ど
と
が
徒
ら
で
終
ら
な
い
た
め
に
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
必
然
的
に
な
さ
れ
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ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

恰あ
た
かも

そ
れ
が
論
理
の
正
確
を
矜
る
も
の
で
も
あ
る
よ
う
に
概
念
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
現
さ
れ
た
上
の
思
想
が
、

真
実
は
純
粋
な
心
情
に
本
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
も
、
そ
れ
ら
の
概
念
的
な
言
葉
を
私

が
好
ん
で
用
い
る
美
し
い
言
葉
に
よ
っ
て
書
き
換
え
る
こ
と
は
強あ
な
がち

不
必
要
な
こ
と
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
一

の
思
想
を
私
は
夢0

と
云
う
言
葉
で
現
そ
う
。
永
遠
な
る
も
の
の
存
在
を
信
ず
る
心
は
や
が
て
夢
み
る
心
で
あ
る
。

夢
と
は
永
遠
な
る
も
の
に
酔
う
心
で
あ
る
。
不
合
理
や
悪
に
充
ち
た
現
実
に
満
足
せ
ず
、
そ
れ
を
超
越
し
た
而
も

そ
れ
が
到
達
す
べ
き
永
遠
な
る
も
の
の
存
在
を
信
じ
て
そ
れ
に
向
っ
て
憧
れ
る
心
の
み
が
本
当
に
美
し
い
夢
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
。
第
二
の
思
想
を
私
は
素
直
0

0

と
云
う
言
葉
で
現
そ
う
。
素
直
と
は
謙
虚
な
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に

剛
健
な
心
の
特
質
で
あ
る
。
そ
し
て
運
命
の
前
に
何
処
ま
で
も
へ
り
く
だ
っ
て
絶
対
に
他
を
信
頼
す
る
心
、
自
由

の
獲
得
の
た
め
に
は
飽
く
ま
で
戦
っ
て
大
死
一
番
し
て
後
甦
る
の
工
夫
を
忘
れ
な
い
剛
健
な
心
、
そ
れ
ら
に
対
し

て
の
み
救
済
の
完
成
と
自
由
の
完
成
と
は
存
在
す
る
。
安
静
と
活
動
と
の
美
し
い
調
和
は
素
直
な
心
に
於
て
の
み

成
就
す
る
。
第
三
の
思
想
を
私
は
愛0

と
云
う
言
葉
で
現
そ
う
。
愛
と
は
主
客
の
完
全
な
合
一
で
あ
る
。
併
る
に
私

達
が
絶
対
者
を
抱
き
ま
た
絶
対
者
が
私
達
を
抱
い
て
そ
こ
に
深
い
合
一
が
成
立
す
る
と
き
に
初
め
て
、
私
達
自
身

と
私
達
の
生
活
と
は
完
成
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
、
私
達
の
憧
れ
る
永
遠
な
る
価
値
も
支
持
者
を
得
る
こ
と
が
出
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来
る
の
で
あ
る
。
或
は
ま
た
絶
対
者
は
私
達
と
永
遠
な
る
も
の
と
の
愛
の
媒
介
者
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
夢
と

素
直
と
愛
と
は
よ
き
生
活
が
可
能
な
る
が
た
め
に
欠
く
こ
と
が
出
来
な
い
三
つ
の
も
の
で
あ
る
。
併
し
私
は
も
う

こ
れ
以
上
そ
れ
ら
の
点
に
就
い
て
語
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。

一
〇

よ
き
生
活
と
は
如
何
な
る
も
の
か
と
云
う
私
が
提
出
し
て
お
い
た
第
三
の
問
題
が
非
常
に
複
雑
で
あ
る
こ
と

は
、
一
般
に
生
活
と
云
う
も
の
が
如
何
に
複
雑
で
あ
る
か
を
一
寸
で
も
反
省
し
て
み
る
人
の
誰
で
も
が
、
容
易
に

考
え
及
ぶ
こ
と
が
出
来
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
時
処
位
に
従
っ
て
種
々
雑
多
に
変
化
す
べ
き
具
体
的
な
生
活
を
そ
の

ま
ま
記
述
し
分
析
し
説
明
し
よ
う
と
云
う
の
は
全
く
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
た
と
い
可
能
で
あ
る
に
し
て

も
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。
私
が
こ
こ
に
試
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
斯
の
如
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
私
は
今
私
が
よ
き
生
活
と
し
て
想
像
す
る
生
活
か
ら
そ
れ
の
指
導
観
念
の
特
に
重
要
な
も
の
を
抽

象
し
て
来
て
、
そ
れ
ら
に
就
い
て
思
考
を
廻
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
私
が
正
当
に
と
る
べ
き
生
活
態
度
を
明
瞭
に
し

た
い
と
思
う
。
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先
ず
最
初
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
私
達
の
生
活
に
於
て
大
切
な
の
は
、「
何
を
」
経
験
す
る
か
と
云
う
こ
と

よ
り
も
「
如
何
に
」
経
験
す
る
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
経
験
の
内
容
と

よ
ば
る
る
も
の
自
身
が
既
に
、
多
く
の
人
に
よ
っ
て
誤
解
さ
れ
て
お
る
よ
う
に
、
固
定
し
て
動
か
す
こ
と
が
出
来

な
い
よ
う
に
存
在
し
て
お
る
も
の
で
は
な
く
こ
れ
を
経
験
す
る
魂
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
外
面
的
に
み
て
同
一
の
事
柄
も
こ
れ
を
経
験
す
る
人
の
心
に
迫
る
形
に
於
て
は
種
々
に
異
な
っ
て
お
る
の
で

あ
る
。
同
一
の
芸
術
作
品
の
前
に
立
っ
て
観
照
し
評
価
す
る
二
人
の
人
は
根
本
的
に
は
同
一
の
芸
術
作
品
を
観
照

し
ま
た
そ
れ
に
就
い
て
評
価
し
て
お
る
の
で
は
な
い
。
観
照
は
や
が
て
制
作
で
あ
る
。
大
家
の
秘
密
は
形
式
に
よ

っ
て
内
容
を
滅
却
す
る
に
あ
る
と
シ
ラ
ー
が
云
っ
た
よ
う
に
秀
れ
た
魂
は
如
何
に
瑣さ
さ
い細

に
見
え
る
事
柄
に
も
深
い

意
味
を
見
出
す
不
思
議
な
力
を
も
っ
て
お
る
。
こ
れ
に
反
し
て
鈍
い
心
の
所
有
者
は
ど
ん
な
に
大
き
な
経
験
に
遭

逢
し
て
も
こ
れ
を
浸
透
し
て
輝
く
光
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
何
の
価
値
も
な
い
黒
い
塊
に

過
ぎ
な
い
。私
は
嘗
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
言
葉
か
ら
思
い
出
し
て
人
生
を
砂
浜
に
あ
っ
て
貝
を
拾
う
こ
と
に
譬
え
た
。

凡
て
の
人
は
銘
々
に
与
え
ら
れ
た
小
さ
い
籠
を
持
ち
な
が
ら
一
生
懸
命
に
貝
を
拾
っ
て
そ
の
中
へ
投
げ
込
ん
で
い

る
。
そ
の
中
の
或
る
者
は
無
意
識
的
に
拾
い
上
げ
、
或
る
者
は
意
識
的
に
選
び
つ
つ
拾
い
上
げ
る
。
あ
る
者
は
習

慣
的
に
無
気
力
に
は
た
ら
き
、
あ
る
者
は
活
快
に
活
溌
に
は
た
ら
く
。
或
る
者
は
歌
い
な
が
ら
或
る
者
は
泣
き
な
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が
ら
、
或
る
者
は
戯
れ
る
よ
う
に
或
る
者
は
真
面
目
に
集
め
て
お
る
。
彼
等
が
群
れ
つ
つ
は
た
ら
い
て
お
る
砂
浜

の
彼
方
に
限
り
も
な
く
拡
が
っ
て
大
き
な
音
を
響
か
せ
て
い
る
暗
い
海
に
は
、
彼
等
の
或
る
者
は
気
付
い
て
お
る

よ
う
で
あ
り
或
る
者
は
全
く
無
頓
着
で
あ
る
ら
し
い
。
け
れ
ど
彼
等
の
持
っ
て
お
る
籠
が
次
第
に
満
ち
て
来
る
の

を
感
じ
た
と
き
、
若
く
は
籠
の
重
み
が
意
識
さ
れ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
達
し
た
と
き
、
若
く
は
何
か
の
機

会
が
彼
等
を
思
い
立
た
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
と
き
、
彼
等
は
自
分
の
籠
の
中
を
顧
み
て
集
め
た
貝
の
一
々
を

気
遣
わ
し
げ
に
検
べ
始
め
る
。
検
べ
て
行
く
に
従
っ
て
彼
等
は
、
彼
等
が
嘗
て
美
し
い
も
の
と
思
っ
て
拾
い
上
げ

た
も
の
が
醜
い
も
の
で
あ
り
、
輝
い
て
感
ぜ
ら
れ
た
も
の
が
光
沢
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
若
く
は
貝
と
思
っ
た
も

の
が
た
だ
の
石
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
、
一
つ
と
し
て
取
る
に
足
る
も
の
の
な
い
の
に
絶
望
す
る
。
併
し
も
う

そ
の
と
き
に
は
彼
等
の
傍
に
横
た
わ
り
拡
が
っ
て
い
た
海
が
破
壊
的
な
大
波
を
以
て
襲
い
寄
せ
て
彼
等
を
ひ
と
た

ま
り
も
な
く
深
い
闇
の
中
に
凌
【「
浚
」
の
誤
字
か
】
っ
て
行
く
と
き
は
来
て
お
る
の
で
あ
る
。
た
だ
永
遠
な
る
も

の
と
一
時
的
な
る
も
の
と
を
確
に
区
別
す
る
秀
れ
た
魂
を
持
っ
て
い
る
人
の
み
は
、
一
瞬
の
時
を
以
て
し
て
も
永

遠
の
光
輝
あ
る
貝
を
見
出
し
て
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
出
来
て
、
彼
自
ら
永
遠
の
世
界
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。
私
達
は
こ
の
広
い
砂
浜
を
社
会
と
呼
び
、
小
さ
い
籠
を
寿
命
と
呼
び
、
大
き
な
海
を
運
命
と

呼
び
、
強
い
波
を
死
と
呼
び
慣
わ
し
て
お
る
。
か
よ
う
に
し
て
私
達
に
は
多
く
の
経
験
よ
り
も
深
い
体
験
が
更
に
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一
層
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

勿
論
私
が
経
験
す
る
魂
の
方
面
の
み
を
考
え
て
経
験
さ
れ
る
事
柄
を
全
く
看
却
す
る
と
云
う
の
で
あ
る
な
ら

ば
、私
は
恰
も
美
学
上
の
所
謂
形
式
説
が
陥
っ
た
と
同
様
な
誤
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

如
何
な
る
障し
ょ
う
が
い礙に

も
負
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
却
っ
て
そ
の
障
礙
を
利
用
し
て
自
己
を
高
め
て
ゆ
く
こ
と
を
知
っ
て

お
る
秀
れ
た
魂
は
、
そ
れ
が
遭
遇
す
る
経
験
が
多
く
、
強
く
、
大
き
く
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
益
々
磨
き
出
さ
れ
る
に

違
い
な
い
。
天
才
者
達
は
深
い
悲
し
み
や
苦
し
み
を
身
に
徹
し
て
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
彼
等
の
魂
を
弥い
や
ま
し増
に
高

め
ま
た
浄
め
る
と
云
う
事
実
を
私
も
承
認
す
る
。

Ein guter M
ensch in seinem

 dunklen D
range 

【
善
人
は
、
よ
し
や
暗
黒
な
衝
迫
の
中
に
い
て
も
】

Ist sich des rechten W
eges w

ohl bew
usst. 

 

【
正
し
い
道
を
ば
き
っ
と
承
知
し
て
い
る
も
の
だ
と
。『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
第
一
部328-9

阿
部
次
郎
訳
】

け
れ
ど
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
私
が
上
の
思
想
を
特
に
高
調
す
る
所
以
は
、
多
く
の
場
合
に
誤
解
さ
れ
る
次
の
よ
う

な
思
想
に
対
抗
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
人
々
は
自
己
の
体
験
の
深
さ
と
広
さ
と
を
誇
り
つ
つ
云
う
、「
頭
で
考
え

ら
れ
た
こ
と
が
何
を
知
っ
て
お
る
か
、
凡
て
の
も
の
の
本
当
の
意
味
は
そ
れ
を
自
ら
体
験
し
た
後
に
分
る
こ
と

だ
。
酒
に
狂
っ
た
こ
と
の
な
い
者
、
女
に
溺
れ
た
こ
と
の
な
い
者
、
そ
れ
ら
の
人
の
語
る
道
徳
に
何
の
権
威
が
あ
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る
か
。」
如
何
に
も
彼
等
の
云
う
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
等
の
言
葉
は
凡
て
の
悪
を
弁
護
し
承
認
す
る
贖
罪
的

な
言
葉
と
し
て
の
貴
さ
を
さ
え
持
っ
て
お
る
よ
う
に
見
え
る
。
併
し
静
か
に
考
え
て
み
る
が
い
い
、
彼
等
の
言
葉

の
裏
に
は
―
―
そ
し
て
私
自
身
が
そ
う
で
な
か
っ
た
と
は
誰
も
保
証
の
出
来
な
い
こ
と
だ
。
―
―
自
分
自
身
の
悪

を
自
己
の
虚
栄
心
や
自
負
心
や
を
損
わ
な
い
た
め
に
、
他
人
に
対
し
て
弁
解
し
よ
う
と
す
る
心
が
潜
ん
で
い
な
い

か
。
或
は
無
暗
に
新
し
が
っ
た
り
、
理
由
も
な
く
古
い
も
の
を
排
斥
す
る
こ
と
そ
れ
自
身
が
非
常
に
偉
い
こ
と
と

考
え
る
思
想
が
彼
等
の
言
葉
の
間
に
隠
れ
て
い
な
い
か
。
若
く
は
悪
魔
の
誘
惑
に
自
ら
を
強
い
て
試
み
よ
う
と
云

う
心
、
従
っ
て
神
を
試
み
よ
う
と
云
う
傲
慢
な
心
が
、
彼
等
の
言
葉
の
背
後
で
は
た
ら
い
て
は
い
な
い
か
。
私
が

思
う
に
彼
等
の
言
葉
は
た
だ
へ
り
く
だ
る
心
に
於
て
な
さ
れ
た
深
き
体
験
の
発
表
と
し
て
の
み
意
味
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
。
私
が
彼
等
と
争
お
う
と
云
う
の
は
言
葉
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
は
た
ら
い
て
い
る
心
情
そ

の
も
の
に
関
し
て
で
あ
る
。
酒
に
狂
い
女
に
溺
れ
る
こ
と
そ
の
こ
と
を
悉
く
排
斥
し
よ
う
と
云
う
の
で
は
な
い
。

た
だ
そ
れ
ら
が
好
奇
心
や
敵
愾
心
や
傲
慢
な
心
に
於
て
経
験
さ
れ
る
限
り
全
く
無
意
味
で
あ
り
、
従
っ
て
非
難
さ

る
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。「
弥
陀
の
本
願
不
思
議
に
お
は
し
ま
せ
ば
と
て
悪
を
お
そ
れ
ざ
る
は
ま

た
本
願
ぼ
こ
り
と
て
往
生
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
。」
と
云
い
或
は
「
な
に
ご
と
も
、
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
た
る
こ
と
な

ら
ば
、
往
生
の
た
め
に
千
人
こ
ろ
せ
と
い
は
ん
に
、
す
な
は
ち
こ
ろ
す
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
一
人
に
て
も
こ
ろ
す
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べ
き
業
縁
な
き
に
よ
り
て
害
せ
ざ
る
な
り
。
わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
く
て
こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
ま
た
害
せ
じ
と
お

も
ふ
と
も
、
百
人
千
人
を
こ
ろ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
と
、
お
ほ
せ
の
さ
ふ
ら
ひ
し
は
、
わ
れ
ら
が
こ
こ
ろ
の
よ
き

を
ば
よ
し
と
お
も
ひ
、
あ
し
き
を
ば
あ
し
と
お
も
ひ
て
、
本
願
の
不
思
議
に
て
た
す
け
た
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
、

し
ら
ざ
る
こ
と
を
お
ほ
せ
の
さ
ふ
ら
ひ
し
な
り
。」
と
云
う
言
葉
、
若
く
は
「
父
よ
、
若
し
み
こ
こ
ろ
に
か
な
は

ば
こ
の
杯
を
我
よ
り
離
し
給
へ
、
さ
れ
ど
我
が
意
の
ま
ま
を
な
す
に
あ
ら
ず
、
唯
み
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
な
し
た
ま

へ
。」
と
云
う
言
葉
な
ど
に
現
れ
た
絶
対
に
謙
虚
な
心
の
み
が
凡
て
の
体
験
を
意
味
あ
ら
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

自
己
の
罪
悪
を
小こ
ざ
か賢

し
い
智
慧
と
言
葉
と
を
弄
し
て
弁
解
す
る
よ
り
も
、
人
生
の
悪
を
身
に
徹
し
て
体
験
し
た
ト

ル
ス
ト
イ
が
晩
年
に
性
欲
や
結
婚
や
を
否
定
し
或
は
額
に
汗
し
て
食
う
と
云
う
主
義
を
実
行
し
た
心
持
の
方
が
ど

れ
ほ
ど
貴
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
私
の
思
想
は
単
に
外
に
拡
が
り
ゆ
く
心
よ
り
も
内
に
向
っ
て
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
心
が
私
達
に
は
特
に
必

要
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
主
張
せ
ん
が
た
め
に
力
説
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
好
奇
心
や
虚
栄
心
か
ら
自
己
の
経
験
と

知
識
の
領
域
と
を
無
暗
に
拡
げ
つ
つ
限
り
な
き
運
動
と
動
揺
と
に
心
を
委
せ
て
、
そ
れ
ら
の
経
験
や
知
識
の
表
面

に
触
れ
て
そ
れ
ら
を
自
己
の
魂
ま
で
持
来
し
て
味
わ
わ
な
い
人
を
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
私
は
か
く

の
如
き
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
を
退
け
る
。
こ
れ
に
反
し
て
秀
れ
た
魂
は
ど
ん
な
瑣
末
な
こ
と
に
関
係
し
て
も
そ
の
本
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質
を
体
験
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
私
達
が
無
智
か
ら
出
た
不
注
意
と
無
頓
着
と
の
間
に
投
げ
棄
て
て
お
る

事
柄
に
於
て
も
深
い
意
味
を
し
み
じ
み
と
味
わ
う
な
お
や
か
さ
を
持
っ
て
お
る
。
世
の
所
謂
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は

私
に
反
対
す
る
と
き
い
つ
で
も
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
や
ゲ
ー
テ
や
を
指
摘
す
る
に
違
い
な
い
。
如
何
に

も
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
や
ゲ
ー
テ
な
ど
は
生
活
の
広
い
領
域
を
征
服
し
体
験
し
て
い
た
に
相
違
な
い
が
、
彼
等
の
驚
く

べ
き
魂
は
彼
等
が
関
係
し
た
悉
く
の
領
分
に
於
て
一
々
普
通
人
よ
り
も
深
い
理
解
を
も
つ
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ

る
。
彼
等
の
偉
大
は
広
さ
の
た
め
に
深
さ
を
失
わ
ず
、
拡
張
の
た
め
に
充
実
を
無
く
せ
ず
、
普
及
の
た
め
に
熱
中

に
欠
け
る
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
達
は
彼
等
に
於
て
少
な
く
と
も
所
謂
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
に
共

通
な
性
格
の
弱
さ
を
見
出
さ
な
い
。
自
己
の
中
心
を
見
失
っ
た
、
魂
の
根
強
さ
と
心
の
旺
盛
な
活
動
と
を
も
っ
て

い
な
い
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
に
は
、
ゲ
ー
テ
が
自
己
発
展
は
自
己
保
存
で
あ
る
と
云
っ
た
言
葉
の
正
当
な
意
味
は
理

解
さ
れ
そ
う
に
も
な
い
。
ま
た
他
の
人
々
は
気き
づ
か
わ遣

し
げ
に
問
う
、「
一
体
大
き
な
悪
事
を
自
分
で
な
し
た
こ
と
が

な
い
も
の
に
悪
の
本
当
の
意
味
は
分
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
聖
者
達
の
生
活
は
罪
の
深
い
意
味
を
見
出
す
た
め

に
は
あ
ま
り
に
清
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
け
れ
ど
人
生
は
完
全
と
し
か
思
え
な
い
場
合
に
も
罪
か
ら
全

く
自
由
に
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
ほ
ど
悲
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
聖
者
達
の
偉
大
な
る
魂
は
、
私
達
に

は
最
も
正
し
く
、
美
し
く
、
よ
く
見
え
る
生
活
の
中
か
ら
も
罪
と
悪
と
を
引
出
し
て
感
ぜ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
深
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さ
と
鋭
さ
と
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
故
に
彼
等
の
生
活
に
は
私
達
が
感
じ
得
る
限
り
で
は
偸
盗
や

姦
淫
が
な
く
と
も
、
彼
等
の
魂
の
深
さ
と
鋭
さ
と
は
そ
こ
に
偸
盗
や
姦
淫
を
感
じ
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
罪
と
悪
、
寂
し
み
と
悲
し
み
、
そ
れ
ら
は
単
に
私
達
が
感
じ
得
る
人
生
の
表
面
に
於
て
で

ば
か
り
で
な
く
、
秀
れ
た
魂
が
到
り
得
る
人
生
の
本
然
に
於
て
で
さ
え
見
出
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
も
の
の
よ

う
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
他
力
の
信
仰
は
畢
竟
空そ
ら
ご
と言
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、

法
律
で
さ
え
明
ら
か
に
罰
す
る
よ
う
な
大
罪
悪
を
実
際
に
行
っ
た
人
で
な
け
れ
ば
真
に
罪
の
意
識
を
得
る
こ
と
が

出
来
ず
従
っ
て
大
善
人
と
な
る
こ
と
が
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
善
で
あ
ら
ん
が
た
め
に

必
然
に
悪
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
、
し
か
し
て
そ
の
限
り
人
間
は
決
し
て
完
成
に
到
達
し
得
な
い
こ

と
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
か
る
に
若
し
私
達
に
完
成
の
可
能
が
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
私

達
の
善
を
求
む
る
と
云
う
こ
と
、
一
般
に
生
活
す
る
と
云
う
こ
と
の
意
義
が
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

私
は
現
在
の
人
生
に
於
て
は
罪
悪
が
避
け
難
い
運
命
で
あ
る
と
云
う
悲
し
い
事
実
を
安
ら
か
に
認
め
る
と
共
に
、

い
つ
か
は
私
達
の
罪
悪
が
悉
く
善
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
若
く
は
善
に
よ
っ
て
抱
擁
さ
れ
る
と
云
う
美
し
い
希
望
を

ほ
の
か
に
孚は
ぐ
くも
う
と
す
る
。
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一
一

よ
き
生
活
を
生
き
よ
う
と
す
る
人
が
最
初
に
獲
得
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
は
素
直
な
心
で
あ
る
。
そ
し
て
素

直
な
心
の
特
質
は
謙
虚
と
剛
健
と
で
あ
る
。
素
直
な
心
は
何
よ
り
第
一
に
虚
栄
心
と
自
負
心
と
を
退
け
つ
つ
自
己

の
正
し
き
姿
を
へ
り
く
だ
る
強
さ
を
以
て
眺
め
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
の
剛
さ
は
そ
こ
に
如
何
な
る
醜
さ
が
展
開
さ

れ
よ
う
と
も
少
し
も
容
赦
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
の
へ
り
く
だ
り
は
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
如
何
な
る
悪
を
も
弁
解

し
よ
う
な
ど
と
は
し
な
い
。
そ
れ
故
に
真
の
懺
悔
は
素
直
な
心
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
罪
を

正
直
に
告
白
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
か
ら
ば
か
り
で
な
く
愛
す
る
友
達
や
兄
弟
か
ら
ま
で
も
卑
し
め
ら
れ
見

離
さ
れ
よ
う
と
も
、
自
己
の
罪
を
大
道
で
叫
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ウ
ロ
が
「
わ
れ
は
罪

人
の
頭
な
り
。」
と
云
っ
た
心
を
心
と
す
る
。
私
達
の
よ
き
生
活
は
斯
の
如
き
素
直
な
心
の
反
省
に
よ
っ
て
自
己

を
正
視
し
て
、
凡
て
の
虚
栄
心
と
自
負
心
と
を
棄
て
る
と
こ
ろ
に
本
当
に
始
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
素
直
な
心
は

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
か
ら
区
別
さ
れ
て
必
然
的
に
そ
れ
ら
を
排
斥
す
る
。
そ
れ

は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
異
な
っ
て
凡
て
の
経
験
を
魂
に
ま
で
持
来
し
て
深
く
体
験
し
よ
う
と
す
る
。
ま

た
そ
れ
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
感
情
へ
の
惑
溺
と
涙
を
以
て
の
戯
と
を
知
ら
な
い
。
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
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ト
が
自
己
の
才
能
の
広
さ
を
矜
り
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
が
自
己
の
感
情
の
鋭
さ
を
誇
ろ
う
と
す
る
と
き
、
素

直
な
心
の
所
有
者
は
只ひ
た
す
ら管

に
自
己
の
心
の
純
粋
が
ア
フ
ェ
ク
テ
イ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
失
わ
れ
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
れ

る
。け

れ
ど
何
処
に
で
も
罪
を
感
じ
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
素
直
な
心
は
ま
た
や
が
て
永
遠
な
る
も
の
、
偉
大
な

る
も
の
に
驚
き
得
る
心
、
従
っ
て
そ
れ
ら
の
も
の
に
対
し
て
信
仰
を
有
し
得
る
心
で
あ
る
。
何
物
に
も
驚
き
得
な

い
心
は
、
私
に
は
単
に
貧
し
い
も
の
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
非
常
に
恐
し
い
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
何
物
に
も
驚
き
得
ざ
る
魂
こ
そ
私
に
は
本
当
の
悪
魔
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
驚
く
心
こ

そ
信
仰
の
母
で
あ
る
。
素
直
な
心
は
ま
た
そ
れ
の
永
遠
な
る
も
の
、
偉
大
な
る
も
の
に
対
す
る
憧
れ
と
愛
と
の
無

邪
気
と
純
粋
と
に
於
て
、
美
し
き
夢
を
夢
み
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
蓋
し
愛
と
純
粋
と
は
い
か
な
る
場
合
で
も
夢

を
生
み
出
さ
ず
に
は
お
か
ず
、
ま
た
そ
の
夢
に
酔
わ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
余
り
に
懐

疑
的
で
あ
り
病
的
で
あ
る
所
謂
近
代
人
は
偉
大
な
る
も
の
、
健
康
な
る
も
の
へ
の
驚
き
を
失
い
、
従
っ
て
そ
れ
ら

へ
の
愛
と
信
仰
と
を
無
く
し
て
お
る
。
彼
等
は
偉
大
な
る
も
の
よ
り
も
平
凡
な
る
も
の
、
健
康
な
る
も
の
よ
り
も

病
的
な
る
も
の
、
古
典
的
な
る
も
の
よ
り
も
特
性
的
な
る
も
の
、
深
き
も
の
よ
り
も
鋭
き
も
の
に
よ
り
多
く
の
興

味
と
関
心
と
を
見
出
す
。
彼
等
は
無
邪
気
な
心
を
以
て
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
て
味
わ
う
こ
と
が
出
来
な
い
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で
、
猜
疑
の
眼
を
見
張
っ
て
一
切
の
も
の
を
分
析
し
批
評
す
る
。
彼
等
は
一
冊
の
書
物
を
読
む
と
き
何
が
そ
の
中

で
永
遠
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
何
が
自
己
の
魂
を
高
め
る
こ
と
に
利
益
し
得
る
か
を
知
る
こ
と
を
顧
み
な
い

で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
如
何
な
る
点
が
自
己
の
能
力
を
以
て
指
摘
し
批
難
し
得
る
欠
点
で
あ
る
か
を
見
出
す
こ

と
に
興
味
と
努
力
と
を
向
け
て
お
る
の
で
あ
る
。
彼
等
は
深
く
体
得
す
る
こ
と
よ
り
も
鋭
く
批
評
す
る
こ
と
を
喜

ぶ
。
彼
等
は
一
篇
の
論
文
を
草
す
る
場
合
に
何
を
本
当
に
自
己
の
心
で
深
く
体
験
し
た
か
を
発
表
し
よ
う
と
す
る

よ
り
も
何
を
自
己
の
頭
脳
で
鋭
く
指
摘
し
得
る
か
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
。（
懐
疑
す
る
心
が
何
故
に
傲
慢
で
あ

る
か
は
正
当
に
は
分
ら
な
い
こ
と
だ
。）
即
ち
彼
等
は
深
き
心
よ
り
も
鋭
き
頭
を
欲
す
る
。
ま
た
彼
等
は
一
人
の

人
に
接
す
る
と
き
、
殊
に
偉
大
な
る
人
に
対
す
る
と
き
に
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
人
に
於
て
何
が
長
所
で
あ
り
何

が
自
己
の
魂
の
高
揚
に
貢
献
し
得
る
か
を
正
し
く
感
じ
出
す
こ
と
を
措
い
て
、
先
ず
何
が
そ
の
人
に
あ
っ
て
批
難

さ
る
べ
き
短
所
で
あ
る
か
に
注
意
し
よ
う
と
す
る
。
彼
等
は
博
大
な
心
を
以
て
人
を
抱
擁
し
よ
う
と
は
せ
ず
猜
疑

の
心
を
以
て
人
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
。
併
し
根
本
的
に
よ
く
な
い
こ
と
は
、
彼
等
が
か
く
の
ご
と
く
振
舞
う
こ

と
が
、
彼
等
自
身
絶
え
ず
不
安
と
焦
躁
と
を
経
験
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
だ
け
で
非
常
に

新
し
い
従
っ
て
彼
等
の
評
価
に
従
え
ば
非
常
に
豪
い
こ
と
の
よ
う
に
考
え
て
思
い
上
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ

る
。
一
言
に
し
て
云
え
ば
彼
等
の
心
は
拗
ね
て
い
る
。
け
れ
ど
私
達
が
伸
び
や
か
な
心
を
回
復
す
べ
き
時
は
来
た
。
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私
達
の
心
で
は
驚
き
と
愛
と
夢
と
が
純
粋
に
そ
し
て
健
康
に
育
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
番
犬
の
よ
う
な
吠
え
付

く
心
、
刑
事
の
よ
う
な
探
る
心
、
掏
摸
の
よ
う
な
狡
い
心
を
棄
て
て
し
ま
っ
て
、
嬰
児
の
よ
う
な
無
邪
気
で
快
活

な
心
に
還
る
こ
と
が
私
達
に
は
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
そ
の
と
き
私
達
は
偉
大
な
る
も
の
に
対
す
る
尊
敬
と
憧
憬

と
を
も
た
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
私
達
は
他
人
に
信
頼
す
る
心
を
懐
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
。そ
し
て
か
よ
う
な
気
持
を
本
当
に
回
復
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
き
に
私
達
の
生
活
は
伸
び
や
か
で
あ
り
、

快
活
で
あ
り
、
ま
た
希
望
に
輝
く
で
あ
ろ
う
。
私
は
近
頃
特
に
痛
切
に
そ
う
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
社
会
の

人
々
が
も
っ
と
正
直
で
無
邪
気
に
な
っ
て
各
々
美
し
い
夢
に
酔
う
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、
私
達
の
社
会
は
ど
れ

ほ
ど
改
善
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
と
。
私
に
は
夢
の
な
い
生
活
ほ
ど
つ
ま
ら
な
く
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
な
い
。
私
は

殊
に
多
く
希
臘
人
に
就
い
て
好
ん
で
語
っ
た
。
私
は
何
故
に
彼
等
に
懐
し
さ
と
親
し
み
と
を
感
ず
る
か
。
蓋
し「
希

臘
人
は
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
中
で
生
の
夢
を
最
も
美
し
く
夢
み
た
」
か
ら
で
あ
る
。
無
智
や
無
頓
着
や
屈
従
や
諦あ
き
らめ

や
投な
げ
や
り遣
か
ら
現
実
を
そ
の
ま
ま
に
受
容
れ
る
こ
と
を
や
め
て
、
少
し
で
も
自
分
自
身
や
社
会
を
よ
く
し
よ
う
と
云

う
希
望
と
努
力
と
が
凡
て
の
人
に
生
れ
て
く
る
と
き
に
初
め
て
私
達
は
本
当
に
人
類
の
愛
と
平
和
と
を
贏か
ち

え
始
め

る
の
で
あ
る
。
私
達
は
地
上
に
執
着
し
て
ば
か
り
い
な
い
で
天
上
を
仰
ぐ
か
ま
た
は
地
下
を
見
透
す
か
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
美
し
い
青
空
に
は
永
遠
な
る
も
の
が
輝
い
て
そ
れ
へ
の
憧
れ
は
私
達
を
夢
み
さ
せ
ず
に
は
い
な
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い
だ
ろ
う
。
暗
い
闇
の
中
に
も
私
達
は
永
劫
の
光
あ
る
も
の
に
ぶ
っ
つ
か
っ
て
そ
れ
へ
の
愛
は
私
達
を
ま
た
夢
み

さ
せ
ず
に
は
措
か
な
い
だ
ろ
う
。
前
者
を
私
は
イ
デ
ア
リ
ス
ト
と
呼
び
、
後
者
を
私
は
フ
マ
ニ
ス
ト
と
名
け
る
。

前
者
は
こ
の
世
の
も
の
を
超
越
し
た
永
遠
な
る
も
の
を
憧
れ
求
め
よ
う
と
し
、
後
者
は
醜
悪
な
る
人
間
性
の
中
に

宿
る
神
性
を
見
出
そ
う
と
云
う
。
若
し
ま
た
誤
解
を
招
き
易
い
言
葉
を
敢
て
用
い
る
な
ら
ば
、
前
者
の
態
度
を
貴

族
主
義
、
後
者
の
態
度
を
民
衆
主
義
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
、
苟
も
よ
き
生
活
を
生
き

ん
と
す
る
も
の
は
必
ず
イ
デ
ア
リ
ス
ト
か
フ
マ
ニ
ス
ト
か
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
し
か
し

て
彼
等
の
生
活
態
度
に
共
通
な
も
の
の
多
く
の
中
で
、
私
は
今
特
に
空
間
的
生
活
と
云
う
特
徴
を
み
て
私
自
身
の

徒
に
拡
が
り
ゆ
か
ん
と
す
る
心
を
警
し
め
た
い
。
彼
等
の
一
人
は
天
上
を
仰
ぎ
憧
が
れ
、
他
の
一
人
は
地
下
に
掘

り
入
っ
て
求
め
る
。
そ
れ
故
に
彼
等
の
精
神
の
活
動
の
領
域
は
単
に
拡
が
り
と
幅
と
を
の
み
も
っ
て
お
る
平
面
で

は
な
く
、
深
さ
を
も
っ
た
と
こ
ろ
の
空
間
で
あ
る
。
か
く
し
て
健
康
な
魂
の
空
間
に
お
け
る
旺
盛
な
活
動
に
よ
き

生
活
は
そ
れ
の
本
質
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

夢
や
憧
れ
や
信
仰
に
就
い
て
多
く
を
語
っ
た
私
は
、
こ
こ
に
嘗
て
非
常
な
勢
で
破
壊
さ
れ
た
偶
像
を
再
興
し
よ

う
と
し
て
お
る
も
の
の
如
く
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
成
程
、
私
は
偶
像
を
再
興
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
併
し
な

が
ら
私
の
偶
像
は
伝
統
や
権
威
や
に
屈
従
す
る
心
が
無
意
識
的
に
若
く
は
恐
れ
戦
き
つ
つ
建
て
て
そ
れ
に
自
ら
を
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支
配
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
な
く
、
素
直
な
心
が
夢
み
つ
つ
創
造
し
て
自
由
な
心
か
ら
そ
れ
に

自
ら
を
委
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
類た
ぐ
いの

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
外
に
建
て
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く

て
、
自
己
の
魂
の
堂
奥
に
建
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
固
定
し
た
形
式
を
も
っ
た
も
の
で
な
く
自
由
に
成

長
し
て
ゆ
く
生
き
た
偶
像
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
謙
虚
に
し
て
剛
健
な
心
は
、
本
質
的
に
自
由
を
求
め
る
。

素
直
な
心
は
あ
ら
ゆ
る
先
入
主
見
を
一
々
自
己
の
奥
底
へ
ま
で
持
来
し
て
吟
味
せ
ず
に
は
お
か
な
い
正
直
さ
を
も

っ
て
い
る
。
利
口
な
人
、
世
故
に
長
け
た
人
と
普
通
称
讃
さ
れ
て
お
る
人
達
を
見
る
に
、
彼
等
は
自
ら
少
し
の
反

省
を
な
す
こ
と
も
な
し
に
、
人
間
は
こ
ん
な
も
の
、
社
会
は
こ
ん
な
も
の
、
女
は
こ
ん
な
も
の
な
ど
と
勝
手
に
決

め
て
仕
舞
い
、
そ
し
て
そ
れ
に
協か
な

っ
た
幾
つ
か
の
規
矩
準じ
ゅ
ん
じ
ょ
う

縄
を
作
っ
て
只
管
に
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
お

る
。
彼
等
の
生
活
は
要
領
の
い
い
も
の
で
あ
る
が
生
命
力
が
な
い
、
整
っ
て
い
る
が
魂
が
欠
け
て
い
る
、
滑
ら
か

だ
が
深
み
が
な
い
。
し
か
も
彼
等
は
彼
等
の
生
活
が
当あ
た
り
ま
え前の

生
活
だ
と
無
雑
作
に
考
え
て
、
若
し
彼
等
以
外
の
生

活
を
生
き
よ
う
と
す
る
人
が
あ
れ
ば
不
思
議
に
感
じ
な
が
ら
嘲
笑
す
る
。
彼
等
が
本
当
に
自
分
自
身
に
生
き
よ
う

と
す
る
人
、
生
命
の
源
に
立
返
っ
て
人
生
を
味
わ
お
う
と
す
る
人
、
真
実
の
要
求
に
従
っ
て
生
活
し
よ
う
と
す
る

人
が
悩
み
、
悲
し
み
、
夢
み
つ
つ
あ
る
の
を
見
る
と
き
、
彼
等
は
合
点
が
出
来
な
い
と
云
わ
ぬ
ば
か
り
の
顔
を
し

て
大
人
振
っ
た
口
の
利
き
方
を
し
な
が
ら
云
う
、「
君
達
は
ま
だ
人
生
を
知
ら
な
い
の
だ
。
現
実
が
ど
ん
な
も
の
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だ
か
分
っ
て
い
な
い
の
だ
。」
併
し
な
が
ら
何
故
に
彼
等
が
、
自
分
の
心
の
奥
で
味
わ
う
こ
と
も
な
く
単
に
便
宜

的
に
観
念
し
て
か
か
っ
た
も
の
の
み
が
、
人
生
や
現
実
や
の
如
実
の
姿
と
し
て
ひ
と
り
妥
当
す
る
権
利
を
も
ち
得

る
か
は
私
に
は
分
ら
な
い
こ
と
だ
。
寧
ろ
本
当
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
が
体
験
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
人
生
で
あ

り
現
実
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
概
念
の
本
当
の
意
味
は
先
入
主
的
に
決
定
さ
る
べ
き
も
の
で
は

な
く
て
実
際
真
面
目
に
人
生
を
生
き
た
人
に
よ
っ
て
初
め
て
味
得
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
私
は
今
こ
こ
に
偶
像

を
再
興
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
偶
像
が
第
一
に
所
謂
近
代
人
の
懐
疑
や
頽
廃
に
ど
こ
ま
で
も
執
着
し
て
、
自

己
の
源
に
還
っ
て
素
直
な
心
に
な
ろ
う
と
し
な
い
心
に
は
全
く
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
第
二
に
私
の
再
興
し
よ
う
と
云
う
偶
像
が
外
観
上
如
何
ほ
ど
伝
統
や
証
権
や
の
打
建
て
た
と
こ
ろ

の
も
の
に
似
て
い
よ
う
と
も
そ
の
精
神
に
於
て
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
飽
く
ま
で
私
は
主
張
す
る
。

私
は
利
己
的
で
あ
れ
と
云
う
よ
り
も
人
を
愛
せ
よ
と
云
う
。
け
れ
ど
私
は
本
当
に
自
由
な
心
か
ら
人
を
愛
せ
よ
と

説
明
す
る
。
少
し
の
魂
を
も
籠こ

め
る
こ
と
な
く
た
だ
形
式
的
に
人
を
愛
す
る
が
如
く
振
舞
う
人
よ
り
も
私
は
寧
ろ

本
当
に
旺
盛
な
魂
を
以
て
人
を
憎
む
人
を
好
む
。
な
ぜ
な
ら
私
は
怠
惰
ほ
ど
救
済
か
ら
遠と
お
の退
い
て
い
る
も
の
は
な

い
と
信
ず
る
か
ら
。
か
よ
う
に
し
て
真
に
自
由
な
る
人
こ
そ
私
の
あ
こ
が
れ
の
対
象
で
あ
る
。

私
は
こ
れ
ま
で
恰
も
楽
し
み
や
嬉
し
さ
の
意
義
と
価
値
と
を
全
く
否
定
し
て
し
ま
い
で
も
す
る
よ
う
に
余
り
に
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多
く
苦
し
み
と
悲
し
み
と
に
つ
い
て
語
っ
た
か
の
よ
う
に
思
う
。
併
し
私
の
根
本
思
想
は
そ
れ
と
は
ま
る
で
正
反

対
の
傾
向
を
と
っ
て
お
る
。
単
に
そ
れ
自
身
と
し
て
比
較
す
る
と
き
、
私
は
楽
し
み
が
苦
し
み
よ
り
も
大
な
る
価

値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
容
赦
も
な
く
承
認
す
る
。
或
は
寧
ろ
苦
し
み
は
消
極
的
の
価
値
若
く
は
手
段
的
の

価
値
し
か
も
っ
て
い
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
私
達
が
最
後
の
完
成
に
達
す
る
日
凡
て
の
苦
し
み
と

悲
し
み
と
が
征
服
さ
れ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
性
が
美
し
き
解
放
を
得
て
円
満
に
調
和
し
、
福
と
徳
と
が
完
全

に
一
致
す
べ
き
こ
と
を
信
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
私
が
特
に
苦
し
み
と
悲
し
み
と
を
高
調
す

る
所
以
は
、
一
方
で
は
現
実
の
人
間
性
が
如
何
に
不
完
全
に
し
て
罪
悪
に
充
た
さ
れ
て
お
る
か
を
感
ぜ
ざ
る
を
得

ず
、
他
方
で
は
世
の
所
謂
楽
し
み
が
如
何
に
多
く
の
悪
の
根
源
と
な
っ
て
お
る
か
を
見
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
私
達
が
尊
敬
す
る
体
験
深
き
人
々
が
幾
度
と
な
く
繰
り
返
し
て
お
る
よ
う
に
私
達
は
徹
頭
徹
尾
罪
を
以
て
汚

さ
れ
た
弱
く
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
て
救
済
を
要
求
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
苟
も
真
に
生
き

よ
う
と
云
う
人
は
自
己
の
醜
さ
を
悲
し
み
嘆
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
或
は
逆
に
苦
し
み
悲
し
む
人
は
真
面
目
で

あ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
真
面
目
な
人
の
み
が
本
当
に
自
己
を
反
省
す
る
こ
と
が
出
来
、
従
っ
て

よ
き
生
活
を
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
人
生
は
そ
れ
の
本
質
上
か
ら
云
っ
て
真
面
目
な
も
の
は

苦
し
み
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
苦
し
み
を
感
ず
る
も
の
は
真
面
目
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
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の
み
な
ら
ず
斯
の
如
き
本
質
的
な
罪
苦
の
意
識
ば
か
り
で
な
く
、
世
間
の
人
々
が
普
通
苦
し
み
と
云
っ
て
お
る
も

の
で
さ
え
私
達
を
真
面
目
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
病
気
、
死
、
災
難
、
不
幸
な
ど
を
経
験
さ
せ
ら
れ
る
と
き
、

傲
慢
な
心
も
謙
虚
に
か
え
り
、
無
反
省
な
精
神
も
反
省
的
と
な
り
、
外
向
的
な
人
も
内
向
的
と
な
り
、
遊
惰
な
人

間
も
活
動
的
と
な
る
。
要
す
る
に
苦
し
み
は
人
を
真
面
目
に
な
ら
し
め
る
。
そ
し
て
苦
し
み
の
価
値
は
主
と
し
て

こ
こ
に
あ
る
。
併
し
な
が
ら
私
達
は
そ
の
反
面
の
事
実
を
見
遁
し
て
は
な
ら
な
い
。
如
何
な
る
苦
し
み
に
も
堪
え

忍
び
つ
つ
自
己
の
精
神
を
向
上
せ
し
め
る
偉
大
な
人
々
に
於
て
は
勿
論
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
矮
小
な
私

達
の
魂
に
あ
っ
て
は
、
多
く
の
事
実
が
示
し
て
お
る
よ
う
に
、
余
り
に
多
く
の
悲
し
み
や
苦
し
み
は
私
達
の
心
を

曲
げ
さ
せ
、
拗す

ね
さ
せ
、
卑
屈
に
し
、
猜
疑
的
に
す
る
。
要
す
る
に
そ
れ
は
素
直
な
心
を
伸
び
さ
せ
な
い
。
私
が

襲
っ
て
来
る
か
も
知
れ
ぬ
苦
し
み
に
対
し
て
恐
れ
戦
く
の
は
主
と
し
て
こ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。（
け
れ
ど
一
層

徹
底
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
恐
れ
戦
く
と
云
う
こ
と
が
す
で
に
間
違
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
運
命
は
凡
て

を
知
っ
て
い
る
筈
だ
。
そ
し
て
私
達
の
良
心
は
い
つ
で
も
、
私
達
が
若
し
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
厭
わ
な
い
な
ら
ば

私
達
を
正
し
き
方
向
へ
導
い
て
く
れ
る
に
相
違
な
い
。）
さ
て
、
恰
も
私
が
楽
し
み
を
絶
対
に
排
斥
す
る
か
の
如

く
見
え
る
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
楽
し
み
は
多
く
の
場
合
私
達
を
不
真
面
目
に
す
る
。
そ
れ
は
私
達
を
事
物

の
表
面
に
軽
く
触
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
満
足
さ
せ
て
そ
れ
の
内
奥
へ
這
入
っ
て
行
っ
て
深
く
体
験
す
る
こ
と
を
忘
れ
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さ
せ
る
。
そ
れ
は
私
達
の
反
省
の
強
さ
を
失
わ
せ
従
っ
て
私
達
の
性
格
の
根
強
さ
を
無
く
す
る
。
そ
れ
は
私
達
を

徹
底
と
努
力
と
活
動
と
に
励
ま
さ
な
い
で
却
っ
て
不
徹
底
と
無
気
力
と
遊
惰
と
に
導
く
。
け
れ
ど
そ
れ
に
も
関
せ

ず
私
が
楽
し
み
に
多
く
の
価
値
を
置
く
と
こ
ろ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
素
直
な
心
を
成
長
さ
せ
易
い
こ
と
を
思
う
か

ら
で
あ
る
。
豊
饒
な
土
地
に
卸
さ
れ
た
種
が
伸
び
や
か
に
生
長
し
て
美
し
き
花
を
咲
か
せ
易
い
よ
う
に
、
よ
き
周

囲
の
状
態
に
置
か
れ
た
心
は
純
粋
に
ま
た
正
直
に
育
っ
て
行
っ
て
美
し
き
夢
を
結
び
易
い
。
そ
れ
は
博
大
と
自
由

と
の
心
に
親
し
み
易
い
。
か
く
し
て
私
の
結
論
は
次
の
よ
う
な
形
を
以
て
表
さ
れ
て
も
差
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
、
私
は
楽
し
み
を
欲
す
る
、
け
れ
ど
弱
小
な
楽
し
み
よ
り
も
偉
大
な
る
苦
し
み
を
求
め
る
、
併
し
そ
れ
よ
り

も
以
上
に
偉
大
な
る
楽
し
み
を
喜
ぶ
。
或
は
私
は
偉
大
な
る
苦
し
み
を
尊
敬
し
、
偉
大
な
る
楽
し
み
を
憧
れ
る
。

素
直
な
心
は
拗す

ね
る
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
ナ
イ
ー
ブ
で
率
直
で
あ
る
。
そ
れ
は
純
粋
と
無
邪

気
と
を
貴
ぶ
が
故
に
、
皮
肉
や
洒し
ゃ
れ落

や
あ
て
こ
す
り
が
そ
れ
ら
の
も
の
を
失
わ
せ
は
し
な
い
か
を
恐
れ
る
。
自
分

が
本
当
に
感
じ
た
り
考
え
た
り
し
た
こ
と
を
率
直
に
云
っ
た
り
行
っ
た
り
す
る
ナ
イ
ビ
テ
ー
ト
に
よ
き
魂
の
特
質

は
見
出
さ
れ
る
。
率
直
な
心
の
力
は
自
己
の
利
益
や
便
宜
を
顧
慮
し
た
り
世
間
の
思
わ
く
に
躊
躇
し
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
う
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
全
く
顧
み
な
い
と
こ
ろ
の
強
さ
を
も
っ
て

お
る
。
そ
れ
故
に
自
分
自
身
の
利
便
を
擲
な
げ
う

っ
て
恐
れ
ず
、
時
に
は
自
己
の
身
命
を
も
棄
て
て
顧
み
な
い
人
の
心
に
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於
て
初
め
て
素
直
な
若
く
は
ナ
イ
ー
ブ
で
率
直
な
心
は
成
立
す
る
。
私
は
私
が
尊
敬
し
憧
憬
す
る
多
く
の
天
才
の

思
想
や
生
活
を
考
え
る
と
き
常
に
彼
等
の
単
純
さ
や
率
直
さ
、
或
は
彼
等
の
ナ
イ
ビ
テ
ー
ト
を
思
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
彼
等
の
或
る
時
に
は
憎
く
ら
し
く
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
、
言
行
の
大
胆
さ
や
図
々
し
さ
は
、
多
く
の
人
、
殊
に

事
物
の
外
形
の
み
を
見
て
そ
れ
の
本
質
に
探
り
入
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
人
に
よ
っ
て
誤
解
さ
れ
て
お
る
よ
う

に
、
彼
等
の
傲
慢
な
心
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
彼
等
の
単
純
さ
と
率
直
さ
、
或
は
彼
等
の
ナ
イ
ビ
テ

ー
ト
か
ら
出
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
等
は
世
慣
れ
た
と
自
称
し
ま
た
そ
の
こ
と
が
大
変
立
派
な
こ
と
で

あ
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
人
達
が
重
宝
が
る
婉
曲
や
紆
説
が
、
彼
等
の
精
神
力
の
純
粋
と
真
面
目
と
強
さ
と
相
容

れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
無
意
識
的
に
知
っ
て
お
る
。
皮
肉
や
洒
落
や
諷
刺
が
無
邪
気
で
快
活
な
心
か
ら
よ
り

も
狡
猾
で
陰
険
な
心
か
ら
生
れ
易
く
、
ま
た
そ
れ
が
無
邪
気
で
快
活
な
心
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
於
て
さ
え
人
を

し
て
往
々
素
直
に
事
物
を
観
察
し
経
験
す
る
心
を
曲
げ
し
め
、
若
く
は
事
物
に
対
す
る
真
面
目
な
態
度
を
失
わ
し

め
易
い
事
実
を
見
定
め
る
こ
と
は
、
そ
し
て
、
鋭
さ
に
深
さ
よ
り
も
一
層
多
く
の
興
味
を
も
ち
た
が
る
私
達
に
は

重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
私
だ
っ
て
皮
肉
や
洒
落
や
諷
刺
を
悉
く
否
定
し
よ
う
と
云
う
の
で
は
な
い
。
素
直
な

心
は
微
笑
む
快
活
な
心
で
あ
り
、
散
文
的
な
も
の
よ
り
も
詩
的
な
も
の
を
好
む
心
で
あ
り
、
ま
た
人
生
に
は
遊
戯

が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、し
か
し
て
遊
戯
は
単
に
手
段
上
の
価
値
ば
か
り
で
な
く
そ
れ
自
身
の
価
値
を
も
っ
て
お
り
、
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そ
れ
故
に
喜
劇
は
悲
劇
と
と
も
に
価
値
が
あ
る
と
信
ず
る
私
は
、
無
邪
気
で
快
活
な
心
の
微
笑
み
で
あ
り
戯
れ
で

あ
る
皮
肉
や
洒
落
や
諷
刺
の
愛
す
べ
き
こ
と
を
知
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
た
だ
私
が
恐
れ
る
の
は
そ
れ
ら
の
も
の

が
あ
ま
り
に
多
く
繰
り
返
さ
れ
る
と
き
、
事
物
を
素
直
に
見
る
心
と
事
物
に
真
面
目
に
対
す
る
態
度
と
を
失
わ
せ

易
い
こ
と
で
あ
る
。
私
が
求
め
る
快
活
や
微
笑
や
戯
れ
は
、
い
つ
で
も
健
康
な
生
命
の
活
動
か
ら
自
ら
流
れ
出
る

と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

一
二

個
性
と
は
傲
慢
な
心
に
は
知
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
反
省
の
み
が
与
り
得
る
知
識
で
あ
り
、

し
か
し
て
反
省
は
謙
虚
な
る
心
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
限
り
な
き
へ
り
く
だ
り
を
以
て
自
己
の
正
し
き
姿
を

観
じ
ま
た
他
の
人
々
を
尊
敬
し
愛
す
る
と
共
に
、
ど
こ
ま
で
も
剛つ
よ

く
健す
こ
やか
な
心
の
活
動
を
以
て
本
当
に
自
己
の
衷

に
見
出
さ
れ
た
も
の
を
維
持
し
発
展
す
る
こ
と
が
出
来
る
人
は
、
真
に
個
性
の
何
た
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
個
性
の
真
の
認
識
は
心
理
学
の
知
識
で
は
な
く
て
反
省
の
知
識
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
個
性
の
正
し

き
認
識
は
概
念
を
以
て
し
て
は
十
分
に
現
す
こ
と
が
出
来
な
い
闇
そ
の
も
の
に
関
す
る
真
理
の
一
部
分
に
属
し
て
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お
る
。
徒
に
外
に
向
っ
て
内
に
向
う
こ
と
を
知
ら
な
い
人
、
無
暗
に
他
人
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
自
己
に
還
る
こ

と
を
忘
れ
た
人
、
そ
れ
ら
の
人
に
対
し
て
は
個
性
の
理
解
の
扉
は
堅
く
閉
さ
れ
て
お
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
真
に
自
分

自
身
を
理
解
し
な
い
人
が
他
人
の
個
性
を
理
解
し
得
よ
う
な
ど
と
は
到
底
信
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
。
自
己

に
目
覚
め
る
心
は
や
が
て
他
人
に
目
覚
め
る
心
で
あ
る
。
自
分
自
身
に
次
第
に
深
く
目
覚
め
て
ゆ
く
に
従
っ
て
、

私
達
の
他
の
人
格
を
理
解
す
る
深
さ
と
広
さ
と
は
そ
れ
だ
け
次
第
に
増
大
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
所
謂
世
故
に
長

け
た
人
、
世
慣
れ
た
人
が
自
分
等
の
み
が
他
の
人
々
を
本
当
に
理
解
し
て
お
り
ま
た
他
の
人
々
を
愛
す
る
権
利
を

も
っ
て
お
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
振
舞
っ
て
お
る
こ
と
ほ
ど
私
に
は
滑
稽
な
も
の
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
先

生
ぶ
っ
た
、
先
輩
ぶ
っ
た
若
く
は
兄
貴
ぶ
っ
た
口
の
利
き
方
を
し
な
が
ら
私
に
屡
々
云
っ
た
、「
君
の
心
は
よ
く

分
っ
て
い
る
。
私
が
い
い
よ
う
に
計
っ
て
や
る
か
ら
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
。」
併
し
私
は
彼
等
の
庇
う
よ
う
な

態
度
や
彼
等
の
情
熱
の
な
い
口
の
利
き
方
か
ら
、
彼
等
が
私
を
彼
等
の
人
間
一
般
に
対
す
る
先
入
主
見
に
従
っ
て

理
解
し
て
お
り
、
彼
等
の
愛
や
同
情
が
他
人
の
弱
小
を
憐
む
こ
と
に
於
て
見
出
さ
れ
る
自
己
の
優
越
の
感
じ
を
味

わ
う
こ
と
の
快
さ
に
本
づ
い
て
お
る
こ
と
を
直
感
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
本
当
の
理
解
や
愛
が
そ
ん

な
と
こ
ろ
に
決
し
て
成
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
は
信
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
ど
う
し
て
も
心
か
ら
彼

等
に
感
謝
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
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個
性
の
理
解
の
強
さ
と
深
さ
と
は
反
省
の
力
の
強
さ
と
深
さ
と
に
本
づ
き
、
し
か
し
て
性
格
の
強
さ
と
深
さ
と

は
主
と
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
に
本
づ
く
の
で
あ
る
。
私
は
陰
鬱
な
型
に
属
す
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
が
屡
々
自

分
の
性
格
を
非
常
に
深
い
も
の
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
彼
等
は
大
抵
所
謂
近
代
的
の
憂
愁
と
敏
感
と

を
深
い
性
格
の
人
の
特
徴
と
し
て
考
え
て
い
る
ら
し
い
。
私
も
憂
鬱
を
以
て
偉
大
な
る
性
格
の
人
の
唯
一
で
は
な

い
が
唯た
だ

一
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
、
ま
た
彼
等
の
性
格
の
強
さ
と
深
さ
と
が
そ
こ
に
根
柢
を
も
っ
て
お

る
と
す
る
こ
と
を
非
難
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
私
は
私
達
に
陰
鬱
な
感
じ
を
与
え
る
人
に
、
浅
く
は
あ
る

が
濁
っ
て
い
る
た
め
に
暗
く
感
ぜ
ら
れ
る
人
と
そ
の
人
が
奥
底
に
も
っ
て
お
る
深
い
闇
の
故
に
暗
く
感
ぜ
ら
れ
る

人
と
の
二
つ
の
種
類
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
前
者
に
は
素
直
さ
と
純
粋
さ
と
が
な
い
。
彼
等
の
心
は
拗
ね

て
卑
屈
で
あ
り
、
自
由
を
失
っ
て
執
拗
で
あ
り
、
堕
落
さ
せ
た
感
情
の
中
へ
自
己
を
溺
れ
さ
せ
て
濁
っ
た
涙
を
徒

に
外
に
向
っ
て
流
そ
う
と
す
る
。
私
は
感
情
や
情
調
や
気
分
や
涙
の
価
値
を
誰
に
も
劣
ら
ず
認
め
て
い
る
つ
も
り

で
あ
る
が
、
私
自
身
が
経
て
来
た
経
験
か
ら
そ
れ
ら
の
も
の
が
純
粋
さ
を
失
う
と
き
如
何
に
私
達
を
堕
落
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
か
を
痛
切
に
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
私
は
敏
感
が
如
何
に
多
く
の
天
才
の
特
質
で
あ
っ
た
か
を

誰
よ
り
も
以
上
に
承
認
す
る
。
併
し
私
は
そ
れ
ら
の
天
才
の
感
情
や
情
調
や
気
分
や
涙
が
如
何
に
純
粋
で
あ
り
、

生
命
的
で
あ
り
、
自
由
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
。
私
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
女
の
感
傷
を
退
け
て
無
邪
気
な
子
供
の
美
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し
き
感
傷
に
憧
れ
る
。
所
謂
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
に
は
性
格
の
強
さ
が
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
彼
等
に
は

ま
た
そ
れ
の
深
さ
も
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
偉
大
な
る
人
格
の
闇
と
憂
鬱
と
は
生
命
そ
の
も
の
、
私
達
の
奥
底
に

横
た
わ
る
意
志
そ
の
も
の
の
純
粋
に
し
て
自
由
な
る
闇
と
憂
鬱
と
で
あ
る
。
或
は
彼
等
の
深
く
掘
り
下
げ
て
ゆ
く

心
が
か
か
る
闇
と
憂
鬱
と
に
面
と
向
っ
た
と
き
、
若
く
は
彼
等
の
強
い
直
観
力
が
殆
ん
ど
無
意
識
的
に
か
か
る
闇

と
憂
鬱
と
を
感
ず
る
と
き
に
自
ら
生
れ
る
と
こ
ろ
の
闇
と
憂
鬱
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
彼
等
に
於
て
生
命

で
あ
り
力
で
あ
る
が
故
に
、
時
に
は
そ
れ
ら
の
も
の
は
自
分
自
身
を
否
定
し
て
巨
大
な
る
光
輝
と
な
っ
て
輝
き
出

で
る
。
そ
れ
故
に
彼
等
の
根
柢
に
あ
る
闇
と
憂
鬱
の
海
は
そ
れ
が
白
波
と
な
っ
て
砕
け
て
表
面
を
蔽
う
快
活
の
た

め
に
見
誤
ら
れ
見
遁
さ
れ
る
こ
と
が
屡
々
あ
る
。
彼
等
に
於
て
こ
そ
性
格
の
強
さ
と
深
さ
と
は
見
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

恰
も
岐
路
へ
踏
み
入
っ
た
か
の
如
く
感
ぜ
ら
れ
る
私
の
上
の
考
察
は
、
真
の
個
性
は
自
己
の
表
面
に
漂
う
も
の

よ
り
も
そ
の
根
柢
に
厳
存
す
る
も
の
、
外
に
拡
が
る
心
よ
り
も
内
に
潜
む
心
に
そ
れ
の
本
質
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
理
解
す
る
上
に
幾
分
か
役
立
つ
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
自
己
に
覚
め
た
と
云
い
、
自
己
に
生
き
て
お
る
と

云
っ
て
誇
り
げ
に
振
舞
っ
て
お
る
世
の
多
く
の
所
謂
新
し
き
人
を
見
る
に
、彼
等
は
彼
等
に
於
て
特
性
的
な
も
の
、

病
的
な
も
の
、
畸
形
な
る
も
の
、
若
く
は
単
に
表
面
に
漂
う
気
分
を
恰
も
真
の
個
性
の
如
く
考
え
て
、
そ
れ
ら
の
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も
の
を
弥い
や

が
上
に
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
等
の
多
く
は
剛
情
で
片
意
地
で
尊
大
で
あ
る
。
徒
に
他
に

対
立
し
拮
抗
し
て
行
こ
う
と
す
る
彼
等
の
心
は
険
し
く
て
安
静
を
欠
い
て
い
る
。
彼
等
は
彼
等
の
他
に
徒
に
対
抗

し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
険
し
い
心
が
、
彼
等
を
駆
ら
ず
に
は
措
か
な
い
限
り
な
き
運
動
を
以
て
旺
盛
な
心
の
活
動
と

思
い
誤
り
、
彼
等
の
不
安
と
焦
躁
と
の
中
に
動
揺
し
て
止
ま
な
い
気
持
を
素
敵
に
勇
敢
な
気
持
だ
と
考
え
誤
っ
て

い
る
。
け
れ
ど
真
の
活
動
に
は
自
由
な
安
静
が
感
ぜ
ら
れ
、
真
に
勇
敢
な
気
持
に
は
反
面
に
謙
虚
な
気
持
が
伴
っ

て
い
る
。
ま
た
真
の
個
性
の
本
質
は
普
遍
的
な
る
も
の
が
自
ら
分
化
発
展
し
て
と
っ
た
と
こ
ろ
の
形
に
於
て
見
出

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
性
の
根
柢
は
普
遍
的
な
る
も
の
に
あ
る
。
し
か
し
て
普
遍
的
な
る
も
の
は
己
れ
自
身
に
具

え
た
力
に
よ
っ
て
内
面
的
に
発
展
し
て
特
殊
の
形
を
と
る
の
で
あ
る
。

私
は
嘗
て
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
と
個
性
概
念
」 i

と
云
う
論
文
を
草
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
の
実
体
概
念

に
関
係
し
て
個
性
概
念
の
幾
分
の
論
述
を
試
み
た
。
今
こ
こ
に
そ
れ
ら
の
思
想
を
繰
り
返
し
て
書
く
こ
と
は
、
こ

の
一
篇
を
完
全
な
形
に
す
る
た
め
に
は
必
要
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
自
身
に
と
っ
て
は
無
駄
な
こ
と
で
あ

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
私
が
そ
こ
に
於
て
個
性
概
念
を
価
値
的
同
一
と
形
而
上
学
的
同
一
と
の
二
つ
の
観

点
か
ら
考
察
し
た
こ
と
に
関
係
し
て
、
私
の
意
味
す
る
個
性
概
念
が
心
理
学
者
の
意
味
す
る
そ
れ
と
全
く
異
な
っ

i
　
こ
の
標
題
で
は
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
第
２
巻
収
録
「
個
性
の
問
題
」
で
あ
ろ
う
。
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た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
す
る
た
め
に
次
の
事
柄
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
私
達
の
生
活
の
中
に
現
れ

出
る
感
覚
、
感
情
、
観
念
等
は
心
理
学
者
が
説
く
よ
う
に
一
々
因
果
関
係
に
束
縛
さ
れ
て
お
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら

の
感
覚
、
観
念
、
感
情
、
欲
望
等
の
中
の
あ
る
も
の
は
一
般
的
な
も
の
と
し
て
他
の
も
の
に
増
し
て
執
拗
に
ま
た

力
強
く
私
達
の
生
活
を
支
配
し
て
お
る
。
し
か
る
に
あ
る
時
現
れ
出
た
一
つ
の
新
し
い
も
の
が
奇
蹟
的
な
力
を
以

て
私
達
の
日
常
生
活
を
普
通
支
配
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
感
覚
、
観
念
、
感
情
、
欲
望
等
を
駆
逐
し
、
征
服
し
、
若

く
は
そ
れ
ら
に
新
し
き
光
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
か
か
る
も
の
は
私
達
が
日
々
の
生
活
の
中
に
殆
ん
ど
感
ぜ
ら

れ
ず
に
い
て
或
る
機
会
に
突
然
現
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
平
生
予
感
さ
れ
て
い
た
も
の
が
一ひ
と
と
き時
猛
然
と
し

て
現
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
若
く
は
日
も
夜
も
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
の
が
或
る
と
き
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
も

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
か
か
る
も
の
は
永
遠
な
る
も
の
に
関
係
し
て
お
り
、
し
か
し
て
か
か
る
も
の
は
私
達
の

生
活
に
於
て
偉
大
な
る
勢
を
以
て
価
値
の
転
換
を
遂
行
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
も
の
が
完
全
に
私
達
の
内
部
を
一

新
し
終
る
と
き
、
私
達
は
そ
れ
を
更
生
と
よ
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
私
の
考
に
よ
れ
ば
、
真
の
個
性
は
そ
の
と
き
少

し
も
蔽
わ
れ
な
い
姿
に
於
て
輝
き
出
で
る
の
で
あ
る
。
兎
に
角
個
性
と
は
永
遠
な
る
も
の
に
与
り
、
を
求
め
る
限

り
に
於
て
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
私
が
個
性
概
念
の
価
値
的
同
一
の
方
面
の
根
柢
を
意
志
の
自
由
に

本
づ
け
た
の
も
か
く
の
如
き
意
味
で
あ
る
。
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私
が
最
初
ペ
ン
を
取
っ
た
と
き
、
私
は
こ
の
一
篇
に
少
し
の
組
織
を
も
考
え
及
ば
な
か
っ
た
が
、
間
も
な
く

私
の
哲
学
の
学
徒
と
し
て
の
要
求
が
か
か
る
種
類
の
も
の
に
さ
え
何
等
か
の
秩
序
を
求
め
た
。
そ
こ
で
私
は

大
体
の
計
画
を
作
り
そ
の
計
画
に
従
っ
て
思
索
し
て
得
た
結
果
を
毎
日
十
枚
宛
一
ヵ
月
間
記
し
続
け
て
三
百

枚
に
至
る
の
日
ペ
ン
を
擱
こ
う
と
思
っ
た
。
併
し
中
途
に
し
て
私
は
再
び
初
め
の
正
し
き
動
機
に
立
返
る
こ

と
が
出
来
た
。
組
織
や
体
系
や
は
現
在
の
私
の
問
題
の
中
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
私
自
身
の
心
の
改
造
が

何
よ
り
も
肝
要
な
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
私
は
私
が
そ
れ
に
就
い
て
書
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
、
友
情
、
恋
、

愛
、
教
育
、
社
会
、
文
化
の
諸
概
念
の
考
察
を
思
い
止
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
概
念
の
中
の
あ
る
も

の
例
え
ば
友
情
、
恋
、
愛
等
に
就
い
て
は
私
は
こ
れ
ま
で
に
度
々
反
省
し
て
み
る
機
会
を
も
つ
こ
と
が
出
来

た
の
で
あ
っ
て
、
現
在
の
私
は
そ
れ
ら
の
概
念
を
も
う
一
度
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
迫
ら
れ
て
い
な
い
と
思

う
。
ま
た
他
の
も
の
例
え
ば
教
育
、
社
会
、
文
化
等
に
就
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
私
の
今
の
心
の
状
態
に
直
接

の
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
私
の
そ
れ
ら
に
関
す
る
知
識
や
経
験
の
貧
し
さ
は
第
一
に
私
が

そ
れ
ら
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
僣
越
を
咎
め
る
。
私
は
私
が
近
頃
そ
れ
の
悪
を
私
の
衷
に
特
に
感
ぜ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
虚
栄
心
、
利
己
心
、
傲
慢
心
の
三
者
を
排
斥
し
て
素
直
な
心
を
以
て
置
換
え
る
こ
と
に
こ
の
一



九
八

篇
の
中
心
目
的
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
私
の
体
系
を
求
む
る
心
が
本
当
に
私
自
身
に
迫
る
と
き
、
若
く
は
私

の
生
活
が
そ
れ
を
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
私
は
今
私
の
考
察
か
ら
脱
し
た
、
こ
れ
ま

で
幾
度
と
な
く
考
え
た
或
は
未
だ
嘗
て
考
え
た
こ
と
の
な
い
諸
概
念
に
つ
い
て
思
索
を
試
み
る
で
あ
ろ
う
。

―
―
千
九
百
十
九
年
七
月
十
七
日

東
京
の
西
郊
中
野
に
て
脱
稿



九
九

手
記

手
記マ

ル
ク
ス
主
義
哲
学
に
つ
い
て

―
―
特
に
そ
の
宗
教
論
及
び
自
然
弁
証
法
の
主
張
に
つ
い
て
―
―

は
し
が
き

最
近
「
三
木
哲
学
」
批
判
と
し
て
現
れ
た
文
章
は
十
指
を
も
っ
て
数
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
私
の
眼
に
触
れ

た
だ
け
で
も
左
の
通
り
で
あ
る
。

土
田
杏
村
『
理
想
』
四
月
号
【「
人
間
學
的
唯
物
論
と
其
批
判
」】

服
部
之
総
『
思
想
』
五
月
号
【「
觀
念
論
の
粉
飾
形
態—

—
三
木
哲
學
の
再
批
判
」】

織
田
二
郎
『
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
』
五
、六
月
号



一
〇
〇

川
内
唯
彦
・
寺
島
一
夫
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
』
六
月
号
【
寺
島
「
三
木
清
と
そ
の
哲
学
」】

妙
法
寺
五
郎
『
科
学
文
化
』
六
月
号

服
部
之
総
・
栗
原
某
『
思
想
』
七
月
号
【「
唯
物
辯
證
法
的
世
界
觀
と
自
然
」「
相
對
主
義
と
浮
浪
的
辯
證
法
三
木
哲
學
批
判
」】

大
村
哲
夫
『
批
判
』
七
月
号
【「
唯
物
論
的
辯
證
法
は
何
故
『
人
間
學
』
を
峻
否
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
？
！
」】

【
論
文
標
題
を
附
し
た
も
の
は
「
三
木
清
関
連
資
料
第
１
輯
」
に
収
め
て
い
る
。】

こ
れ
等
の
批
評
家
た
ち
は
殆
ど
凡
て
の
場
合
、
所
謂
「
三
木
哲
学
」
が
マ
ル
ク
ス
主
義
と
如
何
に
相
違
し
て
い

る
か
を
示
そ
う
と
し
た
。
そ
し
て
彼
等
の
多
く
に
と
っ
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
相
違
す
る
と
い
う
こ
と
は
直
に

そ
れ
が
誤
謬
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
等
諸
君
の
努
力
は
無
駄
で
あ
っ
た
。
諸
君

が
声
を
大
に
し
て
叫
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
も
と
も
と
明
白
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
今
更
取
り
立
て
て
云
う
を

要
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。私
の
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
の
出
来
た
の
は
、

た
だ
わ
い
わ
い
連
か
若
く
は
自
分
で
哲
学
も
マ
ル
ク
ス
主
義
も
嘗
て
根
本
的
に
研
究
し
た
こ
と
の
な
い
者
か
に
限

ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
こ
の
よ
う
な
無
智
な
連
中
は
そ
の
数
が
あ
ま
り
に
多
か
っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
然
し
な
が
ら
、
本
当
に
学
問
が
あ
り
若
く
は
学
問
的
に
研
究
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
私
の
哲
学
が

マ
ル
ク
ス
主
義
の
そ
れ
と
同
一
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
最
初
か
ら
認
識
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
彼
は
私
の
ど
の
数



一
〇
一

手
記

頁
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
を
い
つ
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
私
は
私
の
従
来
の
著
作

の
い
ず
れ
に
於
て
も
私
の
根
本
的
態
度
を
変
更
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

私
の
根
本
的
態
度
と
い
う
の
は
何
処
に
あ
っ
た
か
。
第
一
に
私
は
最
初
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
の
上
に
立
っ
て
他

の
諸
問
題
を
そ
の
見
地
か
ら
論
究
し
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
自
分
自
身
の
哲
学
上
の
立
場
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
そ

の
も
の
を
問
題
と
し
て
こ
れ
を
取
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
第
二
に
、
私
の
態
度
は
マ
ル
ク
ス

主
義
を
主
張
す
る
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
こ
れ
を
弁
護
す
る
と
い
う
傾
向
を
も
っ
て
い
た
。
か
く
て
私
が
マ
ル
ク
ス

主
義
者
と
呼
ば
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
殺
人
者
を
弁
護
す
る
者
が
必
ず
し
も
殺
人
者

で
な
い
と
同
じ
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
弁
護
す
る
者
が
必
ず
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
わ
け
で
な
い
。
蓋
し

私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
に
立
脚
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
を
擁
護
し
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
私
自
身
の
哲
学
的
立

場
か
ら
し
て
そ
れ
を
弁
護
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
全
く
違
っ
た
二
つ
の
こ
と
で
あ
る
の
は

明
瞭
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
何
故
に
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
弁
護
す
る
こ
と
に
傾
い
た
の
で
あ
る
か
。
私
は
わ
が
国
の
思
想
家
、

哲
学
者
た
ち
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
云
え
ば
浅
薄
な
も
の
と
し
て
こ
れ
を
軽
蔑
し
、
若
く
は
何
か
恐
し
い
も
の
、

触
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
こ
れ
を
敬
遠
し
、
か
く
て
そ
こ
に
は
無
視
と
黙
殺
と
が
支
配
し
て
い
る
状
態
に



一
〇
二

対
し
て
大
な
る
不
満
足
、
否
、
反
感
乃
至
反
撥
を
さ
え
感
じ
た
の
で
あ
る
。
苟
も
学
問
に
忠
実
な
る
者
に
と
っ
て

は
、
そ
れ
が
如
何
に
彼
の
従
来
の
考
え
方
に
反
対
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
如
何
に
危
険
に
見
え
よ
う
と
も
、
そ

れ
に
近
づ
い
て
い
っ
て
親
し
く
そ
れ
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
彼
の
義
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
且
つ
私
は
ど
の

よ
う
な
思
想
で
も
そ
れ
が
人
々
を
動
か
し
歴
史
を
作
り
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
は
必
ず
何
等
か
の

真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
か
ね
て
信
じ
て
い
る
。
か
く
し
て
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
う

ち
に
含
ま
れ
る
真
理
内
容
を
闡
明
す
る
こ
と
に
努
力
し
て
来
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
私
自
身
の
哲
学
の
発

展
に
と
っ
て
も
少
な
か
ら
ぬ
利
益
を
も
た
ら
し
た
こ
と
と
思
う
。

凡お
よ

そ
学
者
で
あ
る
た
め
に
は
学
問
上
自
分
の
立
場
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
こ
れ
が
私
の
学
に
志
し
て
以
来
の
願

い
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
て
は
学
者
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
者
は
つ
ね
に
何
等
か
の
自
己
の
立
場
を
有
す
る
に

反
し
て
、
日
本
の
学
者
は
往
々
に
し
て
博
識
博
学
の
み
を
も
っ
て
能
事
終
れ
り
と
な
す
風
の
あ
る
の
を
、
私
は
ひ

そ
か
に
歎
い
て
い
る
者
で
あ
る
。
私
は
絶
え
ず
自
分
自
身
の
哲
学
を
求
め
て
歩
い
て
来
た
。
そ
の
途
上
に
於
て
優

れ
た
も
の
に
出
会
い
、
一
時
は
そ
れ
に
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
は
し
た
が
、
然
し
い
つ
で
も
究
極
は

そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
遂
に
自
分
自
身
の
も
の
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
私
は
或
る
時
は
西
田
哲
学
に
、
他
の
時
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
、
力
強
く
引
摺
ら
れ
て
い



一
〇
三

手
記

っ
た
が
、
然
し
ま
た
そ
れ
ら
の
も
の
か
ら
勇
敢
に
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
も
ま

た
か
く
の
如
き
私
の
哲
学
的
旅
に
於
て
出
会
っ
た
ひ
と
つ
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
も
と
よ
り
そ
れ

か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。
然
し
私
は
結
局
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

若
し
ひ
と
が
私
を
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
。
今
自
分
の
故
郷
を
求
め

て
旅
す
る
一
人
の
男
が
東
京
へ
や
っ
て
来
て
、
見
聞
せ
ん
が
た
め
に
そ
こ
に
暫
く
滞
在
し
て
い
る
と
す
る
。
街
で

彼
を
見
か
け
た
人
は
恐
ら
く
彼
を
も
っ
て
「
東
京
市
民
」
で
あ
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
自
然
で
あ
る
、

な
ぜ
な
ら
実
に
多
く
の
東
京
市
民
は
東
京
で
生
れ
た
人
々
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
他
の
多
く
の

人
々
が
、
よ
し
そ
の
郷
里
は
東
京
で
な
い
に
せ
よ
、
東
京
に
定
住
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
彼
は
つ
ね
に
彼
の
故

郷
を
目
差
し
て
い
る
が
故
に
、
彼
は
真
実
に
は
東
京
市
民
と
は
呼
ば
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
単
に
現
前
の
事
実

を
見
て
全
体
を
見
る
こ
と
を
知
ら
な
い
者
が
、
彼
を
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
に
過
ぎ
な
い
。
私
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と

呼
ば
れ
る
こ
と
、
恰
も
こ
の
男
が
東
京
市
民
と
呼
ば
れ
る
が
如
く
で
あ
る
。
か
く
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
者
は
、
単
に
事

実
を
見
て
事
実
の
「
意
味
」
を
認
識
し
得
な
い
者
か
、
若
く
は
単
に
個
々
の
も
の
を
知
る
の
み
で
「
全
体
」
を
知

ら
な
い
者
か
で
あ
る
。

私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
ん
だ
。
然
し
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
し
た
の
で
は
決
し
て
な
く
、
却



一
〇
四

っ
て
つ
ね
に
批
判
的
に
摂
取
し
た
。
そ
れ
故
に
私
は
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
な
ど
を
「
教
父
」

（K
irchenväter

）
の
如
く
に
取
扱
う
教
会
的
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て
い
つ
も
反
対
し
て
来
た
。
丁
度
中
世
の
神

学
者
た
ち
に
と
っ
て
「
聖
ト
マ
ス
曰
く
」「
聖
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
曰
く
」
と
云
い
さ
え
す
れ
ば
凡
て
の
問
題
の
解
決

と
な
っ
た
よ
う
に
、
た
だ
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
レ
ー
ニ
ン
の
言
葉
を
持
ち
出
し
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
問
題

は
片
付
け
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
に
信
じ
て
い
る
独
断
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
対
し
て
私
は
戦
っ
て
来
た
。
私
の
従

来
の
諸
論
文
に
於
て
そ
れ
等
の
人
々
を
引
用
す
る
よ
り
も
更
に
一
層
多
く
所
謂
観
念
論
者
或
い
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
哲

学
者
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
誰
で
も
容
易
に
気
付
き
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義

か
ら
の
み
学
ん
だ
の
で
な
く
、
却
っ
て
他
の
も
の
か
ら
そ
の
幾
倍
、
幾
十
倍
を
学
ん
だ
。
そ
れ
だ
か
ら
私
は
昨
年

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
研
究
所
」
の
創
立
に
あ
た
っ
て
そ
れ
に
参
加
し
た
一
方
、他
方
で
は
ま
た
最
近
「
プ
ラ
ト
ン
・

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
会
」（Platon-A

ristoteles G
esellschaft

）
の
設
立
の
た
め
に
努
力
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。＊

＊
プ
ラ
ト
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
会
は
上
智
大
学
教
投
ク
ラ
ウ
ス
（K

raus

）
氏
な
ど
と
協
力
し
て
こ
し
ら
え
た
。

ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
の
古
典
的
文
化
の
研
究
及
び
普
及
の
た
め
に
国
内
的
、
国
際
的
に
活
動
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
本
年
九
月
か
ら
そ
の
活
動
を
開
始
す
べ
く
準
備
中
で
あ
っ
た
。
因
み
に
私
は
こ
の
間
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学

研
究
所
か
ら
脱
退
し
た
。



一
〇
五

手
記

か
く
て
如
何
に
し
て
私
の
哲
学
が
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
と
等
し
く
あ
り
得
な
い
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
私
自

身
の
思
想
は
な
お
未
だ
こ
れ
を
十
分
に
体
系
的
に
展
開
し
得
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
然
し
ひ
と
が
こ
れ

を
「
三
木
哲
学
」
と
呼
ん
で
他
の
も
の
か
ら
区
別
し
得
る
程
度
に
は
確
固
た
る
形
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
哲
学
は
、マ
ル
ク
ス
主
義
が
唯
物
論
で
あ
る
の
に
反
し
て
、唯
物
論
で
さ
え
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
「
存

在
論
」
と
称
し
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
哲
学
の
伝
統
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
。
―
―
私
は
極
め
て
多
く
の
も
の

を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
受
け
容
れ
た
。
―
―
然
し
私
の
存
在
論
的
立
場
は
、ギ
リ
シ
ア
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
、

「
人
間
学
的
」
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
。
更
に
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
弁
証
法
の
適
用
の
普
遍
性
を
主
張

す
る
の
に
対
し
て
、
私
は
そ
れ
等
の
適
用
が
一
定
の
存
在
の
領
域
に
の
み
制
限
さ
れ
て
い
る
と
説
く
。
こ
の
よ
う

に
既
に
最
も
根
本
的
な
且
つ
最
も
一
般
的
な
点
に
関
し
て
、
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
一
致
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
私
の
哲
学
が
現
代
の
他
の
諸
哲
学
に
対
し
て
有
す
る
特
色
は
、
他
の
諸
哲
学
が
概
ね
マ
ル

ク
ス
主
義
に
対
し
て
何
等
の
結
合
点
を
も
も
た
な
い
の
に
反
し
て
、
私
の
哲
学
は
、
固
よ
り
一
定
の
限
界
内
に
於

て
で
は
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
学
説
を
権
利
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
か
か
る
結
合
点
が
存

在
す
る
が
故
に
ま
さ
に
、
私
自
身
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
私
は
マ

ル
ク
ス
主
義
の
諸
根
本
思
想
に
対
し
て
私
自
身
の
立
場
か
ら
、
世
界
的
文
献
の
間
に
伍
し
て
、
極
め
て
特
色
あ
る
、
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独
自
な
る
解
釈
を
与
え
得
た
と
信
ず
る
。
こ
の
点
自
ら
ひ
そ
か
に
誇
り
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

私
は
今
こ
こ
に
自
分
の
立
場
を
詳
細
に
展
開
し
、
且
つ
そ
れ
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
間
に
於
け
る
差
異
を
一
々

論
述
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
こ
に
与
え
ら
れ
る
の
は
そ
の
一
、二
の
、
し
か
も
専
門
的
、
哲
学
的
な
問
題
に

這
入
ら
な
い
、
従
っ
て
甚
だ
不
完
全
な
不
満
足
な
見
本
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
寧
ろ
こ
こ
で
は
凡
て
が
た
だ
輪
廓
的

に
且
つ
常
識
的
に
語
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

宗
教
に
つ
い
て

先
ず
最
初
に
云
っ
て
お
こ
う
。
私
は
元
来
宗
教
的
傾
向
を
も
っ
た
人
間
で
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
単
に
断
言

す
る
の
で
な
く
、
私
の
著
書
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
が
そ
れ
に
対
す
る
立
派
な
証
拠
を
与
え
て
い

る
筈
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
パ
ス
カ
ル
に
対
す
る
私
の
解
釈
を
通
じ
て
私
の
宗
教
的
感
情
が
流
れ
て
い
る
筈
だ
。
そ

し
て
こ
の
私
の
宗
教
的
な
気
持
こ
そ
が
私
を
究
極
に
於
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
と

こ
ろ
の
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
宗
教
論
が
、
若
し
こ
れ
を
文
明
批
評
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
多
く
の
真
理
を
含
ん
で
い
る
こ

と
は
争
わ
れ
な
い
。
現
代
の
宗
教
界
の
堕
落
の
事
実
に
対
し
て
は
、正
直
に
事
物
を
観
察
し
得
る
者
で
あ
る
限
り
、
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何
人
も
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
教
会
ま
た
は
寺
院
宗
教
家
は
自
分
で
搾
取
し
て
い
る
か
若
く
は
搾

取
し
て
い
る
者
の
代
弁
者
で
あ
る
か
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
「
宗
教
」
が
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、

そ
の
よ
う
な
事
実
は
、
寺
院
や
僧
侶
の
う
ち
に
実
に
「
宗
教
」
が
死
滅
し
て
い
る
が
た
め
に
生
じ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
真
に
宗
教
を
目
的
と
し
て
生
活
し
て
い
る
宗
教
家
が
な
く
、
宗
教
を
手
段
と
し
て
生
活
し
て
い
る
宗
教

家
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
宗
教
の
名
の
み
が
あ
っ
て
そ
の
実
が
失
わ
れ
、
そ
の
形
骸
の
み
が
存
在

し
て
、
そ
の
生
命
が
死
滅
し
て
い
る
が
た
め
で
あ
る
。

苟
も
真
に
信
仰
あ
る
宗
教
家
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
宗
教
界
の
現
状
に
対
し
て
、
は
た
ま
た
現
在
の
社
会

状
態
に
対
し
て
口
を
緘
し
て
傍
観
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

真
の
宗
教
家
は
つ
ね
に
貧
し
き
者
の
味
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
自
分
は
乞
食
の
生
活
に
甘
ん
じ
、
与
え
る
こ
と

を
知
っ
て
取
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
云
う
、宗
教
は
死
滅
す
る
、と
。私
の
問
題
は
主
と
し
て
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
「
宗
教
は
阿
片
で
あ
る
」
と
云
う
と
き
、
若
し
そ
れ
が
宗
教
の
現
状
に
対
す
る
批
判
の
言
葉

で
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
こ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
更
に
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
現
在
に
於
け
る
人
類
の
解

放
は
宗
教
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
云
う
な
ら
ば
、
こ
の
点
も
ま
た
私
は
恐
ら
く
認
め
て
も
よ
い
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で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
宗
教
は
死
滅
す
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
の
根
本
的
主
張
に
対
し
て
は
、
私
は

到
底
賛
成
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
云
う
、
宗
教
は
時
代
に
応
じ
て
そ
の
形
態
を
変
化
す
る
、
然
し
そ
れ
は
死
滅
し
は
し
な
い
。
例
え
ば
キ
リ

ス
ト
教
の
歴
史
に
於
て
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
新
し
い
形
態
が
生
じ
た
。
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
資
本
主
義
社
会
と
い
う
社
会
の
新
し
い
形
態
に
相
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
旧
教
か
ら
新
教
と
い
う
形
態
を
採

る
に
至
っ
た
が
、
然
し
そ
れ
は
死
滅
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
近
代
資
本
主
義
社
会
へ
の
転
形
期
、
即
ち
哲

学
史
上
所
謂
啓
蒙
時
代
に
於
て
も
盛
ん
に
無
神
論
が
宣
伝
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
宗
教
は
今
日
に
至
る
ま
で
存
続
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
既
に
数
千
年
こ
の
方
存
在
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
、
従
来
の
文
化
に
於
け
る
最
も
重

要
な
る
要
素
或
い
は
勢
力
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
宗
教
が
無
く
な
る
と
云
わ
れ
得
る
た
め
に
は
、
何
等
か
極
め

て
有
力
な
根
拠
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
そ
の
た
め
に
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
な

お
私
を
説
得
せ
し
め
る
に
足
り
な
い
。

私
は
他
の
場
合
に
既
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
哲
学
上
の
実
証
主
義
的
傾
向
を
帯
び
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
点

に
於
て
私
の
同
意
し
得
ざ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
於
け
る
実
証
主
義
は
そ
の
宗
教
論
に
於
て
も
明
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ら
か
に
現
れ
て
い
る
。
普
通
に
実
証
主
義
の
代
表
者
と
し
て
知
ら
れ
る
コ
ン
ト
が
人
間
歴
史
の
発
展
の
段
階
を
神

学
的
、
形
而
上
学
的
、
実
証
的
の
三
つ
に
分
っ
た
と
き
、
そ
の
主
意
は
昔
は
宗
教
的
神
話
的
観
念
の
助
け
を
借
り

て
説
明
さ
れ
て
い
た
自
然
の
諸
現
象
が
今
日
で
は
実
証
的
な
合
理
的
な
自
然
科
学
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
に
至
っ

た
と
い
う
風
に
考
え
、こ
れ
を
も
っ
て
人
類
の
歴
史
の
進
歩
の
方
向
を
示
す
も
の
と
見
倣
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

即
ち
宗
教
は
未
発
達
な
科
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
従
っ
て
科
学
が
発
達
す
れ
ば
宗
教
は
自
然
と
消
滅
す
る
。
い
ま

マ
ル
ク
ス
主
義
の
宗
教
否
定
の
思
想
の
う
ち
に
は
そ
の
一
要
素
と
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
考
え
る
、
宗
教
が
神
秘
的
に
表
象
し
、
神
秘
釣
に
解
決
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
問
題
を
ば
、
科

学
は
合
理
的
に
把
握
し
且
つ
合
理
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
科
学
の
出
現
し

た
後
に
於
て
は
も
は
や
宗
教
の
存
在
す
る
余
地
は
な
い
。
嘗
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
美
を
も
っ
て
知
識
の
低
い
段
階

で
あ
る
と
し
た
。
即
ち
科
学
が
明
晰
判
明
な
る
表
象
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
美
と
は
混
乱
せ
る
、
曖
昧
な
る
表
象

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
近
世
美
学
の
祖
と
云
わ
れ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
学
派
の
人
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は「
感
覚
論
」

を
意
味
す
る “A

esthtica” 

と
い
う
名
前
の
も
と
に
於
て
美
を
論
じ
、
そ
し
て
こ
の
語
が
現
代
欧
洲
語
に
於
け
る

「
美
学
」
と
い
う
言
葉
の
源
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
美
を
も
っ
て
科
学
の
低
い
、
未
発

達
の
段
階
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
芸
術
は
科
学
か
ら
ど
こ
ま
で
も
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
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て
後
者
の
発
達
に
よ
っ
て
前
者
は
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
彼
等
は
見
做
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
然

し
な
が
ら
若
し
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
宗
教
が
死
滅
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
何
故
に
、
ま
さ
に
そ
の

同
じ
理
由
に
よ
っ
て
芸
術
も
消
滅
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
美
は
、
こ
れ
を
科
学
的
に
云
え
ば
、
要
す
る

に
仮
象
（Schein
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
科
学
の
発
達
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
そ
れ
と
は
独
立
に
芸
術

が
存
在
す
る
と
す
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
ま
さ
に
人
間
の
「
本
性
」
の
う
ち
に
美
を
創
造
し
美
を
享
受
す
る
能
力
が

具
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
よ
う
な
「
自
然
的
な
」
人
間
の
能
力
を
ひ
と

は
普
通
に
「
感
情
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
雖
も
芸
術
が
感
情
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
科
学
が
「
思
惟
」
の
こ
と
で
あ
る
に
反
し
て
、
芸
術
は
思
惟
の
能
力
と
は
区
別
さ
れ

る
感
情
の
こ
と
で
あ
る
。
科
学
と
芸
術
と
が
相
互
に
区
別
さ
れ
、
各
々
独
立
に
―
―
固
よ
り
こ
の
独
立
性
は
絶
対

的
で
な
い
―
―
存
在
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
本
性
そ
の
も
の
に
於
け
る
思
惟
と
感
情
と
の
自
然
的
な
区
別
に
基

礎
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
宗
教
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
人
間
の
本
性
の
う
ち
に
そ
の
自
然
的
な
基
礎

を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

マ
ル
ク
ス
主
義
は
こ
の
問
に
対
し
て
否
と
答
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
宗
教
死
滅
論
の
ひ
と
つ

の
根
拠
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
れ
ば
宗
教
は
ど
こ
ま
で
も
「
社
会
的
な
」
起
源
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
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は
人
間
の
「
本
性
」
に
於
け
る
「
自
然
的
な
」
基
礎
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
階
級
間
の
対
立
、
一
階
級
の
他

の
階
級
の
搾
取
、
生
産
の
無
統
制
、
市
場
の
存
在
、
そ
の
ほ
か
生
産
の
弱
小
等
々
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
凡
て
社
会

的
な
も
の
に
宗
教
の
根
源
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
若
し
こ
の
よ
う
な
社
会
的
状
態
に
し
て
絶
滅
さ
れ
る
な
ら

ば
、
即
ち
若
し
階
級
対
立
も
な
く
、
搾
取
も
な
く
、
市
場
の
盲
目
的
な
力
も
在
在
し
得
ざ
る
社
会
に
し
て
実
現
さ

れ
る
な
ら
ば
、
宗
教
は
必
然
的
に
死
滅
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
は
も
は
や
宗
教
を
成
立
せ
し
め
る
何
等

の
社
会
的
基
礎
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。原
因
が
無
く
な
れ
ば
結
果
は
お
の
ず
か
ら
無
く
な
る
の
理
で
あ
る
。

人
間
と
人
間
と
の
対
立
、
或
い
は
社
会
に
於
け
る
階
級
間
の
対
立
が
も
は
や
存
在
し
な
い
社
会
を
仮
定
し
て
み

よ
う
。
そ
こ
に
も
な
お
社
会
と
自
然
、
寧
ろ
人
間
と
自
然
と
の
間
の
対
立
乃
至
矛
盾
は
依
然
と
し
て
存
在
す
る
に

相
違
な
い
。
人
間
と
自
然
と
の
対
立
の
う
ち
最
も
重
大
な
も
の
は
「
死
」
で
あ
る
。
死
は
我
々
の
如
何
と
も
な
し

得
ざ
る
我
々
の
自
然
で
あ
る
。
し
か
も
生
の
あ
る
と
こ
ろ
死
は
到
る
と
こ
ろ
に
刻
々
に
こ
れ
に
伴
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
人
間
の
生
活
に
し
て
死
と
い
う
問
題
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
限
り
、
宗
教
は
社
会
に
於
け
る
「
社
会
的
」

矛
盾
の
消
滅
と
共
に
消
滅
す
べ
き
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
宗
教
は
社
会
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
的
に
制
約
せ
ら
れ
、
社
会
性
を
担
っ
て
い
る
。
然
し
そ
れ
だ

か
ら
と
云
っ
て
、
宗
教
は
徹
頭
徹
尾
社
会
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
こ
と
は
芸
術
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や
科
学
の
場
合
を
考
え
て
見
れ
ば
分
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
芸
術
の
階
級
性
に
つ
い
て
語
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
だ

か
ら
と
云
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
芸
術
が
ど
こ
ま
で
も
社
会
に
於
け
る
階
級
対
立
に
そ
の
基
礎
を
も
ち
、
か
く
て

階
級
の
対
立
な
き
社
会
の
到
来
と
共
に
消
滅
す
る
な
ど
と
は
主
張
し
な
い
の
で
あ
る
。

芸
術
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
得
な
い
こ
と
が
何
故
に
宗
教
に
つ
い
て
の
み
は
主
張
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
、
私
は

理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
宗
教
は
明
ら
か
に
社
会
的
、
従
っ
て
ま
た
階
級
的
な
制
約
を
担
っ
て
い
る
、
し
か

し
そ
れ
は
人
間
の
本
性
そ
の
も
の
の
う
ち
に
も
同
様
に
深
く
根
差
し
て
い
る
、
と
私
は
考
え
る
。
宗
教
の
か
く
の

如
き
「
自
然
的
な
」
根
差
の
深
さ
に
つ
い
て
知
る
た
め
に
は
た
だ
偉
大
な
る
宗
教
家
の
魂
の
告
白
た
る
書
物
を
読

め
ば
よ
い
。
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
を
、
ル
タ
ー
を
、
パ
ス
カ
ル
を
。
そ
し
て
ま
た
親
鸞
を
。

実
際
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
は
あ
ま
り
「
宗
教
家
」（hom

o religiosus

）
を
研
究
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
そ
し

て
彼
等
は
た
だ
宗
教
の
外
面
的
な
、
社
会
的
、
政
治
的
な
事
実
に
の
み
注
目
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
「
芸
術
家
」

を
離
れ
て
芸
術
が
理
解
出
来
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
真
の
「
宗
教
家
」
を
除
い
て
宗
教
を
知
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
エ
レ
ミ
ヤ
、
パ
ウ
ロ
等
の
偉
大
な
る
宗
教
家
を
研
究
す
る
こ
と
を
勧
め
る
。

そ
の
と
き
彼
等
は
宗
教
が
真
に
人
間
の
本
性
の
う
ち
に
そ
の
根
源
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
で
あ
ろ
う
。

凡
て
の
人
間
が
芸
術
的
創
作
を
な
し
得
な
い
か
ら
と
て
芸
術
が
虚
妄
で
あ
る
わ
け
で
な
い
。
世
間
の
多
く
の
人
間
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が
宗
教
に
於
て
、
た
だ
社
会
的
な
原
因
か
ら
生
じ
、
従
っ
て
ま
た
社
会
的
に
解
決
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
例

え
ば
貧
困
、
の
解
決
を
―
―
現
世
に
於
て
で
な
く
、
彼
岸
に
於
て
さ
え
―
―
求
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
と
云

っ
て
、
真
の
「
宗
教
家
」
の
宗
教
が
凡
て
ま
た
そ
う
で
あ
る
と
は
云
い
得
な
い
の
で
あ
る
。

尤も
っ
とも

次
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
宗
教
が
二
つ
の
方
面
若
く
は
要
素
、
即
ち
社
会
的
要
素

と
自
然
的
要
素
と
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
が
い
つ
の
時
代
に
於
て
も
つ
ね

に
平
等
に
我
々
に
と
っ
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
凡
て
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
於
て
、
存
在
の

う
ち
に
含
ま
れ
る
た
だ
一
定
の
方
面
若
く
は
要
素
を
の
み
問
題
に
す
る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

か
く
「
問
題
に
さ
れ
た
」
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
と
っ
て
そ
の
存
在
に
於
て
「
顕
に
な
っ
て
い
る
」
方
面
で

あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
そ
の
存
在
に
於
け
る
他
の
諸
要
素
は
お
の
ず
か
ら
そ
の
と
き
「
埋
没
」
し
て
し
ま
っ
て
い

る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
根
本
思
想
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
今
こ
れ
を
先
ず
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』

に
於
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
「
商
品
」
を
例
と
し
て
説
明
し
て
み
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
の
分
析
に
従
え
ば
、
商
品
に
は

二
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
使
用
価
値
と
交
換
価
値
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
な
お
彼
の
叙
述
か
ら
し
て
、

我
々
は
使
用
価
値
が
商
品
に
於
け
る
「
自
然
的
な
」
要
素
で
あ
り
、
そ
し
て
交
換
価
値
が
そ
れ
の
「
社
会
的
な
」

要
素
で
あ
る
の
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
『
資
本
論
』
に
於
て
一
旦
先
ず
商
品
の
う
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ち
に
含
ま
れ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、
次
に
商
品
か
ら
そ
の
使
用
価
値
の
方
面
を
捨
象
し

て
、
そ
の
後
は
た
だ
交
換
価
値
に
つ
い
て
の
み
論
述
し
て
い
る
。『
資
本
論
』
に
於
て
は
商
品
の
交
換
価
値
か
ら

出
発
し
て
そ
の
全
運
動
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
最
初
に
商
品
の
一
要
素
と
し
て
示
さ
れ
た
使
用
価
値

の
方
面
は
全
く
捨
象
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
蓋
し
「
資
本
家

的
な
」
生
産
の
仕
方
が
行
わ
れ
て
い
る
社
会
に
於
け
る
商
品
の
「
優
越
な
る
存
在
の
仕
方
」
を
規
定
す
る
も
の
は
、

そ
の
交
換
価
値
で
あ
る
。
こ
れ
に
於
て
そ
の
と
き
商
品
の
存
在
は
「
顕
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
そ
の

場
合
、
そ
れ
の
使
用
価
値
は
、
私
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
埋
没
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
に
「
埋

没
」
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
全
く
「
無
い
」
の
で
も
な
け
れ
ば
、
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
も
な
い
。

な
ぜ
な
ら
若
し
も
商
品
な
る
も
の
に
し
て
、
使
用
価
値
を
全
く
含
ま
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
社
会
に
於
て
―
―

資
本
家
社
会
で
あ
っ
て
も
―
―
苟
も
交
換
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
全
然
あ
り
得
な
い
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か

ら
で
あ
る
。
使
用
価
値
は
無
い
の
で
な
く
し
て
、
た
だ
埋
没
し
て
顕
で
な
い
だ
け
で
あ
る
。
宗
教
に
つ
い
て
も
ま

た
同
様
の
こ
と
が
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
宗
教
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
自
然
的
な
」
要

素
は
、
な
る
ほ
ど
、
現
代
の
社
会
に
於
て
は
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
否
、
む
し
ろ
埋
没
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
そ
れ
の
社
会
的
な
要
素
の
み
が
顕
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
宗
教
の
自
然
的
な
本
質
は
、
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要
す
る
に
単
に
埋
没
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
無
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
そ
れ
は

一
定
の
時
代
に
於
て
、
一
定
の
関
係
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
必
ら
ず
や
再
び
顕
現
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク

ス
主
義
者
が
宗
教
を
た
だ
単
に
社
会
的
な
起
源
の
も
の
と
考
え
て
い
る
の
は
、
恰
も
商
品
を
単
に
交
換
価
値
と
見

做
し
て
、
そ
れ
が
同
時
に
便
用
価
値
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

誤
謬
の
出
発
点
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
於
け
る
宗
教
に
対
す
る
理
解
の
不
十
分
に
あ
る
。
私
は
今
そ
れ
を
一
々

こ
こ
に
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
た
め
に
も
全
宗
教
論
を
展
関
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
た
だ
一
二
の
例
を
も
っ
て
満
足
し
よ
う
。
例
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
宗
教
を
も
っ

て
本
質
的
に
「
彼
岸
主
義
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
「
超
越
」
と
い
う
こ
と
は
宗
教
の
本
質
に

属
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
超
越
は
彼
岸
主
義
と
は
直
ち
に
同
一
で
は
な
い
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
に
於
て

は
、超
越
（Transzendenz

）
の
反
面
に
は
必
ず
内
在
（Im

m
anenz

）
が
あ
る
。
神
は
単
に
超
越
的
と
し
て
で
な
く
、

同
時
に
ま
た
内
在
的
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。宗
教
は
凡
て
現
実
を
逃
避
し
て
彼
岸
の
世
界
を
求
め
る
の
で
は
な
い
。

寧
ろ
現
実
に
対
す
る
最
も
熱
烈
な
闘
争
を
も
宗
教
は
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
宗
教

を
も
っ
て
単
に
「
観
念
論
的
」
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
る
。
こ
の
見
方
も
ま
た
不
十
分
で
あ
る
。
宗
教
に
あ
っ
て
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は
、
本
来
、
た
だ
所
謂
「
霊
魂
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
そ
こ
で
は
人
間
の
「
全
存
在
」

が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
霊
魂
と
雖
も
、
そ
れ
が
人
間
の
「
全
存
在
」
の
問
題
と
関
係
し
て
問
題
と
な

る
限
り
に
於
て
初
め
て
宗
教
的
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
、
と
云
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

自
然
弁
証
法
に
つ
い
て

自
然
弁
証
法
に
つ
い
て
、
こ
の
問
題
が
そ
の
性
質
上
要
求
す
る
よ
う
な
広
汎
な
且
つ
厳
密
な
取
扱
い
を
す
る
こ

と
は
今
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
単
に
そ
れ
に
つ
い
て
暗
示
し
若
く
は
結
論
を
述
べ
る
こ
と
だ
け
を
も
っ

て
満
足
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
暗
示
で
な
く
説
明
が
、
結
論
で
な
く
論
拠
が
一
層
重
要
で
あ
る
こ
と
は
固
よ

り
云
う
ま
で
も
な
い
。

自
然
の
弁
証
法
と
い
う
こ
と
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
大
切
な
位
置
を
占
め
る
と
い
う
理
由
は
明
ら
か
で
あ

る
。
第
一
に
自
然
は
そ
の
哲
学
的
唯
物
論
の
基
礎
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
者

た
ち
は
「
自
然
哲
学
」
の
意
味
で
自
然
弁
証
法
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
蓋
し
マ
ル
ク

ス
主
義
者
に
よ
れ
ば
、
哲
学
な
る
も
の
は
方
法
論
に
つ
き
る
。
方
法
論
以
外
に
別
個
独
立
な
も
の
と
し
て
の
哲
学

は
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
「
自
然
科
学
」
の
ほ
か
に
「
自
然
哲
学
」
の
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
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の
で
あ
る
。
か
く
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
自
然
弁
証
法
を
実
に
自
然
科
学
の
方
法
論
と
し
て
要
請
し
、
自
然
科
学

者
た
ち
が
唯
物
弁
証
法
に
従
っ
て
研
究
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
否
そ
れ
の
み
で
な
い
、
彼
等
は
自
然
科
学
の
現

在
到
達
し
た
諸
結
果
そ
の
も
の
が
唯
物
弁
証
法
に
合
致
し
、
こ
れ
の
正
当
さ
に
対
し
て
証
明
を
与
え
て
い
る
、
と

主
張
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
「
科
学
」
以
外
に
「
哲
学
」
の
別
個
な
存
在
を
認
め
ず
、
何
よ
り

も
自
然
科
学
に
結
び
つ
き
、
そ
こ
に
於
て
自
己
の
哲
学
的
主
張
の
正
当
さ
の
証
明
を
見
出
そ
う
と
す
る
要
求
の
う

ち
に
、
我
々
は
明
ら
か
に
哲
学
上
の
「
実
証
主
義
」
の
傾
向
を
看
過
し
得
な
い
。

さ
て
現
代
の
自
然
科
学
的
研
究
の
諸
結
果
は
唯
物
弁
証
法
に
と
っ
て
有
利
な
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
遺
憾

な
が
ら
疑
問
な
き
を
得
な
い
。
寧
ろ
自
然
科
学
者
の
大
多
数
は
反
対
の
意
見
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
ソ
ビ
エ
ト

ロ
シ
ヤ
に
於
て
さ
え
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
自
然
科
学
者
の
凡
て
の
同
意
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。
自
然
科
学
と
弁

証
法
に
関
す
る
デ
ボ
ー
リ
ン
と
ス
テ
パ
ー
ノ
フ
と
の
論
争
に
際
し
て
、「
機
械
論
者
」
と
見
做
さ
れ
た
ス
テ
パ
ー

ノ
フ
の
側
に
は
多
く
の
自
然
科
学
者
た
ち
が
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
我
々
は
、「
そ
れ
は
自
然
科
学

者
が
弁
証
法
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
」
と
云
っ
て
、
問
題
を
片
付
け
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
自
然
科
学
者
た
ち

自
身
が
、
そ
の
研
究
の
成
果
が
弁
証
法
に
合
致
す
る
も
の
と
認
め
て
い
な
い
以
上
、
我
々
は
な
お
そ
こ
に
問
題
が

横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
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私
は
近
代
自
然
科
学
と
弁
証
法
的
方
法
と
の
間
の
乖
離
は
か
な
り
深
い
処
に
根
差
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
近
代
自
然
科
学
は
そ
の
根
源
的
な
起
源
を
自
然
に
対
す
る
人
間
の
実
践
的
な
支
配
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
っ

て
い
る
。
単
に
自
然
を
眺
め
見
る
の
で
な
く
、
こ
れ
に
働
き
か
け
て
こ
れ
を
変
化
す
る
目
的
か
ら
自
然
科
学
は
生

れ
た
。
自
然
科
学
は
「
生
産
し
」
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
自
然
科
学
の
こ
の
よ
う
な
目
的
は
か
の
有
名

な
言
葉 “voir pour prévoir” 

で
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
予
見
す
る
」、「
予
測
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
出
来
る

に
至
っ
て
初
め
て
十
分
に
達
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
科
学
に
於
て
求
め
ら
れ
る
所
謂
「
自
然
法
則
」
な
る

も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
に
適
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
近

代
自
然
科
学
が
そ
の
方
法
に
於
て
「
機
械
論
的
」
で
あ
り
、
そ
の
法
則
の
機
械
的
法
則
で
あ
る
と
こ
ろ
の
最
も
重

要
な
理
由
で
あ
る
。
機
械
論
と
云
う
の
は
、
一
言
で
云
え
ば
、「
質
を
量
に
還
元
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
か
ら
し
て
近
代
の
自
然
科
学
は
数
学
化
と
い
う
こ
と
を
自
己
の
意
図
と
し
た
の
で
あ
る
。

科
学
的
思
惟
の
か
く
の
如
き
性
質
は
、
例
え
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
如
き
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
既
に
明
瞭
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
我
々
の
科
学
的
知
識
は
純
粋
に
知
る
た
め
に
知
る
の
で
は
な
い
、
却

っ
て
物
を
作
る
た
め
に
、
そ
れ
か
ら
利
益
を
引
き
出
す
た
め
に
の
み
、
知
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味
に
於
て
思
惟
は
凡
て
質
的
な
も
の
を
量
的
な
も
の
に
置
き
換
え
る
。
そ
れ
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言
葉
を
用
い
る
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な
ら
ば
、
時
間
的
な
も
の
を
空
間
的
な
も
の
に
、
或
い
は
純
粋
持
続
を
空
間
化
さ
れ
た
時
間
に
還
元
す
る
。
然
る

に
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
従
え
ば
、
真
の
実
在
即
ち
純
粋
持
続
は
純
粋
に
質
的
な
、
そ
れ
故
に
各
々
の
瞬
間
に
於
て
異
質

的
な
も
の
で
あ
る
。
実
在
は
、質
的
な
も
の
を
量
的
な
も
の
に
還
元
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
そ
の
本
性
と
す
る「
思

惟
」
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
ず
、
た
だ
「
直
観
」
の
み
が
そ
れ
を
理
解
し
得
る
と
彼
は
考
え
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の

思
想
の
う
ち
今
の
場
合
重
要
な
の
は
、
物
を
作
り
若
く
は
物
を
変
化
す
る
こ
と
を
そ
の
内
在
的
な
目
的
と
す
る
科

学
的
思
惟
は
、
そ
の
本
性
上
質
的
な
も
の
を
量
的
な
も
の
に
還
元
す
る
と
い
う
こ
と
、
且
つ
こ
の
こ
と
は
特
に
未

来
を
「
予
測
し
」
得
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
を
彼
が
説
い
た
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
弁
証
論
者
は
か
く
の
如
く
質
を
量
に
「
還
元
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
考
え
る
。
こ
の

こ
と
を
デ
ボ
ー
リ
ン
の
如
き
は
彼
の
所
謂
機
械
論
者
に
対
す
る
論
争
の
中
で
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
弁
証
法
的

な
関
係
に
於
て
は
量
か
ら
質
へ
の
転
化
若
く
は
そ
の
逆
が
語
ら
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
つ
ね
に「
転
化
」

ま
た
は
「
中
断
」、「
飛
躍
」
と
い
う
が
如
き
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
云
う
ま
で

も
な
く
「
還
元
」
と
い
う
こ
と
と
相
容
れ
な
い
。「
飛
躍
」
や
「
中
断
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
或
る
還
元
出
来
ぬ

も
の
の
存
在
す
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

今
若
し
自
然
科
学
に
於
け
る
法
則
が
弁
証
法
的
な
関
係
を
現
す
も
の
で
あ
る
と
せ
よ
、
そ
の
と
き
最
も
不
幸
な
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こ
と
は
、
か
く
て
は
そ
の
法
則
に
よ
っ
て
は
何
等
の
「
予
測
」
も
真
の
意
味
に
於
て
は
な
し
得
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
丁
度
マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会
科
学
に
於
て
、
社
会
革
命
の
到
来
の
必
然
性
を
弁
証
法
的
に
論
述
し
た
と

し
て
も
、し
か
し
そ
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
、我
々
は
何
年
何
月
何
日
に
ま
さ
に
か
く
の
如
き
革
命
が
起
る
、と
「
予

測
」
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
然
る
に
自
然
科
学
の
求
め
て
い
る
の
は
ま
さ
に
か
か
る
厳
密
な

意
味
に
於
け
る
予
見
で
あ
る
。
例
え
ば
、
今
日
天
文
学
は
何
年
何
月
何
日
何
時
何
分
に
日
蝕
が
起
る
と
い
う
こ
と

を
正
確
に
予
測
し
得
る
状
態
に
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
天
文
学
の
法
則
が
「
機
械
的
」
で
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。

若
し
そ
れ
が
「
弁
証
法
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

弁
証
法
に
於
て
は
予
測
と
い
う
も
の
が
本
来
の
意
味
で
は
行
わ
れ
な
い
。例
え
ば
今
現
在
の
社
会
を
分
析
し
て
、

そ
こ
に
必
然
的
な
る
「
矛
盾
」
の
存
在
す
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
す
る
、
か
か
る
矛
盾
に
し
て
存
在
す
る
以
上
、

こ
の
社
会
は
必
ず
や
変
化
し
、
こ
の
ま
ま
で
存
続
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
即
ち
社
会
の
変
化
の
必
然
性
は
弁
証

法
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
変
化
の
到
来
す
る
時
間
、
空
間
的
位
置
を
予
断
す
る
こ
と
は

弁
証
法
に
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
弁
証
法
は
将
来
に
つ
い
て
「
見
通
し
」
を
与
え
る
も
の
で
あ
る

が
、
将
来
を
「
予
測
」
せ
し
め
る
も
の
で
な
い
。＊

更
に
ま
た
そ
れ
は
来
る
べ
き
社
会
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か

を
予
測
せ
し
め
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
蓋
し
弁
証
法
的
な
変
化
は
要
す
る
に
「
飛
躍
」
で
あ
り
、「
綜
合
」
即
ち
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矛
盾
の
統
一
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
き
綜
合
乃
至
統
一
に
於
て
は
つ
ね
に
嘗
て
存
在
し
な
か
っ

た
と
こ
ろ
の
「
新
し
い
も
の
」、
そ
れ
故
に
予
測
し
得
ぬ
も
の
が
生
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

＊
拙
稿
「
弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然
」（『
思
想
』
昭
和
四
年
十
月
号
【
本
全
集
第
四
巻
収
録
】）
に
は
、
こ
の
点

に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
お
い
た
。

か
く
し
て
弁
証
法
を
自
然
科
学
の
方
法
論
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
の
困
難
は
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち

か
か
る
要
求
は
自
然
科
学
を
し
て
そ
の
本
来
の
最
も
重
要
な
性
質
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
予
測
」
と
い
う

こ
と
を
放
棄
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。然
る
に
か
く
の
如
き
放
棄
は
ま
さ
に
自
然
科
学
的
知
識
が
物
を
作
り
出
し
、

物
を
変
化
せ
し
め
る
た
め
の
知
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
断
念
せ
し
め
る
こ
と
と
な
り
、そ
し
て
こ
の
こ
と
は「
生

産
」
ま
た
は
「
生
産
力
」
と
い
う
も
の
を
最
も
重
要
視
す
る
と
こ
ろ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
思
想
と
矛
盾
す
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

弁
証
法
的
自
然
観
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
自
然
哲
学
の
中
で
叙
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
哲
学
は
ヘ

ー
ゲ
ル
の
体
系
の
中
に
於
け
る
弱
点
（W

undepunkt
）
と
従
来
見
做
さ
れ
て
来
た
。
こ
の
思
弁
的
な
自
然
哲
学

こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
そ
の
当
時
没
落
せ
し
め
る
に
至
っ
た
最
も
重
大
な
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
デ
ボ
ー
リ
ン
の
如
き
は
か
く
の
如
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
然
哲
学
を
新
し
い
形
で
復
活
せ
し
め
よ
う
と
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し
て
い
る
か
の
如
く
に
見
え
る
。
こ
の
企
図
と
雖
も
、固
よ
り
、若
し
そ
れ
が
「
自
然
科
学
」
以
外
に
別
個
な
「
自

然
哲
学
」
の
存
在
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
全
く
無
意
味
な
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
多
く
の
興
味
を
喚
び

起
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
自
然
哲
学
」
の
存
在
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
マ

ル
ク
ス
主
義
者
が
弁
証
法
的
自
然
観
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
私
に
は
理
解
し
難
き
こ
と
で
あ
る
。
私

は
自
然
弁
証
法
が
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
一
つ
の
重
大
な
傷
口
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
を
恐
れ
る
。

さ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
が
現
代
の
自
然
科
学
の
諸
結
果
を
も
っ
て
自
己
の
唯
物
弁
証
法
の
た
め
に
有
利
な

証
拠
を
与
え
る
も
の
と
幻
想
す
る
に
至
る
理
由
は
次
の
点
に
隠
さ
れ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
等
は
第
一
に
、
弁
証

法
と
「
有
機
体
説
」（O

rganologie
）
と
を
、
第
二
に
、
弁
証
法
と
「
微
分
法
」（Infinitesim

alm
ethode

）
と
を

区
別
し
て
い
な
い
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
れ
ら
の
区
別
は
甚
だ
大
切
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
従
来
殆
ど
注
意
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
私
は
既
に
簡
単
に
取
扱
っ
て
お
い
た
。＊

第
二
の
区
別
に
つ
い

て
も
、
私
は
最
近
論
文
を
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
蓋
し
微
分
法
に
於
て
は
変
量
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
か

ら
、
こ
の
も
の
は
弁
証
法
と
混
同
さ
れ
易
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
両
者
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私

は
今
こ
こ
に
こ
の
あ
ま
り
に
専
門
的
な
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
で
、
た
だ
次
の
事
実
に
注
意
し
て
お
こ

う
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
（
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
を
頭
領
と
す
る
）
の
如
き
は
、
弁
証
法
や
ヘ
ー
ゲ
ル
を
形
面
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上
学
的
で
あ
る
と
し
て
排
斥
し
つ
つ
、
別
に
微
分
論
理
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
。
コ
ー
ヘ
ン
の
如
き
は
微
分
論

理
の
立
場
か
ら
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』
を
書
い
て
い
る＊
＊。

そ
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
コ
ー
ヘ
ン
を
初

め
と
し
て
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
人
々
は
、
微
分
論
理
こ
そ
近
代
の
自
然
科
学
に
最
も
確
実
な
基
礎
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊
拙
著
『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』
の
中
に
於
け
る
「
有
機
体
説
と
弁
証
法
」
な
る
論
文
【
本
全
集
第
三
巻
収
録
】
参
照
。

＊
＊
私
は
こ
の
大
著
の
一
部
分
を
訳
し
て
雑
誌
に
連
載
し
た
こ
と
が
あ
る
。
追
っ
て
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
筈
に

な
っ
て
い
る
。【『
三
木
清
研
究
資
料
集
成　

第
２
巻
』
ク
レ
ス
出
版
】

こ
こ
に
於
て
我
々
に
は
弁
証
法
の
妥
当
範
囲
に
つ
い
て
論
及
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
こ
の
問
題

に
つ
い
て
も
私
は
既
に
私
の
意
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。＊

そ
の
と
き
私
は
形
式
論
理
学
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の

の
固
有
な
る
領
域
が
「
本
質
存
在
」
で
あ
る
に
対
し
て
、
弁
証
法
に
と
っ
て
の
固
有
な
る
領
域
は
「
現
実
存
在
」

で
あ
る
と
い
う
風
に
規
定
し
て
お
い
た
。
私
は
こ
こ
で
は
哲
学
的
な
議
論
に
這
入
る
こ
と
な
し
に
、
ひ
と
つ
の
実

例
を
と
っ
て
簡
単
に
私
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
示
そ
う
。

＊　

拙
稿
「
形
式
論
理
学
と
弁
証
法
」（『
理
想
』
本
年
四
月
号
）【
本
全
集
第
三
巻
収
録
】
参
照
。

極
め
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
例
を
と
ろ
う
。
今
コ
ツ
プ
の
水
を
次
第
に
熱
し
て
行
く
場
合
、
そ
れ
は
、
五
十
度
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に
熱
す
る
も
八
十
度
に
熱
す
る
も
、
九
十
度
或
い
は
九
十
九
度
ま
で
熱
す
る
も
、
依
然
と
し
て
液
体
で
あ
る
。
然

る
に
そ
れ
を
百
度
ま
で
熱
す
る
と
き
、
水
は
こ
れ
ま
で
の
液
体
の
状
態
か
ら
突
如
と
し
て
変
じ
て
気
体
に
な
る
。

こ
れ
は
弁
証
法
に
云
う
量
か
ら
質
へ
の
飛
躍
的
な
転
化
の
例
と
し
て
最
も
屡
々
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
自
然
科
学
者
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
場
合
、
こ
れ
を
弁
証
法
的
に
理
解
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
化

学
者
に
よ
れ
ば
、
水
と
はH

2 O

で
あ
る
。
即
ち
酸
素
と
水
素
と
の
合
成
物
で
あ
る
。
そ
れ
が
液
体
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
が
気
体
に
な
ろ
う
が
、
水
は
水
と
し
てH

2 O

で
表
さ
れ
る
。
こ
れ
は
自
然
科
学
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
が

質
的
な
も
の
を
量
的
な
も
の
に
還
元
す
る
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
水
をH

2 O

で
も
っ
て
表
す
の
は
水
を
作

る
と
い
う
見
地
か
ら
も
大
切
で
あ
る
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
く
自
然
科
学
者
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が
弁
証

法
的
過
程
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
何
等
の
弁
証
法
を
も
認
識
し
な
い
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
我
々
は
こ
の
例
を
も
ま
た
一
つ
の
弁
証
法
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
得
な
い
の
で
は
な
い
。
他
の

見
地
か
ら
は
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
即
ち
我
々
は
質
を
量
に
還
元
す
る
と
こ
ろ
の
自
然
科
学
的
立
場
を
去
っ

て
、
む
し
ろ
質
を
認
め
る
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
我
々
の
「
感
性
」
に
権
利
を
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
私
が
「
現
実
存
在
」
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
に
感
性
的
な
存
在
で
あ
る
。
蓋
し
人
間
の
感
性
に
と
っ

て
は
水
と
蒸
気
と
は
明
ら
か
に
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
が
後
者
に
な
る
こ
と
は
ひ
と
つ
の
飛
躍
的
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手
記

変
化
と
し
て
映
ず
る
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
云
う
「
感
性
」
は
単
に
知
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
は
な

ら
ぬ
。
人
間
の
感
性
は
、
そ
の
現
実
に
於
て
は
、
私
が
「
状
態
性
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
と
つ
ね
に
結
び
付
い

て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
我
々
が
現
実
の
生
活
に
於
て
出
会
い
、
知
覚
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
事
物
は
、
単
に
「
対
象
」

で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
つ
ね
に
或
る
気
分
、
或
る
感
じ
等
、
一
般
に
我
々
の
生
と
そ
れ
が
交
渉
す
る
意
味
を

直
接
に
担
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
の
用
語
に
従
え
ば
、「
対
象
的
存
在
」
で
は
な
く
し

て
「
交
渉
的
存
在
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
例
え
ば
、
我
々
は
我
々
の
生
活
に
於
て
、
単
に
バ
ラ
の
花
な

る
対
象
を
見
出
す
の
で
な
く
、「
愛
ら
し
い
」
バ
ラ
の
花
に
出
会
う
。
こ
れ
に
反
し
て
或
る
他
の
花
は
「
憎
ら
し
い
」

花
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
存
在
す
る
も
の
は
直
接
に
凡
て
生
と
交
渉
す
る
と
こ
ろ
の
意
味
を
も
っ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
事
物
は
そ
の
弁
証
法
的
性
質
を
担
う
に
至
る
の
で
あ
る
。
存
在
は
人
間

の
生
活
の
中
へ
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
限
り
弁
証
法
的
で
あ
る
。
人
間
の
生
活
を
捨
象
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
弁

証
法
は
な
い
。
従
っ
て
私
が
こ
れ
ま
で
屡
々
主
張
し
て
来
た
通
り
、
弁
証
法
の
固
有
な
る
領
域
は
人
間
の
生
活
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
或
る
哲
学
者
た
ち
が
弁
証
法
を
も
っ
て
「
思
惟
の
論
理
」
と
せ
ず
、「
感
情
ま
た
は
意
志
の
論

理
」
と
見
做
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
若
し
弁
証
法
の
行
わ
れ
る
範
囲
が
私
の
云
う
「
対
象
的
存
在
」
で
な
く
、「
交

渉
的
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
た
な
ら
ば
、
あ
な
が
ち
理
由
の
な
い
こ
と
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
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し
て
私
が
弁
証
法
の
妥
当
範
囲
と
し
て
規
定
し
た
と
こ
ろ
の
「
現
実
存
在
」
は
単
に
感
性
的
存
在
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
ま
た
「
交
渉
的
存
在
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
は
弁
証
法
の
存
在
に
対
す
る
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
き
普
遍
的
な
妥
当
を
主
張
す
る
。
こ
れ
に
反

し
て
私
は
弁
証
法
の
妥
当
し
得
る
範
囲
を
主
と
し
て
現
実
存
在
に
限
定
す
る
。
従
っ
て
例
え
ば
、
本
質
存
在
の
領

域
に
対
し
て
或
い
は
ま
た
対
象
的
存
在
の
領
域
に
対
し
て
は
、
弁
証
法
は
本
来
の
意
味
に
於
て
は
妥
当
し
得
な
い

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
自
然
科
学
に
於
て
取
扱
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
自
然
」
な
る
も
の
は
、
私
の
云
う
「
対
象
的

存
在
」
の
領
域
に
属
す
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
よ
う
な
自
然
に
関
し
て
は
弁
証
法
は
そ
の
研
究
の
方
法
と
は
な
り
得

な
い
の
で
あ
る
。

昭
和
五
年
九
月
三
日

豊
多
摩
刑
務
所
に
於
て

三
木
清

戸
沢
検
事
殿
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第
一
章　

人
間
学
の
概
念

一

哲
学
的
学
科
に
就
い
て
は
、叙
述
の
初
め
に
そ
の
学
の
定
義
を
掲
げ
る
と
い
う
普
通
の
形
式
が
用
い
ら
れ
な
い
、

と
ひ
と
は
屡
々
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
、
或
は
特
に
、
人
間
学
に
於
て
し
か
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え

得
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
学
の
場
合
、
最
初
に
そ
の
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
、
こ
の
学
の
性
質
上
不
可
能
ま
た
は
無

意
味
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

先
ず
人
間
学
は
人
間
の
研
究
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
形
式
的
な
定
義
に
満
足
し
よ
う
と
し
て
も
、
こ
こ
で
学
の

対
象
を
指
す
人
間
そ
の
も
の
が
実
は
他
の
者
の
よ
う
に
定
義
し
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
物
を
定
義
す
る
に
は
、
そ
の

類
概
念
と
種
差
と
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
定
義
は
最
近
接
類
概
念
に
種
差
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
、

と
論
理
学
教
科
書
に
は
書
か
れ
て
い
る
。然
る
に
人
間
学
に
謂
う
人
間
は
か
く
の
如
き
定
義
の
形
式
に
嵌
ら
な
い
。



一
二
八

第
一
章
　
人
間
学
の
槪
念

他
の
物
と
同
じ
仕
方
で
定
義
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
寧
ろ
人
間
学
に
於
け
る
人
間
の
最
初
の
定
義
で
あ
る
と
云

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
う
ち
に
人
間
の
ひ
と
つ
の
根
本
的
な
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。
固

よ
り
人
間
を
類
概
念
と
種
差
と
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
が
一
般
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ

そ
の
よ
う
な
定
義
に
入
る
人
間
の
研
究
は
、
我
々
が
い
ま
取
扱
お
う
と
す
る
人
間
学
で
な
く
、
人
類
学
の
如
き
科

学
で
あ
る
。
人
類
学
の
如
き
は
人
間
を
他
の
者
と
同
じ
仕
方
で
定
義
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
併
し
現
実
の
人

間
は
決
し
て
単
に
そ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
得
る
も
の
で
な
い
と
こ
ろ
に
、
人
類
学
な
ど
の
科
学
と
は
異
な
る
人
間

学
の
存
在
す
る
理
由
が
あ
る
。
人
類
学
と
人
間
学
と
は
共
に “A

nthropologie” 

と
い
う
語
を
も
っ
て
表
さ
れ
る

が
、
学
的
性
質
を
異
に
し
、
我
々
の
意
味
す
る
人
間
学
は
自
然
科
学
的
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
で
な
く
、
寧
ろ
人
々

が
特
に
哲
学
的
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
名
附
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

人
間
が
か
よ
う
に
伝
統
的
論
理
学
の
教
え
る
定
義
の
形
式
に
嵌
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
論
理
が
つ
ま
り

客
体
的
も
し
く
は
対
象
的
論
理
で
あ
り
、
然
る
に
人
間
は
単
に
客
体
的
に
把
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て

主
体
的
に
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
人
間
学
の
、
人
類
学
、
生
理
学
、
心
理

学
等
の
諸
科
学
か
ら
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
立
場
が
あ
る
。
こ
れ
ら
他
の
諸
科
学
は
も
と
人
間
に
就
い
て
の
対
象

的
な
認
識
で
あ
る
に
反
し
、
人
間
学
は
人
間
の
主
体
的
な
把
握
で
あ
る
。
人
間
が
定
義
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
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は
、
例
え
ば
、
彼
が
自
然
の
体
系
の
中
で
最
高
の
位
置
を
占
め
る
と
い
う
が
如
き
理
由
に
よ
る
の
で
な
い
。
リ
ン

ネ
は
人
間
を
脊
柱
＝
哺
乳
動
物
の
尖
端
と
称
し
た
。
た
と
い
こ
の
よ
う
に
人
間
に
全
生
物
界
の
尖
端
た
る
の
栄
位

が
与
え
ら
れ
た
に
せ
よ
、
尖
端
は
な
お
そ
れ
が
そ
の
尖
端
で
あ
る
も
の
に
属
し
、
従
っ
て
脊
柱
＝
哺
乳
動
物
の
概

念
は
人
間
の
類
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
の
種
差
と
し
て
は
直
立
歩
行
、
大
脳
の
発
達
な
ど
を
挙
げ
得
る
で
あ
ろ
う
。

人
間
が
定
義
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
存
在
が
形
式
論
理
を
も
っ
て
は
把
握
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
し
て
そ
れ
が
弁
証
法
的
に
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
固
よ
り
人
間
を
主
体

的
に
把
え
る
と
云
っ
て
も
客
体
的
な
見
方
を
全
く
排
除
す
る
こ
と
で
あ
り
得
な
い
。
弁
証
法
も
対
象
的
論
理
を
そ

の
契
機
と
し
て
含
む
よ
う
に
、客
体
的
な
見
方
を
含
む
の
で
な
け
れ
ば
主
体
的
な
見
方
も
単
に
主
観
的
で
あ
っ
て
、

真
に
主
体
的
と
は
云
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

従
来
、
人
間
を
動
物
と
の
区
別
に
於
て
規
定
す
る
こ
と
が
極
め
て
普
通
に
行
わ
れ
て
来
た
。
人
間
定
義
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
の
多
く
は
、
か
の
理
性
的
動
物
と
い
う
有
名
な
定
義
を
初
め
と
し
て
、
つ
ね
に
そ
の
規
定
の
中
へ

動
物
の
概
念
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。
そ
の
場
合
、
一
見
、
動
物
を
類
概
念
と
し
て
人
間
を
種
差
的
に
規
定
す
る
と

い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。ま
こ
と
に
人
間
は
種
々
の
点
に
於
て
他
の
動
物
と
相
違
し
て
お
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
こ
の
種
の
様
々
な
人
間
定
義
が
可
能
で
あ
り
、
事
実
そ
の
よ
う
な
人
間
定
義
の
多
数
が
歴
史
に
於
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て
見
出
さ
れ
る
。
人
間
は
社
会
的
動
物
で
あ
る
、
―
―
人
間
は
道
具
を
作
る
動
物
で
あ
る
、
―
―
等
々
の
た
ぐ
い

で
あ
る
。
然
る
に
二
つ
の
物
の
間
の
差
異
を
知
る
に
は
比
較
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
比
較
に
は
比
較
の
見
地
が
必
要
で

あ
る
。
そ
し
て
人
間
と
動
物
と
の
比
較
に
於
て
種
々
の
見
地
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
う
ち
何
を
重
要
と

し
、
本
質
的
と
見
る
か
が
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
勿
論
、
他
の
諸
科
学
に
と
っ
て
は
自
己
の
認
識
目

的
に
照
し
て
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
人
間
学
は
そ
れ
ら
諸
科
学
の
い
ず
れ
と
も
同
じ
で
な

く
、
ま
た
そ
れ
ら
の
知
識
の
掻
き
集
め
で
も
あ
り
得
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
人
間
学
に
と
っ
て
本
質
的
な
見
地
は

如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
人
生
観
に
依
存
す
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
と
き
人
生
観
と
云
わ

れ
る
も
の
は
人
間
の
客
体
的
な
、
従
っ
て
比
較
的
な
見
方
に
基
づ
く
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
自
己
理
解
も
し

く
は
自
覚
、
そ
れ
故
に
主
体
的
な
把
握
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
実
際
、
従
来
の
人
間
定
義
に
於
て

人
間
と
動
物
と
の
区
別
に
関
し
何
が
本
質
的
と
見
ら
れ
た
か
は
、
各
時
代
の
人
間
自
覚
の
異
な
る
に
応
じ
て
異
な

っ
て
い
る
。
か
か
る
人
間
自
覚
が
人
間
学
と
云
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
動
物
と
の
比
較
に
於
て
規
定
さ
れ
て

い
る
が
如
き
人
間
定
義
も
、
実
は
単
純
に
客
体
的
な
規
定
で
あ
る
の
で
な
く
、
根
源
的
に
は
そ
の
時
代
の
人
間
の

自
覚
に
基
づ
き
、
従
っ
て
一
個
の
人
間
学
を
現
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
な
お
動
物
に
対
す
る
区
別
が
問
題

に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
適た
ま
た
ま々

、
自
覚
の
本
来
の
性
質
が
他
者
に
対
し
て

0

0

0

0

0

0

（
こ
こ
で
は
動
物
に
対
し
て
）
自
己
を
知
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る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

［1i i
か
よ
う
に
し
て
ま
た
動
物
の
概
念
を
持
ち
出
し
て
い
る
従
来
の
人
間
定
義
も
、
そ
の
意
味
に
立
ち
入
る
な

ら
ば
、
多
く
の
場
合
、
単
に
類
概
念
と
種
差
と
に
よ
る
規
定
を
現
す
の
で
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
理
性
的
動
物
と
い
う
定
義
に
於
て
、
理
性
は
あ
る
神
的
な
も
の
と
見
ら
れ
、
人
間
は
理
性
を
有
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
最
早
や
動
物
の
類
に
属
せ
ず
、
こ
れ
を
越
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
動
物
の
概
念
は

厳
密
に
は
類
概
念
で
な
く
、
寧
ろ
人
間
は
動
物
で
あ
る
と
同
時
に
動
物
で
な
い
と
い
う
弁
証
法
的
な
意
味
が
こ
の

定
義
の
う
ち
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
と
も
解
釈
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
純
粋
に
客
体
的
に
見
て
ゆ
け
ば
、
人
間
と
動
物

と
の
区
別
も
程
度
上
の
も
の
、
相
対
的
な
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
理
性
の
如
き
も
要
す
る
に
意
識
の
一
種
で

あ
り
、
意
識
は
動
物
に
も
存
す
る
と
す
れ
ば
、
両
者
の
区
別
は
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
る
に

事
実
と
し
て
は
、
単
に
理
性
や
思
惟
の
み
で
な
く
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
意
識
は
、］
そ
の
う
ち
如
何
に
低
級
と
さ

れ
る
も
の
も
、
ま
さ
に
人
間
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
動
物
の
意
識
と
は
性
格
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
ひ

と
は
人
間
の
動
物
的
衝
動
な
ど
と
云
う
。
こ
の
言
葉
は
、
比
喩
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
不
正
確
に

語
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
動
物
的
衝
動
を
有
す
る
の
で
な
く
、
た
だ
人
間
的
衝
動
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
も

i
　
以
下
ゴ
シ
ッ
ク
体
［
］
は
校
異
の
あ
る
対
象
文
、
明
朝
体
［
］
で
括
っ
た
小
文
字
（
或
い
は
中
楷
書
）
は
校
異
で
あ
る
。



一
三
二

第
一
章
　
人
間
学
の
槪
念

の
は
外
的
機
能
に
於
て
如
何
に
動
物
的
衝
動
と
類
似
す
る
に
せ
よ
、
性
格
的
に
そ
れ
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
人

間
的
衝
動
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
で
あ
り
、
ま
た
人
格
化
さ
れ
て
い
る
。
動
物
と
人
間
と
の
差
異
に
就
い
て
語
る
な

ら
は
、
両
者
は
或
る
一
点
に
於
て
の
み
で
な
く
、
全
存
在
に
於
て
、
全
活
動
に
於
て
異
な
っ
て
い
る
。［2
固
よ

り
人
間
は
一
方
ど
こ
ま
で
も
動
物
に
属
す
る
、併
し
同
時
に
彼
は
他
方
ど
こ
ま
で
も
動
物
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。

「
人
間
は
天
使
で
も
な
け
れ
ば
獣
で
も
な
い
」、
と
パ
ス
カ
ル
は
云
っ
た
。
従
来
の
人
間
定
義
の
、
よ
し
凡
て
に
で

な
く
て
も
大
多
数
に
共
通
な
内
容
と
し
て
、
我
々
は
「
中
間
者
」m

edium
 

と
い
う
規
定
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

か
の
理
性
的
動
物
と
い
う
人
間
観
念
を
破
棄
し
な
か
っ
た
デ
カ
ル
ト
の
如
き
も
、人
間
は
「
神
と
無
と
の
中
間
者
」

で
あ
る
と
見
做
し
た
。
ま
こ
と
に
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
等
か
の
哲
学
の
発
見
で
あ
る
よ
り

も
我
々
の
現
実
の
生
活
に
於
け
る
基
礎
経
験
に
属
し
、
種
々
の
哲
学
は
こ
の
基
礎
経
験
の
種
々
の
仕
方
に
於
け
る

理
論
的
解
釈
に
過
ぎ
な
い
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
も
し
中
間
者
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
根
本
的
規
定
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
は
類
概
念
と
種
差
と
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
得
る
も
の
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
中
間
者
と
い
う

こ
と
が
単
な
る
混
合
ま
た
は
量
的
な
中
間
で
な
く
、
人
間
の
性
質
的
な
全
体
的
な
規
定
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

内
面
的
に
矛
盾
す
る
も
の
を
同
時
に
含
む
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
弁
証
法
的
に
の
み
把
握
さ

れ
得
る
規
定
で
あ
る
。
人
間
と
は
矛
盾
に
充
ち
た
存
在
で
あ
る
。］
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［1
こ
の
よ
う
に
し
て
動
物
の
概
念
を
持
ち
出
し
て
い
る
人
間
定
義
も
多
く
の
場
合
、
そ
の
意
味
に
立
入
っ
て
考
え

る
と
き
、
単
に
種
差
的
な
規
定
を
現
す
の
で
な
く
、
却
っ
て
既
に
或
る
弁
証
法
的
な
意
味
を
指
示
し
て
い
る
。
例

え
ば
理
性
的
動
物
と
い
う
定
義
に
於
て
、
理
性
は
神
的
な
も
の
と
見
ら
れ
、
人
間
は
理
性
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
最
早
動
物
の
類
に
属
せ
ず
、
遥
に
こ
れ
を
超
越
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
を
「
神
と
無
と
の
中
間
者
」

（
デ
カ
ル
ト
）
と
解
す
る
こ
と
に
も
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
純
粋
に
客
観
的
に
見
て
行
け
ば
、
人
間
と
動
物

と
の
区
別
も
程
度
上
の
も
の
、
相
対
的
な
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
理
性
の
如
き
も
、
自
然
科
学
的
心
理
学
に

於
て
考
え
ら
れ
る
如
く
、
意
識
の
一
種
で
あ
り
、
意
識
は
動
物
に
も
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
人
間
と
動
物
と
の
区

別
は
要
す
る
に
程
度
上
の
も
の
に
過
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
人
間
学
的
に
見
れ
ば
、
理
性
や
思
惟
ば

か
り
で
な
く
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
意
識
は
、］

［2
し
か
も
こ
の
こ
と
は
決
し
て
単
に
人
間
を
他
の
自
然
物
に
対
し
て
単
に
絶
対
化
す
る
こ
と
で
な
い
。
人
間
は
ど

こ
ま
で
も
動
物
を
越
え
る
と
共
に
ど
こ
ま
で
も
動
物
に
属
す
る
。
動
物
と
の
関
係
に
於
て
も
人
間
は
弁
証
法
的
に

規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
人
間
は
天
使
で
も
な
け
れ
ば
獣
で
も
な
い
」と
パ
ス
カ
ル
は
云
っ
た
。
人
間
を「
中
間
者
」

m
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と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
従
来
種
々
な
る
人
間
定
義
に
於
て
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
主
要
動
機
と
な
っ
て

い
る
。
然
る
に
中
間
者
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
場
合
相
反
す
る
も
の
を
同
時
に
含
む
と
い
う
意
味
に
考
え
ら
れ
て

お
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
量
的
な
中
間
と
し
て
で
な
く
、
質
的
な
、
弁
証
法
的
な
規
定
に
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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真
に
そ
の
意
味
を
現
し
得
る
も
の
で
あ
る
。］

二

人
間
学
と
他
の
科
学
と
の
相
違
は
別
の
方
面
か
ら
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
学
に
於
て
は
知

ら
れ
る
も
の
も
知
る
も
の
も
共
に
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
人
間
学
が
人
間
の
学
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
地
質
学

が
地
質
に
就
い
て
の
学
で
あ
る
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
に
謂
う
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス

（a[nqrw
poV 

人
間
）
と
ロ
ゴ
ス
（lovgoV 

思
惟
、
学
）
と
は
全
く
内
面
的
に
結
び
附
い
て
い
る
。
ロ
ゴ
ス
は
人
間

の
本
質
を
形
作
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
学
に
於
て
は
学
と
対
象
と
は
外
か
ら
結
び
附
く
の
で
な
い
故
に
、
こ
の
学

を
そ
の
対
象
の
規
定
と
切
り
離
し
て
方
法
の
方
面
か
ら
予
め
定
義
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る
。
人

間
学
は
人
間
に
就
い
て

0

0

0

の
学
で
な
く
、
人
間
の
自
己
理
解
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
対
象
と
方
法
と
を
分
離
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
人
間
学
そ
の
も
の
が
実
は
人
間
学
的
研
究
の
内
容
を
な
す
人
間
の
根
本
的
規
定
か
ら
、
言
い
換
え

れ
ば
自
覚
の
事
実
か
ら
、
導
き
出
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
生
理
学
、
心
理
学
、
そ

の
他
、
人
間
に
就
い
て
の
科
学
が
我
々
に
と
っ
て
可
能
と
な
る
理
由
も
、
我
々
の
存
在
の
性
質
か
ら
明
ら
か
に
さ

れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
も
ま
た
人
間
の
存
在
の
ひ
と
つ
の
［
存
在
の
仕
方
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。］

［
存
在
の
仕
方
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
人
間
学
は
人
間
の
自
己
理
解
の
根
本
的
な
意
味
に
於
て
、
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人
間
に
就
い
て
の
他
の
種
々
な
る
学
と
は
区
別
さ
れ
る
。］

か
く
て
人
間
学
は
自
覚
の
事
実
に
深
く
根
差
し
て
い
る
。
然
る
に
若
し
自
覚
に
し
て
、
そ
の
う
ち
に
こ
の
学
も

基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
が
如
き
、
人
間
に
於
け
る
原
始
的
な
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
自
己
理
解
は
既
に

こ
の
学
以
前
に
、
ま
た
こ
の
学
以
外
の
領
域
に
於
て
も
存
在
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
覚
は
人
間
の
人
間

と
し
て
の
根
本
的
規
定
で
あ
る
。
ひ
と
は
誰
も
、
あ
か
ら
さ
ま
に
人
間
の
研
究
を
始
め
る
ま
で
も
な
く
、
人
間
を

知
っ
て
い
る
。
何
人
も
自
己
に
就
い
て
、
他
の
人
間
に
就
い
て
、
人
生
一
般
に
就
い
て
、
或
る
理
解
を
も
っ
て
い

る
。
か
か
る
人
間
理
解
を
既
に
人
間
学
と
称
す
べ
き
理
由
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
学
は
差
当
り
何
等
か
の

学
的
研
究
で
あ
る
よ
り
も
生
に
属
し
て
い
る
。
第
一
次
の
人
間
学
は
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
生
の
一
契

機
で
あ
り
、
生
そ
の
も
の
に
於
て
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
直
接
に
生
の
聯
関
の
内
部
に
於
て
そ
の
機
能
を
営
む
。
如

何
な
る
人
間
も
自
己
の
生
活
経
験
に
基
づ
く
或
る
人
間
解
釈
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
解
釈
は
彼
の
生
活
の
仕
方
に

絶
え
ず
作
用
し
て
い
る
。
生
と
生
の
理
解
と
は
直
接
の
統
一
に
於
て
あ
る
。
凡
て
の
人
間
は
人
間
で
あ
る
と
同
時

に
人
間
学
者
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
学
以
前
の
人
間
理
解
に
於
て
も
い
わ
ば
二

つ
の
層
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
ず
人
間
智

0

0

0

と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
誰
も
世
態
人
情
に
就
い
て
、様
々

な
人
間
の
性
格
や
心
理
に
就
い
て
、
或
る
理
解
、
或
る
判
断
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
知
識
は
我
々
の
実
生
活
に
つ
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ね
に
伴
い
、
そ
れ
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
人
間
智
よ
り
も
い
わ
ば
一
層
深
い
層
に

人
生
観

0

0

0

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
に
人
生
観
と
は
個
々
の
人
間
に
就
い
て
の
個
々
の
知
識
で
な
く
、
人
間
の
起

原
、
本
質
、
運
命
等
に
関
す
る
全
体
的
な
直
観
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
た
固
よ
り
何
等
か
学
的
に
組
織
さ
れ
た
人

生
論
の
こ
と
で
は
な
い
。
誰
も
か
く
の
如
き
意
味
に
於
け
る
哲
学
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
凡
て
の
人
に
於
て
意

識
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
人
間
の
生
に
深
く
根
差
し
、
一
切
の
人
間
的
行
為
は
そ
の
行
為
者
の
抱
懐
す
る
人

生
観
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
現
す
と
も
云
わ
れ
得
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
智
を
そ
の
底
か
ら
規
定
し

て
い
る
ほ
ど
根
柢
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
生
観
は
人
間
智
を
そ
の
根
柢
に
於
て
規
定
し
つ
つ
、
他
方
ま
た
人
生
観

は
人
間
智
に
影
響
さ
れ
る
。
具
体
的
な
人
間
智
は
人
生
観
と
結
び
附
い
て
い
る
よ
う
に
、
現
実
的
な
人
生
観
は
人

間
智
と
結
び
附
い
て
い
る
。
人
間
智
と
人
生
観
と
の
区
別
及
び
関
係
は
、
学
的
認
識
の
秩
序
に
於
け
る
科
学
と
哲

学
と
の
区
別
及
び
関
係
に
類
似
し
て
い
る
。
宿
屋
の
番
頭
は
特
殊
な
鋭
い
人
間
智
を
有
す
る
、
け
れ
ど
も
彼
は
決

し
て
深
い
人
生
観
を
有
す
る
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
学
は
宿
屋
の
番
頭
の
知
識
の
如
き
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
哲
学
と
し
て
寧
ろ
こ
れ
ま
で
人
生
観
と
呼
ば
れ
た
も
の
に
相
当
す
る
。
し
か
も
特
に
人
間
学
と
名
附

け
ら
れ
る
所
以
は
、
そ
れ
が
従
来
の
哲
学
に
於
て
考
え
ら
れ
た
人
生
論
の
如
く
抽
象
的
で
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
な
哲
学
に
対
す
る
飽
く
こ
と
な
き
要
求
こ
そ
実
に
人
間
学
の
根
本
的
な
動
機
で
あ
る
。
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然
る
に
具
体
的
で
あ
る
た
め
に
は
人
間
学
は
人
間
智
と
結
び
附
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
的
人
生
論
に
欠
け
易
い
の

は
人
間
智
の
方
面
で
あ
り
、
反
対
に
実
社
会
の
実
際
的
人
間
智
に
は
と
か
く
人
生
観
的
反
省
が
乏
し
い
。
人
間
学

は
学
的
自
覚
に
高
め
ら
れ
た
人
間
智
と
人
生
観
と
の
綜
合
的
統
一
で
あ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
の

如
く
人
間
智
と
人
生
観
と
の
区
別
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
そ
の
存
在
に
於
て
二
重
の
存
在
の
仕
方
を

有
す
る
と
い
う
こ
と
を
現
す
ひ
と
つ
の
場
合
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
生
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
第
一
次
の
人
間
学
に
対
し
て
、人
間
学
の
次
の
領
域
が
あ
る
。
こ
の
領
域
は
、

そ
れ
が
外
的
に
は
生
と
、
一
方
で
は
芸
術
、
他
方
で
は
哲
学
と
、
の
間
に
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
附
け
ら
れ

る
。
そ
れ
は
生
そ
の
も
の
に
属
せ
ず
、
寧
ろ
生
の
表
現
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
体
験
と
表
現
と
は
こ
こ
で
は
特
殊
な

仕
方
で
結
び
附
い
て
い
る
。
ひ
と
は
自
己
の
有
す
る
人
間
智
や
人
生
観
を
言
語
的
表
現
に
持
ち
来
た
す
。
こ
の
表

現
は
、
或
は
な
か
ば
哲
学
的
で
あ
り
、
或
は
な
か
ば
文
学
的
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
が
自
己
自
身

に
就
い
て
、
ま
た
は
彼
が
親
し
く
交
渉
せ
る
世
間
に
就
い
て
語
る
言
葉
は
、
一
般
的
な
諸
反
省
、
諸
考
察
を
含
ん

で
い
る
が
、
し
か
も
な
お
つ
ね
に
彼
の
生
の
経
験
に
結
び
附
き
、
具
体
的
な
も
の
の
う
ち
に
留
ま
っ
て
い
る
。「
殆

ど
限
り
の
な
い
範
囲
の
文
学
」（
デ
ィ
ル
タ
イ
）
が
こ
の
よ
う
な
領
域
を
形
作
る
。
日
記
、
書
簡
、
旅
行
記
、
自

叙
伝
、
マ
キ
シ
ム
、
エ
ッ
セ
イ
、
等
、
広
義
の
文
学
の
特
殊
な
層
の
う
ち
に
我
々
は
そ
の
よ
う
な
豊
富
な
人
間
学
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を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
勝
れ
た
も
の
は
甚
だ
繊
細
な
、
ま
た
徹
底
し
た
人
間
理
解
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
認

識
の
具
体
性
の
故
に
、
こ
の
も
の
こ
そ
人
間
学
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
の
主
体
的

な
把
握
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
学
者
が
モ
ラ
リ
ス
ト
と
称
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
更
に
我
々
は
一
層
広
く
見
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
詩
は
「
生
そ
の
も
の
の
信
憑
す
べ
き
解
釈
」
で
あ
る
と

デ
ィ
ル
タ
イ
の
云
っ
た
よ
う
に
、
卓
越
せ
る
芸
術
は
卓
越
せ
る
人
間
解
釈
を
も
っ
て
い
る
。
宗
教
は
宗
教
で
、
人

間
の
起
原
、
本
質
、
運
命
等
に
就
い
て
、
自
己
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
を
与
え
て
い
る
。
か
よ
う
に
学
以
外

の
領
域
に
於
て
様
々
に
表
現
さ
れ
て
見
出
さ
れ
る
人
間
学
は
、
哲
学
的
人
間
学
に
と
っ
て
貴
重
な
資
料
と
な
り
得

る
で
あ
ろ
う
。

併
し
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
種
々
の
歴
史
科
学
、
社
会
科
学
が
ま
た
そ
の
根
柢
に
一
定
の
人
間
学
を
含
む

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
学
は
歴
史
的
社
会
的
実
在
に
関
す
る
一
切
の
科
学
の
現
実
的
基
礎
で
あ
る
と
云
い
得

る
。
歴
史
家
と
彼
が
そ
れ
か
ら
諸
々
の
歴
史
的
形
態
を
鼓
動
せ
る
生
命
に
喚
び
覚
ま
そ
う
と
す
る
史
料
と
の
間
に

は
つ
ね
に
人
間
性
の
ひ
と
つ
の
タ
イ
プ
が
立
っ
て
い
る
。
社
会
科
学
者
と
彼
の
研
究
す
る
現
実
と
の
間
に
も
何
等

か
の
人
間
学
が
介
在
し
、
そ
れ
が
彼
の
現
実
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
無
意
識
的
に
せ
よ
絶
え
ず
影
響
し
て
い
る
。
か

く
の
如
く
見
て
く
る
な
ら
ば
、［1
人
間
学
は
差
当
り
学
よ
り
も
根
源
的
な
事
実
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
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哲
学
的
人
間
学

ー
の
根
柢
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
し
て
前
者
は
後
者
を
規
定
す
る
と
い
う
関
係
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
に
於
け
る
人
間
学
は
ま
た
人
間
学
の
学
的
組
織
そ
の
も
の
を
も
そ
の
根
柢
に

於
て
規
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。］
各
々
の
哲
学
者
の
哲
学
は
彼
の
抱
く
人
生
観
の
相
違
に
従
っ
て
異
な
る

と
い
う
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る
が
、
種
々
な
る
人
間
学
の
体
系
の
差
異
も
そ
の
根
柢
に
含
ま
れ
る
直
接
的
な
人
間

学
の
相
違
に
依
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
、
自
己
の
有
す
る
人
生
観
を
学
的
に
反
省
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て

客
観
的
な
ら
し
め
る
こ
と
が
、
哲
学
の
、
従
っ
て
特
に
哲
学
的
人
間
学
の
任
務
で
あ
る
。
人
間
が
何
で
あ
る
か
は
、

我
々
が
あ
か
ら
さ
ま
に
、
学
的
に
研
究
す
る
に
先
立
っ
て
、
我
々
に
と
っ
て
直
接
に
分
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
直

接
に
分
っ
て
い
る
こ
と
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
同
じ
で
な
い
。
直
接
に
分
っ
て
い
る
も
の
を
方
法
的
自
覚

的
に
知
る
と
い
う
こ
と
が
哲
学
の
仕
事
で
あ
る
。
認
識
と
は
媒
介
さ
れ
た
知
識
で
あ
る
。
直
接
に
分
っ
て
い
る
も

の
は
そ
の
故
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
し
か
も
他
方
に
於
て
人
間
が
我
々
に
と
っ
て
既
に
何
等
か
の

仕
方
で
分
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
学
的
研
究
の
成
立
し
得
る
前
提
で
も
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
云
っ
た
如

く
、
ひ
と
は
悉
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
就
い
て
最
早
や
哲
学
し
な
い
と
同
様
に
、
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の

に
就
い
て
は
お
よ
そ
哲
学
す
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
知
ら
れ
て
い
る
と
共
に
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
哲

学
的
研
究
は
存
し
得
る
。［2
人
間
学
は
］
人
間
の
根
源
的
な
自
覚
存
在
性
に
基
づ
き
、
そ
の
発
展
で
あ
り
、
そ
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の
哲
学
的
顕
現
で
あ
る
。

［1
広
義
の
人
間
学
は
到
る
処
に
存
し
、
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
基
礎
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人

間
学
は
自
覚
の
原
始
的
事
実
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
学
よ
り
も
根
源
的
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
は
学
以
外
の
領
域
に

於
て
も
表
現
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
豊
富
な
表
現
は
そ
の
具
体
性
の
た
め
に
哲
学
的
人
間
学
に
と
っ
て
重

要
な
資
料
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
人
間
学
は
学
よ
り
も
根
源
的
な
事
実
と
し
て
人
間
学
の
学
的

組
織
を
も
そ
の
根
柢
に
於
て
規
定
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。］

［2
人
間
の
存
在
は
そ
の
存
在
理
解
を
含
み
、
人
間
が
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
と
は
こ
の
よ
う
に
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
自
覚
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
実
存
で
あ
る
。
人
間
学
は
自
覚
の
徹
底
を
措
い
て

な
い
。
自
覚
に
は
種
々
の
段
階
が
あ
る
、
人
間
学
は
］

［1
三

か
く
て
屡
々
云
わ
れ
る
如
く
、「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
言
葉
は
人
間
学
に
と
っ
て
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
凡
て
の
場
合
に
於
て
人
間
学
の
最
初
に
、
そ
し
て
更
に
最
後
に
掲
げ
ら
る
べ
き
格
言
で
あ
る
。
併

し
同
時
に
我
々
は
、
か
の
ひ
と
り
の
勝
れ
た
人
間
学
者
ゲ
ー
テ
が
こ
の
格
言
を
好
ま
な
か
っ
た
理
由
に
も
同
感
す
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る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
学
は
人
間
の
自
覚
で
あ
る
と
い
う
規
定
ほ
ど
正
し
い
も
の
も
な
い
が
、
ま
た
こ
の
規
定

ほ
ど
誤
解
を
生
じ
易
い
も
の
も
な
い
。
人
間
学
が
人
間
の
自
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
人
間
の
主
体
的

な
把
握
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
相
関
聯
し
た
規
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
人
間
学
が
人
間
を
主
体
的

に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
、
人
間
が
そ
の
存
在
に
於
て
単
に
客
体
で
な
く
却
っ
て
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
、
ま
た
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
け
れ
ば
そ
れ
は
主
観
的
な
見
方
に

過
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
当
然

含
ま
れ
て
い
る
。
併
し
自
覚
そ
の
も
の
は
単
に
意
識
論
的
に
で
な
く
存
在
論
的
に
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。］

［1　

二

人
間
学
は
人
間
の
自
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
正
し
く
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
規
定
ほ
ど
当
然

な
も
の
は
な
い
が
、
ま
た
こ
の
規
定
ほ
ど
間
違
い
を
起
し
易
い
も
の
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
差

当
り
人
間
学
の
立
場
に
関
し
誤
解
を
防
ぐ
に
必
要
な
限
り
、
自
覚
の
意
味
に
就
い
て
二
三
の
点
を
明
ら
か
に
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
。
自
覚
と
は
］

自
覚
と
は
自
己
が
自
己
を
知
る
こ
と
、
即
ち
自
己
意
識
を
意
味
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
自
己
意
識
を
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離
れ
て
自
覚
は
存
し
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
は
た
だ
知
的
な
意
味
に
の
み
解
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
デ
カ
ル
ト

は
ひ
た
す
ら
確
実
な
知
識
を
求
め
て cogito, ergo sum

（
私
は
考
え
る
、
故
に
私
は
在
る
）
と
い
う
命
題
で
表
さ

れ
た
自
覚
の
事
実
に
達
し
た
が
、
彼
に
於
て
自
覚
は
主
と
し
て
知
的
な
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
。
併
し
な
が
ら
現

実
の
人
間
に
と
っ
て
自
覚
は
、
そ
れ
か
ら
他
の
同
様
に
確
実
な
こ
と
を
推
論
し
得
る
た
め
に
純
粋
に
知
的
に
認
定

さ
る
べ
き
自
己
意
識
の
確
実
性
を
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
覚
の
哲
学
に
於
て
デ
カ
ル
ト
の
先
蹤
者
と
見
ら
れ

る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
私
は
私
が
存
在
し
生
活
す
る
の
を
知
る
」scio m

e esse et vivere 

と
記
し
て
い
る
。＊

こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
定
式
よ
り
も
却
っ
て
具
体
的
で
あ
る
。「
我
々
は
存
在
し
且
つ
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
、
そ

し
て
こ
の
存
在
と
知
と
を
愛
す
る
」N

am
 et sum

us et nos esse novim
us et id esse ac nosse diligim

us 

と
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ま
た
書
い
て
い
る＊
＊。

か
か
る
自
覚
を
基
と
し
て
彼
は
、
内
的
人
間 hom

o interior 

の
実
在
性

と
そ
の
無
限
に
豊
富
な
世
界
と
を
開
示
し
た
。
自
覚
は
我
々
の
全
存
在
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
我
々
の
自
覚
存

在
に
は
つ
ね
に
パ
ト
ス
が
伴
う
。
人
間
は
「
考
え
る
蘆
」
で
あ
る
、
ひ
と
は
パ
ス
カ
ル
が
か
よ
う
な
人
間
の
パ
ト

ス
を
如
何
に
深
く
表
現
し
た
か
を
想
い
起
す
で
あ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
自
覚
は
人
間
を
自
己
確
実
性
に
留
ま
ら
し

め
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
を
底
知
れ
ぬ
不
安
に
揺
り
動
か
す
も
の
で
あ
っ
た
。
自
覚
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な

も
の
で
な
く
、
ま
た
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
が
知
的
で
あ
る
に
反
し
て
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
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ビ
ラ
ン
の
人
間
学
は
内
面
的
感
情
に
基
づ
い
て
、
情
意
的
自
覚
の
事
実
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
る＊
＊
＊。

彼
は
デ
カ
ル

ト
の
「
私
は
考
え
る
、故
に
私
は
思
惟
す
る
物
も
し
く
は
実
体
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
、「
私
は
行
動
す
る
、

私
は
意
欲
す
る
、
或
は
私
は
私
に
於
て
行
動
を
意
識
す
る
、
故
に
私
は
原
因
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
、
故
に
私

は
原
因
も
し
く
は
力
と
し
て
在
る
、
ま
た
は
現
実
的
に
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
原
理
と
し
た
。「
内
的
感
覚

の
原
始
的
事
実
」le fait prim

itif du sens intim
e 

と
見
ら
れ
た
の
は
意
志
的
原
動
的
努
力
で
あ
る
。
意
欲
は
外
界

と
の
統
合
を
含
ん
で
い
る
、「
意
欲
は
精
神
の
単
純
な
、
純
粋
な
、
瞬
間
的
な
作
用
で
あ
る
、
そ
れ
に
於
て
、
も

し
く
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、こ
の
知
的
に
し
て
能
動
的
な
力
は
外
部
に
現
れ
、且
つ
自
己
自
身
に
内
面
的
に
現
れ
る
」。

即
ち
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
に
於
て
は
、
単
に
私
が
私
自
身
に
と
っ
て
あ
る
も
の
が
捉
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
自
己
自

身
に
於
け
る
存
在
の
肯
定
が
引
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
に
反
し
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
は
、
意
欲
し
努
力
す

る
自
己
、
単
に
自
己
自
身
に
於
て
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
た
だ
抵
抗
す
る
も
の
と
取
組
む
こ
と
に
於
て
の
み
意

欲
し
努
力
し
得
る
自
己
が
見
出
さ
れ
る
関
係
の
秩
序
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
。
併
し
な
が
ら
彼
の
人
間

学
も
な
お
現
実
の
行
為
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
は
云
え
な
い
。
彼
の
研
究
は
内
的
感
覚
或
は
内
面
的
経
験
の
立
場

に
置
か
れ
、
そ
こ
に
現
れ
る
内
的
人
間
の
分
析
に
局
限
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
人
間
学
も
要
す
る
に
内
省
心
理
学
の

如
き
も
の
に
終
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現
実
の
行
為
は
意
識
を
越
え
、
内
的
世
界
か
ら
脱
け
出
る
。
行
為
が
そ
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れ
に
よ
っ
て
内
的
世
界
か
ら
脱
け
出
る
も
の
は
身
体
で
あ
り
、
身
体
性
の
原
理
を
無
視
し
て
行
為
は
考
え
ら
れ
な

い
。
真
の
行
為
は
も
ち
ろ
ん
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。［2
併
し
行
為
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で

な
く
て
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
内
的
で
あ
る
と
共
に
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
単
に
内
か
ら
知
ら

れ
得
る
も
の
で
な
い
。
も
し
心
理
が
行
為
の
原
因
で
あ
る
と
云
う
な
ら
ば
、
逆
に
行
為
が
心
理
の
原
因
で
あ
る
と

云
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
内
的
人
間
で
あ
る
と
共
に
外
的
人
間
で
あ
る
。
自
己
が
何
で
あ
る
か
を

我
々
は
自
己
に
就
い
て
の
瞑
想
に
よ
っ
て
知
り
得
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
行
為
に
於
て
我
々
は
自
己
を
知
り
得
る

の
で
あ
る
。
我
々
の
存
在
に
は
我
々
の
主
観
的
な
自
己
理
解
に
関
わ
ら
な
い
客
観
的
な
意
味
が
あ
る
。

然
る
に
も
し
自
覚
が
単
な
る
自
己
意
識
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
主
体
的
と
云
っ
て
も
た
だ
主
観
的
で
あ
る
の
と
異

な
る
こ
と
な
く
、
人
間
学
は
］
主
観
主
義
も
し
く
は
自
我
主
義
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
主
観
の
概
念
は

客
観
の
概
念
に
対
し
て
い
る
。
主
観
で
あ
る
の
は
自
己
で
あ
り
、
物
は
固
よ
り
自
己
以
外
の
他
の
人
間
も
凡
て
主

観
に
対
す
る
客
観
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
主
観
が
個
人
的
自
我
と
見
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
超
個
人
的
自
我

と
見
ら
れ
る
か
は
、
さ
し
て
問
題
で
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
自
己
が
主
観
で
あ
っ
て
、
他
の
一
切
は
こ
れ
に
対
し

悉
く
客
観
と
見
做
さ
れ
る
。
自
覚
が
知
識
の
立
場
に
於
て
語
ら
れ
る
場
合
、
普
通
に
か
く
の
如
き
主
観
の
概
念
と

結
合
し
て
い
る
。
そ
れ
は
認
識
論
的
立
場
に
纏
わ
り
易
い
偏
見
で
あ
り
、
観
念
論
は
そ
れ
の
避
け
難
い
帰
結
で
あ
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ろ
う
。
然
る
に
現
実
に
於
て
主
体
で
あ
る
の
は
単
に
自
己
の
み
で
な
く
、
他
の
人
間
も
同
じ
く
主
体
で
あ
る
。
主

体
の
概
念
は
、
自
己
が
主
観
と
し
て
他
の
凡
て
の
客
観
に
対
す
る
と
い
う
見
方
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ

る
。
何
よ
り
も
客
観
に
対
す
る
と
い
う
こ
と
が
主
観
の
概
念
の
根
本
的
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
主
体
に
対
す
る

も
の
は
も
と
他
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
主
体
の
概
念
の
根
本
的
意
味
で
あ
る
。「
我
々
は
反
省
に
よ
っ
て
、

即
ち
我
々
自
身
へ
の
強
要
さ
れ
た
還
帰
に
よ
っ
て
目
覚
め
る
。
然
る
に
抵
抗
な
く
し
て
還
帰
な
く
、
客
観
な
く
し

て
反
省
は
考
え
ら
れ
な
い
」、
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
云
っ
た
。
私
は
ひ
と
り
で
に
反
省
的
自
覚
的
に
な
る
と
い
う
よ

り
も
、
客
観
の
抵
抗
に
よ
っ
て
自
己
自
身
へ
還
る
と
い
う
の
が
具
体
的
な
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
具
体
的
な
事

実
と
し
て
は
、
私
は
客
観
か
ら
で
な
く
他
の
主
体
か
ら
即
ち
汝
か
ら
自
己
自
身
へ
還
る
の
で
あ
る
。
自
覚
は
云
う

ま
で
も
な
く
自
己
が
自
己
を
知
る
こ
と
で
あ
る
が
、
自
己
は
た
だ
他
の
自
己
に
対
し
て
の
み
自
己
で
あ
り
、
自
己

と
し
て
知
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
主
観
の
概
念
に
は Ich-Es 

（
私
―
そ
れ
）
と
い
う
根
本
的
関
係
が
、
こ

れ
に
反
し
主
体
の
概
念
に
は Ich-D

u

（
私
―
汝
）
と
い
う
根
本
的
関
係
が
相
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
た

だ
「
そ
れ
」
も
し
く
は
「
も
の
」
に
対
す
る
私
は
真
の
自
己
で
あ
り
得
ず
、「
そ
れ
」
も
し
く
は
「
も
の
」
に
限

り
な
く
吸
収
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
や
が
て
ひ
と
つ
の
「
そ
れ
」
も
し
く
は
「
も
の
」
と
見
ら
れ
る
に
到
る
。
或

は
ま
た
逆
に
「
そ
れ
」
も
し
く
は
「
も
の
」
は
私
即
ち
主
観
に
限
り
な
く
収
録
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
遂
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に
は
「
そ
れ
」
も
し
く
は
「
も
の
」
は
自
己
の
現
れ
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
見
ら
れ
る
に
到
る
。
前
の
場
合
は
客
観

主
義
の
、
後
の
場
合
は
主
観
主
義
の
立
場
に
な
る
。
然
る
に
私
と
汝
の
関
係
に
於
て
は
か
く
の
如
き
主
観
主
義
も

客
観
主
義
も
共
に
不
可
能
で
あ
る
。
汝
は
ど
こ
ま
で
も
内
在
化
し
得
ぬ
も
の
で
あ
り
、
私
は
客
観
化
し
尽
す
こ
と

の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
私
と
汝
と
は
独
立
な
も
の
と
し
て
相
対
し
、
汝
及
び
汝
へ
の
関
係
の
実
在
性
を
除
い
て

私
は
私
で
あ
り
得
な
い
。
主
体
は
主
体
に
対
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
客
体
に
対
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
と
き
、
私
に
対
す
る
汝
の
み
が
客
体
で
あ
る
の
で
な
く
、
私
自
身
も
ま
た
客
体
で
あ

る
。
私
は
私
に
と
っ
て
は
私
で
あ
る
と
共
に
汝
に
と
っ
て
は
汝
で
あ
り
、
汝
は
汝
に
と
っ
て
は
私
で
あ
る
と
共
に

私
に
と
っ
て
は
汝
で
あ
る
。
私
も
汝
も
主
体
的
・
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
の
で

は
な
い
。
も
と
も
と
主
体
的
・
客
体
的
で
あ
る
私
と
汝
と
は
そ
れ
故
に
互
い
に
表
現
的

0

0

0

な
も
の
と
し
て
相
対
す
る

の
で
あ
る
。
い
わ
ば
た
だ
一
重
の
も
の
で
な
く
て
内
部
と
外
部
と
が
一
つ
で
あ
る
も
の
は
表
現
的
で
あ
る
。
主
体

に
対
し
て
客
体
と
考
え
ら
れ
る
如
何
な
る
「
も
の
」
も
、
単
な
る
「
そ
れ
」
で
な
く
、
汝
の
意
味
が
あ
り
、
従
っ

て
単
な
る
「
も
の
」
で
な
く
し
て
表
現
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
行
為
は
つ
ね
に
か
か
る
表
現
的
な
も
の
に
よ
っ

て
行
為
に
動
か
さ
れ
る
。
行
為
は
本
来
私
と
汝
と
の
間
に
於
け
る
出
来
事

0

0

0

で
あ
る
。
私
と
「
そ
れ
」
と
の
間
に
は

経
験
0

0

が
あ
る
に
し
て
も
出
来
事
が
生
ず
る
と
は
云
わ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
私
と
汝
と
が
表
現
的
な
も
の
と
し
て
主
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体
的
・
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
も
汝
も
、
単
な
る
私
の
立
場
に
於
て
或
は
単
な
る
汝
の
立
場
に
於
て

成
立
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
単
な
る
客
体
と
し
て
で
な
く
ま
さ
に
主
体
的
・
客
体
的
と
い
う
性
格
に
於
て
私
と
汝

と
が
成
立
す
る
の
は
、
か
く
の
如
き
私
と
汝
と
を
包
む
社
会
0

0

に
於
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
と
汝
と
は
い
わ
ば

た
だ
私
と
汝
と
し
て
あ
り
得
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
成
立
の
根
柢
を
な
す
第
三
の
も
の
、
即
ち
社
会
に
於

て
の
み
私
と
汝
で
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
根
源
的
な
意
味
に
於
て
行
為
も
本
来
社
会
的
で
あ
る
。
か
く
し

て
人
間
学
は
人
間
の
自
覚
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
個
人
的
自
覚
で
な
く
、
社
会
的
自
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

［2　

然
し
行
為
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
て
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
単
に
内
的
な
も
の
で
な
く
て
外
的
な

も
の
で
あ
る
。
行
為
は
本
来
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
内
的
で
あ
る
と
同
時
に
外
的
な
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
も
の
と
し
て
行
為
は
単
な
る
内
面
性
の
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
心
理
が
行

為
の
原
因
で
あ
る
と
云
う
な
ら
ば
、
逆
に
行
為
が
心
理
の
原
因
で
あ
る
と
云
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
間

は
た
だ
内
か
ら
の
み
知
ら
れ
得
る
も
の
で
な
い
。
彼
は
内
的
人
間
で
あ
る
と
共
に
外
的
人
間
で
あ
る
。
人
間
が
何

で
あ
る
か
は
、
単
に
彼
が
如
何
に
自
己
を
考
え
、
如
何
に
自
己
を
解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
は
な
い
。

彼
の
存
在
に
は
彼
の
主
観
的
な
自
己
理
解
に
関
ら
な
い
客
観
的
な
意
味
が
あ
る
。
人
間
学
は
人
間
の
自
覚
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
正
し
い
が
、
こ
の
自
覚
は
人
間
が
行
為
的
に
自
覚
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
行
為
的
自
覚

は
単
な
る
意
識
の
立
場
に
於
て
は
現
実
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
行
為
的
自
覚
の
立
場
は
主
観
的
・
客
観
的
な
、
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内
的
・
外
的
な
人
間
を
全
体
と
し
て
提
へ
得
る
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊　
A

ugustinus, D
e Trinitate, X

, 13.
＊
＊　

D
e civitate D

ei, X
I, 26.

＊
＊
＊　

M
aine de B

iran, N
ouveaux essais d'anthropologie.

二
。
人
間
学
が
人
間
の
自
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
人
間
の
主
体
的
把
握
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
固

よ
り
相
関
聯
し
た
規
定
で
あ
る
。
人
間
が
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

含
ま
れ
る
。
然
る
に
若
し
自
覚
が
単
な
る
自
己
意
識
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
主
体
的
と
云
っ
て
も
単

に
主
観
的
で
あ
る
の
と
異
な
る
こ
と
な
く
、
人
間
学
は
］

然
る
に
自
覚
が
た
だ
自
己
意
識
の
意
味
に
解
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
内
容
は
自
己
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
は
意
識
に

関
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
か
く
て
自
覚
を
基
礎
と
す
る
と
称
す
る
哲
学
は
屡
々
内
在
論
も
し
く
は
意
識
哲
学
に

帰
結
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
自
覚
の
事
実
が
従
来
主
と
し
て
認
識
及
び
そ
の
主
観
の
問
題
の

見
地
か
ら
一
面
的
に
捉
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
も
関
聯
し
て
い
る
。
我
々
は
か
く
の
如
き
内
在
論
や
意
識
哲
学

に
同
意
し
得
な
い
。
自
覚
の
内
容
は
自
己
で
あ
る
と
同
時
に
「
他
者
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
単
に
意
識
の
問
題

で
な
く
て
原
理
的
に
存
在
論
的
問
題
で
あ
る
。
自
覚
的
と
は
単
に
自
己
反
照
的
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
自
己
へ
の
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反
照
が
同
時
に
他
者
へ
の
関
係
附
け
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
覚
の
本
質
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
於
け
る
「
他

者
」
は
伝
統
に
従
っ
て
存
在
の
根
拠
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
統
的
存
在
論
に
あ
っ
て
は
、
現
実
的
に
存

在
す
る
も
の
に
於
て
そ
の
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
が
区
別
さ
れ
、
両
者
は
ど
こ
ま
で
も
二
つ
の
も
の
と
し
て
自
己

の
存
在
の
根
拠
が
自
己
の
存
在
に
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
有
限
な
存
在
の
根
本
的
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
。
凡
て
現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、人
間
に
固
有
な
自
覚
の
本
質
は
、

そ
れ
が
根
拠
の
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
覚
は
単
に
自
己
の
存
在
の
意
識
で
な
く
、
こ

の
意
識
が
同
時
に
自
己
の
存
在
の
根
拠
の
意
識
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
自
己
意
識
が
同
時
に
根
拠

の
意
識
で
あ
る
と
こ
ろ
に
自
覚
の
本
来
の
意
味
が
あ
り
、
か
か
る
根
拠
の
意
識
に
よ
っ
て
初
め
て
自
己
意
識
も
成

立
す
る
の
で
あ
る
。
主
体
的
と
は
単
に
主
観
的
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
の
根
拠
と
の
内
面
的
な
関
係

を
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
自
覚
を
た
だ
自
己
意
識
と
解
す
る
と
き
、
人
間
は
自
足
的
な
も
の
と
考
え

ら
れ
、
そ
の
結
果
は
観
念
論
と
な
る
。
そ
の
と
き
人
間
を
越
え
る
も
の
が
認
め
ら
れ
な
い
故
に
、
人
間
学
は
人
間

主
義
或
は
人
間
中
心
主
義
と
な
る
。
我
々
は
人
間
学
の
陥
り
易
い
傾
向
を
有
す
る
人
間
中
心
主
義
に
対
し
て
警
戒

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
己
意
識
と
し
て
の
個
人
的
自
覚
は
人
格
の
認
識
根
拠 ratio cognoscendi 

と
な
る
に
し

て
も
、
そ
の
存
在
根
拠 ratio essendi 

で
は
あ
り
得
な
い
。
私
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
も
の
は
、
同
時
に
汝
の
存



一
五
〇

第
一
章
　
人
間
学
の
槪
念

在
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
な
し
に
、
私
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
私
は
た
だ
汝
に
対
し
て

の
み
私
と
し
て
限
定
さ
れ
る
か
ら
。
我
々
は
我
々
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
も
の
か
ら
社
会
的
に
限
定
さ
れ
て
く
る

の
で
あ
る
。
か
か
る
存
在
の
根
拠
が
最
も
深
い
意
味
に
於
け
る
「
社
会
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
際
云
う
ま
で

も
な
く
社
会
は
主
体
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
は
、
そ
れ
に
於
て
は
個
人
が
却
っ
て
客
体
―
―
或
は

寧
ろ
そ
の
表
現
―
―
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
主
体
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
社
会
的
立
場
を
離
れ
て
真
に
主
体
的
な
立

場
は
存
し
得
な
い
。
社
会
は
我
々
の
存
在
の
根
拠
と
し
て
我
々
に
と
っ
て
超
越
的
で
あ
る
。
自
覚
が
単
に
自
己
意

識
と
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
人
間
は
決
し
て
単
に
人
間
か
ら
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
な
い
。「
生
を
生
そ
の
も

の
か
ら
理
解
す
る
」
と
デ
ィ
ル
タ
イ
が
定
式
化
し
た
生
の
哲
学
の
方
法
は
我
々
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

人
間
学
に
於
け
る
我
々
の
立
場
は
行
為
的
自
覚
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
を
身
体
か
ら
抽
象
す
る
こ
と
な

く
、
し
か
も
主
体
的
に
、
且
つ
社
会
的
に
把
握
す
る
。
主
体
的
と
云
っ
て
も
客
体
的
な
見
方
を
そ
の
弁
証
法
的
契

機
と
し
て
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
内
的
に
し
て
外
的
な
、
或
は
主
体
的
に
し
て
客
体
的
な
存
在

で
あ
る
。
行
為
的
自
覚
の
立
場
に
し
て
初
め
て
か
か
る
人
間
を
全
体
と
し
て
捉
え
得
る
。
蓋
し
行
為
は
あ
ら
ゆ
る

内
在
論
を
不
可
能
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
超
越
的
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
な
し
に
は
行
為
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し

か
も
そ
れ
は
、
嘗
て
「
二
重
の
超
越
」
と
我
々
が
云
っ
た
如
く
、
外
に
超
越
的
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
と
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共
に
内
に
超
越
的
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
行
為
的
自
覚
の
立
場
に
於
て
は
、
人

間
は
客
体
的
に
認
識
さ
れ
る
と
共
に
主
体
的
に
そ
の
根
柢
か
ら
認
識
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
人
間
学

は
自
覚
を
基
礎
と
す
る
と
云
っ
て
も
、
自
覚
は
単
に
直
接
的
な
知
識
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
媒
介
さ
れ
た
知
識
で

あ
る
べ
き
で
あ
る
。
真
の
自
覚
は
主
体
的
に
と
共
に
客
体
的
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
内
的
・

外
的
な
、
主
体
的
・
客
体
的
な
人
間
存
在
の
具
体
的
な
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
た
だ
行
為
的
自
覚
の

立
場
の
あ
る
の
み
で
あ
る
。

    

四

人
間
学
の
学
問
上
の
特
質
が
全
体
的
人
間
の
研
究
に
存
す
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
人
間
に
就
い

て
の
他
の
科
学
は
い
わ
ば
人
間
の
部
分
を
取
扱
う
に
過
ぎ
な
い
。
生
理
学
は
人
間
の
身
体
的
現
象
を
、
心
理
学
は

精
神
的
現
象
を
研
究
す
る
。
然
る
に
人
間
は
単
な
る
身
体
で
も
単
な
る
精
神
で
も
な
く
、
両
者
の
統
一
か
ら
成
る

一
全
体
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
ら
の
科
学
は
現
実
の
人
間
の
研
究
と
し
て
は
部
分
的
抽
象
的
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。「
真
理
は
唯
物
論
で
も
観
念
論
で
も
な
く
、
生
理
学
で
も
心
理
学
で
も
な
い
。
真
理
は
た
だ
人
間
学
で

あ
る
」、
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
云
う
と
き
、
人
間
学
と
考
え
ら
れ
た
の
は
心
身
の
統
一
体
と
し
て
の
人
間
の
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学
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
も
、
人
間
を
精
神
物
理
的
生
命
統
一
と
し
て
捉
え
る
の
が
人
間
学
で
あ
り
、
そ
の
対

象
は
人
間
性
の
全
体
で
あ
っ
て
、
単
に
精
神
的
な
も
の
に
限
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
か
く
の
如

く
人
間
学
を
全
体
的
人
間
の
学
と
解
す
る
こ
と
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
、
主
題
的
に
人
間
の
研
究
を
企
て
た
凡
て
の

人
に
於
て
殆
ど
一
致
し
て
い
る
と
見
做
し
得
る
。
内
的
人
間
と
外
的
人
間
と
の
区
別
を
重
視
し
た
メ
ー
ヌ
・
ド
・

ビ
ラ
ン
も
、
身
体
を
離
れ
て
精
神
は
自
覚
を
も
存
在
を
も
有
し
得
ぬ
こ
と
を
認
め
、
全
体
的
人
間 l’hom

m
e tout 

entier 

を
対
象
と
す
る
の
が
人
間
学
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。

全
体
的
人
間
の
研
究
を
意
図
す
る
人
間
学
の
特
質
は
何
よ
り
も
そ
れ
が
人
間
を
身
体
か
ら
抽
象
す
る
こ
と
を
欲

し
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
は
従
来
の
形
而
上
学
的
心
理
学
或
は
先
験
的
心
理
学
な
ど
に
対

し
批
判
的
意
義
を
含
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
身
体
と
云
っ
て
も
精
神
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
現
実
に
は

所
謂
「
心
に
活
か
さ
れ
た
」beseelt 

身
体
で
あ
る
。
か
よ
う
な
身
体
を
現
実
的
に
身
体
と
し
て
捉
え
る
た
め
に

は
主
体
的
に
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。純
粋
に
客
体
的
に
見
て
行
け
ば
、身
体
は
最
早
や
身
体
0

0 Leib 

で
な
く
な
り
、

一
個
の
物
体
0

0 K
örper 

に
過
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
身
体
の
身
体
た
る
所
以
即
ち
身
体
性
は
、
こ
の
よ
う
に
客

体
化
乃
至
対
象
化
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
主
体
的
意
味
に
於
け
る
身
体
に
於
て
初
め
て
成
立
す
る
。
客
体
的
に
考
え

ら
れ
る
身
体
も
こ
の
根
柢
に
よ
っ
て
の
み
他
の
物
体
と
区
別
さ
れ
る
。
私
の
身
体
は
私
の
環
境
に
属
す
る
の
で
な



一
五
三

哲
学
的
人
間
学

く
、
却
っ
て
私
自
身
に
属
し
て
い
る
。
身
体
は
私
に
対
す
る
対
象
と
し
て
在
る
の
で
な
く
、
私
に
所
有
0

0

さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
身
体
は
私
の
持
つ
物
で
あ
る
。
身
体
は
つ
ね
に
「
私
の
」
身
体
と
い
う
形
式
に
入
っ
て
い
る
。
固

よ
り
環
境
と
云
わ
れ
る
も
の
も
単
な
る
対
象
で
な
く
、
我
々
の
「
手
に
あ
る
も
の
」
と
し
て
所
有
の
範
疇
に
入
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
環
境
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
全
自
然
も
主
体
的
に
は
身
体
と
見
ら
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
併
し
な
が
ら
環
境
が
持
た
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
「
手
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
所
謂
「
手
」
と
は
身
体
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
世
界
も
環
境
と
し
て
身
体
に
従
っ
て
裁
た

れ
て
い
る
。
人
間
が
環
境
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
人
間
存
在
の
身
体
性
と
根
本
的
な
関
係
が
あ
り
、
環
境
と
は
身

体
的
に
捉
え
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
。
身
体
は
単
に
私
の
持
つ
物
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
身
体
は
即
ち
私
で

あ
る
。「
そ
の
全
体
性
に
於
け
る
身
体
が
我
の
自
我
で
あ
り
、
私
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
は
云
っ
た
。
身
体
な
き
自
己
は
基
体
な
き
も
の
で
あ
り
、
基
体
な
き
主
体
は
観
念
的
な
主
観
に
過
ぎ
ぬ
。
身

体
は
私
を
し
て
私
と
し
て
存
在
せ
し
め
る
限
定
の
根
拠
で
あ
る
。
古
来
個
別
化
の
原
理
と
し
て
質
料
が
考
え
ら
れ

た
が
、
そ
れ
は
客
体
的
な
意
味
に
於
け
る
物
質
の
こ
と
で
な
く
、
主
体
的
な
意
味
に
於
け
る
身
体
の
こ
と
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
普
通
に
身
体
は
道
具
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
身
体
は
単
に
道
具
で
あ
る
の
で
な
く
、
却

っ
て
道
具
は
身
体
に
従
っ
て
裁
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
も
と
ソ
ー
マ
（
身
体
）
と
い
う
語
を
も
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っ
て
人
格
を
表
し
た
。＊

彼
等
に
と
っ
て
物
は
プ
ラ
グ
マ
即
ち
対
象
的
に
捉
え
ら
れ
た
の
で
な
く
て
身
体
的
に
捉
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、sw

vmata kai; pravgmata 

と
い
う
言
葉
は
人
格
と
物
と
の
対
立
を
意
味
し
た
。我
々
は
我
々

の
身
体
に
加
え
ら
れ
た
侮
辱
を
我
々
自
身
に
加
え
ら
れ
た
侮
辱
と
直
接
に
考
え
る
。
自
己
と
身
体
と
は
別
た
れ
な

い
。
主
観
と
客
観
と
の
対
立
を
身
体
的
自
己
と
こ
れ
を
環
る
現
実
と
い
う
風
に
見
る
こ
と
は
必
ず
し
も
リ
ッ
カ
ー

ト
な
ど
の
云
う
如
く
素
樸
な
見
方
と
し
て
排
斥
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
我
々
が
行
為
の
主
体
で
あ
る
と
き
、
客
体

は
単
に
自
己
の
意
識
の
外
に
あ
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
自
己
の
身
体
の
外
に
あ
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
の
主
体
と
し
て
の
人
間
は
身
体
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
主
体
と
客
体

と
の
関
係
は
つ
ね
に sw

vmata kai; pravgmata 

と
い
う
が
如
き
意
味
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
チ

ェ
の
評
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
哲
学
者
に
欠
け
て
い
た
の
は
「
生
理
学
の
知
識
」
で
あ
っ
た
。
我
々
は
身
体
の
哲

学
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

＊　

V
gl. R

udolf H
irzel, D

ie Person, B
egriff und N

am
e derselben im

 A
ltertum

. Sitzungsberichte der K
öniglich 

B
ayerischen A

kadem
ie der W

issenschaften, 1914.

か
よ
う
に
し
て
人
間
は
先
ず
身
体
を
有
す
る
も
の
と
し
て
人
間
で
あ
る
。
我
々
の
身
体
は
我
々
の
存
在
の
基
底

と
し
て
の
自
然
0

0

の
限
定
で
あ
り
、
我
々
は
こ
の
も
の
か
ら
身
体
的
に
限
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
自
然
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は
も
ち
ろ
ん
客
体
的
自
然
で
な
く
て
主
体
的
自
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
社
会
的
身
体
と
も
呼
ば
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
自
然
は
人
間
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
も
基
体
の
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
基
体
的
自
然
も
主
体
的
な

人
間
存
在
の
身
体
性
の
根
柢
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
主
体
的

意
味
を
有
す
る
故
に
我
々
は
基
体
を
客
体
の
概
念
か
ら
区
別
し
て
基
体
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
し
て
逆
に
基
体
の

意
味
を
含
む
故
に
我
々
は
主
体
を
主
観
の
概
念
か
ら
区
別
し
て
主
体
と
い
う
の
で
あ
る
。
主
体
的
な
も
の
と
し
て

身
体
は
精
神
の
外
に
あ
る
と
同
時
に
精
神
の
内
に
あ
る
。
そ
こ
に
精
神
に
対
す
る
身
体
の
弁
証
法
的
関
係
が
見
出

さ
れ
る
。
身
体
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
パ
ト
ス

0

0

0

と
は
主
体
性
内
面
性
に
於
け
る
自
然
で
あ
る
。
然
る
に
パ

ト
ス
に
於
て
い
わ
ば
二
つ
の
方
向
が
区
別
さ
れ
る
。
一
方
、
我
々
は
つ
ね
に
一
定
の
状
態
に
あ
る
も
の
と
し
て
身

体
を
持
っ
て
い
る
。
私
は
或
る
状
態
に
あ
る
と
云
え
ば
、私
は
或
る
気
分
乃
至
情
緒
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

状
態
と
い
う
の
は
即
ち
パ
ト
ス
の
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
状
態
性

0

0

0

の
こ
と
で
あ
る
。
身
体
性
と
状
態
性
と
は
不
可

分
で
あ
る
。
人
間
が
つ
ね
に
何
等
か
の
状
態
性
に
あ
る
の
は
、
そ
の
存
在
の
身
体
性
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
パ
ト
ス 

pavqoV 

と
い
う
語
は pavscw 

か
ら
来
て
お
り
、
受
動
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間
存
在
の
状
態
性
は
そ
の
よ
う
に

受
動
性
で
あ
り
、
身
体
は
受
動
性
の
場
で
あ
る
。
然
る
に
他
方
、
パ
ト
ス
は
単
に
受
動
性
で
な
く
、
却
っ
て
根
源

的
な
能
動
性
を
意
味
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
質
料
は
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
し
て
可
能
性
と
い
う
意
味
と
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共
に
力
と
い
う
意
味
を
有
し
た
が
、
身
体
は
主
体
的
な
意
味
に
於
て
恰
も
か
く
の
如
き
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
か

か
る
も
の
と
し
て
パ
ト
ス
は
原
初
的
な
能
動
性
を
含
ん
で
い
る
。
我
々
は
パ
ト
ス
の
能
動
的
な
方
向
を
受
動
的
な

状
態
性
に
対
し
て
衝
動
0

0

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
身
体
は
衝
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
状
態
性
は
い
わ
ば

横
の
限
定
で
あ
り
、
身
体
的
自
己
は
そ
れ
に
於
て
環
境
的
に
も
し
く
は
雰
囲
気
的
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し

衝
動
は
い
わ
ば
縦
の
限
定
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
身
体
的
自
己
が
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
を
肯
定
的
に
限
定
し
よ

う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
云
っ
た
如
く
、
各
々
の
物
は
能
う
限
り
自
己
の
存
在
を
維
持
し
よ
う
と
努

力
す
る
。
環
境
的
に
限
定
さ
れ
る
状
態
性
に
於
て
我
々
は
却
っ
て
内
に
向
い
、
自
己
自
身
に
於
て
限
定
さ
れ
る
衝

動
に
於
て
我
々
は
却
っ
て
外
に
向
う
。
人
間
は
身
体
的
な
も
の
と
し
て
状
態
性
を
有
す
る
と
同
時
に
衝
動
を
有
す

る
。「
愛
は
一
の
外
的
原
因
の
観
念
に
伴
わ
れ
た
悦
び
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
憎
み
は
一
の
外
的
原
因
の
観
念

を
伴
う
悲
し
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
云
っ
た
が
、
我
々
の
如
何
な
る
パ
ト
ス
も
衝
動
を
現
す
と
同

時
に
状
態
性
を
現
し
て
い
る
。
か
く
の
如
く
人
間
の
存
在
及
び
意
識
は
ど
こ
ま
で
も
弁
証
法
的
に
構
造
附
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

身
体
と
い
う
の
は
固
よ
り
単
に
個
人
的
身
体
の
み
で
な
い
。
人
間
存
在
の
基
底
と
さ
れ
る
自
然
も
身
体
の
意
味

を
有
し
、
社
会
的
身
体

0

0

0

0

0

と
見
ら
れ
得
る
。
我
々
は
身
体
に
よ
っ
て
個
体
と
し
て
限
定
さ
れ
る
が
、
同
時
に
我
々
は
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身
体
を
媒
介
と
し
て
我
々
の
存
在
の
根
柢
た
る
社
会
に
帰
入
す
る
の
で
あ
る
。
身
体
は
か
よ
う
な
意
味
に
於
て
弁

証
法
的
性
質
を
具
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
民
族
の
基
礎
と
さ
れ
る
血
や
地
の
如
き
も
の
は
、
元
来
、
客
体
的
自
然

を
い
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
体
的
自
然
的
な
も
の
、
社
会
的
身
体
的
な
も
の
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
を
意
味
す
る
。

社
会
も
身
体
を
持
っ
て
い
る
。
或
は
社
会
は K
örperschaft 

で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
根
源
的
に
は
主
体
的
な
意

味
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
身
体
は
母
な
る
大
地
の
分
身
で
あ
り
、
表
現
で
あ
る
。
民
族
は
そ
の
本
性
に

於
て
パ
ト
ス
的
結
合
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
、
こ
の
パ
ト
ス
的
な
も
の
は

個
別
化
の
原
理
を
否
定
し
、
根
源
的
一
者
の
統
一
で
あ
る
。「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
の
魔
力
の
も
と
に
単

に
人
間
と
人
間
と
の
間
の
結
合
が
再
び
結
ば
れ
る
の
み
で
な
い
、
疎
外
さ
れ
た
、
敵
対
的
な
或
は
圧
制
さ
れ
た
自

然
も
ま
た
再
び
そ
の
失
わ
れ
た
る
子
供
、
人
間
と
の
和
解
の
祭
を
祝
う
の
で
あ
る
」。
固
よ
り
パ
ト
ス
は
一
方
個

別
化
の
原
理
で
も
あ
る
。
一
般
的
思
想
の
如
き
も
個
別
化
さ
れ
る
た
め
に
は
肉
体
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
他
方
パ
ト
ス
は
人
間
と
人
間
と
の
主
体
的
結
合
の
基
礎
で
あ
る
。
人
間
の
主
体
的
結
合
は

「
パ
ト
ス
を
共
に
す
る
こ
と
」Sym

pathie 

に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
民
族
の
如
き
は
運
命
共
同
体
と
称
せ
ら
れ
る
が
、

運
命
と
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
身
体
は
運
命
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ

う
に
可
能
性
の
意
味
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
単
に
可
能
性
で
な
く
同
時
に
必
然
性
の
意
味
を
有
し
、
か
か
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る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
運
命
的
な
も
の
で
あ
る
。
先
ず
普
通
に
身
体
は
道
具
乃
至
器
官
と
考
え
ら
れ
、
耳
は
聴
く

た
め
の
器
官
、
脚
は
歩
む
た
め
の
道
具
と
云
わ
れ
る
。
併
し
身
体
は
単
に
道
具
と
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
脚
は
道

具
で
あ
る
に
し
て
も
、こ
れ
を
道
具
と
し
て
歩
む
の
は
身
体
で
あ
り
、私
が
歩
む
の
で
あ
る
。聴
く
の
は
耳
で
な
く
、

寧
ろ
身
体
が
聴
く
の
で
あ
る
（
身
を
入
れ
て
聴
く
、
と
ひ
と
は
云
う
）、
身
体
が
聴
き
得
る
状
態
に
な
い
な
ら
ば
、

耳
も
聴
き
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
が
歩
む
と
き
、
私
は
身
体
を
歩
む
も
の
に
限
定
し
た
の
で
あ
り
、
私
が
聴
く
と

き
、
私
は
身
体
を
聴
く
も
の
に
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
歩
み
、
坐
し
、
横
た
わ
る
、
等
々
の
可
能
性
は
、
身
体
に

就
い
て
の
対
象
的
知
識
を
俟
っ
て
確
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
か
く
の
如
き
可
能
性
そ
の
も
の
に
於
て
身
体
は

自
己
を
持
つ
の
で
あ
る
。
身
体
は
対
象
で
な
く
、
却
っ
て
か
く
の
如
き
可
能
性
が
身
体
で
あ
る
。
も
し
も
道
具
乃

至
器
官
と
見
ら
れ
る
も
の
の
総
体
を
「
身
体
」
と
云
う
な
ら
ば
、
か
く
の
如
き
可
能
性
の
意
味
に
於
け
る
身
体
は

「
身
体
性
」
と
云
う
べ
く
、
そ
し
て
身
体
は
人
間
存
在
の
身
体
性
に
従
っ
て
裁
た
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
表
現
で

あ
る
と
云
い
得
る
。
人
間
は
身
体
を
持
つ
と
云
わ
れ
る
が
、
有 Sein 

の
範
疇
で
な
く
所
有 H

aben 

の
範
疇
が
身

体
に
於
て
固
有
な
も
の
、
本
来
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
も
、
身
体
が
か
く
の
如
き
可
能
性
を
意
味
す
る
故
で

あ
る
。
併
し
な
が
ら
身
体
は
単
に
可
能
性
で
な
く
て
同
時
に
必
然
性
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
身
体
は
変
化
し
得

ぬ
純
粋
な
所
与
で
な
い
。
私
は
そ
れ
を
も
っ
て
歩
み
、
坐
し
、
横
た
わ
り
得
る
も
の
と
し
て
身
体
を
有
す
る
、
私
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が
歩
み
、
坐
し
、
横
た
わ
る
と
い
う
こ
と
は
偶
然
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
私
が
一
般
に
身
体
を
有
す
る

こ
と
或
は
人
間
存
在
の
身
体
性
は
ひ
と
つ
の
必
然
性
で
あ
る
。
身
体
は
我
々
の
負
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
我
々

は
い
わ
ば
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
避
け
難
く
負
わ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
身
体
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
身
体
は
我
々
の
負

い
目
で
あ
り
、
運
命
と
し
て
の
身
体
で
あ
る
。
身
体
の
運
命
的
性
質
は
器
官
の
総
体
と
し
て
の
「
身
体
」
に
於
て

で
な
く
、却
っ
て
人
間
存
在
の
身
体
性
そ
の
も
の
に
於
て
知
ら
れ
る
。
身
体
性
は
主
体
的
身
体
的
な
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
対
し
て
器
官
と
し
て
の
身
体
は
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
器
官
と
し
て
の
身
体
が
運
命
と
考
え
ら
れ
る
の

も
、
も
と
身
体
性
が
運
命
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
も
し
か
く
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
的
身
体
こ
そ
特
に

運
命
と
名
附
け
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
社
会
は
個
人
を
客
体
と
す
る
主
体
と
見
ら
れ
得
る
か
ら
。
社

会
的
身
体
は
個
人
を
「
器
官
」
と
す
る
主
体
的
な
「
身
体
性
」
と
見
ら
れ
得
る
。
個
人
的
身
体
に
於
て
状
態
性
で

あ
る
も
の
は
社
会
的
身
体
に
於
て
は
運
命
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
身
体
が
運
命
と
考
え
ら
れ

る
の
も
、
そ
れ
が
同
時
に
社
会
的
身
体
の
意
味
を
含
む
た
め
で
あ
る
。
然
る
に
個
人
的
身
体
は
状
態
性
と
共
に
衝

動
を
有
す
る
如
く
、
社
会
的
身
体
も
単
に
運
命
的
な
も
の
で
な
く
て
衝
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
社
会
は
ど
こ
ま
で

も
自
己
自
身
を
肯
定
し
て
ゆ
く
衝
動
を
有
す
る
。
か
よ
う
な
衝
動
を
運
命
に
対
し
て
傾
向
性

0

0

0

と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
民
族
の
如
き
も
諸
個
人
を
共
通
の
運
命
に
於
て
の
み
で
な
く
共
通
の
傾
向
性
に
於
て
結
合
す
る
の
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で
あ
る
。
い
ま
横
の
限
定
を
空
間
的
限
定
と
見
、
縦
の
限
定
を
時
間
的
限
定
と
見
る
な
ら
ば
、
身
体
は
、
個
人
的

な
も
の
と
し
て
も
社
会
的
な
も
の
と
し
て
も
、
単
に
空
間
的
な
も
の
で
な
く
、
生
け
る
自
然
と
し
て
既
に
同
時
に

時
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
間
的
と
同
時
に
時
間
的
な
も
の
と
し
て
、従
っ
て
弁
証
法
的
な
も
の
と
し
て
、

歴
史
的
で
あ
る
。
人
間
の
身
体
は
歴
史
的
身
体
、
歴
史
的
物
質
で
あ
る
。

併
し
人
間
は
単
に
身
体
で
な
く
精
神
で
あ
る
よ
う
に
、
身
体
の
弁
証
法
的
性
質
も
身
体
的
・
精
神
的
統
一
の
う

ち
に
於
て
、
精
神
に
対
す
る
弁
証
法
的
否
定
的
契
機
と
し
て
具
体
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
理
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
は
単
に
個
別
化
の
原
理
を
否
定
す
る
身
体
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
的
な
も
の

と
し
て
同
時
に
そ
の
う
ち
に
個
別
化
へ
の
傾
向
を
含
ん
で
い
る
。
ゲ
ー
テ
は
全
自
然
の
生
成
の
う
ち
に
個
体
化
へ

の
衝
動
が
働
い
て
い
る
の
を
認
め
た
。「
我
々
が
神
即
ち
自
然
か
ら
享
け
た
最
高
の
も
の
は
、
生
命
、
換
言
す
れ

ば
、
休
息
も
静
止
も
知
ら
ぬ
モ
ナ
ス
の
自
己
自
身
の
周
り
を
回
転
す
る
運
動
で
あ
る
。
生
命
を
養
い
育
て
る
衝
動

は
各
々
の
も
の
に
毀
ち
難
く
生
具
し
て
い
る
、
し
か
も
そ
れ
の
固
有
性
は
我
々
及
び
他
の
も
の
に
と
っ
て
ど
こ
ま

で
も
秘
密
で
あ
る
」、と
彼
は
云
っ
て
い
る
。我
々
の
衝
動
は
限
り
な
く
自
己
自
身
を
肯
定
し
て
ゆ
く
。し
か
も
我
々

が
真
の
モ
ナ
ス
、
個
体
的
統
一
と
し
て
、
ゲ
ー
テ
の
謂
う
「
地
の
子
等
の
最
高
の
幸
福
」
即
ち
人
格
と
し
て
生
れ

る
た
め
に
は
、
自
己
肯
定
的
な
パ
ト
ス
は
自
己
0

0

を
否
定
し
て
ロ
ゴ
ス
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ロ
ゴ
ス
的
に
な
る
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こ
と
に
よ
っ
て
個
体
は
自
己
の
う
ち
に
一
般
性
を
含
み
、
か
く
し
て
真
の
人
格
と
な
る
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
的
に

な
る
こ
と
は
自
覚
的
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
な
し
に
は
人
間
の
自
己
性

0

0

0

は
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
人

間
は
単
な
る
身
体
で
な
く
、
却
っ
て
身
体
を
道
具
と
し
て
使
用
し
得
る
も
の
が
人
間
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し

て
人
間
は
精
神
的
（
ロ
ゴ
ス
的
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
云
っ
た
如
く
自

然
の
う
ち
に
沈
め
る
心
的
生
命
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
の
自
然
に
対
す
る
直
接
的
結
合

は
止
揚
さ
れ
、
そ
の
自
由
と
普
遍
性
が
実
現
さ
れ
て
心
的
生
命
は
自
我
に
高
ま
り
、
こ
こ
に
意
識
は
自
我
と
対
象

と
の
対
立
的
反
省
と
し
て
覚
醒
さ
れ
る
。
か
く
し
て
身
体
は
い
わ
ば
外
に
投
射
さ
れ
、
道
具
と
な
さ
れ
る
に
到
る

の
で
あ
る
。
自
己
は
身
体
的
自
己
で
あ
る
と
同
時
に
身
体
を
道
具
と
し
て
行
為
し
得
る
も
の
に
し
て
初
め
て
自
己

で
あ
る
。
身
体
は
一
方
ど
こ
ま
で
も
単
な
る
道
具
で
な
い
と
共
に
他
方
ど
こ
ま
で
も
行
動
の
道
具
の
意
味
を
も
っ

て
い
る
。［1
自
己
は
そ
れ
に
と
っ
て
他
者
が
そ
れ
か
ら
独
立
な
も
の
の
姿
に
於
て
顕
に
な
る
限
り
に
於
て
の
み

自
己
自
身
に
と
っ
て
顕
に
な
る
。
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
自
己
性
を
得
る
と
同
時
に
人
間
に
と
っ
て
、
パ
ト
ス
的
に
状

態
性
に
於
て
持
た
れ
た
世
界
は
そ
の
対
象
性
乃
至
客
観
性
に
於
て
開
か
れ
る
。
人
間
が
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
ま
た
こ
の
よ
う
に
客
観
的
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
客
観
性

0

0

0

は
ロ
ゴ
ス
の
本
質
的
な
要
素
で
あ

る
。
客
観
的
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
行
為
は
あ
り
得
ず
、
行
為
に
よ
る
自
然
の
支
配
、
自
然
か
ら
の
人
間
の
解
放
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は
あ
り
得
な
い
。
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
人
間
は
世
界
を
そ
の
客
観
性
に
於
て
、
即
ち
ロ
ゴ
ス
的
性
格
に
於
て
見
る
の

み
で
な
く
、
自
己
自
身
を
も
客
観
的
に
、
か
か
る
客
観
的
世
界
の
一
物
と
し
て
そ
の
聯
関
の
う
ち
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
人
間
自
身
、
一
個
の
客
体
で
あ
り
、
客
体
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
固
よ
り
人
間
は
単
に
客
体

で
な
く
、
主
体
で
あ
る
。
身
体
の
如
き
も
単
な
る
客
体
と
し
て
は
捉
え
得
ず
、
主
体
的
な
も
の
、
パ
ト
ス
的
な
も

の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
的
一
般
性
に
対
す
る
個
別
化
の
原
理
で
あ
る
。
併
し
個
体
的
生
命
の
自
己
肯

定
的
な
衝
動
は
自
己
を
否
定
し
て
ロ
ゴ
ス
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
自
己
性
を
得
、
そ
こ
に
肯
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
身
体
は
単
な
る
客
体
で
な
く
て
表
現
で
あ
る
、
と
云
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
単
に
人
間
存
在
の
身
体

性
（
パ
ト
ス
的
性
格
）
を
表
現
す
る
の
み
で
な
く
、
既
に
ま
た
そ
の
精
神
性
（
ロ
ゴ
ス
的
性
格
）
を
表
現
す
る
の

で
あ
っ
て
、
後
の
意
味
を
全
く
除
い
て
は
表
現
と
も
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
パ
ト
ス
的
と
共
に
ロ
ゴ
ス

的
で
あ
る
、
パ
ト
ス
的
・
ロ
ゴ
ス
的
な
弁
証
法
的
存
在
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
い
わ
ば
横
に
客
観
的
一
般
性
に
於
て

顕
に
な
る
の
み
で
な
く
、
縦
に
個
別
的
に
自
己
性
に
於
て
顕
に
な
る
。
か
く
て
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
は
外
に
見
ら
れ

る
の
み
で
な
く
、
自
己
自
身
の
う
ち
に
、
更
に
自
己
を
内
に
越
え
た
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

蓋
し
人
間
の
本
質
は
単
に
個
人
と
し
て
の
人
間
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
孤
立
し
た
個
々
の
人

間
の
本
質
を
有
し
な
い
人
間
の
本
質
は
た
だ
共
同
体
の
う
ち
に
、
人
間
と
人
間
と
の
統
一
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
―
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―
然
る
に
こ
の
統
一
は
た
だ
私
と
汝
と
の
差
別
の
実
在
性
に
基
づ
く
」、
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
云
っ
て
い
る
。

人
間
の
ロ
ゴ
ス
的
存
在
は
単
に
そ
の
自
己
性
に
於
て
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
的
生
の
精
神
的
存
在
は
却

っ
て
「
私
と
汝
」
の
う
ち
に
あ
る
。
私
は
汝
に
対
し
て
の
み
私
で
あ
り
、
こ
の
関
係
を
離
れ
て
人
間
の
ロ
ゴ
ス
的

自
己
性
も
存
在
し
得
な
い
。
我
々
の
ロ
ゴ
ス
的
自
己
性
は
パ
ト
ス
に
於
て
否
定
さ
れ
、
我
々
は
社
会
的
身
体
に
帰

入
す
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
は
人
間
に
対
す
る
基
体
的
自
然
の
意
味
を
有
し
、
ロ
ゴ
ス
的
自
己
性
に
於
け
る
人
間
は

こ
れ
に
於
て
否
定
的
に
、
パ
ト
ス
的
に
統
一
さ
れ
る
。
社
会
は
一
面
パ
ト
ス
的
統
一
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
民
族

の
如
き
も
の
と
雖
も
、
単
に
自
然
的
な
も
の
で
な
く
て
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
単
に
パ
ト

ス
的
な
も
の
で
な
く
て
同
時
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
は
、
そ
れ
に
対
し
て
は
個
人
が
客

体
で
あ
る
よ
う
な
主
体
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
個
人
は
「
器
官
」、
社
会
は
「
身
体
性
」
と

見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
個
人
に
於
て
身
体
を
器
官
と
し
て
使
用
す
る
人
間
は
既
に
ロ
ゴ
ス
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
個
人
を
自
己
の
器
官
と
な
し
得
る
社
会
は
既
に
ロ
ゴ
ス
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
人
は
固

よ
り
単
な
る
器
官
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
な
く
、
自
己
自
身
に
於
て
独
立
な
も
の
で
あ
る
。
独
立
な
個
人
を
否
定
的
に

統
一
す
る
も
の
と
し
て
社
会
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
独
立
な
個
人
を
そ
の
独
立
性
に
於
て
自
己
の
う
ち

に
成
立
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
社
会
は
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
根
柢
を
な
す
社
会
は
か
く
の
如
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き
二
面
を
有
し
、
パ
ト
ス
的
に
し
て
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
し
て
社
会
は
内
に
無
数
の
独
立
な

人
間
を
包
み
、
人
間
の
ロ
ゴ
ス
的
自
己
性
は
そ
こ
に
於
て
社
会
的
に
肯
定
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
も
と
自

己
肯
定
的
な
衝
動
は
そ
の
自
己
否
定
を
通
じ
て
真
の
肯
定
に
到
り
得
る
。
こ
の
と
き
社
会
は
単
な
る
運
命
共
同
体

で
な
く
、
ロ
ゴ
ス
的
自
覚
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ロ
ゴ
ス
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
は
ま
た
自
己

の
衝
動
的
な
傾
向
性
を
否
定
し
て
外
に
客
観
的
な
イ
デ
ー
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
デ
ー
を
認
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
人
間
は
社
会
的
に
結
合
さ
れ
る
。
社
会
は
パ
ト
ス
的
統
一
で
あ
る
と
共
に
ロ
ゴ
ス
的
統
一
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
人
間
の
パ
ト
ス
的
・
ロ
ゴ
ス
的
存
在
は
個
人
的
に
し
て
社
会
的
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
全
体
的
人
間
を
取
扱
お
う
と
す
る
人
間
学
は
か
く
の
如
き
人
間
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
心

身
の
統
一
体
と
し
て
の
人
間
を
研
究
す
る
と
云
う
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
我
々
の
身
体
的
存
在
も
精
神
的
存

在
も
元
来
個
人
的
で
あ
る
と
共
に
社
会
的
で
あ
る
。

    五

既
に
述
べ
た
如
く
、
人
間
学
は
行
為
的
自
覚
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
そ
れ
の
み
が
主
体
的
・
客
体

的
な
、
ロ
ゴ
ス
的
・
パ
ト
ス
的
な
人
間
存
在
を
そ
の
全
体
性
に
於
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
そ
こ
で
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我
々
は
更
に
進
ん
で
、
行
為
と
は
如
何
な
る
も
の
か
に
就
い
て
、
な
お
若
干
の
基
礎
的
説
明
を
必
要
と
す
る
で
あ

ろ
う
。］［1　

め
て
人
間
の
手
の
意
味
を
有
す
る
。
か
く
の
如
き
道
具
を
も
っ
て
働
き
掛
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
も
身

体
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
成
立
は
手
の
成
立
と
同
時
的
で
あ
り
、
そ
し
て
手
の
成
立
は
道
具
の
成
立
と
同

時
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
真
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
の
身
体
は
単
に
自
然
的
な
も
の
で
な
く
、
歴
史
的
な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
的
身
体
も
同
様
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
云
っ
た
如
く
、
生
産
は
社
会
の
形
成
の

基
礎
で
あ
り
生
産
関
係
に
よ
っ
て
社
会
に
分
裂
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
社
会
的
身
体
も
単
に
自
然
的
な
も
の
で

な
く
、
歴
史
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
非
有
機
的
な
或
は
機
械
的
な
道
具
が
作
ら
れ
る
た
め
に
は
、

因
果
関
係
の
認
識
が
前
提
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
世
界
が
対
象
的
に
乃
至
客
観
的
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
一
般
に
人
間
の
行
為
が
真
に
現
実
的
な
行
為
で
あ
る
た
め
に
は
、
客
体
が
そ
の
対
象
性
も
し
く
は

客
観
性
に
於
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
世
界
は
単
に
我
々
の
関
心
的
交
渉
に
関
わ
る
道
具
と
し
て
解

釈
す
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
そ
れ
自
身
の
対
象
性
を
具
え
て
い
る
。
単
に
物
の
世
界
の
み
で
な
く
、
特
に
人
間
の
世
界

は
自
我
に
属
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
私
と
汝
と
は
絶
対
に
独
立
な
も
の
と
し
て

対
立
し
、
か
く
の
如
き
私
と
汝
と
を
包
ん
で
そ
の
内
に
成
立
せ
し
め
る
社
会
は
如
何
に
し
て
も
内
在
的
に
解
釈
し

能
わ
ぬ
超
越
的
な
存
在
者
で
あ
る
。
凡
て
の
行
為
は
か
く
の
如
き
超
越
的
な
も
の
を
そ
の
も
の
と
し
て
承
認
す
る



一
六
六

第
一
章
　
人
間
学
の
槪
念

こ
と
に
よ
っ
て
現
実
的
に
行
為
で
あ
り
得
る
。
か
く
の
如
き
超
越
的
な
も
の
と
自
己
と
の
関
係
の
自
覚
を
離
れ
て

行
為
的
自
覚
は
な
い
。
固
よ
り
行
為
は
決
し
て
客
体
的
に
の
み
把
握
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
客
体

と
の
関
係
を
含
ま
ぬ
行
為
は
な
く
、
客
体
の
客
観
性
を
認
め
な
い
行
為
は
真
の
行
為
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
行

為
の
弁
証
法
は
対
象
論
理
を
そ
の
契
機
と
し
て
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
唯
物
弁
証
法
は
客
体
的
な
見
方
に
偏
し
、
真

に
弁
証
法
的
で
な
い
と
云
わ
れ
る
に
し
て
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
却
っ
て
勝
れ
た
特
色
を
有
す
る
と
見
ら
れ
得
る

で
あ
ろ
う
。五

こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
学
は
行
為
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
行
為
と
は
何
か
、
行
為
の
立
場
と
は

如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
は
一
般
に
必
ず
し
も
明
瞭
で
あ
る
わ
け
で
な
く
、
寧
ろ
種
々
の
誤
解
を
生
じ
て
い
る
。

そ
れ
故
我
々
は
差
当
っ
て
必
要
な
限
り
に
於
て
こ
の
問
題
を
究
明
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
の
概
念
は
つ
ね

に
主
体
の
概
念
と
結
び
付
い
て
い
る
。
従
っ
て
い
ま
行
為
に
関
す
る
若
干
の
究
明
は
、
人
間
学
は
人
間
を
客
体
的

に
見
ず
主
体
的
に
捉
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
る
意
味
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
主

体
的
と
い
う
こ
と
も
屡
々
間
違
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。］

行
為
は
ひ
と
つ
の
運
動
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
植
物
の
生
長
の
過
程
が
運
動
と
見
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
な

い
。
植
物
は
自
然
的
に
生
長
す
る
が
、
行
為
は
単
に
そ
の
よ
う
に
自
然
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
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あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
自
然
的
な
も
の ta; fuvsei o[nta 

と
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
運
動
の
原
理

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
行
為
に
は
却
っ
て
そ
の
運
動
の
原
理
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
意
味
が
あ
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
の
原
因
が
心
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
併
し

な
が
ら
行
為
を
越
え
て
行
為
を
規
定
す
る
も
の
は
単
に
心
理
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
い
。
心
理
が
行
為
の
原
因

と
見
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
逆
に
行
為
が
心
理
の
原
因
と
も
見
得
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
行
為
は
内
的
に
し
て
外

的
な
、
主
観
的
に
し
て
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
真
に
超
越
的
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
か
く
の
如
き
主
観
的
・
客

観
的
な
も
の
に
対
し
て
超
越
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
に
と
っ
て
そ
の
運
動
の
原
理
が
自
己
自
身
の
う
ち
に

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
単
に
所
謂
外
的
原
因
か
ら
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
。
我
々
の
行
為
は
凡

て
因
果
の
連
鎖
に
繋
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
ど
こ
ま
で
も
唯
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
行
為
と
い

う
も
の
は
な
く
な
る
。
行
為
は
ど
こ
ま
で
も
内
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
内
と
云
っ
て

も
単
に
意
識
の
こ
と
で
は
な
い
。
真
に
内
な
る
も
の
は
単
な
る
内
を
も
超
越
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
於

て
ま
た
真
に
外
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
運
動
の
原
因
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
な
い
も
の
は
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
規
定
に
従
え
ば
、
作
ら
れ
た
も
の ta; poiouvmena 
で
あ
る
。
人
間
の
行
為
に
も
そ
の
運
動
の
原
因

が
自
己
自
身
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
限
り
、
人
間
は
作
ら
れ
た
も
の
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
人
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間
を ens creatum

（
被
造
の
物
）
と
見
る
こ
と
は
、
そ
の
神
学
的
前
提
を
別
に
し
て
も
、
深
い
意
味
の
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
人
間
的
行
為
の
原
理
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
こ
と
は
固
よ
り
、
寝
台
や
上
衣
の
如
き
も

の
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
謂
う
作
ら
れ
た
も
の
）
が
そ
の
生
成
の
原
理
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
有
せ
ず
、外
部
に
、

他
の
も
の
の
う
ち
に
、
即
ち
工
作
す
る
人
間
の
う
ち
に
有
す
る
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
。
私
の
行
為
は

ど
こ
ま
で
も
私
の
為
す
も
の
で
あ
る
、
そ
の
原
理
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
あ
る
。
併
し
同
時
に
［【
以
下
五
項
末
ま
で
】

そ
の
原
理
が
ま
た
自
己
自
身
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
行
為
は
私
の
為
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
私

に
と
っ
て
成
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
行
為
は
自
由
で
あ
る
と
共
に
運
命
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し

て
行
為
は
同
時
に
出
来
事
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
歴
史
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ

る
。
蓋
しG

eschichte

（
歴
史
）
と
い
う
語
が
も
と
出
来
事
（B

egebenheit

）
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
行
為
は
い

わ
ば
単
に
行
為
で
な
く
同
時
に
出
来
事
の
意
味
を
有
す
る
故
に
、
歴
史
的
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
行
為
が
同
時
に
出
来
事
の
意
味
を
有
す
る
の
を
理
解
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

我
々
は
行
為
論
の
陥
り
易
い
主
観
主
義
乃
至
抽
象
的
な
能
動
主
義
を
斥
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
先
ず
、
行
為
は
身

体
的
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
精
神
を
形
相
の
受
容
者
即
ち
物
か
ら
形
相
の
み
を
純
粋
に
受
取
る
も
の
と
考

え
た
が
、
物
そ
の
も
の
に
我
々
が
衝
き
当
る
の
は
身
体
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
身
体
は
単
な
る
能
動
性
で
な
く
、
つ
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ね
に
受
動
性
の
意
味
を
含
み
、
従
っ
て
抽
象
的
な
能
動
主
義
は
行
為
の
身
体
的
規
定
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
か
か
る
能
動
主
義
に
あ
っ
て
は
、
行
為
の
主
体
と
し
て
の
人
間
は
主
観
化
さ
れ
て
世
界
の
外
に
置
か
れ
、

こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
立
場
か
ら
世
界
に
働
き
掛
け
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
行
為
す
る
人
間
は
世

界
の
う
ち
に
入
っ
て
い
な
い
。
然
る
に
現
実
の
人
間
は
世
界
の
う
ち
に
棲
み
、
世
界
の
中
で
働
い
て
い
る
。
我
々

の
行
為
は
一
方
ど
こ
ま
で
も
環
境
か
ら
規
定
さ
れ
る
と
同
時
に
他
方
ど
こ
ま
で
も
環
境
を
規
定
し
て
ゆ
く
、
行
為

は
主
観
の
客
観
化
、
客
観
の
主
観
化
で
あ
る
。
作
用
が
先
ず
あ
っ
て
存
在
が
作
ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
存
在
が
先

ず
あ
っ
て
作
用
が
生
れ
る
の
で
も
な
い
。
純
粋
作
用
か
ら
存
在
を
導
き
出
す
こ
と
も
、
存
在
の
属
性
と
し
て
作
用

を
考
え
る
こ
と
も
、
共
に
間
違
っ
て
い
る
。
ホ
ル
デ
ー
ン
の
云
う
如
く
、
構
造
と
作
用
と
は
分
離
し
得
な
い
。＊

構

造
と
作
用
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
生
命
の
統
一
が
あ
る
。
行
為
の
分
析
は
人
間
存
在
の
構
造
の
分
析
か
ら
別

つ
こ
と
が
で
き
ず
、
人
間
存
在
の
分
析
は
行
為
の
分
析
か
ら
別
つ
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
し
て
有
機
体
と
環
境
と
の

作
用
と
反
作
用
と
は
一
全
体
と
し
て
結
び
附
き
、
環
境
は
有
機
体
の
構
造
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
、
逆
に
有
機
体
の

構
造
は
環
境
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
と
ホ
ル
デ
ー
ン
の
云
う
如
く
、
人
間
の
存
在
及
び
行
為
は
社
会
の
構
造
及
び

運
動
か
ら
分
離
し
て
理
解
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
観
主
義
に
反
対
し
て
、
我
々
は
人
間
の
存
在
及
び
行
為
の

客
観
性
―
―
固
よ
り
単
な
る
客
観
性
で
な
く
寧
ろ
社
会
性
―
―
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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然
る
に
第
三
に
、
主
観
主
義
或
は
抽
象
的
な
能
動
主
義
の
行
為
論
は
、
行
為
を
「
私
と
そ
れ
」
の
関
係
と
見
る
こ

と
に
な
り
、
か
く
し
て
行
為
は
経
験
0

0

に
過
ぎ
な
く
な
り
、
行
為
の
意
味
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
行
為
は
却
っ
て
私

と
汝
と
の
間
の
出
来
事

0

0

0

で
あ
る
。
私
に
対
す
る
「
も
の
」
も
単
な
る
「
そ
れ
」
で
な
く
、
表
現
と
し
て
汝
の
意
味

を
も
っ
て
い
る
。
行
為
は
つ
ね
に
た
だ
個
別
的
な
も
の
に
関
係
す
る
と
云
わ
れ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
イ

デ
ー
も
行
為
の
立
場
に
於
て
は
身
体
的
に
見
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
は
互
い
に
独
立
な
私
と
汝

と
の
間
に
0

0

起
る
も
の
と
し
て
出
来
事
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。「
歴
史
は
私
と
汝
と
の
遭
遇
で
あ
り
、対
話
で
あ
る
」

と
云
わ
れ
る
如
く
、
行
為
は
私
と
汝
と
の
間
の
出
来
事
と
し
て
歴
史
的
で
あ
る
。
互
い
に
独
立
な
私
と
汝
と
が
行

為
的
に
関
係
す
る
た
め
に
は
媒
介
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
か
る
媒
介
者
が
社
会
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
の
行

為
は
社
会
か
ら
パ
ト
ス
的
に
ロ
ゴ
ス
的
に
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
か
ら
規
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
於

て
我
々
の
行
為
は
我
々
の
為
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
我
々
に
と
っ
て
成
る
も
の
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

＊　

J.S. H
aldane, The Philosophical Basis of Biology, 1931.

と
こ
ろ
で
行
為
が
出
来
事
の
意
味
を
有
す
る
の
は
、
そ
れ
が
内
在
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
既
に
述
べ
た
如

く
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
か
か
る
超
越
は
二
重
の
意
味
の
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
先
ず
内
に
於
け
る
超
越
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
外
部
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
は
行
為
と
い
う
も
の
は
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な
く
な
る
、
行
為
は
ど
こ
ま
で
も
内
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
こ
の
内
が
単
に
主
観
的
心
理
的
な
も

の
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
行
為
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
認
め
ら
れ
ず
、
主
観
的
と
主
体
的
と
の
区
別
も
考
え
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
行
為
を
内
に
於
て
規
定
す
る
も
の
は
意
識
を
も
内
に
於
て
超
越
す
る
も
の
で
あ
り
、
意
識
は
寧
ろ
こ

の
も
の
の
表
現
と
見
ら
れ
得
る
。
こ
の
よ
う
に
行
為
を
規
定
す
る
も
の
が
単
に
外
に
於
て
我
々
を
超
越
す
る
も
の

で
な
く
却
っ
て
内
に
於
て
我
々
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
行
為
は
こ
れ
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
於
て
主
体

的
意
味
を
失
わ
ず
、
且
つ
そ
の
意
味
に
於
け
る
「
客
観
性
」
を
除
い
て
主
体
的
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

人
間
の
外
的
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
み
で
な
く
、
ま
た
そ
の
内
的
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
認
め
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。
我
々
の
行
為
は
か
く
の
如
く
内
に
於
て
我
々
を
超
越
す
る
も
の
に
関
係
附
け
ら
れ
て
い
る
故
に
、
表
現
的

で
あ
る
。
表
現
と
云
う
と
き
、
必
ず
内
へ
の
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
も
し
こ
の
内
が
主
観
的
心
理
的
な

も
の
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
表
現
と
は
云
い
得
ず
、
表
現
は
つ
ね
に
超
越
的
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
超
越
は
も

と
よ
り
単
な
る
超
越
で
な
く
て
同
時
に
内
在
で
あ
る
。
も
し
内
在
的
な
と
こ
ろ
が
な
い
な
ら
ば
、
行
為
と
い
う
べ

き
主
体
的
意
味
も
な
く
な
り
、
出
来
事
は
単
な
る
現
象
で
あ
っ
て
出
来
事
と
は
云
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
は

た
だ
我
々
に
対
し
て
外
に
あ
る
も
の
で
な
く
、却
っ
て
主
体
と
し
て
内
に
於
て
我
々
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
社
会
は
我
々
に
と
っ
て
内
在
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
人
間
は
社
会
を
表
現
す
る
と
も
考
え
得
る
。
社
会
は
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人
間
に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
と
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
間
の
二
重
の
性
格
、
即
ち
個
人
的
で

あ
る
と
同
時
に
社
会
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
従
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
行
為
は
単
に
内
に
於
け
る
超

越
の
み
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
、
そ
こ
に
は
ま
た
外
に
於
け
る
超
越
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
行
為
は
内
へ

超
越
せ
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
外
の
超
越
も
可
能
に
さ
れ
る
。
主
体
へ
の
超
越
が
客
体
の

超
越
の
根
拠
で
あ
る
。
行
為
は
表
現
的
な
も
の
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
に
動
か
さ
れ
る
、
表
現
的
な
も
の

は
客
観
的
な
イ
デ
ー
的
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
行
為
は
外
に
超
越
的
な
イ
デ
ー
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
と
な

る
の
で
あ
り
、
行
為
に
於
て
イ
デ
ー
は
実
現
さ
れ
る
。
か
く
の
如
く
超
越
的
な
も
の
へ
の
関
係
を
含
む
も
の
と
し

て
行
為
は
つ
ね
に
表
現
的
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
行
為
は
す
べ
て
表
現
的
行
為
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
行
為
は
単
に
所
謂
プ
ラ
ク
シ
ス
で
な
く
ポ
イ

エ
シ
ス
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
行
為
が
行
為
と
し
て
内
に
留
る
も
の
で
な

く
、
本
質
的
に
外
に
出
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
固
よ
り
行
為
は
外
に
表
現
さ
れ
る
の
み

で
な
く
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
が
意
欲
は
外
部
に
現
れ
る
と
共
に
自
己
自
身
に
内
面
的
に
現
れ
る
と
云
っ
た
如

く
、
内
に
表
現
さ
れ
る
。
表
現
は
外
へ
の
表
現
で
あ
る
と
共
に
内
へ
の
表
現
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
表
現
的

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
覚
的
と
云
わ
れ
る
人
間
の
特
質
は
自
己
を
外
部
に
向
っ
て
表
現
す
る
行
為
が
同
時
に
内
面
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的
に
意
識
の
中
へ
表
現
さ
れ
る
こ
と
、
即
ち
二
重
の
表
現
を
有
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
意
識
は
表
現
の
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
内
的
に
し
て
外
的
な
表
現
を
た
だ
内
面
か
ら
見
れ
ば
、
表
現
的
個
体
は
無
限
に
自
己
自

身
を
写
し
て
ゆ
く
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
の
如
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
限
り
な
き
表
現
も
外
に
向

っ
て
は
窓
を
有
し
な
い
。
併
し
な
が
ら
行
為
と
は
か
か
る
モ
ナ
ド
的
世
界
を
破
っ
て
外
に
出
る
こ
と
で
あ
り
、
行

為
に
よ
っ
て
ひ
と
は
共
同
の
世
界
に
入
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
外
に
出
る
も
の
と
し
て
表
現
的
で
あ
る

の
み
で
な
く
、
ま
た
特
に
物
を
作
る
と
い
う
意
味
に
於
て
ポ
イ
エ
シ
ス
と
考
え
ら
れ
る
。
普
通
に
は
物
を
作
る
と

は
云
わ
れ
な
い
行
為
も
、人
間
と
い
う
物
を
作
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
行
為
に
於
て
人
間
は
作
ら
れ
る
。

身
体
の
如
き
も
の
と
雖
も
、
人
間
は
自
己
の
自
由
形
成
と
し
て
自
己
の
表
現
と
な
す
の
で
あ
る
。
行
為
は
内
的
に

し
て
外
的
な
、
主
体
的
に
し
て
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
も
の
と
し
て
一
個
の
表
現
的
行
為
に
於
て

表
現
と
行
為
と
を
別
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
表
現
と
行
為
と
は
一
方
連
続
的
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
表

現
は
行
為
の
発
展
に
ほ
か
な
ら
ず
、
従
っ
て
そ
れ
は
何
処
に
於
て
完
結
す
る
と
も
云
え
な
い
。
併
し
な
が
ら
他
方

両
者
は
矛
盾
乃
至
対
立
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
表
現
を
内
へ
の
表
現
と
見
れ
ば
表
現
は
主
観
的
で
あ
っ
て
行
為

は
客
観
的
と
考
え
ら
れ
る
が
、
表
現
を
外
へ
の
表
現
と
見
れ
ば
表
現
は
客
観
的
で
あ
っ
て
行
為
は
寧
ろ
主
観
的
で

あ
る
。
行
為
が
パ
ト
ス
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
表
現
は
ロ
ゴ
ス
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
パ
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ト
ス
的
な
行
為
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
語
を
借
り
れ
ば
、「
イ
デ
ー
へ
の
転
向
」 W

endung zur Idee 

に
よ
っ
て
初
め
て

表
現
的
と
な
る
。
行
為
に
於
て
個
体
は
生
命
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
表
現
は
生
命
よ
り
多
く
の
も
の
で
あ
り
、
生

命
は
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
と
し
て
生
れ
る
。パ
ト
ス
的
限
定
は
個
体
的
限
定
の
基
礎
で
あ
っ
て
、

行
為
は
つ
ね
に
た
だ
個
別
的
な
行
為
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
パ
ト
ス
的
な
行
為
に
於
て
個
体
は
個
体
と
な
る
と
す

れ
ば
、
表
現
に
於
て
個
体
は
自
己
を
否
定
し
て
イ
デ
ー
的
一
般
性
の
世
界
へ
超
出
す
る
の
で
あ
る
。
私
の
ど
の
よ

う
に
主
観
的
な
体
験
も
、
ひ
と
た
び
表
現
さ
れ
る
と
き
、
私
か
ら
離
れ
て
共
同
の
世
界
へ
入
り
、
独
立
な
も
の
と

し
て
私
と
対
立
す
る
に
到
る
。
表
現
は
独
立
な
コ
ス
モ
ス
即
ち
自
己
自
身
の
う
ち
に
秩
序
と
聯
関
と
を
含
む
世
界

を
形
作
り
、
こ
れ
に
対
し
て
生
は
ジ
ン
メ
ル
が
「
生
の
断
片
的
性
格
」Fragm

entcharakter des Lebens 

と
云
っ

た
如
く
断
片
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
行
為
は
表
現
的
行
為
と
し
て
表
現
と
行
為
と
の
相
反
す
る

要
素
を
含
み
、
弁
証
法
的
構
造
を
具
え
て
い
る
。
表
現
と
行
為
と
は
一
面
ど
こ
ま
で
も
連
続
的
で
あ
る
と
共
に
他

面
ど
こ
ま
で
も
非
連
続
的
で
あ
る
。
我
々
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
表
現
論
が
体
験
と
表
現
と
を
た
だ
単
に
連
続
的
に
考

え
た
の
に
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
も
し
行
為
と
表
現
と
が
た
だ
単
に
連
続
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
ポ
イ
エ
シ
ス

が
行
為
と
云
わ
る
べ
き
理
由
は
な
く
、
行
為
が
表
現
的
行
為
と
云
わ
る
べ
き
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
間

に
連
続
の
関
係
と
共
に
、
非
連
続
の
、
飛
躍
の
、
ま
た
否
定
の
関
係
が
存
す
る
故
に
、
表
現
的
行
為
は
行
為
と
云
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わ
れ
、
行
為
は
表
現
的
行
為
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

表
現
に
於
て
行
為
は
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
実
現
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
表
現
的
行
為
と

し
て
か
く
の
如
き
弁
証
法
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
は
行
為
に
於
て
生
れ
且
つ
死
し
、
死
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
固
よ
り
人
間
は
単
に
自
己
自
身
か
ら
生
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
は
却
っ
て
自
然
か
ら

生
れ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
然 N
atura 

と
い
う
語
は
も
と
生
む
と
い
う
意
味
の
語
に
由
来
し
、
物
は
自

然
か
ら
生
れ
、
人
間
も
自
然
か
ら
生
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
は
自
然
の
一
物
で
あ
る
。
併
し
人
間
は
単
な
る

自
然
物
で
は
な
い
、
単
な
る
自
然
物
と
し
て
は
人
間
の
運
動
が
行
為
と
云
わ
れ
る
意
味
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間

は
主
体
的
・
客
体
的
存
在
で
あ
る
が
、
か
か
る
人
間
を
生
む
自
然
は
単
に
客
体
的
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。客
体
的
な
も
の
か
ら
は
た
だ
客
体
的
な
も
の
が
出
て
く
る
こ
と
の
で
き
る
ば
か
り
で
あ
る
。

確
か
に
人
間
は
物
か
ら
限
定
さ
れ
る
。
人
間
は
外
に
物
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
も
し
物

が
単
に
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
物
か
ら
限
定
さ
れ
る
も
の
は
物
に
過
ぎ
な
い
。
人
間
は
物
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
し
て

も
、
そ
の
物
は
単
な
る
物
で
な
く
表
現
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
外
に
表
現
的
な
も

の
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
表
現
的
行
為
は
つ
ね
に
表
現
的
な
も
の
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

行
為
に
動
か
さ
れ
る
。
人
間
は
自
然
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
云
っ
て
も
、
そ
の
場
合
自
然
は
表
現
的
な
も
の
で
な
け
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れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
自
然
的
世
界
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
表
現
的
世
界
は
私
と
汝
と
が
共
同
に
所
有

す
る
世
界
で
あ
る
。
表
現
は
イ
デ
ー
的
一
般
性
を
含
む
も
の
と
し
て
人
と
人
と
を
結
合
す
る
。
社
会
は
文
化
と
し

て
か
く
の
如
き
表
現
的
世
界
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
は
自
然
か
ら
生
れ
る
と
い
う
よ
り
も
社
会
か
ら
生
れ

る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
に
於
て
人
と
人
と
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
対
し
、
且
つ
そ
の
文
化
に
於
て
共

同
の
表
現
を
持
っ
て
い
る
。
併
し
な
が
ら
社
会
は
単
に
文
化
と
し
て
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
な
い
。
社
会
は

表
現
と
し
て
我
々
に
対
す
る
も
の
に
留
る
の
で
は
な
い
。
表
現
と
し
て
我
々
に
対
す
る
社
会
は
文
化
的
な
も
の

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
は
単
に
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
社
会
は
寧
ろ
「
生
む
自
然
」
―
―
古
来 

natura naturata

（
所
産
的
自
然
）
に
対
し
て natura naturans

（
能
産
的
自
然
）
が
区
別
さ
れ
て
い
る
―
―
の
如

き
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
文
化
は
我
々
に
対
す
る

0

0

0

も
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
は
我
々
を
内
か
ら
包0

む0

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
社
会
と
文
化
と
が
根
本
的
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
あ
る
。
社
会
と
文
化
と
の

間
に
は
表
現
と
行
為
と
の
間
に
於
け
る
が
如
き
関
係
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
を
た
だ
我
々
に
対
す
る
客

体
の
如
く
見
る
こ
と
ほ
ど
大
き
な
誤
は
な
い
。
社
会
は
行
為
す
る
人
間
を
も
そ
の
表
現
と
し
て
自
己
の
う
ち
に
包

む
も
の
で
あ
る
。
文
化
の
対
象
性
と
社
会
の
主
体
性
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
は
単
に

外
に
我
々
を
超
越
す
る
も
の
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、
ま
た
内
に
我
々
を
超
越
す
る
も
の
に
よ
っ
て
限
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定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
表
現
的
で
あ
る
。
し
か
も
外
の
超
越
と
内
の
超
越
と
は
弁
証
法
的
に
一

つ
で
あ
る
。
社
会
は
外
的
人
間
よ
り
も
更
に
外
的
な
も
の
と
し
て
こ
れ
を
包
み
―
―
こ
の
意
味
に
於
て
文
化
乃
至

表
現
と
し
て
の
社
会
も
元
来
何
等
我
々
に
対
し
て
あ
る
と
云
う
べ
き
も
の
で
な
い
―
―
内
的
人
間
よ
り
も
更
に
内

的
な
も
の
と
し
て
こ
れ
を
包
む
。
か
く
の
如
き
社
会
の
自
己
限
定
と
し
て
人
間
は
生
れ
る
。
人
間
は
主
体
的
・
客

体
的
な
も
の
と
し
て
、
従
っ
て
独
立
な
も
の
と
し
て
こ
の
社
会
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
創
造
の
意
味

が
あ
る
。
創
造
と
は
独
立
な
も
の
が
作
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
社
会
か
ら
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
社
会

を
表
現
す
る
。
社
会
は
人
間
に
と
っ
て
単
に
超
越
的
で
な
く
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
。
創
造
は
単
な
る
内
在
に
於

て
は
固
よ
り
単
な
る
超
越
に
於
て
も
考
え
ら
れ
ず
、
内
在
的
な
も
の
が
同
時
に
超
越
的
で
あ
り
、
超
越
的
な
も
の

が
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
創
造
は
考
え
ら
れ
る
。
人
間
は
社
会
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
社
会

に
対
し
て
独
立
に
働
き
、
実
に
社
会
を
変
化
す
る
。
人
間
は
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
絶
え
ず
社
会
を
変
化
し
、
か

く
変
化
さ
れ
た
社
会
か
ら
絶
え
ず
新
た
に
生
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
行
為
そ
の
も
の
は
つ
ね
に
社
会
を
媒

介
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
は
社
会
の
弁
証
法
的
運
動
の
要
素
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
人
間
は
自
己
自
身
か
ら
と
同
時
に
社
会
か
ら
生
れ
る
。
人
間
学
は
人
間
を
生
れ
る

0

0

0

と
こ
ろ
か
ら

捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、凡
て
の
哲
学
者
の
共
通
の
欠
点
と
し
て
人
間
を
一
の
永
久
真
理
と
し
て
、
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あ
ら
ゆ
る
渦
巻
の
う
ち
に
同
一
に
留
ま
る
も
の
と
し
て
、
事
物
の
確
か
な
尺
度
と
し
て
知
ら
ず
識
ら
ず
取
扱
う
こ

と
を
挙
げ
、「
歴
史
的
感
覚
の
欠
乏
は
凡
て
の
哲
学
者
の
遣
伝
的
欠
陥
で
あ
る
」
と
云
っ
て
い
る
。「
凡
て
は
成
っ

た
も
の
で
あ
る
。
永
久
の
事
実
は
存
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
絶
対
の
真
理
が
存
し
な
い
よ
う
に
。
―
―
従
っ
て
今
よ
り
後
歴
史
0

0

的
に
哲
学
す
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
が
、
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
決
定
の
徳
が
必
要
で
あ
る
」。
人
間
学
は
何
よ
り
も
歴
史
的
人
間

の
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

人
間
は
世
界
か
ら
生
れ
る
。
世
界
は
人
間
存
在
の
根
拠
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
学
は
哲
学
と
し
て
単

に
人
間
の
存
在
の
み
で
な
く
こ
の
存
在
の
根
拠
を
も
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
を
世
界

か
ら
生
れ
る
も
の
と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
根
拠
は
二
重
の
方
向
に
考
え
ら
れ
て
来
た
。
一
方
で
は
従

来
の
観
念
論
的
哲
学
に
於
て
の
よ
う
に
、
根
拠
は
自
己
の
背
後
へ
限
り
な
く
溯
っ
て
求
め
ら
れ
る
、
そ
の
と
き
自

己
と
共
に
根
拠
は
主
観
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
自
由
は
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
根
拠
は
自

己
に
と
っ
て
超
越
的
な
も
の
で
な
く
な
る
。
他
方
で
は
従
来
の
唯
物
論
的
哲
学
に
於
て
の
よ
う
に
、
根
拠
は
自
己

の
前
面
に
於
て
求
め
ら
れ
る
。
精
神
の
基
体
と
し
て
身
体
が
、
人
間
の
基
体
と
し
て
自
然
が
考
え
ら
れ
る
場
合
の

如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
存
在
の
客
観
性
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
し
て
も
、
根
拠
も
人
間
と
一

緒
に
客
観
化
さ
れ
、
従
っ
て
根
拠
は
超
越
的
な
も
の
で
な
く
な
る
。
然
る
に
実
は
人
間
存
在
に
と
っ
て
根
拠
で
あ
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る
も
の
は
、
単
に
我
々
の
背
後
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
も
単
に
前
面
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
背
後
に
考

え
ら
れ
る
も
の
と
前
面
に
考
え
ら
れ
る
も
の
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
観
に
し
て
基

体
も
し
く
は
実
体
で
あ
る
。
主
観
的
な
も
の
に
対
し
て
超
越
的
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、

客
観
的
な
も
の
に
対
し
て
超
越
的
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
真
に
超
越
的
な
も
の
は
主

観
的
に
し
て
客
観
的
、
内
的
に
し
て
外
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
も
の
に
し
て
初
め
て
人
間
即
ち

そ
れ
自
身
主
観
的
に
し
て
客
観
的
、
内
的
に
し
て
外
的
な
も
の
に
対
し
て
真
に
超
越
的
で
あ
る
と
同
時
に
内
在
的

で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
自
然
は
外
殻
も
な
く
内
核
も
な
く
、
内
面
も
な
く
外
面
も
な
い
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、

現
実
の
世
界
は
主
観
的
に
し
て
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
単
に
客
観
的
な
も
の
か
ら
人
間
は
生
れ
る
こ
と
が
出
来

ぬ
、
ま
た
単
に
主
観
的
な
も
の
か
ら
も
人
間
は
生
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
人
間
が
そ
こ
か
ら
生
れ
る
世
界
は
主
観

的
＝
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
か
る
世
界
の
弁
証
法
的
自
己
限
定
と
し
て
人
間
は
生
れ
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
世
界
か
ら
、
よ
り
端
的
に
は
社
会
か
ら
生
れ
る
人
間
は
こ
れ
に
対
し
て
独
立
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
創
造
と
云
わ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
創
造
と
は
独
立
な
も
の
が
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
世
界
か

ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
世
界
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
独
立
な
も
の
で
あ
り
、
独
立
に
働
き
、
逆
に
世
界
に
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対
し
て
作
用
し
、ま
た
実
に
世
界
を
作
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
絶
え
ず
世
界
を
変
化
し
、

か
く
変
化
さ
れ
た
世
界
か
ら
絶
え
ず
新
た
に
生
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
言
い
換
え
れ
ば
、
世
界
は
弁
証
法

的
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
世
界
が
弁
証
法
的
に
動
く
と
い
う
に
は
、
人
間
が
世
界
の
外
に
立
つ
の
で
な
く
、

世
界
の
う
ち
に
、
し
か
も
独
立
に
働
く
も
の
と
し
て
、
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
単
純
な

意
味
に
於
て
世
界
か
ら
生
れ
る
と
云
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
自
己
を
作

る
の
で
あ
る
。
然
し
か
く
の
如
き
行
為
は
歴
史
的
で
あ
る
故
に
、
即
ち
行
為
は
同
時
に
出
来
事
の
意
味
を
有
す
る

故
に
、
人
間
は
世
界
か
ら
生
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
歴
史
的
行
為
は
社
会
的
で
あ
る
。
お
よ
そ
歴
史
的
と

云
わ
れ
る
出
来
事
は
私
と
汝
と
の
間
の
関
係
と
し
て
生
ず
る
。
私
と
そ
れ
0

0

と
の
間
に
経
験
0

0

が
あ
る
が
、
出
来
事
と

は
云
わ
れ
ず
、
そ
こ
に
は
本
来
の
意
味
に
於
け
る
関
係
0

0

は
存
し
な
い
。
出
来
事
は
独
立
な
も
の
が
関
係
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
ず
る
。
出
来
事
は
人
間
と
人
間
と
の
間
に
於
け
る
行
為
と
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
行
為

は
一
般
者
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
世
界
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行

為
し
、
か
か
る
行
為
に
於
て
人
間
は
作
ら
れ
る
。
世
界
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
し
に
は
行
為
し
得
な
い
と
い
う
意

味
に
於
て
人
間
は
世
界
か
ら
生
れ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
単
に
主
観
的
に
、
観
念
的
に
新
た
に
生
れ

得
る
も
の
で
な
く
、
世
界
に
働
き
か
け
、
世
界
を
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
か
ら
新
た
に
生
れ
得
る
の
で
あ
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哲
学
的
人
間
学

る
。］［1　

そ
の
原
埋
は
自
己
の
外
部
に
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
の
う
ち
に
あ
る
。
然
し
な
が
ら
同
時
に
そ
の
原

理
が
ま
た
自
己
自
身
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
行
為
が
歴
史
的
で

あ
る
と
は
云
い
得
ず
、
人
間
の
歴
史
性
に
就
い
て
も
語
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し G

eschichte

（
歴
史
）
と
い

う
語
が
も
と
出
来
事 B

egebenheit 

を
意
味
す
る
よ
う
に
、
行
為
が
歴
史
的
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
行
為
は
単
に
行

為
で
な
く
同
時
に
出
来
事
の
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
出
来
事
と
考
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、

行
為
は
私
が
為
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
私
に
と
っ
て
成
っ
た
も
の
と
い
う
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
運
動
の
原
理
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
の
う
ち
に
あ
る
と
共
に
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
の
う
ち
に
な
い
と
い

う
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
行
為
は
自
由
で
あ
る
と
共
に
運
命
で
あ
る
、
ロ
ゴ
ス
的
で
あ

る
と
共
に
パ
ト
ス
的
で
あ
る
。
別
の
方
面
か
ら
云
え
ば
、
行
為
は
内
在
的
で
あ
る
と
共
に
超
越
的
で
あ
る
。
そ
こ

に
行
為
が
弁
証
法
的
運
動
と
し
て
考
え
ら
れ
、
行
為
は
歴
史
的
な
も
の
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
行
為
が
同
時
に
出
来
事
の
意
味
を
有
す
る
の
を
理
解
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
こ
の
理
解
が
欠
け

て
い
る
限
り
、
行
為
の
立
場
と
云
っ
て
も
単
な
る
能
動
主
義 A

ktivism
us 

に
過
ぎ
な
く
な
る
。
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ

テ
に
於
て
の
如
く
、
行
為
が
単
に
道
徳
的
に
見
ら
れ
、
た
だ
自
由
を
基
礎
と
し
て
行
為
が
考
え
ら
れ
る
場
合
、
か

か
る
抽
象
的
な
能
動
主
義
に
陥
り
易
い
。
行
為
的
と
道
徳
的
と
は
離
す
べ
か
ら
ざ
る
関
係
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
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の
よ
う
な
能
動
主
義
の
立
場
に
於
て
は
た
だ
主
観
的
道
徳
が
考
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
客
観
的
道
徳
と
し
て

の Sitte 

やSittlichkeit 

の
意
味
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
。
ジ
ッ
テ
や
ジ
ッ
ト
リ
ヒ
カ
イ
ト
は
行
為
が
行
為
で
あ

る
と
共
に
出
来
事
の
意
味
を
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
現
実
的
な
行
為
は
つ
ね
に
か
か
る
意
味
を
有
す

る
も
の
と
し
て
単
な
る
プ
ラ
ク
シ
ス
で
な
く
、
ポ
イ
エ
シ
ス
の
意
味
を
有
す
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
が
ポ

イ
エ
シ
ス
の
意
味
を
有
す
る
も
の
と
し
て
ジ
ッ
テ
や
ジ
ッ
ト
リ
ヒ
カ
イ
ト
は
つ
ね
に
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
故
に
歴
史
的
な
も
の
と
云
わ
れ
る
。
単
な
る
能
動
主
義
の
立
場
か
ら
は
歴
史
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

行
為
が
同
時
に
出
来
事
の
意
味
を
有
す
る
故
に
歴
史
は
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
人
間
学
に
於
て
行
為
の
立
場
に

立
つ
と
云
っ
て
も
、
抽
象
的
な
能
動
主
義
の
立
場
を
取
る
の
で
な
く
、
歴
史
的
行
為
の
立
場
に
立
た
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
歴
史
的
世
界
は
行
為
の
世
界
と
し
て
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
謂
う
道
徳
的
世
界 sittliche W

elt 

で
あ
り
、
歴
史
的
世

界
に
於
て
あ
る
も
の
は
凡
て
道
徳
的
力
の
意
味
を
有
す
る
。
道
徳
と
云
っ
て
も
単
な
る
規
範
、
単
な
る
当
為
を
謂

う
の
で
な
く
、
歴
史
的
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
行
為
の
弁
証
法
に
於
て
は
論
理
と
倫
理
と
が
一
つ
に
考
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
論
理
と
倫
理
と
の
同
一
と
い
う
こ
と
は
行
為
の
弁
証
法
の
本
質
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
身
体
的

で
な
い
行
為
は
存
し
な
い
よ
う
に
、
身
体
の
問
題
を
含
ま
ぬ
倫
理
は
存
し
得
な
い
。

次
に
、
行
為
を
一
面
的
に
能
動
主
義
的
に
解
す
る
こ
と
は
主
観
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
行
為
の
主

体
と
し
て
の
人
間
は
主
観
化
さ
れ
て
世
界
の
外
に
置
か
れ
、
か
か
る
抽
象
的
な
立
場
か
ら
世
界
に
対
し
て
働
き
掛
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的
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け
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
る
。
恰
も
従
来
の
認
識
論
的
哲
学
に
於
て
主
観
と
云
わ
れ
る
も
の
が
世
界
の
う
ち
に
入

ら
ず
、世
界
の
外
に
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
然
る
に
現
実
の
世
界
は
、そ
の
う
ち
に
於
て
我
々

が
生
れ
、
働
き
、
死
ん
で
ゆ
く
世
界
で
あ
る
。
行
為
的
人
間
は
か
か
る
世
界
の
う
ち
に
於
て
、
か
か
る
世
界
か
ら

考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
き
も
の
と
し
て
人
間
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
的
に
し
て
客
観

的
な
も
の
で
あ
る
。
行
為
も
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
は

一
方
ど
こ
ま
で
も
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
共
に
、
他
方
ど
こ
ま
で
も
環
境
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
観
の

客
観
化
、
客
観
の
主
観
化
と
し
て
我
々
の
行
為
は
考
え
ら
れ
る
。
作
用
が
先
ず
あ
っ
て
存
在
が
作
ら
れ
る
の
で
も

な
く
、
存
在
が
先
ず
あ
っ
て
作
用
が
生
れ
る
の
で
も
な
い
。
純
粋
作
用
か
ら
存
在
を
導
き
出
す
こ
と
が
誤
で
あ
る

よ
う
に
、
存
在
の
属
性
と
し
て
作
用
を
考
え
る
こ
と
も
間
違
っ
て
い
る
。
ホ
ル
デ
ー
ン
が
述
べ
て
い
る
如
く
、
構

造
と
作
用
と
は
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。＊

構
造
と
作
用
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
生
命
の
統
一
が
あ
る
の

で
あ
る
。
有
機
体
と
環
境
と
の
間
の
作
用
と
反
作
用
と
は
、
一
全
体
と
し
て
、
有
機
体
に
於
け
る
構
造
と
見
え
る

も
の
が
活
動
的
に
維
持
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
に
於
て
同
資
格
で
結
び
付
い
て
い
る
。
環
境
は
有
機
体
の
構
造
の
う

ち
に
表
現
さ
れ
、
逆
に
有
機
体
の
構
造
は
環
境
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
有
機
体
の
構
造
と
環
境
の
構
造
と

を
見
る
と
き
、そ
れ
は
連
続
的
な
活
動
の
表
現
で
あ
り
、構
造
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
同
資
格
で
結
び
付
い
て
い
る
。

従
っ
て
我
々
は
有
機
体
の
構
造
と
環
境
の
構
造
と
を
分
離
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
ホ
ル
デ
ー
ン
が
こ
の
よ
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う
に
考
え
た
如
く
、
人
間
の
構
造
と
活
動
は
世
界
の
構
造
及
び
運
動
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
主
観
主
義

に
反
対
し
て
、
我
々
は
人
間
及
び
行
為
の
客
観
性
―
―
固
よ
り
単
な
る
客
観
性
で
な
く
て
現
実
性
―
―
を
確
認
す

る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
主
体
的
把
握
と
い
う
こ
と
も
か
く
の
如
き
立
場
に
於
て
行
わ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
単
な
る
主
観
主
義
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
主
観
主
義
的
見
方
や
客
観
主
義
的
見

方
が
如
何
に
し
て
生
じ
得
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
か
く
の
如
き
現
実
の
立
場
か
ら
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
得
、
ま

た
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

＊　

J. S. H
aldane, The Philosophical Basis of Biology, 1931.

更
に
抽
象
的
な
能
動
主
義
の
行
為
論
は
観
念
論
に
終
る
。
人
間
の
行
為
は
身
体
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
か
か
る

身
体
の
意
味
を
理
解
し
得
ず
、
行
為
を
身
体
か
ら
抽
象
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
精
神
を
形
相
の

受
容
者
、
即
ち
物
か
ら
形
相
の
み
を
純
粋
に
受
取
る
も
の
と
考
え
た
。
物
に
我
々
が
衝
き
当
る
の
は
身
体
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
固
よ
り
能
動
性
の
意
味
を
除
い
て
身
体
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
身
体
は
そ
れ
を
も
っ
て
私
が
或
る
こ
と
を

為
し
得
る
0

0

も
の
と
し
て
私
に
属
す
る
。
私
は
そ
れ
を
も
っ
て
歩
み
、
座
し
、
横
た
わ
り
得
る
0

0

も
の
と
し
て
身
体
を

持
っ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
可
能
性
が
身
体
の
本
質
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
デ
ュ
ナ
ミ
ス

（duvnamiV 

可
能
性
）
の
概
念
は
質
料
と
共
に
力
を
意
味
し
た
が
、
身
体
が
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
同
様

の
意
味
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
は
力
と
い
う
意
味
に
於
て
能
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
身
体
は
し
ば
し
ば
器
官
乃
至
道
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具
と
考
え
ら
れ
る
。
耳
は
聴
く
た
め
の
器
官
、
脚
は
歩
む
た
め
の
器
官
で
あ
る
。
然
し
身
体
は
単
に
道
具
と
見
る

こ
と
が
で
き
ぬ
。
脚
は
道
具
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
道
具
と
し
て
歩
む
の
は
身
体
で
あ
り
、
私
が
歩
む
の
で

あ
る
。
聴
く
の
は
耳
で
は
な
く
、
身
体
が
聴
く
の
で
あ
る
（
身
を
入
れ
て
聴
く
、
と
ひ
と
は
云
う
）、
身
体
が
聴
き

得
る
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
耳
も
聴
き
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
身
体
が
道
具
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
道
具
乃
至

器
官
は
身
体
に
従
っ
て
裁
た
れ
て
い
る
。
私
が
歩
む
と
き
、
私
は
身
体
を
歩
む
も
の
に
な
し
た
の
で
あ
る
。
私
が

聴
く
と
き
、
私
は
身
体
を
聴
く
も
の
に
な
し
た
の
で
あ
る
。
歩
み
、
座
し
、
横
た
わ
り
得
る
、
等
々
の
可
能
性
は

身
体
に
就
い
て
の
対
象
的
知
識
を
俟
っ
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
そ
の
も
の
に
於
て
身

体
は
自
己
を
持
つ
の
で
あ
る
。
身
体
は
対
象
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
身
体
で
あ
る
。
も
し
も
器

官
と
見
ら
れ
る
も
の
の
総
体
を
「
身
体
」
と
云
う
な
ら
ば
、
か
く
の
如
き
可
能
性
の
意
味
に
於
け
る
身
体
は
「
身

体
性
」
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
身
体
は
器
官
と
し
て
人
間
存
在
の
身
体
性
に
従
っ
て
裁
た
れ
て
い
る

と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
身
体
を
持
つ
と
云
わ
れ
る
が
、
か
か
る
所
有
の
範
疇
が
身
体
に
於
て
固
有
な
も
の
、

本
来
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
も
、
身
体
が
可
能
性
の
意
味
を
含
む
故
で
あ
る
。
人
間
は
世
界
を
持
つ
と
い
う

こ
と
も
、人
間
存
在
の
身
体
性
と
根
本
的
な
関
係
を
有
し
、そ
の
よ
う
な
世
界
は
身
体
性
と
原
理
的
な
聯
関
に
あ
る
。

然
る
に
身
体
は
同
時
に
か
か
る
性
質
と
は
反
対
の
性
質
を
具
え
て
い
る
。
身
体
の
宿
命
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ

れ
で
あ
る
。
か
の
性
質
が
可
能
性
で
あ
っ
た
に
対
し
て
、
宿
命
性
は
ひ
と
つ
の
必
然
性
で
あ
る
。
か
の
可
能
性
を
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人
間
の
力
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
必
然
性
は
人
間
の
無
力
で
あ
る
。
身
体
は
可
能
性
と
し
て
変
化
し
得
ざ
る
純

粋
な
所
与
で
な
い
、
私
は
そ
れ
を
も
っ
て
歩
み
、
座
し
、
横
た
わ
り
得
る
或
る
も
の
と
し
て
身
体
を
有
す
る
。
私

が
今
歩
み
、
座
し
、
横
た
わ
る
と
い
う
こ
と
は
偶
然
に
属
す
る
、
け
れ
ど
も
私
が
一
般
に
身
体
を
有
す
る
と
い
う

こ
と
或
は
人
間
存
在
の
身
体
性
は
ひ
と
つ
の
必
然
性
で
あ
る
。
身
体
は
運
命
と
し
て
の
身
体
で
あ
る
。
そ
の
限
り

そ
れ
は
我
々
が
た
だ
受
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
所
与
で
あ
る
。
身
体
は
我
々
の
負
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
、
人
間
存
在
の

負
い
目
で
あ
る
。
身
体
は
我
々
の
持
つ
物
で
あ
る
が
、
我
々
は
そ
れ
を
い
わ
ば
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
避
け
難
く
負
わ

さ
れ
た
も
の
と
し
て
持
つ
の
で
あ
る
。
然
し
人
間
は
同
時
に
精
神
的
な
も
の
と
し
て
、
身
体
を
そ
の
行
為
に
於
て

自
由
形
成
と
な
し
、
自
己
の
表
現
と
す
る
。
身
体
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
現
実
的
で
あ
る
。
身
体
と
考
え
ら
れ

る
世
界
も
行
為
に
よ
っ
て
表
現
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
身
体
は
対
象
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
我
々
は
身
体
を

つ
ね
に
一
定
の
状
態
に
あ
る
も
の
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
状
態
と
い
う
の
は
パ
ト
ス
の
こ
と
で
あ
り
、
従

っ
て
寧
ろ
状
態
性
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
或
る
状
態
に
あ
る
と
云
え
ば
、
私
は
或
る
気
分
乃
至
情
緒
に
あ
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
状
態
性
と
は
気
分
、
情
緒
、
激
情
な
ど
と
い
う
も
の
を
広
く
包
括
し
た
意
味
に
於
け
る
パ
ト
ス

の
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
つ
ね
に
一
定
の
パ
ト
ス
に
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
身
体
を
有
す
る
。
既
に
古
く
か
ら
パ

ト
ス
は
身
体
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
定
義
さ
れ
て
来
た
が
、
身
体
は
こ
の
場
合
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
の
意
味
に

解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
身
体
性
と
状
態
性
と
は
不
可
分
で
あ
る
。
人
間
が
つ
ね
に
一
定
の
状
態
に
あ
る
の
は
そ
の
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存
在
の
身
体
性
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
然
る
に
状
態
性
を
意
味
す
る
パ
ト
ス pavqoV 

と
い
う
語
は pavscw 

か
ら
来
て

お
り
、
受
動
の
謂
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
状
態
性
は
そ
の
よ
う
に
受
動
性
で
あ
り
、
身
体
は
受
動
性
の
場
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
他
方
パ
ト
ス
は
単
に Leiden 

で
な
く
却
っ
て Leidenschaft 

と
し
て
能
動
性
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

か
く
の
如
く
受
動
性
で
あ
る
パ
ト
ス
が
同
時
に
能
動
性
で
あ
る
の
は
、
身
体
が
可
能
性
を
、
従
っ
て
ま
た
力
を
意

味
す
る
が
た
め
で
あ
る
。
単
な
る
受
動
性
か
ら
は
主
体
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。
身
体
は
受
動
的
に
し
て
能
動
的
な

も
の
と
し
て
既
に
人
間
存
在
の
弁
証
法
的
性
格
を
示
し
て
い
る
。
能
動
主
義
の
行
為
論
は
行
為
の
パ
ト
ス
的
限
定

を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
抽
象
的
一
面
性
に
陥
っ
て
い
る
。
物
に
衝
き
当
る
行
為
は
つ
ね
に
パ
ト
ス
的
に
限
定

さ
れ
て
い
る
。

行
為
は
行
為
で
あ
る
と
共
に
出
来
事
の
意
味
を
有
す
る
。
行
為
は
単
に
所
謂
プ
ラ
ク
シ
ス
で
な
く
、
寧
ろ
凡
て

ポ
イ
エ
シ
ス
の
意
味
を
有
す
る
。
も
し
行
為
が
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
人
間
を
行
為
の
立
場

か
ら
把
握
す
る
と
い
う
の
は
如
何
な
る
意
味
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
ず
人
間
を
行
為
に
於
て
作
ら
れ
る

も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
恰
も
芸
術
作
品
が
芸
術
的
活
動
（
狭
義
の
ポ
イ
エ
シ
ス
）
に

於
て
作
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
そ
の
も
の
も
行
為
に
於
て
作
ら
れ
る
。
然
る
に
行
為
は
凡
て
ポ
イ
エ
シ
ス
の
意
味

を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
芸
術
的
制
作
活
動
に
於
て
作
ら
れ
る
も
の
が
表
現
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
も
本
来
一

個
の
表
現
で
あ
る
。
真
の
行
為
に
於
て
は
凡
て
の
偶
然
的
な
も
の
は
必
然
化
さ
れ
、
凡
て
の
外
的
な
も
の
は
性
格
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化
さ
れ
、
乃
至
運
命
化
さ
れ
、
表
現
と
し
て
の
人
間
が
形
作
ら
れ
る
。
芸
術
作
品
の
完
結
性
の
要
求
は
何
等
根
源

的
な
要
求
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
芸
術
的
活
動
の
過
程
に
於
て
発
展
し
、
且
つ
た
だ
そ
の
場
合
に
の
み
価
値
を

有
す
る
、
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
考
え
た
如
く
、
人
間
も
完
結
し
た
も
の
で
な
く
て
可
塑
的
な
も
の
で
あ
り
、
ポ
イ

エ
シ
ス
の
規
定
を
有
す
る
行
為
に
於
て
絶
え
ず
発
展
的
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
芸
術
は
芸
術
的
活
動
の

本
質
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
は
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
卓
見
で
あ
る
が
、
人
間
の
存
在
も
か
よ
う
な

行
為
の
本
質
か
ら
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
を
行
為
の
立
場
に
於
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
行
為
が
ポ
イ
エ

シ
ス
の
意
味
を
有
す
る
故
に
意
味
が
あ
り
、
ま
た
必
要
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
は
人
間
を
創
造
の

立
場
に
於
て
捉
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
学
は
人
間
を
主
体
的
に
把
握
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
て
も

曖
昧
を
免
れ
ず
、
主
体
的
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
創
造
の
見
地
に
於
て
人
間
を
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把

握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
主
体
的
に
把
握
す
る
と
云
っ
て
も
、
単
に
主
観
的
に
理

解
す
る
と
い
う
の
と
異
な
る
こ
と
な
く
、
ま
た
少
な
く
と
も
一
面
的
で
あ
る
こ
と
を
避
け
難
い
で
あ
ろ
う
。
人
間

を
主
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
し
て
の
人
間
を
全
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
人
間
を
全
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
創
造
の
見
地
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
し
て
の
人
間
を
全
体
的
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
生
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
捉
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
人
間
と
し
て
も
と
も
と
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
し
て
生
れ
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る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
芸
術
の
考
察
に
於
て
も
出
来
上
っ
た
作
品
に
就
い
て
そ
の
享
受
の
立
場
か
ら
、
従
っ

て
そ
の
心
理
的
効
果
の
方
面
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
が
主
と
な
り
、
作
品
を
創
造
す
る
芸
術
的
活
動
の
立
場

か
ら
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
人
間
の
研
究
に
於
て
も
人
間
の
存
在
は
与
え
ら
れ
た
も
の

と
し
て
前
提
さ
れ
、
行
為
に
於
て
人
間
が
作
ら
れ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
従
っ
て
真
に
主
体
的
に
考
察
す
る
と
い

う
こ
と
が
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
固
よ
り
我
々
は
単
に
人
間
を
芸
術
と
の
類
比
に
従
っ
て
考
え
よ
う
と
す
る
の

で
は
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
行
為
は
根
源
的
に
ポ
イ
エ
シ
ス
の
規
定
を
有
し
、
芸
術
的
活
動
の
如
き
表
現
作
用
も

行
為
が
凡
て
ポ
イ
エ
シ
ス
の
規
定
を
有
す
る
故
に
初
め
て
可
能
で
あ
る
の
で
あ
る
。

行
為
が
単
な
る
プ
ラ
ク
シ
ス
で
な
く
ポ
イ
エ
シ
ス
の
意
味
を
有
す
る
の
は
行
為
が
行
為
で
あ
る
と
共
に
出
来
事

の
意
味
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
行
為
は
ど
こ
ま
で
も
私
が
為
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に

ど
こ
ま
で
も
私
に
と
っ
て
為
さ
れ
る
も
の
と
い
う
意
味
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
人
間
の
行
為
に
は
「
他
の

も
の
」
か
ら
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
ま
若
し
こ
の
「
他
の
も
の
」
が
客
観
的
な
存
在
或
は
「
有
」
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
行
為
に
は
主
体
的
意
味
が
な
く
な
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
行
為
と
も
云
わ
れ
得
な
い
。
主
観
的
・

客
観
的
な
も
の
は
単
に
客
観
的
な
も
の
か
ら
生
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
ま
た
若
し
こ
の
「
他
の
も
の
」
が
イ
デ
ー

の
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
行
為
に
は
創
造
的
意
味
が
な
く
な
り
、
従
っ
て
創
作
と
云
わ
れ
る
芸
術
的

活
動
の
如
き
も
の
も
考
え
ら
れ
得
な
い
。
か
く
し
て
「
他
の
も
の
」
は
客
観
的
な
有
で
も
な
く
イ
デ
ー
で
も
な
い
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と
す
れ
ば
、「
無
」
と
云
わ
れ
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
無
か
ら
の
規
定
性
が
我
々
の
パ
ト
ス
と
称
す
る

も
の
で
あ
る
。
パ
ト
ス
は
身
体
と
結
び
付
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
初
め
て
身
体
は
人
間

の
身
体
と
し
て
い
わ
ば
心
化
し
、
心
は
人
間
の
心
と
し
て
身
体
化
し
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
的
行
為
の
底

に
は
パ
ト
ス
が
あ
る
。
創
造
に
は
凡
て
「
無
か
ら
の
創
造
」
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
無
か
ら
の
創
造
は
つ

ね
に
パ
ト
ス
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
人
間
が
主
体
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
従
来
の
主
観
主
義
の
哲
学
に
於
け
る

が
如
き
考
え
方
か
ら
離
れ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
は
ど
こ
ま
で
も
我
々
が
為
す
と
い

う
意
味
を
有
す
る
と
共
に
他
面
ど
こ
ま
で
も
我
々
に
と
っ
て
為
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
却
っ
て
主

体
的
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
主
観
的
と
主
体
的
と
の
区
別
も
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
且
つ
こ
の
よ
う
に

行
為
を
規
定
す
る
も
の
が
外
に
於
て
我
々
を
超
越
す
る
も
の
で
な
く
却
っ
て
内
に
於
て
我
々
を
超
越
す
る
も
の
で

あ
る
故
に
、
行
為
は
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
於
て
主
体
的
意
味
を
失
わ
ず
、
ま
た
そ
の
意
味
に
於
け
る
客
観

性
を
除
い
て
主
体
的
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ぬ
。
或
は
寧
ろ
行
為
は
内
へ
、
無
へ
超
越
せ
る
も
の
で
あ
り
、
か

か
る
超
越
に
よ
っ
て
同
時
に
外
の
超
越
も
可
能
に
さ
れ
る
。
そ
の
超
越
は
固
よ
り
単
な
る
超
越
で
な
く
て
同
時
に

内
在
で
あ
る
。
も
し
内
在
的
な
と
こ
ろ
が
な
い
な
ら
ば
、
為
さ
れ
る
こ
と
が
同
時
に
為
す
と
い
う
行
為
的
意
味
を

有
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
創
造
と
い
う
こ
と
も
単
な
る
内
在
の
立
場
か
ら
は
考
え
ら
れ
ず
、
内
在
的
な

も
の
が
同
時
に
超
越
的
意
味
を
有
し
、超
越
的
な
も
の
が
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、創
造
は
考
え
ら
れ
る
。
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超
越
的
無
か
ら
の
規
定
た
る
パ
ト
ス
が
内
在
的
と
考
え
ら
れ
、
逆
に
観
念
を
意
味
す
る
イ
デ
ー
が
超
越
的
と
考
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
創
造
は
あ
る
の
で
あ
る
。

行
為
は
パ
ト
ス
的
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
造
の
意
味
を
有
す
る
が
、
然
し
単
に
パ
ト
ス
的
な
行
為
は

表
現
的
と
は
云
わ
れ
ず
、
そ
れ
に
於
て
作
ら
れ
る
も
の
が
表
現
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
行

為
が
表
現
的
で
あ
る
た
め
に
は
行
為
に
於
て
イ
デ
ー
が
見
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
そ
の
よ
う
な

行
為
は
ロ
ゴ
ス
的
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
表
現
に
於
て
は
つ
ね
に
イ
デ
ー
的
な
も
の
、
ロ
ゴ

ス
的
な
も
の
が
そ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
行
為
と
表
現
と
は
一
方
ど
こ
ま
で
も
連
続
的
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

表
現
は
行
為
そ
の
も
の
の
発
展
に
ほ
か
な
ら
ず
、
従
っ
て
表
現
は
ど
こ
に
お
い
て
完
結
す
る
と
も
云
い
得
な
い
。

然
し
他
方
行
為
と
表
現
と
は
ど
こ
ま
で
も
矛
盾
乃
至
対
立
の
関
係
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

行
為
が
も
と
パ
ト
ス
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
表
現
は
ど
こ
ま
で
も
ロ
ゴ
ス
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
パ
ト
ス
的
な
行
為
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
語
を
借
り
れ
ば
、「
イ
デ
ー
へ
の
転
向
」W

endung zur Idee 

を
な
す

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
表
現
的
と
な
る
の
で
あ
る
。＊

パ
ト
ス
的
な
行
為
が
生
命
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
イ
デ
ー
的
な

表
現
は
生
命
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
生
命
は
生
命
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
と
し
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
パ
ト

ス
的
限
定
は
個
体
的
限
定
の
基
礎
で
あ
り
、
行
為
は
つ
ね
に
た
だ
個
別
的
な
行
為
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
個
体
に

対
し
て
個
体
そ
の
も
の
を
形
成
す
る
原
理
で
あ
る
に
反
し
て
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
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体
と
個
体
と
が
共
同
に
所
有
す
る
世
界
で
あ
る
。
如
何
に
主
観
的
な
体
験
も
、
ひ
と
た
び
客
観
的
表
現
の
形
態
を

と
る
と
き
、
そ
れ
は
既
に
共
同
的
存
在
と
し
て
個
体
か
ら
離
れ
、
独
立
な
も
の
と
し
て
個
体
に
対
立
す
る
に
到
る
。

表
現
は
こ
れ
に
対
し
て
行
為
も
主
観
的
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
対
象
性
を
担
っ
て
い
る
。
表
現
は
独
立
な
コ
ス
モ
ス

即
ち
自
己
自
身
の
う
ち
に
秩
序
と
聯
関
と
を
含
む
世
界
を
形
作
り
、
こ
れ
に
対
し
て
生
は
ジ
ン
メ
ル
が
「
生
の
断

片
的
性
格
」Fragm

entcharakter des Lebens 

と
云
っ
た
よ
う
に
断
片
的
性
格
を
具
え
て
い
る
。
行
為
に
於
て
個
体

は
生
命
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
表
現
に
於
て
個
体
は
自
己
を
否
定
し
て
生
命
以
上
の
も
の
に
超
出
す
る
も
の
で
あ

り
、
行
為
に
よ
っ
て
個
体
は
個
体
と
な
る
と
す
れ
ば
、
表
現
に
よ
っ
て
個
体
は
自
己
を
否
定
し
て
共
同
の
世
界
に

超
出
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
表
現
的
行
為
即
ち
分
析
的
に
は
表
現
と
行
為
と
の
統
一
と
見
ら
れ
る
行
為
の
本

質
は
、
自
己
を
否
定
し
、
他
に
於
て
自
己
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
肯
定
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
所

謂
イ
デ
ー
へ
の
転
向
を
含
む
表
現
的
行
為
は
か
く
の
如
き
弁
証
法
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
表
現
と
行
為
と
は
一

面
ど
こ
ま
で
も
連
続
的
で
あ
る
と
共
に
他
面
ど
こ
ま
で
も
非
連
続
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
我
々
は
デ
ィ
ル
タ

イ
の
表
現
論
が
体
験
と
表
現
と
を
唯
単
に
連
続
的
に
考
え
る
の
に
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

＊　

G
. Sim

m
el, Lebensanschauung, 1918.

表
現
的
行
為
に
於
て
表
現
は
つ
ね
に
二
重
の
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
表
現
は
外
へ
の
表
現
で
あ
る
と
共
に

内
へ
の
表
現
で
あ
る
。
表
現
的
行
為
に
於
て
行
為
は
自
己
を
外
に
向
っ
て
客
観
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
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哲
学
的
人
間
学

る
が
、
同
時
に
内
面
的
に
意
識
の
中
へ
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
意
識
は
表
現
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
か
く
の
如

く
内
へ
の
表
現
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
行
為
が
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
来
の
如
く
自
覚
を
反
省

と
考
え
、
自
己
が
自
己
を
省
み
る
こ
と
と
解
す
る
の
は
、
な
お
悟
性
的
認
識
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
に
よ
っ
て
は
自
覚
的
と
行
為
的
と
の
内
面
的
な
結
合
は
考
え
ら
れ
な
い
。
人
間
の
行
為
が
自
覚
的
で
あ
る
と
い

う
の
は
、
外
へ
の
表
現
で
あ
る
行
為
が
同
時
に
内
へ
の
表
現
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
と
か
イ
デ
ー

と
か
い
う
語
が
主
観
的
意
味
と
共
に
客
観
的
意
味
を
含
む
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
表
現
は
内
的
に
し
て
外
的
な
、
主
観
的
に
し
て
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
も
し
そ
れ
を
た
だ
内
面

か
ら
見
れ
ば
、
表
現
は
表
現
作
用
と
し
て
主
観
的
意
識
に
属
す
る
も
の
と
な
り
、
表
現
的
個
体
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
モ
ナ
ド
の
如
き
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
限
り
な
き
表
現
も
外
に
向
っ
て
は
窓
を
も
た
ぬ
モ
ナ
ド
的
世
界
を
形

成
す
る
の
ほ
か
な
い
。
そ
こ
に
個
体
は
自
己
の
個
体
的
統
一
を
得
る
と
し
て
も
、
自
己
自
身
の
世
界
の
う
ち
に
閉

じ
込
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
対
し
て
行
為
は
モ
ナ
ド
的
世
界
を
破
っ
て
外
に
出
る
こ
と
で
あ
り
、
共
同
の

世
界
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
た
だ
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
個
人
的
に
留
ま
り
、
行
為
に
よ
っ
て
ひ
と
は
共

同
の
世
界
に
入
る
の
で
あ
る
。
表
現
を
外
へ
の
表
現
と
見
る
と
き
既
に
述
べ
た
よ
う
に
行
為
は
寧
ろ
主
観
的
と
考

え
ら
れ
る
が
、
内
へ
の
表
現
と
見
る
と
き
逆
に
表
現
が
主
観
的
で
あ
っ
て
行
為
は
却
っ
て
客
観
的
で
あ
る
。
内
へ

の
表
現
に
よ
っ
て
個
体
の
連
続
的
統
一
が
保
持
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
行
為
は
か
か
る
統
一
を
絶
え
ず
打
破
す
る
も
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の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
外
へ
の
表
現
に
於
て
個
体
は
イ
デ
ー
的
普
遍
性
の
世
界
の
う
ち
に
自
己
を
失
う
と
す
れ
ば
、

パ
ト
ス
的
な
行
為
に
於
て
個
体
は
個
体
と
な
る
。
然
る
に
真
の
表
現
的
行
為
、
即
ち
そ
れ
自
身
と
し
て
は
矛
盾
す

る
表
現
と
行
為
と
の
弁
証
法
的
統
一
と
し
て
の
表
現
的
行
為
は
、
主
観
的
に
し
て
客
観
的
で
あ
り
、
内
へ
向
っ
て

表
現
的
で
あ
る
と
共
に
外
へ
向
っ
て
表
現
的
で
あ
り
、
か
か
る
行
為
に
於
て
人
間
は
そ
の
個
体
的
統
一
を
絶
え
ず

破
り
つ
つ
絶
え
ず
回
復
し
、
単
に
連
続
的
な
統
一
で
な
く
て
非
連
績
の
連
続
と
し
て
の
統
一
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

表
現
的
で
な
い
行
為
は
真
の
行
為
と
は
云
わ
れ
な
い
、
ま
た
行
為
的
で
な
い
表
現
は
真
に
表
現
的
で
あ
る
と
は
云

わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

七

今
や
我
々
は
行
為
に
於
て
人
間
が
生
れ
る
と
い
う
意
味
を
明
瞭
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
主
体
と
し

て
先
ず
客
体
に
対
し
、
主
体
と
客
体
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
客
体
を
離
れ
て
主
体
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
が

出
来
ぬ
。
そ
の
限
り
人
間
は
外
に
物
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
物
か
ら
限
定
さ
れ
る
。

然
し
人
間
は
単
に
物
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
単
に
物
と
し
て
は
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
客
体
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
が

出
来
、
主
体
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。「
そ
れ
」
に
対
す
る
「
私
」
は
「
そ
れ
」
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

が
可
能
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
も
単
に
物
と
は
見
ら
れ
得
な
い
。
主
体
に
対
す
る
客
体
は
単
な
る
物
で
あ
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哲
学
的
人
間
学

る
こ
と
が
出
来
ず
、
既
に
表
現
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
外
に
表
現
的
な
も
の
を
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
自
然
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
云
っ
て
も
、
そ
の
場
合
自
然
は
既
に
表

現
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
な
る
物
か
ら
限
定
さ
れ
る
も
の
は
そ
れ
自
身
物
に
過
ぎ
な
い
。
人
間
は
自

然
的
世
界
か
ら
生
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
表
現
的
世
界
か
ら
若
く
は
文
化
的
世
界
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る

に
こ
の
よ
う
な
表
現
的
世
界
、
特
に
勝
れ
た
意
味
に
於
け
る
文
化
的
世
界
は
表
現
的
行
為
に
よ
っ
て
若
く
は
表
現

的
行
為
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
人
間
は
ポ
イ
エ
シ
ス
で
あ
る
と
こ
ろ
の
行
為
に
よ
っ
て
作
ら

れ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
は
表
現
に
よ
っ
て
行
為
に
動
か
さ
れ
、
こ
の
行
為
は
み
ず
か
ら
表
現
的
と
し
て

表
現
を
形
成
し
、
か
か
る
過
程
に
於
て
人
間
は
生
成
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
表
現
は
イ
デ
ー
的
普
遍
性
を
含
む
も
の
と
し
て
人
と
人
と
の
結
合
を
媒
介
す
る
。
表
現
の
世
界
は
一

般
者
と
し
て
個
と
個
体
と
の
媒
介
者
で
あ
る
。
表
現
の
媒
介
な
し
に
は
人
と
人
と
の
結
合
も
抽
象
的
で
あ
ろ
う
。

然
し
他
方
、
人
と
人
と
の
結
合
は
単
に
表
現
か
ら
の
み
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
行
為
に
於
て
人
と

人
と
は
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
と
人
と
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
に
結
び
付
く
の
で
な
く
、
却
っ
て

パ
ト
ス
的
に
結
び
付
く
の
で
あ
る
。
パ
ト
ス
は
一
方
人
間
の
個
別
性
の
根
柢
で
あ
る
。
個
性
と
い
う
も
の
は
単
に

ロ
ゴ
ス
（
理
性
）
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
人
格
の
尊
厳
に
就
い
て
稀
な
る
力
を
も
っ
て

語
っ
た
カ
ン
ト
も
、
観
念
論
者
と
し
て
人
格
の
本
質
を
理
性
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ス
ク
な
ど
の
批
評
し
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た
如
く
、
人
格
の
個
別
性
を
破
壊
す
る
結
果
に
陥
っ
て
い
る
。
も
し
も
人
間
が
人
格
で
あ
る
の
は
理
性
に
よ
っ
て

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
理
性
は
も
と
凡
て
の
人
間
に
於
て
同
一
な
る
要
素
で
あ
る
故
に
、
ひ
と
は
人
格
的
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
愈
々
こ
の
理
性
と
い
う
普
遍
的
な
も
の
、
共
通
な
も
の
の
一
類
例
に
堕
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
自
己
の

固
有
性
、
独
自
性
の
意
味
は
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
人
間
の
個
別
化
の
原
理
は
パ
ト
ス
に
求
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
他
と
ロ
ゴ
ス
を
共
に
す
る
と
き
個
別
性
を
失
う
と
し
て
も
、
他
と
パ
ト
ス
を
共
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
益
々
個
性
的
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
パ
ト
ス
は
人
間
の
個
別
性
の
根
柢
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
人

間
と
人
間
と
の
主
体
的
結
合
の
基
礎
で
あ
る
。
個
別
化
の
原
理
た
る
身
体
は
同
時
に
社
会
的
身
体
の
意
味
を
含
ん

で
い
る
。
パ
ト
ス
は
人
間
を
個
別
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
人
間
を
結
合
す
る
。
人
間
の
主
体
的
結
合
は
「
パ

ト
ス
を
共
に
す
る
こ
と
」Sym
pathie 

に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
原
罪
の
意
識
、
こ
の
最
も
不
思
議
な
パ
ト
ス
こ
そ

キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
に
於
て
人
間
を
人
類
に
結
合
し
た
原
理
で
あ
っ
た
。
我
々
が
こ
の
世
界
に
お
か
れ
て
い
る
同

じ
運
命
の
意
識
は
我
々
を
内
的
に
結
合
せ
し
め
る
。
然
る
に
個
別
的
な
人
間
が
パ
ト
ス
的
に
結
合
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
に
媒
介
者
と
し
て
無
の
一
般
者
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
パ
ト
ス
と
は
無
か
ら
の
規
定
性
を

意
味
す
る
。

ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
は
相
反
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
が
客
観
的
な
意
識
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

他
方
は
主
観
的
な
意
識
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
的
意
識
に
様
々
の
種
類
と
段
階
と
が
あ
る
よ
う
に
、
パ
ト
ス
的
意
識
に
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哲
学
的
人
間
学

も
様
々
な
種
類
と
段
階
と
が
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ロ
ゴ
ス
的
意
識
は
高
ま
る
に
応
じ
て
次
第
に
対
象
を
含
み
、

対
象
性
を
得
る
に
反
し
て
、
パ
ト
ス
的
意
識
は
深
ま
る
に
従
っ
て
次
第
に
対
象
を
失
い
、
無
対
象
と
な
る
。
一
定

の
対
象
、
従
っ
て
一
定
の
表
象
に
結
び
付
い
て
い
る
よ
う
な
パ
ト
ス
は
な
お
浅
薄
だ
と
云
え
る
。
深
き
パ
ト
ス
は

む
し
ろ
対
象
を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
く
の
如
き
無
対
象
な
パ
ト
ス
と
し
て
、
例
え
ば
、
か
の
運
命
の
意
識
、

原
罪
の
意
識
の
如
き
は
解
釈
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
人
間
は
つ
ね
に
ロ
ゴ
ス
的
に
限
定
さ
れ
て
い

る
と
同
時
に
パ
ト
ス
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
然
る
に
人
間
は
内
在
的
な
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
ロ
ゴ
ス
的
限
定

の
方
向
に
於
て
超
越
せ
る
も
の
と
パ
ト
ス
的
限
定
の
方
向
に
於
て
超
越
せ
る
も
の
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

前
者
は
有
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
は
無
で
あ
る
。
前
者
が
無
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
は
有
で
あ
る
。
然
る
に

人
間
が
世
界
か
ら
生
れ
る
と
云
う
と
き
、
世
界
と
は
そ
の
よ
う
な
有
と
無
と
が
一
つ
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
り
、

有
即
無
、
無
即
有
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
普
通
に
世
界
は
我
々
に
対
し
て
、
我
々
の
外
に
在
る

も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
我
々
自
身
は
世
界
の
外
に
お
か
れ
て
、
世
界
の
う
ち
に
入
っ

て
い
な
い
。
我
々
自
身
は
単
に
主
観
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
応
じ
て
世
界
も
ま
た
単
に
客
観
的
な

も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
然
し
「
世
界
は
深
い
、
限
り
な
く
深
い
」（
ニ
ー
チ
ェ
）。
世
界
は
単
に
客
観
的
な
も
の

と
し
て
の
我
々
を
含
む
ば
か
り
で
な
く
、
主
観
的
な
も
の
と
し
て
の
我
々
を
包
む
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
世
界

は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
的
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
有
即
無
、
無
即
有
と
い
わ
れ
る
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よ
う
な
世
界
、
外
の
超
越
と
内
の
超
越
と
が
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
世
界
か
ら
こ
の
世
界
の
自
己
限
定
と
し

て
人
間
は
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
然 natura 

と
い
う
語
は
も
と
生
む
と
い
う
意
味
の
語
に
由
来
し
、
物
は
自
然

か
ら
生
れ
、
人
間
も
自
然
か
ら
生
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
む
自
然
、
そ
こ
か
ら
生
命
あ
る
も
の
が

生
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
然
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
人
間
が
そ
の
中
か
ら

生
れ
る
自
然
は
歴
史
的
自
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
者
が
「
能
産
的
自
然
」
と
称
し
た
も
の
は
歴
史
的
自
然

の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
と
云
う
も
、
世
界
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
現
実
の
世
界
が
即
ち
無
な
の
で

あ
る
。
有
が
即
ち
無
の
意
味
を
有
す
る
故
に
、
世
界
は
表
現
的
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
世
界
の
自

己
限
定
と
し
て
人
間
は
生
れ
る
。
し
か
も
私
は
つ
ね
に
た
だ
他
者
に
対
し
て
の
み
私
で
あ
る
故
に
、
私
は
た
だ
ひ

と
り
生
れ
る
の
で
な
く
、
た
だ
つ
ね
に
他
と
共
に
生
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
社
会
的
に
生
れ
る
の
で
あ
る
。
或

は
人
間
を
生
む
自
然
は
社
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
歴
史
的
実
在
の
弁
証
法
的
な
自
己
限
定
と
し
て
生
れ

る
の
で
あ
り
、
私
と
汝
と
は
絶
対
的
に
独
立
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
統
一
し
た
も
の
と
し
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。］

六

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
有
名
に
さ
れ
た
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
言
葉
は
人
間
学
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
屡
々

掲
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
そ
れ
は
個
人
的
意
味
に
解
さ
れ
、
か
く
て
人
間
学
は
自
己
の
探
求

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
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見
做
さ
れ
る
。
ま
た
事
実
に
於
て
こ
れ
ま
で
勝
れ
た
人
間
学
者
、
殊
に
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
の
多
く
は
自
己

の
探
求
者
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
人
間
学
は
個
人
主
義
な
い
し
主
観
主
義
に
立
つ
も
の
と
さ
れ
、
か
か
る
も
の
と

し
て
非
難
を
受
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
自
己
の
探
求
と
い
う
こ
と
は
人
間
学
に
と
っ
て
根
本
的
な
意
味
を
も
っ
て

い
る
。
我
々
は
人
間
智
と
人
生
観
と
を
概
念
上
区
別
し
た
。
実
際
家
は
確
か
な
人
間
智
の
所
有
者
で
あ
る
に
し
て

も
、
彼
の
人
生
観
に
至
っ
て
は
時
と
し
て
甚
だ
浅
薄
で
あ
る
。
人
間
智
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
世
間
の
う
ち
に
い

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
智
は
世
間
智
で
あ
る
。
世
間
智
に
長
け
た
る
者
に
於
て
は
し
ば
し
ば
彼
の
本
来
的
な
存

在
可
能
性
の
自
覚
は
喪
失
し
、
彼
の
自
己
も
世
間
の
う
ち
に
埋
没
し
去
る
。
人
生
観
の
深
さ
は
内
に
探
り
入
る
深

さ
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
自
己
の
探
求
を
離
れ
て
深
い
人
生
観
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
自
己
の
探

求
は
、
原
理
的
に
は
、
単
に
一
個
の
私
を
知
る
こ
と
に
あ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
人
間
を
主
体
的
に
把
捉
す
る
た
め

に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
通
路
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
重
要
な
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
意
味
に
於
て
自
己
の

探
求
は
人
間
学
に
と
っ
て
い
わ
ば
一
の
方
法
論
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
を
知
る
に
は
単
に
自
己
を
知
る
と

い
う
こ
と
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
、
ま
た
自
己
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
底
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、

も
は
や
単
な
る
自
己
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
人
間
を
知
る
と
は
人
間
一
般
の
抽
象
的
本
質
を

知
る
こ
と
で
な
く
、
生
き
た
個
別
的
な
人
間
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
主
体
的
把
握
に
よ
っ
て



二
〇
〇

第
一
章
　
人
間
学
の
槪
念

の
み
可
能
で
あ
る
場
合
、
自
己
の
探
求
と
い
う
こ
と
は
人
間
学
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
行
為
は

個
体
と
結
び
附
い
て
お
り
、
そ
し
て
行
為
は
行
為
と
し
て
主
体
的
に
把
握
さ
れ
る
の
ほ
か
な
い
と
す
れ
ば
、
自
己

の
探
求
と
い
う
こ
と
は
行
為
の
立
場
に
於
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
己
探
求
の
人
間

学
が
主
と
し
て
内
的
人
間
の
研
究
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
間
は
単
に
外
的
人
間
で
な
く
内
的
人

間
で
あ
り
、
人
間
学
は
単
な
る
世
間
学
で
あ
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、
自
己
の
探
求
と
い
う
こ
と
は
人
間
学
と
分
離

す
べ
か
ら
ざ
る
関
係
に
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

行
為
す
る
人
間
は
自
己
を
二
重
に
表
現
す
る
。
彼
は
自
己
を
外
に
と
共
に
内
に
表
現
す
る
。
い
ま
先
ず
外
に

表
現
す
る
限
り
の
人
間
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
は
い
わ
ば
世
界
と
い
う
舞
台
の
上
に
登
場
す
る
一
個
の
俳
優
で

あ
る
。
人
間
は
か
か
る
意
味
に
於
て
ペ
ル
ソ
ー
ナ
で
あ
る
。
蓋
し
ラ
テ
ン
語
の persona

（
ギ
リ
シ
ア
語
で
は 

provsw
pon

）
は
も
と
俳
優
の
被
る
面
を
意
味
し
、
彼
の
演
ず
る
役
割
、
或
は
彼
の
表
現
す
る
人
物
の
相
貌
に
応

じ
て
相
違
し
て
い
た
。
か
か
る
意
味
に
於
け
る
人
間
を
我
々
は
人
物
0

0 personage 

と
し
て
規
定
し
よ
う
。
我
々
は

生
き
て
い
る
限
り
世
界
と
い
う
舞
台
か
ら
退
場
し
得
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
、
我
々
が
人
物
も
し
く
は
役
割
に

0

0

0

於
け
る
人
間

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
等
偶
然
的
な
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
存
在
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ

と
で
あ
る
。
我
々
は
親
に
対
し
て
は
子
、
子
に
対
し
て
は
親
、
友
人
に
対
し
て
は
友
人
、
教
師
に
対
し
て
は
生
徒
、
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商
人
に
対
し
て
は
顧
客
、
等
々
、
の
関
係
に
於
て
現
れ
て
い
る
。
人
間
は
つ
ね
に
か
く
の
如
き
種
々
な
る
間
柄
に

於
け
る
人
間
で
あ
り
、
世
間
と
い
う
も
の
も
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
い
る
。
人
間
が
人
物
も
し
く
は
間
柄
に

於
け
る
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
存
在
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
事
実
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
、

然
し
人
間
の
本
質
は
単
に
そ
の
こ
と
に
於
て
尽
さ
れ
る
も
の
で
な
い
。
役
割
に
於
け
る
人
間
は
面
を
被
っ
た
人
間

で
あ
り
、
そ
の
限
り
外
的
人
間
に
過
ぎ
な
い
。
も
し
外
的
人
間

0

0

0

0

と
い
う
語
が
一
の
本
来
的
な
人
間
学
的
概
念
で
あ

る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
生
理
的
自
然
的
人
間
を
意
味
す
べ
き
で
な
く
、
ま
さ
に
か
く
の
如
き
人
間

を
意
味
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
世
間
学
と
し
て
の
人
間
学
は
人
間
の
本
質
を
尽
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
役
割

乃
至
資
格
に
於
け
る
人
間
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
所
謂
ヒ
ポ
ク
リ
ッ
ト
で
あ
る
。
ヒ
ポ
ク
リ
ッ
ト uJpokrithvV 

と
い
う

語
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
俳
優
を
意
味
し
た
。
然
る
に
そ
の
語
は
新
約
聖
書
で
は
偽
善
者
と
い
う
我
々
が
今
日
普
通

に
用
い
る
意
味
に
変
化
し
て
い
る
。
真
の
人
間
は
役
割
に
於
け
る
乃
至
間
柄
に
於
け
る
人
間
で
な
く
、
絶
対
他
者

た
る
神
に
対
す
る
人
間
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
役
割
、
資
格
、
間
柄
を
捨
て
て
全

く
素
面
に
な
っ
た
と
き
、
真
の
人
間
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
か
く
の
如
き
が
内
的
人
間

0

0

0

0

で
あ
り
、
自
己
の
探
求
が
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
か
く
の
如
き
内
的
人
間
で
あ
る
。
人
物
と
は
区
別
さ
れ
る
人
格
0

0 personality 

は
か

く
の
如
き
内
的
人
間
を
除
い
て
存
し
な
い
。
人
間
は
自
己
を
外
に
表
現
す
る
と
同
時
に
内
に
表
現
す
る
。
内
に
表
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現
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
覚
の
地
盤
が
あ
り
、
自
覚
的
人
間
と
し
て
の
み
我
々
は
人
格
で
あ
る
。
自
己
探
求
の

人
間
学
に
於
て
追
求
さ
れ
る
の
は
内
に
表
現
さ
れ
る
限
り
の
人
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
云
う
ま
で
も
な

く
、
人
間
は
単
に
内
的
人
間
で
な
く
同
時
に
外
的
人
間
で
あ
り
、
真
に
歴
史
的
人
間
と
云
わ
る
べ
き
も
の
は
い
わ

ば
人
格
と
人
物
と
の
統
一
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

歴
史
的
人
間
は
つ
ね
に
役
割
に
於
け
る
人
間
で
あ
る
が
、
彼
は
自
由
に
行
為
し
得
る
も
の
と
し
て
、
自
己
の
演

ず
る
役
割
を
み
ず
か
ら
書
き
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
意
味
に
於
て
彼
は
創
作
家
に
似
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
多
か
れ
少
な
か
れ
小
説
家
で
あ
る
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
が
人
格

に
就
い
て
の
考
察
を
創
作
に
於
け
る
人
物
の
考
察
か
ら
出
立
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。＊

世
間
は

人
物
を
先
ず
彼
の
外
的
行
為
に
よ
っ
て
知
り
、
そ
の
人
物
は
先
ず
彼
の
内
部
生
活
の
様
態
に
よ
っ
て
自
分
を
知
る

の
で
あ
る
が
、
彼
の
現
実
性
は
彼
の
行
為
に
よ
っ
て
も
、
彼
の
内
面
的
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
互
い
に

分
離
さ
れ
て
い
る
限
り
、
完
全
に
表
現
さ
れ
な
い
。
彼
の
現
実
性
は
い
わ
ば
両
者
の
間
の
媒
介
者
も
し
く
は
両
者

の
組
立
の
結
果
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
の
組
立
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
観
客
の
誤
と
役
者
の
誤
と
を
互
い
に
相
殺

し
得
る
よ
う
な
或
る
理
想
的
な
場
所
に
座
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
役
者
は
つ
ね
に
多
か
れ
少
な

か
れ
彼
の
感
情
に
よ
っ
て
欺あ
ざ
むか
れ
、
観
客
は
先
ず
彼
の
眼
に
映
る
外
的
行
為
に
よ
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
騙だ
ま

さ
れ
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る
か
ら
。
と
こ
ろ
で
小
説
家
は
彼
が
小
説
家
で
あ
る
限
り
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
も
の
と
前
提
す
る
。
小
説
家

は
我
々
に
、
役
者
の
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
意
見
及
び
観
客
の
役
者
に
つ
い
て
の
意
見
と
共
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の

も
の
か
ら
組
立
て
ら
れ
た
第
三
の
意
見
を
伝
え
る
。
こ
の
第
三
の
意
見
は
決
し
て
余
計
に
附
け
加
え
ら
れ
た
判
断

で
な
く
て
、
創
造
の
行
為
そ
の
も
の
、
人
物
の
本
源
的
行
動
で
あ
る
。
小
説
の
人
物
は
、
彼
の
内
部
生
活
と
外
に

見
ら
れ
る
生
活
と
の
間
に
一
致
が
存
在
し
な
い
以
上
、
存
在
し
な
い
。
真
の
小
説
家
は
こ
の
よ
う
な
一
致
を
本
能

的
に
打
ち
建
て
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
現
実
の
人
間
に
関
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
人
間
の
存
在
の
両
面
、

外
部
と
内
部
と
を
同
時
に
見
得
る
一
つ
の
観
点
、
い
わ
ば
「
小
説
的
な
観
点
」
が
存
在
す
る
。
人
間
は
内
部
か
ら

自
分
を
知
る
故
に
彼
の
行
為
は
彼
の
眼
を
脱
れ
る
し
、
他
方
彼
の
行
為
は
そ
れ
を
予
見
し
得
る
こ
と
な
し
に
彼
か

ら
生
れ
る
。
然
る
に
も
し
彼
が
自
分
に
ひ
と
つ
の
仮
構
的
な
行
為
を
組
立
て
る
な
ら
ば
、
も
し
彼
が
彼
の
あ
ろ
う

と
欲
す
る
人
間
を
模
倣
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
彼
は
彼
の
行
為
を
支
配
し
、
命
令
し
、
ま
た
内
的
感
覚
の

誤
を
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
に
よ
れ
ば
、
か
く
の
如
く
人
間
を
全
体

的
に
統
一
的
に
掴
み
得
る
観
点
は
行
動
の
観
点
以
外
の
も
の
で
な
い
。「
こ
の
行
動
の
観
点
は
個
的
人
間
を
彼
の

全
体
に
於
て
と
同
時
に
彼
の
独
自
な
現
実
性
に
於
て
統
覚
し
得
る
唯
一
の
観
点
で
あ
る
」
と
彼
は
云
う
。
こ
こ
に

行
動
と
い
う
の
は
主
体
か
ら
出
て
し
ま
っ
た
行
為
の
こ
と
で
な
く
、
ま
さ
に
生
れ
つ
つ
あ
る
行
為
の
こ
と
で
あ
っ
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て
、
か
か
る
行
為
は
外
に
現
し
て
し
ま
っ
た
行
為
か
ら
区
別
さ
れ
て
「
姿
勢
」attitudes 

と
も
称
せ
ら
れ
る
。
か

か
る
姿
勢
が
人
格
の
意
識
を
本
質
的
に
構
成
す
る
。
高
等
な
精
神
生
活
は
刺
戟
に
対
す
る
直
接
的
な
反
射
で
な

く
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
刺
戟
と
反
応
と
の
間
に
不
定
な
複
雑
な
活
動
が
多
か
れ
少
な
か
れ
介
入
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
我
々
は
生
れ
つ
つ
あ
る
行
為
を
、
従
っ
て
姿
勢
を
意
識
し
、
思
考
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
姿
勢
と
は
、

我
々
を
し
て
一
の
心
的
状
態
に
つ
い
て
裏
か
ら
は
感
情
的
な
面
、
表
か
ら
は
能
動
的
な
面
を
同
時
に
意
識
す
る
こ

と
を
可
能
な
ら
し
め
る
内
面
的
運
動
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
人
格
と
は
、
一
定
の
心
的
観
点
が
選
ば
れ
て
、
自

分
自
身
の
「
諸
姿
勢
の
弁
証
法
」
を
連
続
的
に
打
ち
建
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か

く
の
如
き
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
の
思
想
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
併
し
彼
が
行
為
と
い
う
も
の
は
な
お
依
然

と
し
て
単
に
内
面
的
運
動
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
完
全
な
現
実
性
を
見
る
こ
と
は
、
彼
の
如
く
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
内
在

論
的
前
提
の
上
に
立
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
併
し
人
間
が
い
わ
ば
小
説
的
な
観
点
に
於
て
自
己
の
行
為
及
び
人

格
を
構
成
し
て
行
く
と
い
う
思
想
に
は
重
要
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
行
為
に
於
て
人
間
が
表
現

的
で
あ
り
、
真
に
表
現
的
な
行
為
は
自
己
を
タ
イ
プ
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
蓋
し
真
の
芸
術
家
は
タ

イ
プ
の
創
造
者
で
あ
る
。
ユ
ー
ゴ
ー
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
タ
イ
プ
は
何
等
か
特
殊
な
人
間
を
再
生
す
る
の
で
な

い
。
そ
れ
は
或
る
個
人
に
正
確
に
重
な
り
合
う
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
人
間
的
形
態
の
も
と
に
凡
て
一



二
〇
五
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群
の
性
格
と
精
神
と
を
要
約
し
集
中
す
る
の
で
あ
る
。
タ
イ
プ
は
省
略
し
な
い
、
そ
れ
は
凝
結
せ
し
め
る
の
で
あ

る
。＊
＊」

タ
イ
プ
は
単
な
る
普
遍
で
な
く
、
単
な
る
特
殊
で
も
な
く
、
特
殊
に
し
て
同
時
に
普
遍
な
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
も
の
を
捉
え
る
能
力
は
古
く
か
ら
構
想
力 fantasiva i 

と
呼
ば
れ
、
そ
し
て
構
想
力
は
特
に
芸
術
家

の
能
力
と
さ
れ
、
創
造
的
意
味
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
。
固
よ
り
人
間
は
屡
々
悪
し
き
小
説
家
で
あ
る
。
彼
等
は
彼

等
の
行
為
に
於
て
彼
等
が
悪
し
き
小
説
家
と
し
て
空
想
的
に
作
り
上
げ
た
人
物
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
破
滅

す
る
。
然
る
に
自
己
の
像
を
形
作
る
た
め
に
も
我
々
は
内
部
に
留
ま
り
得
る
も
の
で
な
く
、
外
部
に
於
て
、
世
界

に
於
て
自
己
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
己
の
外
に
於
て
表
現
と
し
て
の
自
己
を
見
る
こ
と
な
し
に
は
自
己
の
像

も
形
作
ら
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、タ
イ
プ
的
に
な
る
た
め
に
は
自
己
を
イ
デ
ー
に
於
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

タ
イ
プ
は
つ
ね
に
イ
デ
ー
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
表
現
的
活
動
は
つ
ね
に
他
に
於
て
自
己
を
見
る
と
い

う
構
造
を
含
ん
で
い
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
タ
イ
プ
は
単
に
イ
デ
ー
的
普
遍
性
で
は
な
い
。
既
に
イ
デ
ー
に
向
う

と
い
う
こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
的
な
エ
ロ
ス
に
基
づ
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
タ
イ
プ
は
ま
た
パ
ト
ス
か
ら
生
れ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
故
に
創
造
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
単
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
タ
イ

プ
的
な
も
の
で
は
な
い
。
性
格
0

0

と
は genius 

の
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ー
ニ
ヤ
ス
は
パ
ト
ス
の
う
ち
に
あ
る
。
性
格

i
　
底
本
で
はfantsia

と' a'

が
一
つ
欠
け
、' i'

の
ア
ク
セ
ン
ト
記
号
が
上
横
バ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
他
の
巻
に
倣
う
。
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的
な
も
の
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
タ
イ
プ

0

0

0

は
か
か
る
個
別
的
な
も
の
が
イ
デ
ア
的
な
も
の
と
結
合
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
る
。
タ
イ
プ
は
パ
ト
ス
的
＝
ロ
ゴ
ス
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
表
現
的

活
動
は
他
に
於
て
自
己
を
見
る
と
い
う
根
本
的
な
関
係
に
従
っ
て
、
我
々
は
自
己
の
行
為
に
於
て
自
己
を
タ
イ
プ

化
し
て
（
こ
の
場
合
に
も
原
理
的
に
は
自
己
が
他
者
と
し
て
自
己
に
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
そ
れ
に
従
う
と
い

う
の
み
で
な
く
、
他
の
人
間
に
於
て
―
―
何
よ
り
も
歴
史
的
に
存
在
せ
る
人
間
、
然
し
ま
た
し
ば
し
ば
芸
術
家
の

創
造
せ
る
人
間
―
―
タ
イ
プ
を
見
出
し
、
そ
れ
に
従
う
の
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
に
於
け
る
倫
理
は
、
単
に
格
率

に
従
う
こ
と
に
存
す
る
の
み
で
な
く
、
寧
ろ
典
型
的
な
人
間
が
我
々
に
投
げ
掛
け
る
呼
び
掛
け
に
応
ず
る
と
こ
ろ

に
存
す
る
。
種
々
な
る
格
率
で
す
ら
、
そ
れ
ら
が
既
に
表
現
的
意
味
を
有
す
る
故
に
、
我
々
の
行
為
を
現
実
的
に

促
し
得
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
本
来
た
だ
表
現
的
な
も
の
に
よ
っ
て
の
み
行
為
に

動
か
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
に
と
っ
て
タ
イ
プ
で
あ
る
よ
う
な
人
間
は
も
と
よ
り
単
に
客
観
的
に
与
え
ら

れ
た
ま
ま
の
存
在
で
は
な
い
。
彼
は
タ
イ
プ
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
イ
デ
ー
的
普
遍
性
を
有
す
る
と
同
時
に
パ
ト
ス

的
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
故
に
つ
ね
に
ミ
ュ
ト
ス
化
さ
れ
て
い
る
。
人
間
タ
イ
プ
と
い
う
も
の
は
こ
の
よ
う
に
行
為

の
立
場
に
於
て
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
本
来
表
現
的
行
為
と
い
う
意
味
を
有
す
る
限
り
、
重
要
な
関
係
を
有
す
る
の

で
あ
る
。
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か
く
の
如
く
に
し
て
我
々
は
人
間
学
に
於
け
る
タ
イ
プ
論
を
我
々
の
立
場
か
ら
位
置
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
間
類
型
の
問
題
は
従
来
の
人
間
学
に
於
て
し
ば
し
ば
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
殆
ど
つ
ね
に
解

釈
学
的
な
立
場
に
於
て
で
あ
っ
た
。
固
よ
り
解
釈
学
に
は
種
々
重
要
な
内
容
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
行
為
と
認

識
と
は
単
に
分
離
す
べ
き
も
の
で
な
く
、
真
の
行
為
は
必
ず
認
識
と
結
び
附
き
、
且
つ
認
識
は
歴
史
的
存
在
に
関

し
て
理
解
と
か
解
釈
と
か
い
う
よ
う
な
形
式
の
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
我
々
は
根
本
の
立
場
と
し

て
解
釈
学
的
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
人
間
タ
イ
プ
の
問
題
は
行
為
の
立
場
に
と
っ
て
も
重
要
な

関
係
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
行
為
と
い
う
も
の
が
本
来
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
行
為
は
表
現
に
よ
っ

て
動
か
さ
れ
、
人
間
そ
の
も
の
は
タ
イ
プ
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
的
と
な
り
、
且
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
真
に

個
性
的
と
も
な
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
個
性
と
は
単
な
る
特
殊
性
で
な
く
、
イ
デ
ー
的
普
遍
性
を
含

む
も
の
、
特
殊
と
普
遍
と
の
具
体
的
統
一
と
し
て
の
タ
イ
プ
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

タ
イ
プ
の
概
念
は
種
類
0

0

の
概
念
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。両
概
念
は
屡
々
混
同
し
て
用
い
ら
れ
、

人
間
の
タ
イ
プ
と
云
え
ば
人
間
の
種
類
と
云
う
の
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
種
類
の
概
念
は
論
理
的
に
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は
類
概
念
と
種
差
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
方
法
論
的
に
は
就
な
か
ん
ず
く中

比
較
の
方
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
物
の
客
体
的
な
把
握
に
基
づ
く
。
物
の
客
体
的
な
把
握
に
於
て
先
ず
求
め
ら
れ
る
の
は
そ
れ
を
種
類
の
概

念
に
よ
っ
て
普
遍
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
見
方
に
従
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
人
間
は
人
間
種
族
と

し
て
動
物
の
一
種
類
で
あ
り
、
次
に
そ
の
う
ち
種
々
な
る
観
点
か
ら
種
々
な
る
人
間
の
種
類
が
区
別
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
人
間
に
就
い
て
の
自
然
科
学
的
研
究
は
か
く
の
如
き
方
法
に
拠
っ
て
い
る
が
、
人
間
学
は
そ
れ
と
は
異
な

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
学
は
人
間
種
族 M
enschengattung 

を
研
究
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ M

enschheit 

を

研
究
す
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
の
語
は
「
人
類
」
と
し
て
或
る
イ
デ
ー
的
な
も
の
の
意
味
を
有
し
、

ま
た
「
人
間
性
」
と
し
て
或
る
主
観
的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間
学
は
客
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
人
間
種
族

の
研
究
で
な
く
て
、
タ
イ
プ
と
し
て
の
人
間
の
研
究
で
あ
る
。
類
概
念
と
種
差
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
種
類
の

系
列
を
、
種
類
か
ら
そ
の
種
類
へ
と
如
何
に
下
降
し
て
も
個
体
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
最
低
種
も
な
お
個
体

で
な
い
。
個
体
は
か
く
の
如
き
限
定
の
方
向
に
於
け
る
極
限
を
飛
び
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
。
ま
た

逆
に
種
類
か
ら
そ
の
種
類
へ
と
如
何
に
上
昇
し
て
行
っ
て
も M

enschheit 

の
概
念
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

却
っ
て
そ
れ
は
か
く
の
如
き
方
向
に
於
け
る
包
摂
の
極
限
を
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
。
然
る
に
タ
イ

プ
と
い
う
も
の
は
恰
も
そ
れ
ら
二
つ
の
反
対
の
方
向
に
於
け
る
極
限
を
越
え
た
も
の
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
と
こ



二
〇
九

哲
学
的
人
間
学

ろ
に
成
立
す
る
。
タ
イ
プ
は
ど
こ
ま
で
も
個
性
的
で
あ
っ
て
、ど
こ
ま
で
も
人
類
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
個
人
に
し
て
全
世
界
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
。

固
よ
り
タ
イ
プ
は
唯
一
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
の
で
な
い
、
一
の
タ
イ
プ
は
他
の
タ
イ
プ
に
対
し
て
の
み
タ
イ
プ

で
あ
る
。
タ
イ
プ
は
不
変
な
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
に
於
て
変
化
し
、歴
史
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

世
界
は
歴
史
的
に
自
己
を
限
定
す
る
。
と
こ
ろ
で
タ
イ
プ
は
単
な
る
生
成
0

0

か
ら
は
考
え
ら
れ
ず
、
存
在
0

0

を
現
す
、

そ
れ
は
単
な
る
流
動
0

0

か
ら
は
考
え
ら
れ
ず
、
イ
デ
ー

0

0

0

を
現
す
、
そ
こ
に
は
時
間
的
な
流
と
空
間
的
な
形
と
の
統
一

が
あ
る
。
そ
し
て
真
の
歴
史
は
恰
も
そ
の
よ
う
に
生
成
と
存
在
、
流
動
と
イ
デ
ー
、
時
間
的
な
流
と
空
間
的
な
形

と
の
統
一
で
あ
る
。
真
に
歴
史
的
な
も
の
は
タ
イ
プ
的
な
も
の
で
あ
り
、真
の
歴
史
的
人
間
は
タ
イ
プ
的
で
あ
る
。

彼
は
個
人
に
し
て
そ
の
全
時
代
を
表
現
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
歴
史
的
存
在
と
し
て
つ
ね
に
何
等
か
の
程
度
に

於
て
タ
イ
プ
的
で
あ
る
。
稀
な
る
誠
実
さ
を
も
っ
て
自
己
の
探
求
を
続
け
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
も
、
各
個
人
は
「
彼

自
身
の
形
式
」
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
の
彼
自
身
の
形
式
は
「
人
間
的
条
件
の
全
体
の
形
式
」
で
あ
る
と
い
う
思

想
に
達
し
た
。
併
し
不
変
な
る
人
間
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な
い
。
人
間
は
人
間
に
対
し
、
時
代
は
時
代
に

対
す
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
標
語
に
対
し
、
ゲ
ー
テ
が
ア
ン
ト
ニ
オ
を
し
て
タ
ッ
ソ

ー
に
「
人
間
は
た
だ
諸
々
の
人
間
の
う
ち
に
於
て
の
み
自
己
を
知
る
、
そ
し
て
生
は
各
人
に
彼
が
何
で
あ
る
か
を
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教
え
る
」
と
語
ら
し
め
た
の
は
意
味
深
い
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
自
己
に
就
い
て
瞑
想
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
自
己
は
知
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
界
に
於
て
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
自
己
を
知
り
得
る

の
で
あ
る
。
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第
二
章　

人
間
存
在
の
歴
史
性

一

人
間
学
の
性
質
が
学
問
上
如
何
に
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、そ
の
意
図
が
現
実
的
人
間
の
研
究
に
あ
る
こ
と
は
、

今
日
殆
ど
一
致
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
意
見
の
相
違
は
現
実
的
人
間
と
い
う
も
の
を

如
何
に
見
る
か
に
関
わ
っ
て
い
る
。
我
々
に
就
い
て
云
え
ば
、
現
実
的
と
い
う
語
は
こ
の
場
合
一
般
に
は
た
だ
歴

史
的
と
い
う
語
を
も
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
、
人
間
の
現
実
性
と
は
歴
史
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え

る
。
現
実
的
人
間
の
研
究
を
目
標
と
す
る
人
間
学
は
歴
史
に
於
け
る
人
間
の
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の

が
我
々
の
見
解
で
あ
る
。
人
間
学
の
か
く
の
如
き
理
念
を
歴
史
的
人
間
学

0

0

0

0

0

0

の
理
念
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

現
実
的
と
い
う
語
は
固
よ
り
哲
学
の
根
本
概
念
の
一
つ
と
し
て
従
来
種
々
の
立
場
か
ら
種
々
に
理
解
さ
れ
て
い

る
。
や
が
て
我
々
自
身
こ
の
語
の
意
味
を
哲
学
的
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
に
し
て
も
、
最
初
に
考
慮
に
入
れ
ね
ば

な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
学
究
的
意
味
の
如
何
な
る
も
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
こ
の
語
が
世
間
一
般
に
使
用
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さ
れ
て
い
る
意
味
で
あ
る
。
現
実
的
と
云
え
ば
、
普
通
に
は
実
際
的
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
が
哲
学
の
歴
史
に
於
て
負
わ
さ
れ
て
き
た
種
々
の
学
究
的
意
味
に
も
拘
ら
ず
、
か
く
の
如
き
世
間
的
意
味
を
つ

ね
に
記
憶
す
る
こ
と
が
人
間
学
に
と
っ
て
は
こ
の
学
の
性
質
上
大
切
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
実
際
的
と
は
先
ず
行
為

的
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
現
実
的
人
間
を
研
究
す
る
人
間
学
は
こ
の
よ
う
に
行
為
的
人
間
の
研
究
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
何
よ
り
も
行
為
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
次
に
実
際
的
は
日
常
的
と
い
う
意
味
を
含
む

で
あ
ろ
う
。
特
別
の
人
間
の
特
別
の
場
合
に
関
す
る
こ
と
で
な
く
、
日
常
の
人
間
の
日
常
の
場
合
に
関
す
る
こ
と

が
実
際
的
と
云
わ
れ
る
。そ
し
て
人
間
学
に
就
い
て
語
る
と
き
当
然
そ
の
人
々
の
こ
と
が
真
先
に
想
い
起
さ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
が
彼
等
の
観
察
に
於
て
重
ん
じ
た
の
は
、
多
く
は
そ
の
よ
う
な
日
常
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
尊
敬
す
べ
き
伝
統
に
従
っ
て
も
日
常
的
な
も
の
は
人
間
学
に
と
っ
て
重
要
な
主
題
で
あ
る
べ
き
筈

で
あ
る
。
人
間
学
は
自
己
の
研
究
の
足
場
を
絶
え
ず
日
常
的
な
も
の
の
う
ち
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
が

現
実
的
と
い
う
語
の
意
味
に
関
し
て
先
ず
そ
の
世
間
的
、
従
っ
て
日
常
的
意
味
に
注
意
を
向
け
た
の
も
、
実
は
そ

の
た
め
で
あ
っ
た
。
哲
学
に
於
て
他
の
場
合
に
は
無
視
乃
至
軽
視
さ
れ
る
の
を
つ
ね
と
す
る
日
常
的
な
も
の
こ
そ

人
間
学
の
耕こ
う
じ
ょ鋤
す
べ
き
土
地
で
あ
り
、
そ
の
豊
富
さ
は
ま
さ
に
ひ
と
の
想
像
以
上
で
あ
る
。
我
々
の
実
生
活
と
云

わ
れ
る
の
は
行
為
的
な
且
つ
日
常
的
な
生
活
の
こ
と
で
あ
る
が
、
か
か
る
実
生
活
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
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三

哲
学
的
人
間
学

が
人
間
学
の
任
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

か
く
て
人
間
学
は
、
カ
ン
ト
が
彼
の
書
物
を
名
附
け
た
よ
う
に
「
実
際
的
見
地
に
於
け
る
人
間
学
」
で
あ
る
べ

く
、
そ
の
理
念
は
実
際
的
人
間
学

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
間
学
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
自
由
に

行
為
す
る
者
」
と
し
て
の
人
間
を
考
察
す
る
。
そ
れ
は
「
自
然
の
所
作
に
属
す
る
産
物
と
し
て
の
人
間
種
族
に
就

い
て
の
知
識
」
の
こ
と
で
な
く
、「
世
界
市
民
と
し
て
の
人
間
の
認
識
」
を
謂
う
の
で
あ
る
。
尤も
っ
とも
カ
ン
ト
は
人

間
学
の
う
ち
に
実
際
的
人
間
学
と
並
べ
て
自
然
学
的
人
間
学
を
も
含
め
て
考
え
た
。
併
し
後
の
も
の
は
そ
の
実
質

に
於
て
要
す
る
に
人
類
学
、
乃
至
民
族
学
、
乃
至
生
理
学
、
乃
至
自
然
科
学
的
心
理
学
、
等
の
諸
科
学
に
ほ
か
な

か
る
べ
く
、
従
っ
て
こ
れ
ら
人
間
に
関
す
る
各
名
称
の
諸
科
学
か
ら
区
別
さ
れ
て
人
間
学
と
い
う
固
有
の
名
を
保

持
し
得
る
も
の
は
、
実
際
的
人
間
学
の
み
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
我
々
に
と
っ
て
カ
ン
ト
の
人
間
学
に
於

け
る
主
要
な
欠
陥
と
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
歴
史
的
見
地
の
欠
如
で
あ
る
。
世
界
市
民
と
し
て
の
人
間
の
認
識
と
い

う
彼
の
規
定
は
、
今
日
人
間
学
に
与
え
ら
れ
て
い
る
種
々
な
る
定
義
に
比
し
て
遥
か
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
に
拘

ら
ず
、
我
々
は
こ
の
、
倫
理
学
を
初
め
カ
ン
ト
の
全
哲
学
に
対
し
て
基
礎
的
意
義
を
有
す
る
世
界
市
民
と
い
う
概

念
そ
の
も
の
の
非
歴
史
性
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
我
々
は
歴
史
性
の
見
地
を
人
間
学
の
根
本
的
見
地
と

な
し
、
人
間
学
は
歴
史
に
於
て
行
為
す
る
人
間
の
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
。
カ
ン
ト
の
非
歴
史
的
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な
世
界
市
民
と
い
う
人
間
概
念
で
す
ら
そ
れ
自
身
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
実
際

的
見
地
と
歴
史
的
見
地
と
は
矛
盾
せ
ず
、
歴
史
的
人
間
学
は
自
家
撞
着
に
陥
る
こ
と
な
し
に
実
際
的
人
間
学
の
見

地
に
承
認
を
与
え
、
そ
れ
と
結
合
し
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
こ
に
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
。
実
際
的
人
間
学
本
来
の
見
地
が
日
常
的
な
も
の
を
重
ん
ず
る
こ
と
に
存
す
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
的
人
間
学
の
主
張
と
相
容
れ
ぬ
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
歴
史
と
云
え
ば
、
何
か
偉
大
な
も
の
、

非
凡
な
も
の
、
お
よ
そ
何
か
非
日
常
的
な
も
の
が
理
解
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
創
造
的
な

も
の
、
革
命
的
な
も
の
、
日
常
的
な
も
の
は
習
慣
的
な
も
の
、
自
然
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
歴
史
的
な
も
の

は
独
自
な
も
の
、
個
性
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
（
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
そ
の
他
）
に
反
し
、
日
常
的
な
も

の
は
凡
庸
な
も
の
、
平
均
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
そ
の
他
）。
日
常
的
行
為
は
歴

史
的
実
践
と
は
見
ら
れ
ず
、
日
常
的
人
間
は
歴
史
的
人
物
と
は
云
わ
れ
な
い
。
そ
の
差
異
が
学
問
的
原
理
的
に
如

何
に
規
定
さ
れ
る
に
せ
よ
、
両
者
の
間
に
一
定
の
区
別
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
歴
史
学
も
成
立
し
得
ぬ

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
学
に
と
っ
て
は
無
数
の
人
間
及
び
人
間
的
活
動
並
び
に
そ
の
生
産
物
の
中
か
ら
種0

別
的
に
歴
史
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
区
別
し
選
択
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
歴
史
学
の
認
識
目
的
が
無
駄
で
な
い
以
上
、

歴
史
的
な
も
の
と
日
常
的
な
も
の
と
の
間
に
は
決
し
て
抹
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
差
異
が
存
す
る
の
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哲
学
的
人
間
学

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
限
り
日
常
的
な
も
の
は
歴
史
的
で
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
日
常
性

0

0

0

が
そ
の
本
質
規
定

で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
か
か
る
意
味
に
於
て
日
常
性
に
対
立
す
る
歴
史
的
な
も
の
の
歴
史
性
は
か
の
「
世
界
史
」

の
概
念
と
の
連
繋
に
於
て
世
界
歴
史
性

0

0

0

0

0

と
し
て
術
語
的
に
規
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
概
念
上
区
別

し
て
本
来
の
歴
史
性

0

0

0

が
考
え
ら
れ
得
、
ま
た
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
歴
史
性
に
関

し
て
、
歴
史
的
（
世
界
歴
史
的
）
な
も
の
が
歴
史
的
で
あ
る
の
は
勿
論
、
日
常
的
な
も
の
も
歴
史
的
で
あ
る
と
云

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
常
的
人
間
は
世
界
史
的
人
物
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
な
お
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
人
間
で
あ

る
。
本
来
の
歴
史
性
と
世
界
歴
史
性
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
学
に
於
け
る
実

際
的
見
地
と
歴
史
的
見
地
と
の
間
に
存
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
撞
着
も
除
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
常
性
、

世
界
歴
史
性
及
び
歴
史
性
と
い
う
三
つ
の
概
念
は
、
我
々
の
人
間
学
に
於
け
る
一
聯
の
根
本
的
範
疇
で
あ
る
。
そ

の
間
の
区
別
並
び
に
聯
関
は
差
当
り
人
間
学
の
課
題
の
方
面
か
ら
簡
単
に
次
の
如
く
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

人
間
学
は
歴
史
に
於
け
る
人
間
の
研
究
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
所
謂
人
間
歴
史 M

enschengeschichte 

の
研
究

で
な
く
、
寧
ろ
従
来
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
人
間
性
も
し
く
は
人
間
的
自
然 M

enschennatur 

の
研
究
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
人
間
的
自
然
は
そ
の
際
普
通
に
人
間
心
理
の
意
味
に
解
さ
れ
、
人
間
学
は
一

種
の
心
理
学
と
見
ら
れ
て
き
た
。
か
よ
う
な
見
方
に
我
々
は
容
易
に
同
意
し
得
な
い
に
し
て
も
、
人
間
学
が
単
に
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外
的
人
間
の
考
察
で
な
く
、
心
理
と
い
う
が
如
き
内
的
人
間
的
な
も
の
の
研
究
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
承
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
的
自
然
と
謂
う
の
は
人
間
の
内
的
自
然
で
あ
っ
て
、
外
に
見
ら
れ
る
一
切
の
人
間
的
活
動

並
び
に
そ
の
生
産
物
は
か
か
る
人
間
的
自
然
に
制
約
さ
れ
、
ま
た
前
者
は
後
者
を
表
現
す
る
と
い
う
風
に
云
わ
れ

て
い
る
。
然
る
に
我
々
は
実
に
か
く
の
如
き
人
間
的
自
然
の
一
般
的
な
根
本
的
な
規
定
が
歴
史
性
で
あ
る
と
主
張

す
る
。
人
間
的
自
然
は
歴
史
的
自
然
で
あ
る
。
歴
史
性
が
人
間
の
内
的
な
本
性
一
般
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
所
謂
歴

史
が
か
か
る
歴
史
性
に
制
約
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
日
常
的
な
も
の
も
人
間

的
な
も
の
と
し
て
既
に
そ
れ
に
制
約
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
表
現
し
、
従
っ
て
歴
史
的
と
考
え
ら
れ
得
る
筈
で
あ
る
。

歴
史
的
な
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
日
常
的
な
も
の
の
根
柢
に
も
人
間
的
自
然
の
歴
史
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
人
間
を
歴
史
性
の
見
地
か
ら
―
―
世
界
歴
史
性
の
見
地
か
ら
で
な
く
―
―
解
明
す
る

人
間
学
を
歴
史
的
人
間
学
と
名
附
け
る
と
き
、
そ
れ
が
単
に
人
間
学
の
一
種
類
を
い
う
の
で
な
い
こ
と
も
明
瞭
で

あ
ろ
う
。
歴
史
的
人
間
学
は
実
際
的
人
間
学
を
包
含
し
て
人
間
学
そ
の
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
固
よ
り
人
間
的
自

然
を
直
ち
に
心
理
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
的
活
動
並
び
に
そ
の
生
産
物
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
の
は

単
に
心
理
の
み
で
な
く
ま
た
身
体
（
内
的
身
体
）
で
あ
り
、
即
ち
人
間
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
人
間
と

云
っ
て
も
外
的
人
間
の
こ
と
で
な
く
、
内
的
意
味
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
般
に
内
と
外
と
云
う
が
如
き
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学

関
係
の
存
し
な
い
場
合
に
は
表
現
と
い
う
も
の
も
存
し
な
い
。
内
的
人
間
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
心
理
よ
り
も
根
源

的
で
あ
っ
て
、
心
理
は
既
に
そ
れ
の
表
現
と
も
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
人
間
が
い
わ
ば
一
重
の
も
の

で
な
く
、
内
的
人
間
及
び
外
的
人
間
と
云
う
が
如
く
二
重
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
歴
史
性

の
概
念
と
世
界
歴
史
性
の
概
念
と
の
区
別
さ
れ
る
最
初
の
理
由
が
あ
る
。
実
際
、
人
間
と
い
う
語
は
絶
え
ず
二
重

の
意
味
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
彼
の
身
振
は
彼
の
人
間
を
如
何
に
も
よ
く
現
す
」
な
ど
と
い
う
日
常
始
終
出
会
う

言
い
廻
し
に
於
て
も
、
外
的
人
間
と
内
的
人
間
と
が
区
別
さ
れ
、
一
が
他
の
表
現
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
他
方
、
人
間
は
そ
の
存
在
に
於
て
二
重
の
も
の
で
あ
る
故
に
、
も
と
歴
史
的
で
も
あ
る
。
歴
史
も
二
重
の

も
の
で
あ
り
、
二
重
に
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
嘗
て
こ
れ
を
「
事
実
と
し
て
の
歴
史
」
及
び
「
存
在
と
し
て

の
歴
史
」
と
い
う
風
に
規
定
し
た
。
い
ま
歴
史
性
と
世
界
歴
史
性
と
の
区
別
も
そ
れ
に
相
応
し
て
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
内
的
人
間
と
云
っ
て
も
単
に
心
理
的
乃
至
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
内
的
人
間
が
外
的
人
間
を

包
む
と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
性
が
主
体
と
し
て
の
人
間
の
規
定
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
常
性

と
世
界
歴
史
性
と
は
寧
ろ
客
体
的
な
区
別
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
区
別
が
歴
史
学
の
如
き
対
象
的
認
識
を
主
と

す
る
立
場
に
於
て
特
別
の
重
要
性
を
有
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
固
よ
り
世
界
歴
史
的
な
も
の
も
日
常
的
な

も
の
も
、
そ
れ
ら
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
限
り
、
た
だ
客
体
的
に
で
な
く
既
に
主
体
的
に
把
握
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さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
歴
史
的
な
も
の
の
歴
史
性
が
人
間
の
根
源
的
な
歴
史
性
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
如

く
、
日
常
的
な
も
の
も
こ
の
根
柢
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
歴
史
性
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

の
み
で
な
く
日
常
性
と
世
界
歴
史
性
と
の
区
別
の
基
礎
が
歴
史
性
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
な
が
ら
ま
た
注
意
す
べ
き
は
、
単
な
る
内
的
歴
史
性
も
現
実
的
な
歴
史
性
で
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
内
と
外
と
が
結
び
附
く
と
こ
ろ
に
歴
史
は
現
実
的
に
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
歴
史
的
人
間
の
研
究
或

は
現
実
的
な
人
間
の
歴
史
性
の
研
究
を
目
差
す
人
間
学
は
単
な
る
内
的
人
間
の
研
究
に
留
ま
り
得
な
い
。
人
間
の

歴
史
性
は
そ
の
全
存
在
に
関
わ
る
。
そ
れ
は
日
常
性
、
世
界
歴
史
性
及
び
歴
史
性
と
い
う
三
つ
の
範
疇
の
生
命
的

な
聯
関
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
的
に
解
明
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
歴
史
性
は
云
う
ま
で
も
な
く
歴
史
哲
学
と
名
附
け
ら
れ
る
も
の
の
根
本
問
題
で
も
あ
る
。
併
し
歴
史
哲

学
の
場
合
、
研
究
の
手
引
と
な
る
の
は
何
よ
り
も
歴
史
（
世
界
歴
史
）
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
目
的
と
な

る
の
も
歴
史
、
そ
れ
故
に
ま
た
歴
史
学
的
認
識
の
問
題
の
究
明
で
あ
る
。
か
く
て
歴
史
哲
学
に
よ
っ
て
お
の
ず
か

ら
埒
外
に
置
か
れ
て
き
た
日
常
的
な
も
の
を
人
間
学
は
特
別
に
取
上
げ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
哲
学

の
課
題
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
謂
う
歴
史
的
理
性
の
批
判
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
常
性
の
批
判
は
人
間
学
の
特
殊
な
課

題
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
批
判
は
日
常
的
な
も
の
の
根
柢
に
歴
史
性
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
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る
。
人
間
の
歴
史
性
の
問
題
は
人
間
学
の
中
心
を
な
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
考
察
の
地
盤
と
な
る
の
は
勿

論
、
或
る
意
味
で
は
そ
の
目
的
と
な
る
の
も
ま
た
日
常
性
で
あ
る
。
か
か
る
点
か
ら
、
歴
史
哲
学
が
世
界
歴
史
性

の
哲
学
で
あ
る
に
対
し
て
、
人
間
学
は
日
常
性
の
歴
史
哲
学
で
あ
る
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
固
よ
り

こ
の
よ
う
に
日
常
性
と
歴
史
性
と
を
関
係
附
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
の
所
謂
実
際
主
義
的
歴
史
観
即
ち
凡
て
の

歴
史
的
事
件
を
日
常
的
な
心
理
上
の
動
機
及
び
原
因
か
ら
説
明
す
る
こ
と
に
味
方
し
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
乃

至
は
歴
史
に
於
け
る
英
雄
や
天
才
の
役
割
を
無
視
す
る
所
謂
集
団
主
義
的
歴
史
観
に
無
条
件
に
賛
成
し
よ
う
と
す

る
の
で
も
な
い
。
併
し
な
が
ら
我
々
は
、
歴
史
哲
学
が
絶
え
ず
閑
却
し
て
き
た
日
常
的
な
も
の
の
内
奥
に
歴
史
性

を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
性
の
一
層
深
い
意
味
を
発
見
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々

は
、
歴
史
的
な
も
の
と
日
常
的
な
も
の
と
の
抽
象
的
分
離
を
排
し
て
、
両
者
を
具
体
的
な
聯
関
に
於
て
把
握
し
得

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
分
離
は
、
歴
史
並
び
に
人
間
の
歴
史
性
の
問
題
が
従
来
の
歴
史
哲
学
に
於
て

の
如
く
専
ら
歴
史
学
に
定
位
し
て
考
察
さ
れ
る
限
り
お
の
ず
か
ら
生
じ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
歴
史
学
は
、
認
識
は

事
実
の
選
択
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
単
純
な
基
礎
的
な
条
件
か
ら
云
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
分
離
抽
象
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
。
然
る
に
哲
学
的
に
云
え
ば
、
歴
史
の
問
題
は
優
先
的
に
歴
史
学
的
認
識
の
方
面
か
ら
考
察
さ
る

べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
歴
史
性
の
問
題
と
し
て
根
源
的
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
根
源
的
な



二
二
〇

第
二
章
　
人
間
存
在
の
歴
史
性

歴
史
性
に
於
て
世
界
歴
史
性
と
日
常
性
と
は
相
関
聯
し
て
、
そ
の
区
別
に
於
け
る
統
一
に
於
て
把
握
さ
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。

か
く
て
人
間
学
は
日
常
性
を
重
ん
ず
る
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
が
立
場
と
し
て
乃
至
は
主
義
と
し
て
日
常
性
の
上

に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
日
常
性
と
世
間
と
い
う
概
念
と
が
密
接
に
結
び
附
い
て
い
る
と

す
れ
ば
、
人
間
学
は
単
な
る
世
間
学
で
は
あ
り
得
な
い
。
も
し
我
々
の
人
間
学
の
立
場
に
就
い
て
尋
ね
ら
れ
る
な

ら
ば
、
我
々
は
歴
史
性
の
立
場
に
立
つ
と
答
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
日
常
性
の
概
念
も
一

の
方
法
論
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
人
間
の
本
性
は
単
に
所
謂
歴
史
か
ら
の
み
で
な
く
、
ま
た
日
常
的
な
も

の
か
ら
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
重
の
方
面
か
ら
考
察
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
の
理

解
は
不
十
分
に
終
り
易
い
。
既
に
日
常
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
が
区
別
さ
れ
る
限
り
、
両
者
に
於
て
人
間

の
歴
史
的
本
性
の
同
じ
方
面
が
同
じ
仕
方
で
現
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
に
根
源
的
な
歴

史
性
の
完
全
な
理
解
は
、
歴
史
的
な
も
の
か
ら
の
そ
れ
の
理
解
と
日
常
的
な
も
の
か
ら
の
そ
れ
の
理
解
と
が
相
互

に
照
明
し
、
相
互
に
批
判
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
。
先
ず
世
界
歴
史
性
は
日
常
性
を
通
じ
て
批
判
さ

れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
何
よ
り
も
世
界
歴
史
の
虚
栄
と
も
云
う
べ
き
も
の
―
―
「
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻
が
も
っ
と

低
か
っ
た
と
し
た
ら
、
地
上
の
全
相
貌
は
変
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
パ
ス
カ
ル
は
云
っ
た
―
―
が
暴
露
さ
れ
る
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で
あ
ろ
う
。
次
に
日
常
性
が
世
界
歴
史
性
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
何
よ
り
も

日
常
的
な
も
の
に
纏
わ
る
非
歴
史
性
の
外
観
―
―
と
い
う
の
は
、
日
常
的
な
も
の
は
或
る
自
然
的
な
も
の
と
見
ら

れ
る
性
質
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
具
え
て
い
る
―
―
が
排
除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
か
か
る
批
判
に
あ
っ
て

は
、
相
対
し
て
区
別
さ
れ
る
歴
史
的
な
も
の
と
日
常
的
な
も
の
と
が
直
接
に
批
判
し
合
う
と
い
う
よ
り
も
、
両
者

が
人
間
の
歴
史
性
の
根
源
に
於
て
対
質
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
か
く
て
初
め
て
そ
の
よ
う
な
相
互
批

判
或
は
相
互
照
明
も
深
さ
と
確
か
さ
を
得
る
の
で
あ
る
。
人
間
学
は
日
常
性
を
特
別
に
取
上
げ
る
と
云
っ
て
も
単

に
日
常
的
な
も
の
の
う
ち
に
留
ま
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
も
の
を
そ
の
歴
史
性
か
ら
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
人
間
的
自
然
の
歴
史
性
の
解
明
が
人
間
学
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
世
界
歴
史
的
な
も
の
へ
の
関
係
附
け

は
ま
た
そ
れ
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
方
法
論
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
尤
も
こ
の
場
合
、
も
し
も
人
間
の

本
性
が
内
的
直
観
に
よ
っ
て
全
く
直
接
に
知
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
迂
廻
は
無
用
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
人
間
の
理
解
に
は
そ
の
表
現
を
通
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
人

間
が
何
で
あ
る
か
は
た
だ
歴
史
の
み
が
語
る
。
歴
史
的
研
究
を
見
棄
て
る
こ
と
は
人
間
の
認
識
を
断
念
す
る
こ
と

で
あ
る
」、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
云
っ
た
。
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
、
併
し
な
が
ら
た
だ
所
謂
歴
史
の
み
で
は

な
い
、
日
常
的
な
も
の
も
人
間
の
表
現
と
し
て
人
間
学
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
要
な
研
究
の
手
引
で
あ
る
。
日
常
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的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
相
互
批
判
或
は
相
互
照
明
に
よ
っ
て
人
間
の
本
性
を
究
明
す
る
と
い
う
の
が

我
々
の
道
で
あ
る
。
お
お
ま
か
に
云
え
ば
、
世
界
歴
史
性
に
定
位
を
と
る
の
を
つ
ね
と
す
る
ド
イ
ツ
流
の
歴
史
哲

学
と
日
常
性
に
定
位
を
と
る
の
を
な
ら
わ
し
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
風
の
モ
ラ
リ
ス
ト
の
哲
学
と
の
綜
合
に
よ
っ
て
人

間
学
は
新
し
い
基
礎
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
固
よ
り
人
間
を
単
に
そ
の
客
体
的
表
現
か
ら
見

て
ゆ
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
か
く
の
如
き
は
畢
竟
見
ら
れ
た
も
の
か
ら
人
間
を
見
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
見

る
も
の
か
ら
人
間
を
見
て
ゆ
く
こ
と
で
は
な
い
。
理
解
の
立
場
に
於
て
は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
も
、
行
為
の
立
場

に
と
っ
て
は
そ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
学
的
立
場
は
単
な
る
歴
史
主
義
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
歴
史
性
は
根
本
的
に
は
内
的
人
間
が
外
的
人
間
を
包
む
と
い
う
が
如
き
立
場
か
ら
捉
え
ら

れ
、
日
常
性
と
世
界
歴
史
性
と
の
関
係
も
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二

一
。
日
常
性
は
或
る
意
味
で
は
歴
史
の
地
盤
と
考
え
ら
れ
得
る
。
歴
史
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
如
き
行
為
も
日

常
生
活
に
属
す
る
も
の
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
地
盤
に
於
て
動
い
て
い
る
。
日
常
性
は
我
々
の
生
活
の
一
層

永
続
的
な
状
態
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
生
存
の
こ
の
よ
う
な
、
一
層
単
純
な
、
一
層
恒
常
な
条
件
に
就
い
て
は
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殆
ど
反
省
し
な
い
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
ひ
と
は
事
件
を
好
み
、
事
件
に
よ
っ
て
刺
戟
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
。
こ

の
こ
と
は
人
間
の
存
在
が
そ
の
内
的
本
質
に
於
て
如
何
に
不
安
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
日
常
的
な
も
の
は
事

件
性
に
乏
し
く
、
事
件
と
い
う
よ
り
も
状
態
と
云
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
歴
史
の
ア
マ
チ
ュ
ア

が
歴
史
の
う
ち
に
求
め
る
の
は
事
件
で
あ
る
。
歴
史
は
我
々
を
容
易
に
「
事
件
に
よ
っ
て
思
考
す
る
」 penser par 

événem
ents 

（
ヴ
ァ
レ
リ
イ
）
よ
う
に
習
慣
づ
け
る
。
所
謂
政
治
史
的
歴
史
は
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
。
政
治
そ

の
も
の
が
屡
々
虚
栄
で
無
益
で
あ
る
の
も
、
政
治
的
思
惟
が
事
件
に
よ
っ
て
思
考
す
る
傾
向
を
有
す
る
た
め
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
歴
史
は
そ
の
ア
マ
チ
ュ
ア
を
し
て
日
常
的
な
も
の
を
軽
蔑
さ
せ
、
こ
の
も
の
の
深
い
意
味
の
理
解

を
妨
げ
が
ち
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
元
来
歴
史
的
事
件
に
属
す
る
こ
と
な
く
、
歴
史
に
於
て
は
寧
ろ
た
だ
逸
話
と
し

て
伝
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
ぬ
も
の
に
関
す
る
領
域
が
却
っ
て
人
間
の
実
生
活
を
形
作
り
、
歴
史
的
出
来
事
に
と
っ
て

も
そ
の
一
般
的
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
逸
話
は
特
に
歴
史
的
な
も
の
の
範
囲
か
ら
逸
し
た
日
常
的
な
も
の
に
就

い
て
語
ら
れ
る
。
世
界
史
的
人
物
が
日
常
的
な
も
の
に
於
て
は
如
何
に
行
為
し
た
か
、
そ
し
て
彼
等
が
如
何
に
世

間
普
通
の
者
と
変
ら
ぬ
人
間
ら
し
さ
を
有
し
た
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
、
逸
話
の
主
な

る
興
味
が
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
プ
ル
タ
ル
コ
ス
を
愛
し
た
の
も
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
が
英
雄
た
ち
の
稀
な
る
運

命
に
就
い
て
物
語
り
な
が
ら
、
彼
等
に
於
て
日
常
的
人
間
的
生
活
を
顕
し
、
彼
等
を
「
そ
の
日
常
性
に
於
て
」 en 
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leur à tous les jours 

示
す
こ
と
を
好
ん
だ
が
た
め
で
あ
っ
た
。
日
常
性
は
歴
史
の
平
凡
な
、
自
明
な
前
提
で
あ

る
だ
け
、
歴
史
家
の
眼
か
ら
逃
れ
易
く
、
そ
し
て
歴
史
叙
述
か
ら
は
抽
象
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
二
。
然
る

に
日
常
的
な
も
の
は
た
だ
歴
史
の
地
盤
と
い
う
の
み
で
な
く
、
そ
れ
自
身
既
に
歴
史
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て

単
な
る
状
態
で
な
く
、
却
っ
て
出
来
事
で
あ
り
、
こ
の
根
本
的
な
意
味
に
於
て
歴
史
性
を
具
え
て
い
る
、
歴
史
の

元
の
意
味
は
出
来
事
で
あ
る
。そ
れ
は
歴
史
的
事
件
に
比
し
て
事
件
と
は
云
わ
れ
ぬ
が
如
き
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、

な
お
行
為
的
な
も
の
で
あ
る
。
日
常
的
人
間
と
云
っ
て
も
千
篇
一
律
の
人
間
で
は
な
く
て
、皆
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
、

め
い
め
い
の
運
命
を
有
す
る
独
自
の
、
個
性
的
な
人
間
で
あ
る
。
彼
等
も
ま
た
屡
々
逸
話
の
持
主
で
あ
る
。
彼
等

の
逸
話
は
固
よ
り
直
ち
に
歴
史
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
併
し
逸
話
は
、
一
方
世
界
史
的
な
人
物

及
び
事
件
に
於
け
る
或
る
日
常
的
な
も
の
に
関
す
る
如
く
、
他
方
日
常
的
な
人
間
及
び
出
来
事
に
就
い
て
或
る
歴

史
的
意
義
を
含
む
も
の
に
関
し
て
い
る
。
歴
史
的
な
も
の
と
日
常
的
な
も
の
と
が
相
接
す
る
と
こ
ろ
に
逸
話
の
領

域
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
逸
話
は
人
間
の
世
界
に
於
て
稀
な
も
の
で
は
な
く
、
注
意
と
理
解
と
に

富
め
る
心
は
到
る
処
に
逸
話
的
な
も
の
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
逸
話
と
い
う
語
に
附
帯
す
る
稀
少
性
の

意
味
を
離
れ
、
且
つ
そ
の
語
（anecdote, ajnevkdotoV, inédit

）
が
歴
史
叙
述
の
、
従
っ
て
世
界
歴
史
性
の
立
場

か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
の
を
日
常
性
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
き
、
逸
話
の
概
念
に
代
っ
て
時
事
と
い
う
概
念
が
現



二
二
五

哲
学
的
人
間
学

れ
て
く
る
。
時
事
と
云
う
場
合
、
日
常
的
な
も
の
は
た
だ
日
常
性
に
於
て
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の

出
来
事
と
し
て
の
歴
史
性
が
顕
に
さ
れ
て
い
る
。
日
常
的
と
歴
史
的
と
が
相
接
す
る
と
こ
ろ
に
時
事
的
な
も
の
が

あ
る
。
人
間
の
実
生
活
の
現
実
性
は actualité 

と
い
う
語
が
同
時
に
意
味
す
る
よ
う
に
時
事
性
で
あ
る
。
し
か

も
我
々
は
か
か
る
時
事
性
を
所
謂
事
件
性
と
し
て
で
な
く
、
時
間
性
、
変
化
性
、
出
来
事
の
原
始
的
な
意
味
に
於

て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
三
。
併
し
な
が
ら
ま
た
日
常
的
な
も
の
と
世
界
歴
史
的
な
も
の
と
の
間
に
は

ど
こ
ま
で
も
区
別
が
あ
り
、
そ
し
て
前
者
は
後
者
の
地
盤
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
前
者
が
そ
の
ま
ま
後
者
の
原
因

或
は
動
機
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
所
謂
実

際
主
義
的
歴
史
観
に
陥
る
の
ほ
か
な
い
。
事
実
、
日
常
性
を
重
視
す
る
実
際
的
人
間
学
は
そ
の
歴
史
観
に
於
て
従

来
多
く
は
実
際
主
義
的
歴
史
観
に
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。我
々
は
か
か
る
歴
史
観
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

日
常
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
は
原
因
結
果
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
で
な
い
。
前
者
は
後
者
に
と
っ
て
直

接
の
原
因
で
な
い
の
み
で
な
く
、
間
接
の
原
因
で
す
ら
な
い
と
云
え
る
。
日
常
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
は

直
線
的
に
繋
が
る
の
で
な
く
、
円
環
的
に
結
び
附
く
の
で
あ
る
。
日
常
的
な
も
の
は
一
方
確
か
に
歴
史
的
な
も
の

の
条
件
で
あ
り
且
つ
そ
れ
自
身
既
に
歴
史
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
ま
た
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
な

も
の
か
ら
区
別
さ
れ
、
こ
の
も
の
の
直
接
乃
至
な
お
間
接
の
原
因
と
も
見
ら
れ
得
な
い
と
す
れ
ば
、
両
者
が
円
環
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的
に
結
び
附
く
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
如
何
な
る
意
味
を
有
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
如
き
問
題
状
況
に
相
応
し
て
更
に
他
の
方
面
か
ら
新
た
に
ア
ポ
リ
ア
が
見
出
さ
れ
る
。
一
。
日
常
性
は
歴

史
の
地
盤
と
考
え
ら
れ
る
の
み
で
な
く
、
寧
ろ
或
る
意
味
で
は
そ
の
目
的
で
す
ら
あ
る
。
従
っ
て
両
者
が
円
環
的

に
結
び
附
く
と
い
う
こ
と
は
単
に
、
世
界
歴
史
的
な
も
の
が
歴
史
の
中
心
で
あ
っ
て
、
日
常
的
な
も
の
は
そ
の
周

辺
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
単
に
か
く
の
如
く
見
る
こ
と
は
な
お
謂
わ
ば
歴
史
哲
学
的

偏
見
を
脱
し
な
い
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
と
文
化
と
は
屡
々
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
如

き
、
歴
史
的
な
も
の
を
爾
余
の
も
の
、
つ
ま
り
日
常
的
な
も
の
か
ら
区
別
す
る
規
準
と
し
て
文
化
価
値
の
概
念
を

掲
げ
た
。
か
よ
う
に
し
て
歴
史
を
重
視
す
る
者
は
一
切
の
人
間
的
な
も
の
を
偏
に
文
化
価
値
の
見
地
に
於
て
、
文

化
中
心
の
立
場
か
ら
評
価
す
る
傾
向
を
有
し
、
従
っ
て
日
常
的
な
も
の
は
そ
れ
自
身
の
価
値
に
於
て
彼
等
か
ら
正

当
に
取
扱
わ
れ
な
い
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
日
常
的
な
も
の
は
固
有
の
文
化
的
な
も
の
に
対
し
て
は
寧
ろ
或
る
自
然

的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
性
質
を
具
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
文
化
を
日
常
的
な
も
の
に
す
る
と
い
う

こ
と
が
重
要
な
歴
史
的
活
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
歴
史
の
意
義
は
文
化
の
創
造
に
存
す
る
と
見
做
さ

れ
る
に
し
て
も
、
文
化
は
日
常
性
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
を
完
う
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
化
の
担
う

普
遍
妥
当
性
と
い
う
論
理
的
価
値
は
日
常
性
と
い
う
生
の
意
味
に
達
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
我
々
は
歴
史
哲



二
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哲
学
的
人
間
学

学
が
従
来
屡
々
陥
っ
た
が
如
き
日
常
性
か
ら
切
離
さ
れ
た
抽
象
的
な
文
化
主
義
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

寧
ろ
日
常
性
が
人
間
の
実
生
活
と
し
て
歴
史
の
目
標
で
あ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
二
。
と
こ
ろ

で
日
常
的
な
も
の
と
云
っ
て
も
不
変
の
も
の
で
な
く
、
変
化
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
歴
史
の
変
化
す
る
限
り
に
於

て
根
本
的
に
は
変
化
す
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
日
常
的
な
も
の
に
作
用
す
る
限
り
真
に
歴
史
的
な
も
の
で
も
あ
る

の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
意
味
に
於
て
は
世
界
歴
史
的
な
も
の
が
ど
こ
ま
で
も
歴
史
の
中
心
で
あ
っ
て
、
日
常
的

な
も
の
は
そ
の
周
辺
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
日
常
的
な
も
の
を
意
欲
す
る
者
は
先
ず
世
界
歴
史
的
な
も

の
、
文
化
的
な
も
の
を
意
欲
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
三
。
然
る
に
文
化
固
有
の
立
場
と
日
常
性
の
立
場
と
は
同
一

で
な
い
。
そ
こ
に
は
科
学
と
常
識
と
の
間
に
於
け
る
が
如
き
相
違
が
あ
る
。
科
学
は
常
識
の
単
な
る
延
長
で
な
い

よ
う
に
、常
識
も
科
学
の
単
な
る
拡
張
で
な
く
、そ
こ
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が ejpisthvmh

（
学【
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
】）

と dovxa

（
臆
見
【
ド
ク
サ
】）
と
の
区
別
に
関
し
て
述
べ
た
が
如
き
相
違
が
あ
る
。
常
識
が
常
識
と
し
て
固
有
の

価
値
を
有
す
る
の
は
自
然
の
世
界
に
於
て
よ
り
も
人
間
的
且
つ
日
常
的
行
為
の
領
域
に
於
て
で
あ
る
。
即
ち
常
識

は
日
常
性
と
有
機
的
に
結
び
附
い
た
知
識
で
あ
っ
て
、
常
識
の
性
質
、
そ
の
価
値
、
そ
の
限
界
は
、
日
常
性
の
本

質
を
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
こ
に
科
学
的
知
識
の
批
判
に
終
始
し
た
従
来
の
認
識
論
が
取

残
し
て
き
た
常
識
の
批
判
の
問
題
が
あ
る
。
科
学
の
立
場
と
常
識
の
立
場
と
が
異
な
る
如
く
、
文
化
の
立
場
と
日
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常
性
の
立
場
と
は
同
一
で
な
い
。
こ
れ
を
ば
同
一
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
ひ
と
は
文
化
に
関
し
て
悪

し
き
功
利
主
義
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
と
き
に
は
二
つ
の
立
場
の
相
違
に
基
づ
い
て
生
れ
る

文
化
に
固
有
な
悲
劇
性
は
見
失
わ
れ
、
安
価
な
啓
蒙
主
義
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
精
神
的
文
化
は
日
常

性
に
対
す
る
批
判
、
抗
議
、
闘
争
と
し
て
現
れ
る
。
か
よ
う
し
て
我
々
は
日
常
性
か
ら
切
離
さ
れ
た
抽
象
的
な
文

化
主
義
に
反
対
し
て
日
常
性
が
或
る
意
味
で
は
歴
史
の
目
的
で
あ
る
と
考
え
る
に
し
て
も
、
日
常
的
な
も
の
は
根

本
的
に
は
歴
史
的
な
も
の
が
変
化
す
る
限
り
変
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
文
化
の
立
場
と
日
常
性
の
立
場
と

は
同
じ
で
な
く
、
一
を
他
の
延
長
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
日
常
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
は
直

線
的
に
で
な
く
円
環
的
に
結
び
附
く
と
云
っ
て
も
、こ
の
関
係
は
単
な
る
相
互
作
用
の
関
係
と
は
見
ら
れ
得
な
い
。

相
互
作
用
を
な
す
も
の
の
基
礎
に
は
連
続
性
、
共
通
性
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
固
よ
り
確
か
に
、
日
常
的
な

も
の
は
歴
史
的
な
も
の
に
作
用
し
、
歴
史
的
な
も
の
は
日
常
的
な
も
の
に
作
用
し
、
そ
こ
に
相
互
作
用
の
関
係
が

認
め
ら
れ
る
。
併
し
な
が
ら
唯
そ
れ
だ
け
が
一
般
的
な
関
係
で
あ
る
の
で
な
く
、
両
者
の
間
に
は
全
く
相
絶
ち
、

相
通
ぜ
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
凡
て
か
く
の
如
き
事
態
は
如
何
に
説
明
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
日
常
的
な
も
の
も
歴
史
的
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
の
如
く
考
え
得
る
た
め
に
は
、
歴
史
の

概
念
そ
の
も
の
の
う
ち
へ
そ
の
内
的
要
素
と
し
て
或
る
自
然
の
概
念
を
導
き
入
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ



二
二
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哲
学
的
人
間
学

う
。
蓋
し
日
常
性
の
概
念
は
何
等
か
の
自
然
の
概
念
な
く
し
て
は
基
礎
附
け
ら
れ
得
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
嘗
て

日
常
性
の
深
い
意
味
を
考
え
た
思
想
家
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
せ
よ
、
ま
た
ゲ
ー
テ
の
如
き
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ

自
然
概
念
を
基
礎
と
し
た
。
束
洋
思
想
は
歴
史
的
見
方
を
欠
く
と
云
わ
れ
る
だ
け
日
常
性
を
重
ん
ず
る
こ
と
を
特

徴
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
於
て
も
そ
の
根
柢
と
な
っ
て
い
る
の
は
独
特
な
自
然
概
念
で
あ
ろ
う
。
我
々
は

日
常
的
な
も
の
に
纏
わ
る
自
然
性
の
外
観
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
深
く
歴
史
そ
の
も
の
の
う
ち

に
根
源
的
に
自
然
的
な
も
の
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
自
然
科
学
と
歴
史
学
と
の
対
象
的
認
識
の
区
別

か
ら
出
発
す
る
現
代
の
多
く
の
歴
史
哲
学
が
自
然
と
歴
史
と
を
抽
象
的
に
分
離
し
、
ま
た
分
離
せ
ざ
る
を
得
ぬ
の

と
は
反
対
で
あ
る
。［1
我
々
の
謂
う
の
は
、
対
象
的
に
見
ら
れ
た
自
然
と
歴
史
と
の
関
係
で
な
く
、
歴
史
の
内

的
な
契
機
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。
単
な
る
自
然
の
概
念
に
よ
っ
て
歴
史
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る

が
、
単
な
る
自
由
の
概
念
に
よ
っ
て
も
歴
史
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
単
な
る
自
由
の
概
念
の
基
礎
に
於

て
は
行
為
の
出
来
事
と
し
て
の
意
味
は
理
解
さ
れ
ず
、
従
っ
て
歴
史
的
行
為
の
意
味
は
理
解
さ
れ
な
い
。
歴
史
の

根
本
的
な
意
味
は
出
来
事
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
出
来
事
の
］
意
味
を
有
す
る
に
は
、
行
為
は
私
が
為
す
も
の
で

あ
る
と
共
に
私
に
と
っ
て
成
っ
た
も
の
と
い
う
意
味
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
自
由
で
あ
る
と
共
に
運

命
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
云
っ
た
如
く
、
歴
史
の
根
本
性
格
は
自
由
と
必
然
と
の
結
合
に
存
し
、
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こ
の
結
合
に
於
て
の
み
歴
史
は
可
能
で
あ
る
。
一
方
歴
史
は
自
由
の
所
産
で
あ
っ
て
、
単
に
必
然
的
に
生
じ
た
も

の
は
歴
史
と
は
云
わ
れ
な
い
。
他
方
人
間
の
自
由
は
ノ
モ
ス
（
法
）
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
不

確
か
で
覚
束
な
い
も
の
で
あ
る
。
ノ
モ
ス
は
自
然
の
如
く
一
般
的
必
然
的
な
秩
序
で
あ
る
。
し
か
も
か
よ
う
な
秩

序
は
自
由
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
得
、
そ
の
建
設
は
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
矛
盾
で
あ
る
。

自
由
の
条
件
は
自
由
そ
の
も
の
と
共
に
必
然
で
あ
り
、
併
し
そ
れ
は
自
由
に
よ
っ
て
実
現
さ
る
べ
く
、
従
っ
て
そ

の
成
立
は
偶
然
に
属
し
て
い
る
。
か
く
の
如
き
矛
盾
の
統
一
と
し
て
歴
史
は
存
在
す
る
。
ノ
モ
ス
は
人
間
が
自
由

に
定
立
す
る
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
抽
象
的
な
理
性
の
法
則
の
如
き
も
の
で
な
く
、
歴
史
的
表
現
的
な
も

の
と
し
て
そ
の
根
柢
に
於
て
パ
ト
ス
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ノ
モ
ス
は
［2
パ
ト
ス
が
自
己
を
否
定
し

て
イ
デ
ア
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
自
己
が
肯
定
さ
れ
、
か
く
し
て
ロ
ゴ
ス
的
な
イ
デ
ア
が
同
時
に
パ
ト
ス

的
な
意
味
を
含
む
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
そ
の
弁
証
法
は
行
為
の
内
的
本
質
を
現
し
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
如
何
な
る
自
由
な
行
為
の
う
ち
に
も
自
然
が
含
ま
れ
、
如
何
な
る
必
然
的
な
行
為
の
根
柢
に
も

自
由
が
予
想
さ
れ
る
。
習
慣
は
］
日
常
性
の
基
礎
を
な
し
、
日
常
的
な
も
の
は
習
慣
的
な
も
の
と
規
定
さ
れ
る
ほ

ど
で
あ
る
。
習
慣
は
「
第
二
の
自
然
」
と
云
わ
れ
、
機
械
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
運
動
の
系
列
を
形
作

る
一
と
他
と
は
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
然
の
う
ち
へ
挿
し
込
ま
れ
、
自
然
と
一
致
す
る
我
々
の
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部
分
で
あ
る
、
そ
れ
は
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
全
く
機
械
的
で
単
な
る
外
的
必
然
性
に
支
配
さ
れ
る
物

体
は
習
慣
と
い
う
も
の
を
有
し
な
い
。
習
慣
を
有
し
得
る
も
の
は
変
化
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ

ど
も
変
化
し
得
る
凡
て
の
も
の
が
唯
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
習
慣
を
有
し
得
る
の
で
は
な
い
。
物
体
は
場
所
を
変
ず

る
、
併
し
ひ
と
が
ひ
と
つ
の
物
体
を
百
度
続
け
て
同
じ
方
向
に
同
じ
速
度
で
投
げ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
た

め
に
習
慣
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
習
慣
は
単
に
一
の
状
態
で
な
く
、
一
の
傾
向
性
で
あ
る
。
そ

れ
は
最
早
や
存
し
な
い
ま
た
未
だ
存
し
な
い
変
化
に
と
っ
て
、
即
ち
可
能
な
る
変
化
に
対
し
て
存
続
す
る
一
の
傾

向
性
で
あ
る
。
習
慣
は
単
に
可
変
性
を
含
む
の
み
で
な
く
、
傾
向
性
或
は
内
的
能
力
に
於
け
る
変
化
を
前
提
し
て

い
る
。
従
っ
て
可
能
性
と
現
実
性
、
内
と
外
と
い
う
が
如
き
区
別
が
そ
の
物
の
本
質
的
構
造
に
属
す
る
も
の
に
し

て
習
慣
を
作
る
と
云
い
得
る
。
直
接
性
と
同
質
性
の
世
界
即
ち
機
械
的
秩
序
の
世
界
に
於
て
は
習
慣
は
存
し
得
な

い
。
習
慣
を
作
り
得
る
も
の
は
内
的
自
発
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
習
慣
は
観
念
聯
合
と
い
う
よ

う
な
機
械
的
原
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
逆
に
観
念
聯
合
と
い
う
こ
と
も
習
慣
の
原
理
か
ら
説
明

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
固
よ
り
絶
対
に
自
発
的
な
も
の
、
能
動
的
な
も
の
、
絶
対
に
自
由
な
も
の
も
習
慣
を
作

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
云
っ
た
如
く
、
習
慣
は
意
志
と
自
然
と
の
比
例
中
項
で
あ
る
。＊

自
然
は
意

識
の
う
ち
へ
喰
い
入
っ
て
い
る
、
併
し
ま
た
自
由
は
自
然
の
う
ち
へ
流
れ
込
ん
で
い
る
。
自
然
の
底
に
自
由
が
見
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ら
れ
る
と
共
に
意
識
の
底
に
自
然
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
習
慣
を
破
り
得
る
も
の
の
み
が
習
慣
を
作
り
得

る
。
習
慣
と
云
っ
て
も
単
に
静
的
な
も
の
で
な
く
て
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
と
自
由
、
受
動
性
と
能

動
性
と
の
中
間
で
あ
り
、
従
っ
て
反
対
と
運
動
と
の
領
域
の
う
ち
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
そ
こ
に
習

慣
の
歴
史
性
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
反
対
と
運
動
と
に
於
て
あ
り
、
自
然
と
自
由
と
の
結
合
で
あ
る
。

習
慣
は
単
に
自
然
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
既
に
ノ
モ
ス
的
意
味
を
有
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
自
由
も
可

能
に
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
関
係
は
社
会
上
の
習
慣
即
ち
慣
習
と
云
わ
れ
る
も
の
に
於
て
一
層
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
慣
習
は
知
性
の
自
由
な
産
物
で
あ
る
。
人
間
が
本
能
か
ら
解
放
さ
れ
、
知
性
の
自
由
を
得
る
に
従
っ

て
慣
習
は
作
ら
れ
る
。
人
間
社
会
に
於
て
は
本
能
は
慣
習
に
征
服
さ
れ
る
。
慣
習
な
し
に
は
人
間
社
会
は
存
在
し

得
な
い
。
そ
れ
は
社
会
の
う
ち
に
秩
序
を
建
て
、
こ
の
秩
序
は
精
神
の
自
由
を
可
能
に
す
る
。
併
し
精
神
は
自
己

が
形
成
し
た
秩
序
に
よ
っ
て
や
が
て
自
己
の
自
由
を
脅
か
さ
れ
る
。
批
判
的
精
神
は
大
き
く
な
り
、
慣
習
を
破
壊

す
る
。
そ
れ
と
共
に
人
間
は
不
幸
に
な
り
、
再
び
慣
習
を
作
る
に
到
る
。
慣
習
は
知
性
の
自
由
な
産
物
で
あ
る
に

し
て
も
、
そ
れ
が
慣
習
と
し
て
妥
当
す
る
の
は
パ
ト
ス
的
意
識
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
慣
習
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も

の
で
な
く
、
却
っ
て
ミ
ュ
ト
ス
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
的
・
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
し
て
ノ
モ
ス

的
な
も
の
で
あ
る
。
更
に
［3
芸
術
や
科
学
の
如
き
精
神
的
文
化
と
云
わ
れ
る
も
の
も
、
そ
の
活
動
の
う
ち
に
は
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習
慣
の
要
素
が
含
ま
れ
、
そ
の
表
現
は
ノ
モ
ス
的
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
凡
て
歴
史
的
世
界
に
於
て
あ
る
も
の
は

ノ
モ
ス
的
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
道
徳
の
如
き
も
、
カ
ン
ト
の
謂
う
よ
う
な
自
由
を
基
礎
に
し
て
は
客

観
的
道
徳
と
し
て
の Sitte 

や Sittlichkeit 

の
意
味
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
単
な
る
慣
習
と
精
神
的
文
化
、
ジ

ッ
テ
と
ジ
ッ
ト
リ
ヒ
カ
イ
ト
と
の
相
違
は
、
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
と
の
統
一
が
絶
対
的
な
否
定
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ

て
い
る
か
否
か
に
存
し
て
い
る
。］

＊　

Félix R
avaisson, D

e l’habitude, N
ouvelle édition 1933.

［1
我
々
の
謂
う
の
は
、
自
然
と
歴
史
と
が
客
体
的
に
如
何
に
関
係
す
る
か
で
な
く
、
却
っ
て
歴
史
の
内
的
な
契
機

と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。
単
な
る
自
然
の
概
念
に
よ
っ
て
歴
史
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
単
な

る
自
由
の
概
念
に
よ
っ
て
も
歴
史
は
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
カ
ン
ト
的
な
道
徳
主
義
の
行
為
論
は
行

為
を
た
だ
自
由
の
概
念
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
よ
う
と
し
た
。
か
く
て
は
行
為
の
出
来
事
と
し
て
の
意
味
は
理
解
さ

れ
ず
、
従
っ
て
歴
史
的
行
為
の
意
味
は
理
解
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
歴
史
の
根
本
的
な
意
味
は
出
来
事
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
出
来
事
の
］

［2
ノ
モ
ス
は
パ
ト
ス
が
自
己
を
否
定
し
て
自
己
に
対
立
す
る
ロ
ゴ
ス
に
於
て
自
己
を
肯
定
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず

る
。
そ
の
弁
証
法
は
人
間
の
行
為
の
内
的
本
質
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
如
何
な
る
自
然
的
な
行
為
の
根
柢
に
も
自
由
が
予
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
習
慣
は
］
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［3
精
神
文
化
と
云
わ
れ
る
も
の
も
、
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
な
く
、
凡
て
何
等
か
ノ
モ
ス
的
意
味
を
有
す
る
で

あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
場
合
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
と
の
統
一
は
否
定
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
相
違
が
あ
る

の
み
で
あ
る
。］

と
こ
ろ
で
歴
史
の
原
理
は
時
間
で
あ
り
、
自
然
の
原
理
は
空
間
で
あ
っ
て
、
空
間
と
時
間
と
は
自
然
と
歴
史
と

の
区
別
を
現
す
も
の
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
故
に
も
し
歴
史
の
内
的
な
契
機
と
し
て
自
然
を
考
え
る
な
ら
ば
、

空
間
性
の
規
定
を
直
ち
に
歴
史
の
う
ち
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
な
も
の
は
単
に
時
間
的
で
な

く
、
時
間
的
・
空
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
時
間
が
変
化
の
一
般
的
条
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
空
間
は
安
定
の
最
も

基
本
的
な
形
式
で
あ
る
。
歴
史
は
単
な
る
生
成
で
な
く
同
時
に
存
在
で
あ
り
、
単
に
流
動
的
な
も
の
で
な
く
同
時

に
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
歴
史
的
な
も
の
は
「
形
態
」
を
有
す
る
。
形
態
を
有
す
る
も

の
は
時
間
と
空
間
と
が
一
つ
で
あ
る
と
き
生
ず
る
。
自
然
も
単
に
空
間
的
な
も
の
で
な
い
が
、
そ
こ
で
は
同
一
の

変
化
が
連
続
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
無
機
的
存
在
は
時
間
と
の
限
定
さ
れ
た
関

係
を
有
し
な
い
。
時
間
は
そ
こ
で
は
無
限
定
的
で
あ
る
。
生
命
を
有
す
る
も
の
に
し
て
初
め
て
時
間
と
の
積
極
的

な
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
生
命
と
は
限
定
さ
れ
た
時
間
的
持
続
を
意
味
す
る
。
習
慣
は
同
一
の
変
化
の
繰
り
返
し

で
あ
る
限
り
に
於
て
自
然
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
変
化
の
繰
り
返
し
は
、
こ
の
変
化
そ
の
も
の
に
関
し
て
そ
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の
存
在
の
性
質
を
変
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
然
を
変
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
習
慣
は
自
然
を
前
提
す
る
の
み
で
な

く
、
自
然
の
方
向
に
於
て
発
展
し
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
は
自
発
性
と
自
由
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
自
然

に
於
て
は
時
間
も
空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
に
於
て
は
空
間
も
時
間
の
一
方
向
と
見
ら
れ
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
時
間
の
標
識
と
し
て
継
起
が
考
え
ら
れ
る
が
、
歴
史
的
時
間
は
か
よ
う
に
単
に
直
線

的
で
な
く
、
ま
た
空
間
の
標
識
と
さ
れ
る
同
時
存
在
の
如
き
意
味
を
含
ん
で
円
環
的
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は

直
線
的
に
と
共
に
円
環
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
現
実
的
な
歴
史
的
時
間
は
直
線
的
限
定
と
円
環
的
限
定
と
の
二

つ
の
方
向
を
包
ん
で
い
る
。
そ
れ
は Zeitraum

 

と
い
う
意
味
を
有
し
、
時
間
的
・
空
間
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
持

続
的
で
あ
る
と
共
に
単
に
持
続
的
で
な
く
、
却
っ
て
相
反
す
る
二
つ
の
方
向
を
含
む
も
の
と
し
て
本
来
動
的
で
あ

る
。
現
実
的
な
歴
史
的
時
間
は
つ
ね
に
か
よ
う
な
直
線
的
と
円
環
的
と
の
二
つ
の
方
向
を
含
み
つ
つ
、
し
か
も
い

ず
れ
か
の
方
向
に
於
て
充
実
さ
れ
る
。
そ
の
方
向
の
異
な
る
に
応
じ
て
、
我
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
概
念
を
も
っ

て
い
る
。
例
え
ば période 

と époque 

と
の
区
別
で
あ
る
。
一
方
は
円
環
的
限
定
の
、
他
方
は
直
線
的
限
定
の

方
向
を
現
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
円
環
的
限
定
が
単
な
る
円
環
的
限
定
で
な
く
、
直
線
的
限
定
が
単
な
る
直
線
的

限
定
で
な
い
こ
と
は
、
ペ
ギ
の
如
き
が
こ
れ
ら
の
語
を
寧
ろ
反
対
に
、
即
ち
ペ
リ
オ
ー
ド
を
歴
史
の
過
渡
期
、
エ

ポ
ッ
ク
を
円
熟
期
の
意
味
に
用
い
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。
歴
史
的
時
間
は
円
環
の
外
に
円
環
を
作
り
つ
つ
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進
む
。
円
環
の
結
ば
れ
る
と
こ
ろ
は
却
っ
て
既
に
新
た
な
る
円
環
へ
移
り
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
円
環
の
毀

れ
る
と
こ
ろ
は
却
っ
て
既
に
新
た
な
る
円
環
の
結
ば
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
円
環
的
限
定
と
直
線
的
限

定
と
の
方
向
の
区
別
は
ま
た
世
代 G

eneration 

と
時
代 Zeitalter 

と
の
区
別
に
於
て
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

世
代
の
概
念
に
於
て
は
寧
ろ
円
環
的
な
同
時
存
在
の
関
係
が
、
時
代
の
概
念
に
於
て
は
寧
ろ
直
線
的
な
推
移
の
関

係
が
前
面
に
現
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。［
し
か
し
歴
史
的
な
も
の
は
凡
て
直
線
的
に
と
同
時
に
円

環
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
表
現
的
で
あ
る
。］

［
直
線
的
限
定
と
円
環
的
限
定
と
が
真
に
一
つ
に
結
び
付
い
た
と
き
、
時
代
は
ス
タ
イ
ル
を
持
ち
、
真
に
表
現
的
と

な
る
の
で
あ
る
］

歴
史
の
構
造
を
か
く
の
如
く
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
相
応
し
て
日
常
性
と
世
界
歴
史
性
と
の
区
別
も
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
日
常
性
は
円
環
的
限
定
の
方
向
に
見
ら
れ
、
世
界
歴
史
性
は
直
線
的
限
定
の
方
向
に
見
ら

れ
る
。
歴
史
が
直
線
的
に
考
え
ら
れ
る
場
合
、
主
と
し
て
世
界
歴
史
的
な
も
の
が
問
題
に
さ
れ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
は
、
歴
史
哲
学
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
と
自
然
哲
学
的
な
シ
ェ
リ
ン
グ
と
を
対
照
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
特
徴
的
な

要
素
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
の
東
洋
主
義
に
対
し
て
、
差
異
の
要
素
で
あ
り
、
彼
の
直
観
及
び
方
法
の
形

式
は
単
に
排
他
的
な
時
間
で
あ
っ
て
、
同
時
に
ま
た
寛
容
的
な
空
間
で
あ
る
の
で
な
く
、
彼
の
体
系
は
従
属
及
び
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継
起
を
知
る
の
み
で
あ
っ
て
、
並
列
及
び
共
在
の
何
物
も
知
ら
な
い
と
云
っ
た
が
、
世
界
歴
史
的
な
も
の
が
時
間

的
限
定
の
方
向
に
於
て
考
え
ら
れ
る
に
反
し
、
日
常
的
な
も
の
は
空
間
的
限
定
の
方
向
に
於
て
考
え
ら
れ
る
。
併

し
か
か
る
空
間
的
限
定
は
円
環
的
限
定
と
し
て
歴
史
的
時
間
の
一
つ
の
方
向
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
直
線
的
限
定

と
円
環
的
限
定
と
が
つ
ね
に
結
び
附
い
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
歴
史
性
と
日
常
性
と
は
つ
ね
に
結
び
附
い
て
い

る
。
日
常
性
は
歴
史
の
淀
み
で
あ
り
、
足
溜
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
ま
た
世
界
歴
史
と
共
に
絶
え
ず
流
れ

る
の
で
あ
る
。
然
る
に
も
し
如
何
な
る
歴
史
的
な
も
の
も
つ
ね
に
直
線
的
限
定
と
円
環
的
限
定
と
を
含
む
と
す
れ

ば
、
日
常
的
な
も
の
と
世
界
歴
史
的
な
も
の
と
の
区
別
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
歴
史
的
時
間

が
つ
ね
に
二
つ
の
方
向
を
含
み
な
が
ら
、
い
ず
れ
か
の
方
向
に
於
て
充
実
す
る
と
述
べ
た
。
時
間
は
「
熟
す
る
」

zeitigen 

も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
な
も
の
は
熟
す
る
時
間
に
於
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
時
熟
も
し

く
は
時
間
充
実
の
意
味
に
於
て
方
向
の
区
別
が
考
え
ら
れ
る
。
出
来
事
は
「
充
実
さ
れ
た
時
間
」 erfüllte Zeit 

と

し
て
生
ず
る
。
出
来
事
に
は
時
熟
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
充
実
さ
れ
た
時
間
、熟
す
る
時
間
を
我
々

は kairovV 

と
い
う
語
を
も
っ
て
現
す
こ
と
が
で
き
る
。
カ
イ
ロ
ス
は
瞬
間
の
意
味
を
有
す
る
が
、
単
な
る
内
的

時
間
で
は
な
い
。
却
っ
て
内
と
外
と
は
カ
イ
ロ
ス
に
於
て
結
び
附
く
の
で
あ
る
。
行
為
は
出
来
事
の
意
味
に
於
て

カ
イ
ロ
ス
に
於
て
時
熟
す
る
の
で
あ
る
。
カ
イ
ロ
ス
は
運
命
の
意
味
を
有
す
る
が
、
併
し
そ
れ
は
単
な
る
外
的
運
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命
を
現
す
の
で
な
い
よ
う
に
、
ま
た
単
な
る
内
的
運
命
を
現
す
の
で
も
な
い
。
内
と
外
と
が
結
び
附
く
歴
史
的
時

間
の
充
実
が
カ
イ
ロ
ス
で
あ
る
。
世
界
歴
史
的
な
も
の
と
日
常
的
な
も
の
と
の
区
別
は
カ
イ
ロ
ス
的
時
間
か
ら
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
こ
れ
ら
の
問
題
が
一
層
具
体
的
に
取
扱
わ
れ
る
た
め
に
は
「
世
界
」
の
意
味
の
闡
明
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
蓋
し
世
界
歴
史
性
の
概
念
は
固
よ
り
、日
常
性
の
概
念
も
「
世
間
」W

elt （
世
界
）
の
概
念
に
関
わ
り
、

従
っ
て
共
に
世
界
概
念
と
不
可
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
両
者
に
共
通
な
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
世
界
と

云
え
ば
、
今
日
普
通
に
客
体
的
な
も
の
特
に
自
然
的
対
象
界
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
本
来

の
意
味
に
於
て
は
、
ド
イ
ツ
語
の W

elt

＝w
ërlt, w

ëralt

（w
ër “M

ann” + alt “A
lter,” “G

eneration”

）
と
い

う
語
原
学
が
示
す
如
く
、
何
よ
り
も
人
間
的
世
界
が
、
し
か
も
時
間
性
の
見
地
に
於
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
し
て W

elt 

が
も
と M
enschenalter 
或
は Zeitalter 

の
意
味
を
有
し
た
よ
う
に
、
人
間
的
世
界
に
関
し
て
具

体
的
な
時
間
概
念
は
年
齢
及
び
世
代
で
あ
る
。［
そ
し
て
こ
れ
ら
の
概
念
は
歴
史
理
解
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。］

［1
そ
し
て
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
も
云
っ
た
如
く
、
年
齢
及
び
世
代
の
概
念
は
歴
史
の
経
過
の
測
定
に
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
も
の
で
あ
り
、
歴
史
の
本
質
の
解
明
に
対
し
て
重
要
な
関
係
が
あ
る
。］
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三

人
間
の
一
生
は
一
刻
一
刻
と
過
ぎ
去
る
。
併
し
な
が
ら
こ
の
一
生
は
、
そ
れ
が
量
ら
れ
る
単
位
が
分
で
あ
ろ
う

と
、
時
で
あ
ろ
う
と
、
日
で
あ
り
、
月
で
あ
り
、
年
で
あ
ろ
う
と
、
決
し
て
単
に
直
線
的
に
一
様
に
流
れ
て
ゆ
く

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ち
ょ
う
ど
一
日
が
昼
と
夜
と
に
区
分
さ
れ
る
如
く
、
人
間
の
一
生
も
一
定
の
区
分
を
含
ん

で
い
る
。
か
く
の
如
き
時
間
区
分
が
年
齢
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
太
陽
の
一
日
の
行
程
と
人
間
の
一
生
と
を

平
行
的
に
考
え
る
こ
と
は
、
ヤ
コ
ブ
・
グ
リ
ム
も
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
の
観
念
に
極
め
て
近
い
こ
と
で
あ
る
。

日
の
出
と
誕
生
と
、
日
没
と
死
と
の
関
聯
は
直
接
的
な
明
ら
か
さ
を
有
す
る
形
象
に
属
し
て
い
る
。

年
齢
の
最
も
原
始
的
な
且
つ
最
も
簡
単
な
区
分
は
、
青
年
と
老
年
と
の
二
つ
の
段
階
の
区
分
で
あ
る
。
か
か
る

二
分
法
の
形
式
は
、
昼
と
夜
、
朝
と
晩
、
夏
と
冬
と
い
う
が
如
き
自
然
的
人
間
に
直
接
に
訴
え
る
諸
対
立
に
よ
っ

て
具
象
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
倍
加
さ
れ
た
力
を
も
っ
て
人
間
の
心
を
捉
え
る
。
と
り
わ
け
ギ
リ
シ
ア
人

の
感
受
的
な
心
は
青
年
の
美
と
老
年
の
重
荷
と
を
強
く
感
じ
た
。
そ
こ
で
彼
等
の
間
に
は
、
青
年
と
老
年
と
を
生

及
び
死
と
同
一
視
し
、
歎
く
に
値
す
る
真
の
死
は
青
年
の
花
盛
り h{bhV a[nqoV 

の
過
ぎ
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
と
い

う
思
想
す
ら
生
じ
た
。
か
か
る
詩
的
思
想
は
固
よ
り
年
齢
の
本
来
の
区
分
を
目
的
と
す
る
の
で
な
く
、
人
生
の
開

花
期
の
前
に
ま
た
最
後
の
段
階
の
前
に
何
が
あ
る
か
を
問
題
に
し
て
い
な
い
。
か
く
て
た
だ
制
限
さ
れ
た
意
味
に
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於
て
し
か
人
生
の
全
体
を
包
括
し
得
な
い
二
分
法
は
お
の
ず
か
ら
三
分
法
を
喚
び
起
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
人

生
の
上
り
道
の
青
年
期
と
下
り
道
の
老
年
期
と
の
間
に
、
人
生
の
い
わ
ば
中
央
に
し
て
頂
点
を
な
す
時
期
が
多
か

れ
少
な
か
れ
或
る
一
定
の
期
間
を
含
む
も
の
と
し
て
区
分
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
太
陽
が
到
達
し
た
天
頂
か

ら
直
ぐ
に
沈
み
始
め
な
い
で
、
そ
こ
に
或
る
時
間
た
ゆ
た
ふ
も
の
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如

く
三
分
法
も
ま
た
一
日
或
は
一
年
に
於
け
る
太
陽
の
運
行
と
平
行
的
に
考
え
ら
れ
、
自
然
に
於
て
具
象
化
さ
れ
て

与
え
ら
れ
る
。
三
つ
の
年
齢
は
屡
々
老
年
期
の
追
憶
、
壮
年
期
の
充
実
、
青
年
期
の
期
待
と
い
う
風
に
特
徴
附
け

ら
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
天
体
論
』
の
始
め
に
、
三
つ
の
次
元
に
就
い
て
語
り
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学

派
に
従
っ
て
、
終
り
と
中
間
と
初
め
は
一
切
の
も
の
の
数
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
三
の
数
（triavV

）
を
な
し
、
最

初
の
完
全
な
数
を
現
す
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
三
を
我
々
は
自
然
か
ら
い
わ
ば
そ
の
法
則
と
し
て
取
っ
て

き
た
の
で
あ
り
、
神
の
礼
拝
に
於
て
も
三
の
数
を
用
い
る
、
三
の
数
に
対
し
て
初
め
て
我
々
は pavnteV

（
一
切
）

と
い
う
名
称
を
用
い
、
二
の
数
に
就
い
て
は
そ
う
で
は
な
く
て ajmfovteroi

（
双
方
）
と
云
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
、

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
続
け
て
書
い
て
い
る
。
即
ち
彼
は
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
に
あ
っ
て
三
が
「
完
全
な
数
」

teleioV ajriqmovV 

を
意
味
し
た
よ
う
に
、
三
を
も
っ
て
根
源
的
な
終
り
の
数
と
見
做
す
見
解
に
近
く
立
っ
て
い
た

と
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
三
の
数
は
倫
理
学
並
び
に
政
治
学
に
於
て
重
要
な
役
割
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を
演
じ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
於
け
る
過
誤
は
過
少
も
し
く
は
過
剰
に
ほ
か
な
ら
ず
、
正
し
い
も
の
は
中
間

に
存
す
る
と
彼
は
考
え
た
。
か
く
て
年
齢
に
関
す
る
通
俗
の
三
分
法
と
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
的
世
界
像
に
於
け
る
三
の

意
義
と
は
彼
に
於
て
倫
理
学
の
根
本
思
想
と
結
び
附
き
、
人
生
を
三
つ
の
主
な
る
段
階
に
区
分
す
る
こ
と
は
最
も

適
切
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
た
。『
レ
ト
リ
ッ
ク
』
の
有
名
な
三
章
（
第
二
巻
第
一
二
―
一
四
章
）
は
か
か
る
三
つ

の
年
齢
に
就
い
て
典
型
的
な
叙
述
を
与
え
て
い
る
。
正
し
い
中
間
は
人
生
の
頂
上
即
ち
壮
年
時
代
で
あ
っ
て
、
身

体
的
に
は
三
十
歳
か
ら
三
十
五
歳
ま
で
、
精
神
的
に
は
四
十
九
歳
ま
で
に
当
る
。
そ
れ
以
前
及
び
そ
れ
以
後
は
二

つ
の
方
向
に
於
て
過
少
と
過
剰
と
が
存
在
す
る
。
青
年
時
代
に
は
力
と
熱
と
の
過
剰
が
あ
る
。
性
的
衝
動
、
怒
り

や
勇
気
、
憎
み
や
愛
に
於
け
る
過
剰
が
あ
る
。
更
に
希
望
或
は
期
待
に
於
け
る
過
剰
が
あ
り
、
未
来
の
も
の
に
心

を
向
け
、
人
生
の
前
途
に
多
く
を
予
想
す
る
。
青
年
は
自
分
自
身
に
就
い
て
、
ま
た
他
の
者
に
就
い
て
高
く
考
え
、

世
界
か
ら
美
し
い
も
の
を
待
ち
も
う
け
る
。
他
面
追
憶
、
言
い
換
え
れ
ば
経
験
、
従
っ
て
認
識
と
世
間
智
と
の
過

少
が
あ
る
。
従
っ
て
青
年
は
無
邪
気
で
、
軽
信
的
で
、
同
情
的
で
、
容
易
に
欺
か
れ
る
。
彼
等
は
単
な
る
有
用
性

を
軽
蔑
す
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
等
は
ひ
と
を
卑
し
く
す
る
経
験
を
し
た
こ
と
が
な
く
、
人
生
の
俗
事
の
必
要
に
就
い

て
多
く
知
ら
な
い
故
で
あ
る
。
老
年
の
時
代
は
殆
ど
凡
て
に
於
て
青
年
の
時
代
と
反
対
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
力
と

熱
と
の
過
少
が
あ
り
、
あ
ま
り
に
多
い
経
験
と
あ
ま
り
に
少
な
い
期
待
が
あ
る
。
老
人
に
は
勇
気
と
信
頼
、
愛
す
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べ
き
無
邪
気
さ
が
欠
け
て
い
る
、
彼
等
は
あ
ら
ゆ
る
悪
い
こ
と
を
推
量
し
易
い
、
彼
等
は
人
生
に
於
て
出
会
う
多

く
の
こ
と
が
善
く
な
い
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
。
彼
等
は
小
喧
し
く
、
心
配
し
過
ぎ
、
懐
疑
的
で
あ
る
。
彼
等
は

限
り
な
く
「
若
し
も
」、「
併
し
な
が
ら
」
と
考
え
、
知
ろ
う
と
は
欲
し
な
い
。
そ
の
代
り
に
彼
等
は
洞
見
に
富
み
、

熟
慮
的
で
あ
り
、
ま
た
外
見
に
あ
ま
り
拘
泥
し
な
い
。
彼
等
は
期
待
よ
り
も
一
層
多
く
追
憶
に
生
き
る
。
嘗
て
起

っ
た
こ
と
に
就
い
て
語
る
の
を
好
み
、
そ
れ
に
就
い
て
絶
え
ず
繰
り
返
し
て
語
る
、
彼
等
に
と
っ
て
追
憶
は
悦
び

を
与
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
青
年
と
老
年
と
の
中
間
に
壮
年
即
ち
人
生
の
頂
上
に
あ
る
人 oiJ ajkmavsonteV 

が
立
っ
て
い
る
。
彼
等
は
青
年
と
老
年
と
の
善
き
も
の
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
力
と
経
験
と
信
頼
と
は
結
合
し
て

い
る
、
反
対
は
彼
等
に
於
て
均
衡
を
得
、
勇
気
を
持
ち
つ
つ
節
制
が
あ
り
、
節
制
を
保
ち
つ
つ
勇
気
が
あ
る
。
彼

等
は
人
生
に
於
け
る
美
と
有
用
性
と
を
共
に
考
え
る
。
青
年
と
老
年
と
の
特
徴
は
壮
年
に
於
て
止
揚
さ
れ
、
調
和

し
て
い
る
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
年
齢
論
は
、
先
ず
そ
の
区
分
が
一
般
的
な
哲
学
的
理
論
を
基
礎
と
し
て
い
る
点
に
於

て
、
次
に
そ
の
根
柢
の
上
に
人
生
の
諸
段
階
が
鮮
か
に
区
別
さ
れ
て
描
か
れ
且
つ
相
互
の
論
理
的
聯
関
が
巧
に
示

さ
れ
て
い
る
点
に
於
て
、
古
典
的
と
云
い
得
る
。
更
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
こ
で
は
各
年
齢
の
特
徴
が
エ
ト

ス
（
性
格
）、
従
っ
て
ま
た
パ
ト
ス
と
関
係
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
年
齢
は
人
間
の
パ
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哲
学
的
人
間
学

ト
ス
的
規
定
を
現
し
て
い
る
。
エ
ト
ス
も
根
本
的
に
は
パ
ト
ス
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
年
齢
は
身
体
的

に
考
え
ら
れ
る
が
、そ
れ
は
内
的
身
体
の
意
味
に
於
て
パ
ト
ス
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

尤
も
年
齢
の
区
分
に
関
し
て
は
古
代
に
於
て
も
上
述
の
二
分
法
三
分
法
以
外
の
区
分
の
仕
方
も
行
わ
れ
た
。
二
分

法
が
更
に
分
割
さ
れ
る
と
き
四
分
法
を
生
じ
、
少
年
、
青
年
、
壮
年
、
老
年
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

場
合
人
間
の
一
生
が
屡
々
一
年
の
四
季
と
平
行
的
に
表
象
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
想
像
す
る
に
難
く
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
の
他
種
々
な
る
数
に
於
け
る
年
齢
区
分
が
存
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
ボ
ル
の
研
究
の
明
ら
か
に

し
て
い
る
如
く
、
古
代
の
天
文
学
乃
至
占
星
術
と
密
接
な
関
係
を
有
し
た
。＊

こ
の
こ
と
は
一
方
人
間
の
年
齢
が
な

お
外
的
自
然
的
時
間
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
共
に
、
他
方
そ
れ
が
既
に
運
命
と
い
う
が
如
き
内
的
な
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
最
も
普
通
に
行
わ
れ
る
の
は
四
分
法

に
対
し
更
に
小
児
の
時
代
を
区
分
す
る
五
分
法
で
あ
る
。
併
し
い
ず
れ
に
し
て
も
年
齢
は
単
に
外
的
な
時
間
で
な

く
、
内
的
な
意
味
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

Franz B
oll, D

ie Lebensalter, 1913.

年
齢
の
発
展
は
身
体
的
自
然
的
な
も
の
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
年
齢
論
を
初

め
多
く
の
年
齢
論
は
、
有
機
的
発
展
の
思
想
―
―
そ
の
根
本
概
念
は
他
の
機
会
に
論
じ
た
如
く
自
然
で
あ
る
―
―
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に
立
っ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
有
機
的
発
展
の
思
想
に
よ
っ
て
は
、
年
齢
の
問
題
も
十
分
主
体

的
に
、
行
為
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
年
齢
論
は
彼
自
身
の
仕
方

で
弁
証
法
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
於
て
重
要
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
哲
学
体
系
に
於
け
る
人
間
学
の
中

で
年
齢
の
自
然
的
経
過
を
次
の
よ
う
に
叙
述
し
た
［
＊
］。
こ
の
過
程
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
包
ま
れ
た
未
顕
現

の
精
神
で
あ
る
少
年
に
始
ま
る
。
次
に
顕
に
さ
れ
た
対
立
、
即
ち
理
想
、
空
想
、
当
為
、
希
望
等
の
如
き
そ
れ
自

身
な
お
主
観
的
な
普
遍
性
の
直
接
的
な
個
別
性
に
対
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
理
想
、
空
想
、
等
々
に

相
応
し
な
い
現
存
の
世
界
に
対
す
る
緊
張
、
そ
し
て
他
方
に
於
て
な
お
独
立
的
で
な
く
そ
の
定
在
に
於
て
自
己
自

身
に
完
成
し
て
い
な
い
個
人
の
こ
の
世
界
に
対
す
る
態
度
―
―
こ
れ
が
青
年
期
で
あ
る
―
―
を
通
じ
て
、
真
の
関

係
に
達
し
、
既
に
存
在
す
る
出
来
上
っ
た
世
界
の
客
観
的
な
必
然
性
と
合
理
性
と
が
承
認
さ
れ
、
個
人
は
こ
の
世

界
の
独
立
に
成
就
さ
れ
る
業
に
関
与
し
、
そ
れ
に
於
て
自
己
の
活
動
の
保
証
を
得
、
現
実
的
な
現
在
性
と
客
観
的

な
価
値
と
を
有
す
る
或
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
壮
年
期
で
あ
る
。
そ
し
て
遂
に
は
こ
の
よ
う
な
客
観
性
と
の
統

一
の
完
成
に
到
達
す
る
、
こ
の
統
一
は
、
実
在
的
に
は
弛
緩
し
た
習
慣
性
の
不
活
動
へ
の
移
行
で
あ
り
、
し
か
し

観
念
的
に
は
局
限
さ
れ
た
関
心
及
び
外
的
な
現
在
性
の
纏
綿
か
ら
の
自
由
の
獲
得
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
老
年
時

代
で
あ
る
。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
従
え
ば
、
最
初
完
全
に
普
遍
的
な
心
は
特
殊
化
さ
れ
て
個
別
性
に
限
定
さ
れ
る
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哲
学
的
人
間
学

が
、
同
時
に
そ
れ
は
そ
の
内
的
な
普
遍
性
も
し
く
は
そ
の
実
体
と
の
矛
盾
に
陥
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
矛
盾
、
直

接
的
な
個
別
性
と
そ
の
う
ち
に
即
自
的
に
存
在
す
る
実
体
的
な
普
遍
性
と
の
矛
盾
は
、
個
別
的
な
心
の
生
活
過
程

を
基
礎
附
け
る
。
こ
の
過
程
を
通
じ
て
直
接
的
な
個
別
性
は
普
遍
性
に
相
応
す
る
も
の
と
な
さ
れ
、
後
者
は
前
者

の
う
ち
に
実
現
さ
れ
、
か
く
て
心
の
最
初
の
自
己
自
身
と
の
単
純
な
統
一
は
対
立
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
統
一
に

高
め
ら
れ
、
心
の
最
初
の
抽
象
的
な
普
遍
性
は
具
体
的
な
普
遍
性
に
発
展
さ
せ
ら
れ
る
。
単
な
る
動
物
的
生
命
も

そ
れ
自
身
の
仕
方
で
既
に
か
く
の
如
き
過
程
を
示
し
て
い
る
。
併
し
単
な
る
動
物
的
生
命
は
真
に
類
を
自
己
の
う

ち
に
実
現
す
る
力
を
有
し
な
い
。
類
の
完
全
な
表
現
に
対
す
る
こ
の
無
能
力
に
よ
っ
て
単
に
生
命
的
な
も
の
は
没

落
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
体
の
死
に
於
て
類
は
実
現
さ
れ
る
と
し
て
も
、
か
よ
う
な
実
現
は
単
に
生
命
的
な
も

の
の
個
別
性
と
同
様
に
抽
象
的
に
留
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
単
に
生
命
的
な
個
別
性
が
類
を
除
外
す

る
の
と
同
じ
く
、
生
け
る
個
別
性
を
除
外
す
る
か
ら
で
あ
る
。
類
は
精
神
も
し
く
は
思
惟
に
於
て
の
み
真
に
実
現

さ
れ
得
る
。
然
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
規
定
す
る
意
味
に
於
け
る
人
間
学
的
な
も
の
に
於
て
は
こ
の
実
現
は
、
自
然
的

な
個
別
的
な
精
神
に
於
て
行
わ
れ
る
故
に
、
な
お
自
然
性
の
仕
方
に
纏
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
時
間
的
過

程
的
で
あ
る
。
か
く
し
て
個
体
の
歴
進
す
る
一
系
列
の
相
異
な
る
諸
状
態
が
生
ず
る
、
そ
れ
ら
の
諸
状
態
の
継
起

が
年
齢
の
系
列
で
あ
る
。
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［
＊　

H
egel, Enzyklopaedie § 396 u. Zusatz.

］

ヘ
ー
ゲ
ル
の
年
齢
論
に
於
て
更
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
が
年
齢
の
発
展
を B

ildung 

の
過
程
と
考
え
た
こ

と
で
あ
る
。
年
齢
の
問
題
は
彼
に
於
て
特
に
教
育
的
見
地
と
結
び
附
け
て
叙
述
さ
れ
た
。
人
間
の
一
生
を
教
育
も

し
く
は
教
養
と
見
る
こ
と
は
疑
い
も
な
く
重
要
な
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
老
年
に
就
い
て
の
自

然
的
な
見
方
の
陥
り
易
い
あ
ま
り
に
ペ
シ
ミ
ス
チ
ッ
ク
な
見
解
も
訂
正
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。［
年
齢
の
発
展
が
ビ

ル
ド
ゥ
ン
ク
の
過
程
で
あ
る
た
め
に
は
、そ
れ
は
単
に
パ
ト
ス
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
の
如
く
ロ
ゴ
ス
的
乃
至
イ
デ
ア
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ビ

ル
ド
ゥ
ン
グ
は
形
成
作
用
と
い
う
根
本
的
な
意
味
に
於
て
パ
ト
ス
的
・
ロ
ゴ
ス
的
な
弁
証
法
の
構
造
を
含
ん
で
い

る
。
然
る
に
個
体
の
独
立
性
を
基
礎
附
け
得
な
い
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
於
て
は
、
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
の
か
く
の
如

き
形
成
作
用
も
し
く
は
ポ
イ
エ
シ
ス
の
意
味
が
な
お
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
］、
或
は
教
育
と
い
わ
れ
る
も

の
が
よ
り
根
源
的
な
ポ
イ
エ
シ
ス
か
ら
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
と
も
関
聯
し
て
、
彼
に
於
て
は
年
齢
の
発
展

が
単
に
発
展
的
に
見
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
が
自
己
固
有
の
美
し
さ
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
認
識
が

欠
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
ゲ
ー
テ
的
思
惟
は
一
層
具
体
的
で
あ
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。
ゲ
ー
テ
は
自

然
及
び
人
間
的
文
化
の
一
切
を
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
と
考
え
た
が
、
こ
の
概
念
は
彼
に
於
て
自
然
と
芸
術
と
が
最
も
内
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哲
学
的
人
間
学

面
的
な
関
係
に
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
作
用
の
意
味
を
中
心
と
し
て
い
た
。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
と
ゲ

ー
テ
の
思
想
と
を
比
較
し
て
、
前
者
は
時
間
的
、
後
者
は
空
間
的
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
空

間
的
な
も
の
或
は
歴
史
に
於
け
る
空
間
的
限
定
の
方
面
が
深
く
顧
慮
さ
れ
ず
、
空
間
の
内
面
的
な
意
味
が
理
解
さ

れ
な
か
っ
た
故
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
の
固
有
な
美
と
価
値
と
を
そ
の
独
自
性
に
於
て
評
価
す
る
こ
と
も
不
可
能

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

［
蓋
し
「
ひ
と
が
青
年
時
代
に
希
望
す
る
も
の
を
、
老
年
に
於
て
潤
沢
に
有
す
る
」
と
か
「
青
年
に
は
希
望
が
属
し
、

老
年
に
は
成
就
が
帰
す
る
」
と
い
う
ゲ
ー
テ
や
ヤ
コ
ブ
・
グ
リ
ム
の
観
察
も
確
か
に
正
し
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い

る
。
年
齢
の
発
展
を
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
の
過
程
と
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
単
に
パ
ト
ス
的
限
定
の
方
面
か
ら
の

み
で
な
く
、
同
時
に
ロ
ゴ
ス
的
乃
至
イ
デ
ア
的
限
定
の
方
面
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な

い
。
然
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
、
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
の
有
す
べ
き
形
成
作
用
も
し
く
は
ポ
イ
エ
シ
ス
の
意
味
が
な
お

十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
、］

次
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
年
齢
論
に
於
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
こ
で
は
死
の
問
題
が
哲
学
的
に
把
捉
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
年
齢
の
発
展
は
個
体
と
類
と
の
弁
証
法
的
関
係
に
よ
っ
て
基
礎
附
け
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
は
類
と
個
体
と
の
直
接
的
な
、
な
お
無
差
別
な
統
一
を
も
っ
て
、
―
―
直
接
的
な
個
別
性
の
抽
象
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的
な
生
成
即
ち
個
体
の
誕
生
を
も
っ
て
始
ま
り
、
そ
し
て
類
が
個
別
性
の
う
ち
へ
嵌
ま
り
込
む
こ
と
、
或
は
個
別

性
が
類
の
う
ち
へ
嵌
ま
り
込
む
こ
と
を
も
っ
て
、
―
―
類
の
個
別
性
に
対
す
る
勝
利
、
後
者
の
抽
象
的
な
否
定
を

も
っ
て
終
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
死
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
個
別
的
生
命
は
類
を
表
現
す
る
無
能
力
の
故
に

消
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
類
は
個
体
の
死
に
於
て
単
に
抽
象
的
な
現
実
に
達
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
類

は
た
だ
自
己
と
同
質
的
な
要
素
の
う
ち
に
於
て
の
み
真
に
実
現
さ
れ
得
る
。
か
か
る
要
素
と
は
精
神
も
し
く
は
思

惟
で
あ
る
。
生
命
的
な
も
の
そ
の
も
の
に
於
て
類
で
あ
る
も
の
は
、
精
神
的
な
も
の
に
於
て
は
理
性
で
あ
る
、
類

は
既
に
内
的
普
遍
性
と
い
う
理
性
的
な
も
の
に
属
す
る
規
定
を
も
っ
て
い
る
。
類
と
理
性
的
な
も
の
と
の
こ
の
よ

う
な
統
一
こ
そ
、
年
齢
の
経
過
の
う
ち
に
現
れ
る
精
神
的
諸
現
象
が
こ
の
経
過
の
う
ち
に
発
展
す
る
個
体
の
物
理

的
諸
変
化
に
相
応
す
る
と
い
う
事
実
の
根
拠
で
あ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
た
。
か
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
死
を
類

の
実
現
の
た
め
の
個
体
の
否
定
と
見
、
し
か
も
類
は
、
個
別
性
を
除
外
す
る
抽
象
的
普
遍
と
し
て
で
な
く
個
別
性

を
自
己
の
う
ち
に
含
む
具
体
的
普
遍
と
し
て
は
、
精
神
に
於
て
、
そ
れ
故
に
進
ん
で
考
え
る
な
ら
ば
彼
の
所
謂
客

観
的
精
神
に
於
て
実
現
さ
れ
る
と
見
、
か
く
し
て
死
の
問
題
は
単
に
個
人
の
立
場
か
ら
で
な
く
、
社
会
の
立
場
か

ら
そ
の
意
味
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
ひ
と
は
死
の
問
題

を
社
会
の
立
場
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
は
社
会
の
う
ち
か
ら
生
れ
る
よ
う
に
社
会
の
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う
ち
へ
死
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
個
人
は
自
己
の
絶
対
否
定
を
媒
介
と
し
て
社
会
の
う
ち
に
生
れ
得
る
。
こ
れ

が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
死
の
意
味
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
併
し
な
が
ら
他
方
死
は
ど
こ

ま
で
も
個
人
の
問
題
で
あ
り
、
個
人
が
真
に
個
人
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
何
よ
り
も
死
の
立
場
に
於
て
で
あ

る
。「
我
々
は
我
々
に
類
す
る
者
の
社
会
の
う
ち
に
安
ら
う
こ
と
で
好
い
気
に
な
っ
て
い
る
。
彼
等
は
我
々
と
同

じ
く
悲
惨
で
、
我
々
と
同
じ
く
無
力
で
、
我
々
を
助
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
ひ
と
り
死
ぬ
る
で
あ
ろ
う on 

m
ourra seul.

」
と
い
う
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
は
我
々
の
心
を
如
何
に
強
く
打
つ
か
。
然
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
具
体
的
普

遍
の
弁
証
法
に
於
て
は
か
く
の
如
き
個
人
と
個
人
と
の
乃
至
個
人
と
社
会
と
の
絶
対
的
断
絶
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
は
個
体
の
独
立
性
が
考
え
ら
れ
ず
、
従
っ
て
ま
た
死
の
意
味
も
真
に
理
解
さ
れ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証

法
に
は
真
の
死
が
な
い
。
真
の
死
が
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
真
の
生
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
死

の
問
題
は
人
間
学
に
於
て
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
生
に
対
し
て
絶
対
的
な
「
他
者
」
で
あ
る
死

こ
そ
、
そ
れ
に
於
て
我
々
が
生
を
全
体
的
に
眺
め
得
る
唯
一
の
立
場
で
あ
る
と
す
ら
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間

学
は
単
に
生
の
立
場
に
立
つ
の
で
な
く
、
ま
た
死
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
死
は
年
齢
論
に
と
っ
て
も
重
要

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
年
齢
は
単
に
生
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
逆
に
死
ぬ
る
と
こ
ろ
か
ら

考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
年
齢
は
単
に
連
続
的
な
発
展
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
非
連
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続
の
連
続
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
々
の
年
齢
の
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
な
意

味
も
正
し
く
把
握
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
年
齢
は
先
ず
、
普
通
の
表
象
に
従
え
ば
、
一
年
一
年
と
間
断
な
く
直
線
的
に
積
み
重
ね
ら
れ

て
ゆ
く
。
三
十
九
歳
の
後
に
四
十
歳
が
、
四
十
歳
の
後
に
四
十
一
歳
が
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
通
俗
的
な

年
齢
の
概
念
で
あ
る
。
併
し
次
に
、
単
に
か
く
の
如
く
表
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
真
に
具
体
的
な
年
齢
の
概
念

は
得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
差
当
り
、
何
故
に
人
間
の
一
生
を
一
ケ
年
ず
つ
に
刻
み
、
何
故
に
一
ケ
月
ず

つ
に
刻
ま
な
い
の
か
、
等
々
の
問
を
提
出
さ
れ
て
も
、
そ
の
内
面
的
な
理
由
を
挙
げ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
具
体
的

な
年
齢
は
た
だ
一
年
一
年
と
、
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
単
位
を
も
っ
て
刻
ま
れ
る
に
し
て
も
、
直
線
的
に
の
み
進
行

す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
直
線
的
な
進
行
が
同
時
に
絶
え
ず
円
環
的
に
纏
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
年
齢
時
代
を
作
り

つ
つ
、
一
つ
の
年
齢
時
代
か
ら
他
の
年
齢
時
代
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
或
る
人
間
の
一
生
の
歴
史
を
書
く

者
は
、
彼
の
一
年
一
年
の
歴
史
を
連
続
的
に
書
く
の
で
な
く
、
彼
の
少
年
時
代
、
青
年
時
代
と
い
う
風
に
書
い
て

ゆ
く
。
即
ち
年
齢
は
直
線
的
に
と
同
時
に
円
環
的
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
時
間
的
に
と
同
時
に
空
間
的
に
限
定
さ

れ
る
。
か
く
の
如
く
時
間
的
・
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
年
齢
は
表
現
的
で
あ
る
。
青
年
時
代
、
老
年

時
代
等
、
各
々
の
年
齢
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
に
固
有
な
も
の
を
表
現
し
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
代
り
得
ぬ
独
自
の
価
値
を
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担
っ
て
い
る
。［
行
為
が
表
現
的
に
な
る
た
め
に
は
習
慣
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
行
為
が
習
慣

的
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
、
年
齢
は
考
え
ら
れ
な
い
。
然
る
に
習
慣
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
生
が

死
へ
移
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
、
死
は
絶
対
的
な
習
慣
性
、
習
慣
性
の
極
限
と
見
ら
れ
得
る
。
こ
こ
に
我
々
は
年

齢
の
問
題
が
死
か
ら
考
察
さ
る
べ
き
端
緒
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。］

［
年
齢
が
こ
の
よ
う
に
表
現
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
単
に
絶
え
ず
直
線
的
に
移
る
の
で
な
く
、
同
時
に
絶
え

ず
円
環
的
に
纏
ま
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
が
表
現
的
に
な
る
た
め
に
は
習
慣
的
に
な
る
と
い

う
方
面
が
必
要
で
あ
る
。
年
齢
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
既
に
創
造
と
伝
統
と
の
統
一
を
現
し
て
い
る
。］

更
に
人
間
の
年
齢
は
単
に
彼
が
生
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
ま
た
彼
が
死
ぬ
る
と
こ
ろ
か
ら

考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
年
齢
は
単
に
過
去
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
ま
た
未
来
か
ら
考
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
く
た
だ
過
去
か
ら
で
な
く
逆
に
未
来
か
ら
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
歴
史
的

時
間
の
特
性
で
あ
り
、
年
齢
は
ひ
と
つ
の
歴
史
的
時
間
を
現
し
て
い
る
。
年
齢
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
形
式
を

具
え
た
も
の
で
あ
る
。［
然
る
に
年
齢
が
死
か
ら
］
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
生
に
内
面
的
な
形
式
を

与
え
る
も
の
は
死
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
ジ
ン
メ
ル
は
深
く
洞
察
し
た
。＊

彼
に
よ
れ
ば
、

非
有
機
的
物
体
と
有
機
的
物
体
と
の
差
異
は
何
よ
り
も
、
前
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
を
限
界
す
る
形
式
が
外
部
か
ら
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規
定
さ
れ
る
に
反
し
て
、
後
者
は
自
己
の
形
態
を
内
部
か
ら
自
己
自
身
に
賦
与
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
お
よ
そ

形
式
の
秘
密
は
そ
れ
が
限
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
。
そ
れ
は
物
そ
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
物
の

断
絶
で
あ
る
、
物
の
存
在
す
る
こ
と
と
最
早
存
在
し
な
い
こ
と
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
区
域
で
あ
る
。
然
る

に
有
機
的
物
体
の
限
界
は
単
に
空
間
的
で
な
く
、
ま
た
時
間
的
で
あ
る
。
生
命
あ
る
も
の
は
死
ぬ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
死
が
そ
れ
の
本
性
そ
の
も
の
と
一
緒
に
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
命
は
一
の
形
式
を
得
る

の
で
あ
る
。
死
が
生
命
に
と
っ
て
そ
の
限
界
を
な
す
と
い
う
意
味
は
、
非
有
機
的
物
体
が
こ
れ
と
は
そ
れ
自
身
で

は
何
等
の
関
わ
り
も
な
い
物
体
か
ら
、
そ
の
存
在
の
断
絶
と
し
て
そ
の
形
式
を
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
間

的
に
終
り
と
な
る
と
い
う
の
と
同
じ
で
な
い
。
死
は
も
と
も
と
内
部
か
ら
生
と
結
び
附
い
て
い
る
。
死
は
我
々
の

生
を
所
謂
臨
終
の
時
に
於
て
初
め
て
限
界
し
、
従
っ
て
形
成
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
死
は
我
々
の
生
の
あ
ら
ゆ

る
内
容
を
色
取
る
我
々
の
生
の
形
式
的
要
素
で
あ
る
。
生
の
全
体
が
死
に
よ
っ
て
限
界
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
生
の
あ
ら
ゆ
る
内
容
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
悲
劇
的
主
人
公
た

ち
に
於
て
我
々
は
彼
等
の
殆
ど
最
初
の
言
葉
か
ら
彼
等
の
終
末
の
逃
れ
難
き
こ
と
を
感
知
す
る
の
で
あ
っ
て
、
死

は
彼
等
の
生
及
び
こ
れ
と
共
に
措
定
さ
れ
た
世
界
諸
関
係
の
先
天
的
規
定
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
悲
劇
に
於

け
る
側
役
た
ち
が
外
的
事
件
の
も
た
ら
す
ま
ま
の
死
に
方
を
し
て
い
る
に
反
し
、か
の
主
人
公
た
ち
に
あ
っ
て
は
、
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生
の
表
現
と
し
て
の
彼
等
の
運
命
の
成
熟
は
そ
れ
自
身
に
於
て
彼
等
の
死
の
成
熟
を
意
味
し
て
い
る
。
死
は
生
の

形
成
者
で
あ
り
、
生
は
そ
の
全
体
の
過
程
に
於
て
死
に
よ
っ
て
形
式
を
賦
与
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
、
即
ち

物
は
そ
の
対
立
物
を
要
求
し
、
そ
し
て
こ
の
も
の
と
共
に
よ
り
高
き
綜
合
に
入
り
、
こ
の
綜
合
に
於
て
そ
れ
は
な

く
な
り
は
す
る
、
が
併
し
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
己
自
身
に
来
る
」
と
い
う
弁
証
法
は
、
そ
の
深
い
意

味
を
恐
ら
く
他
の
何
処
に
於
て
よ
り
も
生
と
死
と
の
関
係
に
於
て
発
揮
す
る
で
あ
ろ
う
。
生
は
自
分
自
身
か
ら
、

そ
の
対
立
物
と
し
て
、「
他
者
」
と
し
て
死
を
要
求
し
、
こ
の
も
の
な
し
に
は
そ
の
特
殊
な
意
味
と
形
式
と
を
有

し
な
い
よ
う
な
或
る
物
で
あ
る
。
年
齢
も
生
の
ひ
と
つ
の
形
式
と
し
て
死
か
ら
限
定
さ
れ
て
い
る
。
然
る
に
生
と

死
と
は
ど
こ
ま
で
も
対
立
す
る
も
の
と
し
て
絶
対
的
な
断
絶
の
関
係
に
あ
る
。
従
っ
て
生
が
死
か
ら
形
式
を
与
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
が
単
な
る
連
続
で
な
く
、
非
連
続
の
連
続
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
主
体
的
な
意
味
に
於
け
る
死
は
我
々
の
生
物
学
的
な
死
の
時
に
於
て
初
め
て
我
々
に
来
る
も
の
で

な
く
、我
々
の
生
の
一
瞬
一
瞬
が
同
時
に
死
で
あ
る
。
併
し
他
方
死
が
生
に
形
式
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、

死
は
同
時
に
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
ジ
ン
メ
ル
は
死
が
我
々
の
生
の
最
後
に
初
め
て
来
る
も
の
で
な

く
、
我
々
の
生
の
う
ち
に
絶
え
ず
喰
い
入
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
が
ら
、
か
く
の
如
き
瞬
間
弁
証
法
的

な
見
方
を
欠
い
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
死
は
彼
に
於
て
も
真
に
死
に
切
る
こ
と
と
な
ら
な
い
。
死
は
生
の
影
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に
過
ぎ
ぬ
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。
死
は
部
分
的
な
死
が
あ
る
の
で
な
く
、
つ
ね
に
た
だ
全
体
的
な
死
が
あ
る
の

み
で
あ
り
、
か
か
る
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
死
の
意
義
が
あ
る
。
固
よ
り
年
齢
の
問
題
は
単
な
る
瞬
間

的
弁
証
法
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
。
年
齢
は
ど
こ
ま
で
も
有
機
的
生
命
的
な
も
の
と
結
び
附
い
て
い
る
。
従
っ
て

そ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
有
機
体
説
的
な
乃
至
体
系
弁
証
法
的
な
見
方
も
一
面
十
分
に
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、併
し
ま
た
他
面
そ
の
よ
う
な
体
系
弁
証
法
の
基
礎
に
於
て
は
真
に
出
来
事
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
ず
、

そ
れ
故
に
真
に
歴
史
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
。
年
齢
は
具
体
的
に
は
瞬
間
弁
証
法
と
体
系
弁
証
法
と
の
統

一
の
上
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
年
齢
は
一
瞬
一
瞬
に
死
ん
で
生
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
即
ち
内
的
な
弁
証
法

か
ら
の
み
考
え
ら
れ
ず
、
か
か
る
生
と
死
と
が
よ
り
大
き
く
纏
め
ら
れ
た
非
連
続
の
連
続
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

少
年
時
代
と
青
年
時
代
と
は
一
つ
が
死
ん
で
他
が
生
れ
る
と
い
う
風
に
移
っ
て
行
く
。
し
か
も
青
年
時
代
と
い
う

一
つ
の
纏
り
の
中
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
は
ま
た
独
立
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
人
生
の
そ
れ
ぞ
れ
全
く
独
立
な

も
ろ
も
ろ
の
時
を
自
己
の
う
ち
に
包
ん
で
、
そ
れ
ら
の
独
立
な
時
と
時
と
を
媒
介
す
る
も
の
が
ま
さ
に
年
齢
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
年
齢
は
か
く
の
如
き
意
味
に
お
い
て
論
理
的
に
は
す
で
に
一
つ
の
弁
証
法
的
一
般
者
の
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
各
々
の
独
立
な
時
と
時
と
は
年
齢
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
相
互
に
関
係
す
る
と
共
に
そ
の
そ
れ
ぞ
れ

が
年
齢
を
表
現
し
て
い
る
。
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［
か
か
る
形
式
は
固
よ
り
時
計
の
時
間
の
如
き
外
的
な
形
式
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
年
齢
が
死
か
ら
］

［
＊　

V
gl. G

. Sim
m

el, Tod, U
nsterblichkeit (Lebensanschauung, 1918) 

］

四

［
併
し
な
が
ら
人
間
の
生
と
死
が
単
に
個
人
か
ら
で
な
く
同
時
に
社
会
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、

年
齢
の
問
題
も
社
会
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
年
齢
は
我
々
自
身
の
も
の
で
あ
る
と
共
に
社
会
的
な

も
の
で
あ
る
。
社
会
も
年
齢
を
持
っ
て
お
り
、
各
個
人
の
年
齢
は
社
会
の
年
齢
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
こ
に
人
間

存
在
の
歴
史
性
が
認
め
ら
れ
る
。
社
会
的
な
も
の
と
し
て
年
齢
の
問
題
は
世
代
の
問
題
で
あ
る
。

世
代
と
い
う
語
の
元
の
意
味
は
系
図
学
的
の
も
の
で
あ
る
。
系
図
学
的
見
地
に
於
て
は
、
世
代
は
父
子
の
関
係

に
於
け
る
段
階
を
現
す
、
父
か
ら
子
へ
一
世
代
が
あ
り
、
父
か
ら
孫
へ
は
二
世
代
が
あ
る
。
両
親
は
一
世
代
を
な

し
、
子
供
た
ち
は
他
の
一
世
代
を
形
作
る
。
然
る
に
世
代
と
い
う
語
は
縦
に
こ
の
よ
う
に
系
図
学
的
意
味
を
現
す

の
み
で
な
く
、
横
に
社
会
的
世
代
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
社
会
的
世
代
と
い
う
の
は
種
々
な
る
家
族
に
属
す
る

ほ
ぼ
同
じ
年
齢
の
人
間
の
一
つ
の
群
を
指
し
、
そ
れ
は
一
の
特
殊
な
心
的
統
一
を
示
し
、
一
定
の
時
間
的
持
続
を

包
ん
で
い
る
。
年
齢
の
概
念
が
主
と
し
て
縦
に
継
起
を
現
す
と
す
れ
ば
、
世
代
の
概
念
の
特
色
は
寧
ろ
こ
の
よ
う
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に
横
に
同
時
存
在
を
現
す
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
世
代
の
問
題
は
、
ピ
ン
デ
ル
の
云
う
如
く
、
歴
史
的
同
時
性
の
問
題
で
あ
る
。＊

こ
の
問
題
を
接
近
し
て

観
察
す
る
と
き
、
先
ず
同
時
的
な
も
の
の
非
同
時
性
と
い
う
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
同
時
的
な
も
の
と
は
同
じ
現

在
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
は
普
通
に
一
の
時
点
と
見
ら
れ
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
時
点
即
ち
例
え
ば
こ
の

一
九
三
六
年
は
、
こ
の
年
に
生
き
て
い
る
凡
て
の
人
に
と
っ
て
同
じ
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
各
人
に

と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
な
色
合
に
於
て
体
験
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
で
あ
る
の
み
で
な

く
、
却
っ
て
個
人
的
な
も
の
の
下
部
に
於
け
る
現
実
的
な
時
点
と
し
て
こ
の
同
じ
年
が
違
っ
た
年
齢
に
属
す
る
者

に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
彼
の
一
生
の
時
点
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
で
あ
る
。
単
純
な
現

在
が
一
般
に
あ
る
の
で
な
い
。
各
々
の
歴
史
的
瞬
間
は
自
己
の
一
生
の
種
々
な
る
年
齢
（
青
年
期
、
壮
年
期
、
老

年
期
等
）
に
於
け
る
諸
々
の
人
間
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
、
そ
の
各
々
の
者
に
と
っ
て
違
っ
た
も
の
を
意
味
し
、
従

っ
て
ま
た
ひ
と
つ
の
他
の
時
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
歴
史
は
渾
沌
で
な
く
、
そ
こ
に
は
］
諸
世
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
統

一
が
あ
る
。
単
に
同
時
に
存
在
す
る
も
の
を
眺
め
る
な
ら
ば
何
等
の
統
一
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
に
し
て
も
、
も

し
同
時
に
生
れ
た
も
の
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
一
定
の
秩
序
が
現
れ
る
、
即
ち
同
年
齢
の
者
の
群
を
形
成

す
る
力
が
認
め
ら
れ
る
。
ピ
ン
デ
ル
は
美
術
史
に
於
け
る
世
代
の
問
題
を
論
じ
て
云
っ
て
い
る
。
先
ず
芸
術
家
に
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と
っ
て
彼
の
誕
生
の
時
は
決
定
的
な
意
味
を
有
す
る
、
そ
れ
は
彼
の
本
質
の
発
展
を
制
約
し
、
こ
の
本
質
そ
の
も

の
を
す
ら
制
約
す
る
。
芸
術
家
の
本
質
は
何
時
彼
が
生
れ
る
か
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
存
す
る
。
彼
の
問
題
は
彼

と
共
に
生
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
次
に
、
芸
術
家
は
こ
の
よ
う
な
事
実
に
よ
っ
て
孤
立
し
て
い
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
群
を
成
し
て
い
る
。
近
似
的
に
同
年
齢
の
者
の
一
群
は
一
世
代
を
形
成
し
、
一
世
代
は
通
常
勝
れ
て
統
一

的
な
問
題
性
格
を
示
し
て
い
る
。
世
代
は
な
お
ス
タ
イ
ル
で
は
な
い
が
、
ス
タ
イ
ル
の
価
値
の
も
の
で
あ
る
。
ピ

ン
デ
ル
は
一
世
代
が
実
現
す
る
統
一
を
そ
の
世
代
の
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
と
名
附
け
た
、
そ
れ
は
リ
ー
グ
ル
の
「
芸
術

意
欲
」K

unstw
ollen 

の
思
想
を
世
代
の
統
一
の
中
へ
移
し
入
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
各
々
の
世
代

は
自
己
の
う
ち
か
ら
自
身
の
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
を
形
成
実
現
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
一
の
性
質
的
統
一
と
な
る

の
で
あ
る
。
一
世
代
の
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
と
は
、
ピ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
の
内
的
目
的
の
表
現
、
こ
の
世
代
に

生
具
す
る
生
命
感
情
及
び
世
界
感
情
の
表
現
で
あ
る
。

＊　

W
ilhelm

 Pinder, D
as Problem

 der G
eneration in der K

unstgeschichte Europas, Zw
eite A

uflage 1928.

［
然
し
な
が
ら
人
間
存
在
の
歴
史
性
の
人
間
学
的
考
察
に
当
っ
て
一
層
重
要
な
問
題
は
世
代
の
問
題
で
あ
る
。
年

齢
は
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
世
代
は
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
社
会
性
は
人
間
存
在
に
と
っ
て
根
本
的
な
規

定
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
年
齢
の
問
題
は
一
層
具
体
的
に
は
世
代
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
年
齢
の
問
題
は
社
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会
的
に
見
れ
ば
世
代
の
問
題
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

世
代
の
概
念
の
元
の
意
味
は
、
特
に
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
系
図
学
的
の
も
の
で
あ
る
。
系
図
学
的
見
地
に

於
て
は
、
世
代
は
父
子
の
関
係
に
於
け
る
一
段
階
を
現
す
、
父
か
ら
子
へ
一
世
代
が
あ
り
、
父
か
ら
孫
へ
は
二
世

代
が
あ
る
、
両
親
は
一
世
代
を
な
し
、
子
供
た
ち
は
他
の
一
世
代
を
形
作
る
。
世
代
の
こ
の
意
味
は
明
瞭
で
あ
る
。

然
る
に
こ
の
よ
う
な
家
族
的
世
代
の
ほ
か
に
、
世
代
と
い
う
語
は
特
に
マ
ン
ト
レ
の
謂
う
如
き
社
会
的
世
代
を
現

す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。＊

社
会
的
世
代
と
い
う
の
は
種
々
な
る
家
族
に
属
す
る
ほ
ぼ
同
じ
年
齢
の
人
間
の
一

つ
の
群
で
あ
り
、
そ
の
統
一
は
一
つ
の
特
殊
な
心
的
統
一
を
示
し
、
そ
し
て
そ
の
持
続
は
一
定
の
時
間
を
包
ん
で

い
る
。
こ
の
第
二
の
意
味
に
於
け
る
世
代
が
特
に
我
々
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
尤
も
世
代
の
概
念
の

二
つ
の
意
味
の
う
ち
い
ず
れ
が
一
層
重
要
と
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
ま
た
、
世
代
か
ら
世
代
へ
と
変
化
し
た
と

見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
的
研
究
が
個
人
主
義
的
な
見
地
に
立
っ
て
い
た
時
代
に
於
て
は
、
個
人
の
系
図

が
彼
を
同
時
代
の
人
々
と
結
合
す
る
世
代
の
概
念
よ
り
も
恐
ら
く
重
要
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
人
間

的
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
於
て
同
時
代
の
生
産
物
の
共
通
の
方
向
を
究
め
よ
う
と
す
る
近
代
の
歴
史
学
的
問
題

提
出
に
と
っ
て
は
社
会
的
世
代
の
意
味
に
於
け
る
世
代
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
た
。
固
よ
り
世
代
の
元
の
意
味
は

家
族
的
世
代
で
あ
っ
て
、
社
会
的
世
代
の
概
念
は
こ
の
も
の
か
ら
派
生
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
家
族
的

世
代
と
い
う
も
の
は
一
つ
の
生
物
学
的
実
証
的
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
世
代
の
概
念
は
、
歴
史
的
考
察
が
観
念
論
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か
ら
実
証
的
傾
向
を
取
る
に
至
っ
た
と
き
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
で
は
か
の
時
代
精
神
の
概

念
に
代
り
、
そ
し
て
所
謂
時
代
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
概
念
の
基
礎
的
前
提
で
あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
。

＊　

François M
entré, Les G

énérations sociales, 1920.

世
代
の
問
題
の
考
察
の
出
発
点
と
な
る
の
は
、
ピ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
同
時
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の

問
題
を
接
近
し
て
観
察
す
る
と
き
、
先
ず
同
時
的
な
も
の
の
非
同
時
性
と
い
う
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
同
時
的
な

も
の
と
は
同
じ
現
在
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
と
云
え
ば
、
例
え
ば
こ
の
一
九
三
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在

は
普
通
一
つ
の
時
点
と
見
ら
れ
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
時
間
は
、
こ
の
年
即
ち
一
九
三
五
年
に
生
き
て
い
る
凡
て

の
人
に
と
っ
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
各
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
な
色
合
に
於
て
体
験
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
味
を
有
す
る
の
み
で
な
く
、
却
っ
て
―
―
あ
ら
ゆ
る
個
人
的
な
も
の
の

下
部
に
於
け
る
、
現
実
的
な
時
点
と
し
て
―
―
こ
の
同
じ
年
が
五
十
歳
の
者
に
と
っ
て
は
二
十
歳
の
者
に
と
っ
て

と
は
違
っ
た
彼
の
一
生
の
時
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
味
を
有
す
る
。
各
人
に
と
っ
て

同
じ
時
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
時
で
あ
る
、
即
ち
各
人
が
た
だ
彼
と
同
年
齢
の
者
と
の
み
等
し
く
す
る
各
人
自
身
の
そ

れ
ぞ
れ
別
の
年
代
で
あ
る
。
単
純
な
現
在
と
い
う
も
の
が
一
般
に
あ
る
の
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
各
々
の
歴
史
的
瞬

間
は
自
己
の
一
生
の
種
々
な
る
年
齢
（
青
年
期
、
壮
年
期
、
老
年
期
等
）
に
於
け
る
諸
々
の
人
間
に
よ
っ
て
体
験

さ
れ
、
そ
の
各
々
の
者
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
も
の
を
意
味
し
、
従
っ
て
ま
た
ひ
と
つ
の
他
の
時
で
あ
る
か
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ら
で
あ
る
。
歴
史
的
時
間
は
点
の
如
き
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
線
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
線
は
ひ
と
つ
の
面
に
つ
ら

な
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
こ
の
線
は
ま
た
実
は
な
お
ひ
と
つ
の
他
の
面
の
部
分
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
な

時
間
は
深
さ
を
も
っ
て
い
る
。
各
々
の
時
点
は
そ
れ
故
に
本
来
、
時
間 Zeit-raum 

で
あ
っ
て
、
多
く
の
次
元
を
含

ん
で
い
る
。
そ
れ
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
も
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
歴
史
は
渾
沌
で
な
く
、
そ
こ
に
は
］

［
世
代
の
概
念
は
従
来
主
と
し
て
生
物
学
的
に
説
明
さ
れ
た
。
そ
れ
は
も
と
歴
史
理
論
に
生
物
学
的
実
証
的
基

礎
を
与
え
得
る
も
の
と
し
て
、
時
代
の
概
念
に
代
っ
て
重
要
視
さ
れ
る
に
到
っ
た
。
併
し
な
が
ら
生
物
学
的
な
も

の
は
な
お
歴
史
的
な
も
の
で
な
い
。
世
代
の
基
礎
は
疑
い
も
な
く
生
物
学
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
も

の
は
単
な
る
自
然
で
な
く
、
歴
史
的
自
然
の
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
世
代
の
形
成
に
あ
た
っ
て

は
社
会
的
並
び
に
文
化
的
環
境
が
作
用
す
る
。
一
つ
の
世
代
が
示
す
統
一
は
、
そ
れ
が
同
じ
環
境
の
中
に
同
時
に

生
活
す
る
人
間
を
包
括
す
る
と
こ
ろ
か
ら
現
れ
る
。
世
代
は
そ
の
環
境
を
表
現
し
て
い
る
。
然
る
に
他
方
も
し
世

代
が
単
に
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
世
代
の
固
有
な
意
味
は
失
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場

合
に
は
、
同
時
に
存
在
す
る
者
は
同
じ
社
会
的
並
び
に
文
化
的
環
境
に
生
活
し
、
同
じ
歴
史
の
大
事
件
、
大
変
化

に
出
会
う
の
で
あ
る
か
ら
、
世
代
に
関
し
て
認
め
ら
れ
る
同
時
的
な
も
の
の
非
同
時
性
、
同
時
と
同
年
齢
と
の
差



二
六
一

哲
学
的
人
間
学

別
、
或
は
一
時
代
の
う
ち
に
種
々
な
る
世
代
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。
か
く
て
世
代
の

概
念
は
特
に
時
代
の
概
念
に
対
す
る
区
別
及
び
関
係
に
於
て
次
の
よ
う
に
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

世
代
の
概
念
に
於
て
は
歴
史
に
於
け
る
主
体
の
統
一
が
問
題
に
さ
れ
る
。
歴
史
の
主
体
と
い
う
の
は
人
間
の
こ

と
で
あ
る
が
、
世
代
は
そ
の
よ
う
な
人
間
的
自
然
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
然
る
に
時
代
の
概
念
は
寧
ろ
客
体
的

な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
我
々
に
対
す
る
環
境
の
如
き
も
の
、
客
観
的
情
勢
の
如
き
も
の
と
見
ら
れ
る

の
が
つ
ね
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
世
代
は
我
々
自
身
に
於
け
る
統
一
で
あ
る
。
時
代
の
統
一
は
却
っ
て
同
じ
時
代

が
そ
の
時
代
の
種
々
な
る
世
代
の
問
題
に
対
し
て
役
立
て
る
手
段
の
類
似
に
存
す
る
に
過
ぎ
ぬ
と
云
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
主
体
は
主
体
と
し
て
単
に
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
得
な
い
。
世
代
の
思
想
の
特
色

は
寧
ろ
環
境
に
対
す
る
主
体
の
根
源
性
を
考
え
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
時
代
の
概
念
と
世
代

の
概
念
と
を
区
別
す
る
と
き
、
前
者
が
い
わ
ば
純
粋
に
歴
史
的
な
も
の
を
意
味
す
る
に
反
し
、
後
者
に
あ
っ
て
は

歴
史
に
於
け
る
自
然
的
な
も
の
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
誕
生
と
か
生
長
と
か
が
重
要
視
さ
れ
る
の
も
そ
の
た

め
で
あ
る
。
併
し
我
々
は
固
よ
り
所
謂
歴
史
生
物
学
的 geschichtsbiologisch 

な
見
方
に
同
意
し
得
な
い
。
我
々

に
と
っ
て
も
主
体
的
な
も
の
は
或
る
自
然
的
な
も
の
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
ま
さ
に
主
体
的

意
味
に
於
け
る
自
然
で
あ
り
、
然
る
に
生
物
学
的
な
も
の
は
客
体
的
自
然
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
主
体
的
な
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も
の
は
根
源
的
物
質
、
第
一
次
の
自
然
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
に
見
ら
れ
た
自
然
で
は
な
い
、

そ
れ
は
人
間
的
文
化
の
う
ち
に
於
て
表
現
に
達
す
る
内
的
自
然
或
は
内
的
身
体
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
物
質
の
意
味

の
も
の
で
あ
る
。
世
代
を
主
体
的
に
限
定
す
る
も
の
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
考
え
た
よ
う
な
単
な
る
素
質
の
如
き
も
の

で
な
く
、
却
っ
て
運
命
で
あ
る
。
世
代
が
「
自
然
の
骰
子
投
げ
」
と
称
せ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
運
命
を
意
味
す

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
世
代
と
は
運
命
を
共
に
分
つ
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
一
の
運
命
共
同
体
で
あ
る
。］

尤
も
世
代
は
単
に
運
命
的
統
一
で
な
く
、
衝
動
的
な
傾
向
性
に
於
け
る
統
一
を
含
ん
で
い
る
。
一
世
代
が
統
一
的

な
問
題
性
格
を
示
し
て
い
る
と
云
わ
れ
る
の
も
こ
れ
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
問
題
性
格
は
共
通
の
傾
向

性
が
共
通
の
時
代
的
環
境
の
う
ち
に
自
己
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
つ
ね
に
単
に
自

己
の
内
に
あ
る
の
で
も
、
ま
た
単
に
自
己
の
外
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
我
々
は
世
代
の
問
題
を

考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
主
体
と
い
わ
れ
る
も
の
が
時
代
精
神
の
基
礎
と
さ
れ
る
イ
デ
ー
の
如
く
単
に

観
念
的
な
も
の
で
な
く
、
或
る
自
然
的
な
も
の
の
意
味
を
含
む
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

［
世
代
の
概
念
は
従
来
し
ば
し
ば
純
粋
に
生
物
学
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
と
歴
史
理
論
に
生
物
学
的
実

証
的
基
礎
を
与
え
得
る
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
。
然
し
な
が
ら
生
物
学
的
な
も
の
は
な
お
歴
史
的
な
も
の
で
な

い
。
歴
史
の
根
本
概
念
で
あ
る
べ
き
世
代
は
単
な
る
生
物
学
的
事
実
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
生
物
学
的
に
考
え
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ら
れ
た
世
代
理
論
が
歴
史
の
現
実
に
合
致
し
な
い
こ
と
は
、
精
密
な
事
実
に
即
し
た
歴
史
研
究
に
よ
っ
て
既
に
明

ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
諸
世
代
に
従
っ
て
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
文
学
史
を
叙
述
し
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク

ム
メ
ル
は
、世
代
を
定
義
し
て
、「
一
つ
の
世
代
は
、同
じ
経
済
的
、政
治
的
及
び
社
会
的
状
態
の
中
か
ら
生
れ
出
で
、

そ
れ
故
に
類
似
の
世
界
観
、
教
養
、
道
徳
及
び
芸
術
感
覚
を
具
え
た
一
切
の
ほ
ぼ
同
時
に
生
活
す
る
人
間
を
包
括

す
る
」
と
云
っ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
世
代
は
ど
こ
ま
で
も
社
会
的
並
び
に
文
化
的
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
他
方
も
し
世
代
が
た
だ
単
に
客
体
的
に
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
世
代
の

概
念
の
固
有
な
意
味
は
失
わ
れ
、
従
っ
て
時
代
の
概
念
が
持
ち
出
さ
れ
る
理
由
も
な
く
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。
ま
た
そ
の
場
合
に
は
、
同
時
に
存
在
す
る
者
は
同
じ
社
会
的
並
び
に
文
化
的
環
境
に
生
活
し
、
同
じ
歴
史
の

大
事
件
、
大
変
化
に
出
会
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ピ
ン
デ
ル
が
世
代
の
問
題
に
関
し
て
正
し
く
指
摘
し
た
同
時
的
な

も
の
の
非
同
時
性
と
い
う
こ
と
、
同
時
と
同
年
齢
と
の
間
の
差
別
と
い
う
こ
と
も
意
味
が
な
く
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
で
は
世
代
の
概
念
は
如
何
な
る
立
場
か
ら
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
そ
れ
を
特
に
従
来
普
通

に
用
い
ら
れ
た
時
代
及
び
時
代
精
神
の
概
念
に
対
す
る
関
係
に
於
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
。
世
代
の
概
念
に
於
て
は
歴
史
の
主
体
的
統
一
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
の
主
体
と
云
え
ば
人
間
の

こ
と
で
あ
る
が
、
世
代
の
概
念
は
そ
の
よ
う
な
人
間
的
自
然
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
然
る
に
時
代
の
概
念
は
普

通
に
は
客
体
的
な
も
の
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
我
々
を
限
定
す
る
環
境
の
如
き
も
の
と
見
ら
れ
、
従
っ
て
我
々
に
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対
す
る
客
観
的
情
勢
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
世
代
は
我
々
自
身
に
於
け
る
統
一
で
あ
る
。
時
代
の
統

一
は
却
っ
て
同
じ
時
代
が
そ
の
時
代
の
種
々
な
る
世
代
の
問
題
に
対
し
て
役
立
て
る
手
段
の
類
似
に
存
す
る
に
過

ぎ
ぬ
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
世
代
の
問
題
を
考
え
る
と
き
時
代
精
神
の
概
念
は
不
用
に
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
少

な
く
も
相
対
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
時
代
精
神
と
云
っ
て
も
厳
密
に
は
全
時
代
の
精
神
で
あ
る
の

で
は
な
い
。
寧
ろ
我
々
は
そ
の
よ
う
に
一
時
代
の
精
神
と
見
ら
れ
る
も
の
が
多
く
は
一
定
の
時
点
に
於
て
特
別
の

重
要
性
に
達
す
る
一
つ
の
世
代
層
の
う
ち
に
座
を
有
し
、
や
が
て
そ
れ
が
他
の
世
代
層
に
、
こ
の
も
の
の
特
色
を

全
く
破
壊
し
も
し
く
は
吸
収
し
て
し
ま
う
こ
と
な
し
に
、
浸
潤
す
る
の
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
主
体
は
主
体
と
し

て
単
に
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
得
な
い
。
世
代
の
思
想
の
特
色
は
環
境
に
対
す
る
主
体
の
根
源
性
を

考
え
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
時
代
の
概
念
に
対
し
て
世
代
の
概
念
の
有
す
る
特
色
は
、
前
者

が
普
通
単
に
歴
史
的
な
も
の
を
意
味
す
る
に
反
し
、
後
者
に
あ
っ
て
は
歴
史
に
於
け
る
自
然
的
な
も
の
が
強
調
さ

れ
る
。
ピ
ン
デ
ル
が
誕
生
と
か
生
長
と
か
の
重
要
性
を
主
張
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
た
だ
彼
に
於
て
は
そ

れ
ら
の
も
の
も
生
物
学
的
意
味
を
脱
せ
ず
、
従
っ
て
真
に
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
我
々
は
か
く
の
如
き

所
謂
歴
史
生
物
学
的 geschichtsbiologisch 
な
見
方
を
支
持
し
得
な
い
。
我
々
に
と
っ
て
も
主
体
的
な
も
の
は
或
る

自
然
的
な
も
の
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
ま
さ
に
主
体
的
意
味
に
於
け
る
自
然
で
あ
り
、
然
る

に
生
物
学
的
自
然
は
客
体
的
自
然
に
過
ぎ
ず
、
か
か
る
自
然
に
対
し
て
主
体
的
な
も
の
は
寧
ろ
根
源
的
物
質
、
第
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一
次
の
自
然
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
に
見
ら
れ
た
自
然
で
は
な
い
、
そ
れ
は
人
間
的
文
化
の
う

ち
に
於
て
表
現
に
達
す
る
内
的
自
然
或
は
内
的
身
体
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
歴
史
的
物
質
の
意
味

の
も
の
で
あ
る
。
世
代
を
主
体
的
に
限
定
す
る
も
の
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
考
え
た
よ
う
に
素
質
の
如
き
も
の
で
な
く
、

却
っ
て
運
命
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ピ
ン
デ
ル
が
世
代
を
「
自
然
の
骰
子
投
げ
」W

urf der N
atur 

と
称
し
た

と
き
、
そ
れ
は
運
命
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
世
代
と
は
運
命
を
共
に
分
つ
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、

一
の
運
命
共
同
体
で
あ
る
。
こ
こ
に
謂
う
運
命
と
は
本
来
内
的
運
命
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
世
代
の
出
会
う

種
々
な
る
外
的
運
命
が
ま
さ
に
運
命
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
の
も
、
人
間
の
実
存
が
根
源
的
に
運
命
で
あ
る
た
め
で

あ
る
。
か
く
て
我
々
は
世
代
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
と
い
わ
れ
る
も
の
が
時
代
精
神
の
基
礎
と

さ
れ
る
イ
デ
ー
の
如
く
単
に
観
念
的
な
も
の
で
な
く
、
或
る
自
然
的
な
も
の
の
意
味
を
含
む
の
を
知
り
得
る
で
あ

ろ
う
。
固
よ
り
世
代
は
単
に
主
体
的
に
の
み
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の
の
根
本
規
定

に
従
っ
て
世
代
も
ま
た
主
体
的
・
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
世
代
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
か
ら
限
定
さ
れ
る
と

共
に
ど
こ
ま
で
も
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
環
境
的
限
定
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
世
代
と
時
代
と
は
同

じ
で
あ
る
。
世
代
は
具
体
的
に
は
世
代
と
時
代
と
の
弁
証
法
的
統
一
で
あ
る
と
も
云
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

世
代
の
時
代
に
対
す
る
区
別
は
一
方
が
生
物
学
的
乃
至
自
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
他
方
が
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
世
代
も
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
の
概
念
に
主
体
的
な
も
の
が
押
し
入
れ
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ら
れ
る
と
き
こ
れ
と
一
致
す
る
。
個
人
の
年
齢
に
し
て
も
単
に
生
物
学
的
な
も
の
で
な
く
、歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
単
に
個
人
的
に
見
ら
る
べ
き
で
な
く
、
世
代
か
ら
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。］

［2
第
二
。
世
代
の
理
論
は
文
化
の
形
成
に
於
け
る
パ
ト
ス
の
意
味
を
重
要
視
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

文
化
を
純
粋
に
］【—

—

こ
の
校
異
一
文
は
次
の
［2　
］
に
対
応
す
る
。】

［2
世
代
を
限
定
す
る
も
の
は
内
的
自
然
或
は
内
的
身
体
と
し
て
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
世
代
の

理
論
は
文
化
の
形
成
に
於
け
る
パ
ト
ス
の
意
味
を
重
要
視
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
文
化
を
純
粋
に
］
理

性
的
な
も
の
、
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
見
る
立
場
に
と
っ
て
は
世
代
の
問
題
は
多
く
の
意
味
を
有
し
得
な
い
。
例
え

ば
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
は
、
文
化
と
は
価
値
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
価
値
と
は
文
化

の
含
む
普
遍
妥
当
的
な
理
性
内
容
、
非
性
格
的
な
ロ
ゴ
ス
的
意
味
に
ほ
か
な
ら
ず
、
か
く
の
如
き
価
値
哲
学
的
立

場
に
於
て
は
世
代
の
理
論
は
歴
史
及
び
文
化
に
関
す
る
生
物
学
主
義
と
し
て
単
純
に
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。
世
代
の
思
想
は
こ
れ
に
反
し
如
何
な
る
文
化
の
う
ち
に
も
そ
の
生
産
者
の
「
人
間
」、「
性
格
」
が
表
現
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
と
き
人
間
と
い
い
性
格
と
い
う
の
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
時
代
精
神
の
概
念

が
同
時
代
の
文
化
の
ロ
ゴ
ス
的
も
し
く
は
イ
デ
ー
的
統
一
を
強
調
す
る
に
対
し
、
世
代
の
概
念
は
同
世
代
の
パ
ト

ス
的
も
し
く
は
性
格
的
統
一
を
力
説
す
る
。［3
世
代
の
統
一
は
精
神
の
一
致
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
運
命
及
び
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傾
向
性
の
共
通
に
基
づ
い
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
芸
術
を
「
暗
き
表
象
」
か
ら
説
明
し
た
が
、
こ
の
「
精
神

の
波
立
て
る
根
源
」
こ
そ
、
そ
れ
か
ら
真
の
精
神
的
文
化
が
生
れ
出
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
一
世
代
は
パ
ト

ス
を
共
に
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
生
産
す
る
種
々
な
る
文
化
は
性
格
の
統
一
を
示
し
て
い
る
。
時
代
精
神
の
概
念

が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
の
如
く
歴
史
に
於
け
る
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
を
重
ん
ず
る
と
す
れ
ば
、
世
代
の
概
念
の
特
色

は
歴
史
に
於
け
る
パ
ト
ス
的
な
も
の
の
重
要
性
を
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
精
神 G

eist 

と
の
区
別
に
於
て
心 

Seele 

は
自
然
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
意
識
を
表
す
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ー
レ
と
は
自

然
精
神 N

aturgeist 

で
あ
り
、
そ
れ
は
自
然
の
う
ち
に
縛
ら
れ
、
身
体
性
に
関
係
附
け
ら
れ
て
い
る
。
ゼ
ー
レ
は

純
粋
な
、普
遍
的
な
も
の
で
な
く
、年
齢
や
地
方
や
民
族
な
ど
に
従
っ
て
異
な
っ
て
い
る
、と
彼
は
述
べ
た
。
我
々

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
に
於
け
る
よ
り
も
自
然
に
対
し
て
一
層
根
源
的
な
、
一
層
原
理
的
な
意
味
を
認
め
、
か
か

る
根
源
的
な
自
然
乃
至
内
的
身
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
意
識
を
ゼ
ー
レ
よ
り
も
一
層
広
い
且
つ
一
層
深
い
意
味

に
於
て
パ
ト
ス
と
名
附
け
る
。
我
々
の
謂
う
パ
ト
ス
は
ゼ
ー
レ
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
所
謂
ゼ
ー
レ
の
概
念
に
於

て
は
そ
れ
と
結
び
附
く
身
体
と
か
自
然
と
か
が
な
お
多
く
は
客
体
的
対
象
的
に
見
ら
れ
て
い
る
に
反
し
て
、
我
々

の
謂
う
パ
ト
ス
の
概
念
に
於
て
は
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
時
代
は
な
お

客
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
世
代
は
根
本
に
於
て
内
か
ら
の
統
一
と
し
て
内
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
ほ
か
な
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い
。］
併
し
な
が
ら
文
化
は
固
よ
り
単
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
な
い
。
文
化
は
イ
デ
ー
的
な
も
の
を
含
む
こ
と
に

よ
っ
て
表
現
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
世
代
の
統
一
も
単
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
な
く
、
客
観
的
に
イ
デ
ー
的
統
一

を
含
む
と
き
現
実
的
と
な
る
。従
っ
て
世
代
の
統
一
は
時
代
精
神
の
統
一
の
如
き
も
の
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

世
代
の
概
念
は
、
単
な
る
生
物
学
的
意
味
か
ら
解
放
さ
れ
、
従
来
の
時
代
の
概
念
の
如
き
意
味
を
自
己
の
う
ち
に

含
む
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
的
と
な
る
。
世
代
は
イ
デ
ー
的
統
一
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
ピ
ン
デ
ル
の
云
う
が
如
き

エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
的
統
一
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
の
思
想
が
論
理
的
に
は
有
機
体
説
的
な
考
え
方

に
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
世
代
の
イ
デ
ー
的
統
一
を
ど
こ
ま
で
も
弁
証
法
的
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
イ
デ
ー
的
な
も
の
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
肯
定
的
な
パ

ト
ス
が
自
己
を
否
定
し
、
自
己
に
対
立
す
る
ロ
ゴ
ス
に
於
て
却
っ
て
自
己
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
的
と

な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
世
代
は
単
に
パ
ト
ス
的
性
格
的
統
一
を
有
す
る
の
み
で
な
く
、
ス
タ
イ
ル
の
統
一
乃

至
タ
イ
プ
と
し
て
の
統
一
を
得
る
こ
と
と
な
る
。

［3
「
精
神
」G

eist 

と
の
区
別
に
於
て
「
心
」Seele 
は
自
然
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
意
識
を
表
す
の
が
つ
ね
で
あ

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ー
レ
と
は
自
然
精
神 N

aturgeist 

で
あ
り
、
そ
れ
は
「
自
然
の
う
ち
に
縛
ら
れ
」、

「
そ
の
身
体
性
に
関
係
付
け
ら
れ
て
」
い
る
。
ゼ
ー
レ
は
純
粋
な
、
普
遍
的
な
も
の
で
な
く
、
年
齢
や
人
種
な
ど
に
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よ
っ
て
異
な
る
、
と
彼
は
述
べ
た
。
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
に
於
け
る
よ
り
も
自
然
に
対
し
て
一
層
根
源
的

な
、
一
層
原
理
的
な
意
味
を
認
め
、
か
か
る
根
源
的
な
自
然
乃
至
内
的
身
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
意
識
を
ゼ
ー

レ
よ
り
も
一
層
広
い
且
つ
一
層
深
い
意
味
に
於
て
パ
ト
ス
と
名
付
け
る
。
我
々
の
謂
う
パ
ト
ス
は
ゼ
ー
レ
的
な
も

の
で
あ
る
が
、
然
し
所
謂
ゼ
ー
レ
の
概
念
に
於
て
は
そ
れ
と
結
び
付
く
身
体
と
か
自
然
と
か
が
な
お
多
く
は
客
体

的
対
象
的
に
見
ら
れ
て
い
る
に
反
し
て
、
我
々
の
謂
う
パ
ト
ス
の
概
念
に
於
て
は
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
に

考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
時
代
精
神
の
概
念
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
の
如
く
歴
史
に
於
け
る
ロ
ゴ
ス
的
な
も

の
を
重
ん
ず
る
と
す
れ
ば
、
世
代
の
理
論
の
特
色
は
歴
史
に
於
け
る
パ
ト
ス
的
な
も
の
の
重
要
性
を
認
め
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
世
代
は
内
か
ら
の
統
一
と
し
て
内
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
世
代
の
概
念
は
歴
史
の
内
的
原
理

と
し
て
運
命
の
概
念
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
世
代
の
継
起
は
運
命
の
拍
節
を
意
味
す
る
。
運
命
の
概
念

は
時
間
の
概
念
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
ず
、
時
間
的
な
も
の
は
凡
て
運
命
的
な
も
の
で
あ
る
。
世
代
の
統
一
は
精
神

の
一
致
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
運
命
の
共
同
に
よ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
芸
術
を「
暗
き
表
象
」か
ら
説
明
し
た
が
、

こ
の
「
精
神
の
波
立
て
る
根
源
」
こ
そ
、
そ
れ
か
ら
真
の
精
神
的
文
化
が
生
れ
出
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
一

世
代
は
パ
ト
ス
を
共
に
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
生
産
す
る
種
々
な
る
文
化
は
性
格
の
統
一
を
示
し
て
い
る
。］【
青
字

部
分
が
削
除
さ
れ
た
以
外
並
び
替
え
位
の
違
い
。】

［
第
三
。］
世
代
は
云
う
ま
で
も
な
く
個
人
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
歴
史
的
に
意
義
あ
る
世
代
の
概
念
は
家
族
系
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図
学
的
或
は
生
物
学
的
遺
伝
的
の
も
の
を
指
す
の
で
な
く
、
種
々
な
る
家
族
に
属
す
る
諸
個
人
の
群
を
意
味
し
て

い
る
。
歴
史
的
主
体
と
考
え
ら
れ
る
根
源
的
物
質
は
社
会
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
個
人
的
身
体

の
こ
と
で
な
く
、
社
会
的
身
体
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
主
体
は
所
謂
主
観
の
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
主

観
的
・
客
観
的
と
考
え
ら
れ
る
人
間
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
世
代
は
我
々
の
外
部
に
あ
る
社
会
で
は
な
い
。
社
会
的
世
代
は
パ
ト
ス
を
共
に
分
つ
こ
と

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
ひ
と
は
世
代
の
如
き
も
の
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
結
合
に
於
け
る
パ
ト
ス

の
根
本
的
な
意
味
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
世
代
を
ひ
と
つ
の
社
会
的
結
合
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
定
の
目

的
、
ロ
ゴ
ス
的
意
味
に
従
う
社
会
的
結
合
に
対
し
て
謂
わ
ば
無
意
識
的
な
、
自
然
的
な
結
合
で
あ
る
。
そ
れ
は
客

観
的
目
的
に
よ
っ
て
結
び
附
い
た
も
の
で
な
く
、
お
の
ず
か
ら
、
主
体
的
に
、
パ
ト
ス
的
に
結
び
附
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
一
世
代
は
運
命
共
同
体
と
も
云
わ
れ
る
が
、
か
か
る
運
命
の
意
識
は
ロ
ゴ
ス
的
意
識
で
な
く
て
パ
ト
ス

的
意
識
で
あ
り
、
も
と
無
対
象
な
、
或
は
無
の
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
来
的
に
は
客
体
的
な
も
の
の
意
識
で
は

な
い
。
パ
ト
ス
は
つ
ね
に
性
格
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
性
格
的
と
い
う
こ
と
と
個
人
的
と
い
う
こ
と
と
は
同
じ
で

な
い
。一
世
代
の
諸
個
人
の
活
動
は
パ
ト
ス
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
通
の
方
向
を
示
し
て
い
る
と
し
て
も
、

彼
等
は
そ
れ
ぞ
れ
性
格
的
で
あ
る
こ
と
を
失
う
も
の
で
な
い
。
個
々
の
人
間
は
各
自
の
運
命
を
負
い
な
が
ら
そ
の
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世
代
の
運
命
の
う
ち
に
包
ま
れ
て
い
る
。
世
代
は
諸
個
人
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
或
る
一
般
者
で
あ
る
。
各
人

は
世
代
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
然
し
世
代
は
一
般
者
と
し
て
所
謂
類
概
念
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
各
々
の
人

間
は
世
代
的
に
限
定
さ
れ
な
が
ら
め
い
め
い
独
立
で
あ
る
。
世
代
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
な
、
従
っ
て
非
連
続
的
な
個

人
と
個
人
と
を
そ
の
根
柢
に
於
て
円
環
的
に
限
定
す
る
。
世
代
も
論
理
的
に
は
非
連
続
の
連
続
と
し
て
弁
証
法
的

一
般
者
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

［
第
四
。］
歴
史
は
単
に
時
間
的
に
直
線
的
に
進
行
す
る
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
空
間
的
に
一
つ
の
世
代
に
纏
ま
る

の
で
あ
る
が
、
併
し
ま
た
世
代
か
ら
世
代
へ
と
直
線
的
に
進
行
す
る
。
世
代
は
直
線
的
に
と
共
に
円
環
的
に
限
定

さ
れ
て
い
る
。こ
の
こ
と
に
相
応
し
て
一
世
代
に
含
ま
れ
る
多
数
の
個
人
は
単
に
多
数
の
個
人
で
あ
る
の
で
な
く
、

二
つ
の
群
に
、即
ち
少
数
の
指
導
者

0

0

0

と
大
衆
0

0

と
に
分
た
れ
る
。
一
つ
の
世
代
は
若
干
の
卓
越
し
た
人
間
で
も
な
く
、

ま
た
単
に
大
衆
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
自
己
自
身
の
少
数
者
と
自
己
自
身
の
大
衆
と
か
ら
成
る
社
会
的
体

で
あ
る
。
オ
ル
テ
ガ
の
語
に
よ
れ
ば
、
世
代
は
「
大
衆
と
個
人
と
の
力
学
的
融
合
」
で
あ
る
。＊

か
く
の
如
く
一
世

代
に
包
括
さ
れ
る
多
数
の
個
人
が
二
つ
の
群
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
歴
史
の
過
程
的
発
展
に
と
っ
て
根
本
的

な
条
件
で
あ
る
。
指
導
者
と
大
衆
と
は
固
よ
り
分
離
し
得
ず
、
世
代
が
直
線
的
に
と
共
に
円
環
的
に
限
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
両
者
は
弁
証
法
的
統
一
に
於
て
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
過
程
に
本
質
的
な
二
元
性
で
あ
る
。
歴
史
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哲
学
に
於
て
従
来
久
し
く
論
議
さ
れ
た
歴
史
的
現
実
の
集
団
主
義
的
解
釈
や
個
人
主
義
的
解
釈
は
い
ず
れ
も
一
面

的
で
あ
る
。
前
者
に
と
っ
て
は
歴
史
的
過
程
は
目
立
た
ぬ
多
数
者
の
仕
事
で
あ
り
、
後
者
に
と
っ
て
は
専
ら
個
人

が
歴
史
的
行
動
者
で
あ
る
。
確
か
に
、
行
動
す
る
個
人
か
ら
発
す
る
能
動
的
特
性
は
目
立
ち
易
く
、
集
団
主
義
的

歴
史
像
を
認
め
る
こ
と
を
困
難
な
ら
し
め
る
。
大
衆
は
受
動
的
で
あ
っ
て
、
創
造
的
人
間
の
活
動
に
対
し
或
は
助

成
し
或
は
抵
抗
す
る
に
過
ぎ
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
併
し
他
方
孤
立
し
た
個
人
は
一
個
の
抽
象
に
過
ぎ
ず
、
世
界
史

的
人
物
の
生
命
は
大
衆
に
対
す
る
影
響
の
う
ち
に
存
す
る
。
大
衆
と
全
く
異
な
る
個
人
は
大
衆
に
何
等
の
影
響
を

も
及
ぼ
し
得
ず
、
歴
史
の
過
程
に
入
る
こ
と
な
く
、
歴
史
の
主
文
の
欄
外
に
誌
さ
れ
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
歴
史
的

過
程
は
日
常
的
な
大
衆
と
卓
越
し
た
個
人
と
の
力
学
的
聯
関
に
於
て
成
立
す
る
。
両
者
の
間
の
作
用
聯
関
を
媒
介

す
る
も
の
は
世
代
で
あ
る
。
世
代
は
い
わ
ば
一
つ
の
水
準
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
行
為
に
対
し
て
同
一
の
ス

タ
ー
ト
を
劃
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
同
じ
世
代
の
う
ち
に
存
す
る
対
立
に
し
て
も
相
異
な
る
世
代
の
う
ち
に

存
す
る
類
似
よ
り
も
な
お
類
似
的
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

José O
rtega y G

asset, D
ie A

ufgabe unserer Zeit. deutsch 1930.

五
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と
こ
ろ
で
世
代
は
歴
史
の
リ
ズ
ム
を
現
し
て
い
る
。
こ
の
見
地
に
於
て
歴
史
の
リ
ズ
ム
の
う
ち
に
は
如
何
な
る

根
本
現
象
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ピ
ン
デ
ル
の
謂
う
同
時
的
な
も
の
の
非
同
時
性
は
人
類
社
会
に
於
け
る

ひ
と
つ
の
生
物
学
的
事
実
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
動
物
の
世
代
は
普
通
に
人
間
の
世
代
よ
り
も
短

い
の
み
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
単
に
非
連
続
的
で
あ
っ
て
、
一
の
世
代
は
他
の
世
代
と
連
続
的
な
関
係
を
有
し
な
い
。

例
え
ば
昆
虫
に
於
て
は
、
子
供
は
そ
の
孵
化
し
た
瞬
間
に
彼
等
の
親
を
見
る
こ
と
な
く
、
か
く
し
て
そ
の
諸
世
代

は
、
通
常
冬
の
期
間
に
よ
っ
て
隔
離
さ
れ
、
互
い
に
喰
い
合
う
こ
と
が
な
い
。
然
る
に
人
間
の
諸
世
代
は
互
い
に

入
り
混
り
、
重
な
り
合
い
、
祖
父
と
父
と
子
と
が
同
時
に
生
活
す
る
。
人
間
の
世
代
は
節
と
節
と
を
繋
い
だ
よ
う

な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
い
ず
れ
の
時
点
に
於
て
も
種
々
な
る
世
代
が
層
を
成
し
て
存
在
し
て
い
る
。
即
ち
人
間

の
世
代
は
固
よ
り
非
連
続
的
で
あ
り
な
が
ら
、ま
た
ど
こ
ま
で
も
連
続
的
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
文
化
の
連
続
、

そ
の
伝
承
に
と
っ
て
重
要
な
関
係
を
有
す
る
事
実
が
あ
る
。
も
し
も
人
類
が
唯
一
回
的
な
世
代
で
あ
る
と
し
た
な

ら
ば
、
人
類
は
伝
統
乃
至
伝
承
の
必
要
を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
伝
承
に
於
て
基
礎
と
な
る
事
柄
は
、
新
し
い
世

代
が
古
い
世
代
の
内
部
に
生
れ
て
同
時
に
生
活
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
に
古
い
世
代
と
新
し
い
世
代

と
が
同
時
に
生
活
す
る
と
こ
ろ
に
、
教
育
と
云
わ
れ
る
人
間
生
活
に
於
け
る
根
本
的
な
事
実
が
成
立
す
る
。
こ
こ

で
は
単
に
意
識
的
な
、
有
意
的
な
教
育
の
こ
と
の
み
が
問
題
で
あ
る
の
で
な
い
。
意
識
的
に
教
え
ら
れ
学
ば
れ
る
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こ
と
は
寧
ろ
そ
の
量
も
そ
の
意
義
も
少
な
い
も
の
で
あ
る
。
相
異
な
る
世
代
が
同
時
に
生
活
す
る
と
い
う
事
実
に

よ
っ
て
無
意
識
的
に
、
無
意
的
に
、
最
も
広
汎
な
範
囲
に
於
て
教
育
は
行
わ
れ
、
伝
統
は
生
じ
て
い
る
。
併
し
な

が
ら
ま
た
他
面
、
我
々
は
世
代
の
事
実
の
う
ち
に
文
化
の
更
新
、
創
造
に
と
っ
て
の
基
礎
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
世
代
の
交
替
は
文
化
の
以
前
の
担
い
手
が
去
り
、
新
し
い
担
い
手
が
現
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
文
化
の
担

い
手
は
絶
え
ず
若
返
る
。
以
前
の
世
代
が
死
滅
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
文
化
の
創
造
に
と
っ
て
必
要
な
忘
却
を

伴
う
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
忘
却
す
る
こ
と
な
し
に
は
創
造
し
得
な
い
。
も
し
も
つ
ね
に
同
一
の
人
間
が
文
化
の
担

い
手
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
文
化
の
根
本
的
に
新
し
い
通
路
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
新

し
い
生
命
基
体
か
ら
新
た
に
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
新
し
く
生
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
起
る
。
新
し

い
世
代
が
入
っ
て
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
の
文
化
も
若
返
る
。
な
ぜ
な
ら
文
化
の
新
し
い
担
い
手
と
な
る
こ
の

世
代
は
、
現
存
す
る
も
の
に
対
し
て
古
い
世
代
と
は
違
っ
た
距
離
に
立
ち
、
蓄
積
さ
れ
た
文
化
を
新
し
い
仕
方
で

受
容
し
、
新
し
い
仕
方
で
加
工
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
の
リ
ズ
ム
は
創
造
と
伝
統
と
の
、
伝
統
と
創
造
と
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
歴
史
は
世
代
か

ら
世
代
へ
、
一
は
他
の
う
ち
か
ら
生
れ
つ
つ
、
移
り
行
く
が
、
こ
の
過
程
に
於
て
、
生
命
は
各
々
の
世
代
に
と
っ

て
二
つ
の
次
元
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
過
去
か
ら
既
に
生
活
さ
れ
た
も
の
―
―
諸
観
念
、
諸
評
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価
、
諸
制
度
等
―
―
を
受
取
り
、
他
方
自
己
自
身
の
創
造
力
を
働
か
せ
る
。
世
代
は
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
の
間
に

動
揺
す
る
。
或
る
世
代
に
と
っ
て
は
伝
承
さ
れ
た
も
の
と
自
己
自
身
の
も
の
と
の
調
和
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
、
そ

し
て
他
の
世
代
に
於
て
は
二
つ
の
原
理
の
間
に
深
い
対
立
が
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
或
る
世
代
は
勝
れ
て
伝
統

的
で
、
他
の
世
代
は
勝
れ
て
革
新
的
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
か
く
の
如
き
現
象
は
世
代
及
び
世
代
の
継
起
を
単
に
生

物
学
的
に
考
え
る
場
合
説
明
さ
れ
得
な
い
。
ま
た
そ
の
場
合
に
は
世
代
と
世
代
と
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
で
非
連
続
的

な
個
性
で
あ
る
こ
と
も
、従
っ
て
一
の
世
代
が
真
に
創
造
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
説
明
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

更
に
そ
の
場
合
に
は
、
或
る
世
代
が
他
の
世
代
の
生
産
し
た
も
の
を
伝
承
す
る
に
当
り
、
単
に
そ
の
一
つ
前
の
世

代
か
ら
連
続
的
に
伝
承
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
例
え
ば
ル
ネ
サ
ン
ス
に
於
け
る
古
代
文
化
の
復
興
に
於
て
見
ら

れ
る
如
く
遠
き
過
去
か
ら
伝
承
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
実
も
説
明
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
我
々
は
ひ
と

つ
の
根
本
的
な
問
題
に
逢
着
す
る
、
―
―
行
動
し
つ
つ
あ
る
一
世
代
が
単
に
自
己
に
隣
接
す
る
世
代
か
ら
で
な
く

却
っ
て
隔
離
せ
る
世
代
か
ら
伝
承
す
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。
こ
の
問
題
に
面
し

て
我
々
は
我
々
の
考
え
方
を
次
の
よ
う
に
進
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
。
歴
史
は
世
代
か
ら
世
代
へ
動
い
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
形
態
か
ら
形
態
へ
移
っ
て
行
く
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る

形
態
転
化 G

estaltw
andel 

は
ゲ
ー
テ
的
意
味
に
於
て
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
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の
発
展
は
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
で
あ
っ
て
、
進
歩 Fortschritt 

と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
単
に
直
線
的
に
進
行
す
る

の
で
な
く
、
円
環
の
外
に
円
環
を
描
き
つ
つ
転
化
す
る
の
で
あ
る
。
二
。
併
し
な
が
ら
か
く
の
如
く
世
代
か
ら
世

代
へ
と
、
そ
の
意
味
に
於
て
直
線
的
に
動
い
て
ゆ
く
も
ろ
も
ろ
の
世
代
は
、
そ
れ
ら
凡
て
が
ま
た
円
環
的
に
限
定

さ
れ
て
一
つ
の
も
の
に
於
て
同
時
存
在
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
過
去
が
現
在
に

働
く
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
な
も
の
は
単
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
な
く
、

現
在
に
働
く
限
り
そ
れ
は
歴
史
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
諸
世
代
が
そ
れ
に
於
て
同
時
存
在
的
で
あ
る

と
こ
ろ
の
も
の
を
我
々
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
語
を
借
り
て
―
―
固
よ
り
彼
と
同
じ
意
味
に
於
て
で
は
な
い
―
―
世
界
0

0

期0 W
eltalter 

と
名
附
け
よ
う
と
思
う
。＊

凡
て
の
世
代
は
世
界
期
に
於
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
期
の
限
定
と

し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
三
。
併
し
な
が
ら
単
に
多
数
の
世
代
が
同
時
存
在
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
は
歴
史
的
過
程
は
考
え
ら
れ
な
い
。
円
環
的
限
定
は
一
方
ど
こ
ま
で
も
空
間
的
意
味
を
有
し
、
そ
れ
の
み
か
ら

は
時
間
的
過
程
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
歴
史
の
過
程
が
た
だ
世
代
か
ら
世
代
へ
の
形
態
転
化
と
し
て
見
ら
れ
得

る
と
す
れ
ば
、
ゲ
ー
テ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
思
想
に
つ
い
て
批
評
さ
れ
る
如
く
、
そ
れ
は
畢
竟
自
然
概
念
で

あ
っ
て
真
の
歴
史
的
見
方
で
な
く
、且
つ
そ
れ
は
な
お
有
機
体
説
的
見
方
に
纏
わ
れ
て
弁
証
法
的
見
方
が
足
ら
ず
、

更
に
そ
れ
は
結
局
観
想
的
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
真
に
実
践
的
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
も
云
わ
れ
る
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で
あ
ろ
う
。
実
践
的
弁
証
法
的
過
程
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
円
環
的
に
多
元
的
に
同
時
存
在
す
る
諸
世
代
が
相

対
立
す
る
二
元
性
に
纏
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
詳
し
く
云
え
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
Ａ
。
そ
れ
ぞ
れ

独
立
な
以
前
の
多
数
の
世
代
が
一
様
に
過
去
と
し
て
現
在
に
対
立
し
、
ま
た
以
後
の
可
能
な
る
多
数
の
世
代
が
一

様
に
未
来
と
し
て
現
在
に
対
立
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
Ｂ
。
し
か
も
過
去
も
未
来
も
現
在
に
働
き
掛
け
る

も
の
で
あ
る
限
り
、
現
在
は
単
に
過
去
か
ら
の
時
間
の
延
長
と
し
て
で
は
な
く
、
過
去
の
方
向
か
ら
流
れ
て
来
る

時
間
と
未
来
の
方
向
か
ら
押
し
寄
せ
て
来
る
時
間
と
が
相
接
触
し
相
撞
着
す
る
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
現
在
は
こ
の
よ
う
な
矛
盾
の
集
中
点
と
し
て
動
的
で
あ
り
過
程
的
で
あ
る
。
Ｃ
。
か
く
の
如
き
こ
と
が
あ
り

得
る
た
め
に
は
、
一
方
諸
世
代
は
円
環
的
に
限
定
さ
れ
て
同
時
存
在
的
に
世
界
期
に
於
て
あ
る
と
共
に
、
他
方
か

か
る
世
界
期
が
過
去
現
在
末
来
に
於
て
自
己
を
直
線
的
に
限
定
す
る
―
―
こ
の
意
味
で
そ
れ
は
ま
さ
に W

eltalter 

と
呼
ば
れ
る
―
―
の
み
で
な
く
、
か
か
る
直
線
的
限
定
が
通
俗
時
間
の
過
去
現
在
未
来
の
如
く
単
に
直
線
的
で
な

く
て
過
去
か
ら
と
未
来
か
ら
と
二
つ
の
相
反
す
る
方
向
か
ら
流
れ
て
来
る
時
間
の
相
撞
着
し
、
し
か
も
か
か
る
撞

着
矛
盾
を
統
一
す
る
現
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
過
去
現
在
未
来
を
包
む
現

在
で
あ
る
と
共
に
、
つ
ね
に
過
去
に
於
て
で
も
な
く
未
来
に
於
て
で
も
な
く
現
在
に
於
て
熟
す
る
。
世
界
期
は
世

界
期
と
し
て
カ
イ
ロ
ス
的
で
あ
る
。
そ
れ
の
円
環
的
限
定
の
方
向
に
於
て
多
数
の
世
代
が
種
々
の
時
間

0

0

0

0

0

と
し
て
世
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界
期
に
包
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
の
直
線
的
限
定
の
方
向
に
於
て
種
々
の
時
間
は
相
反
す
る

二
つ
の
方
向
か
ら
現
在
に
於
て
相
撞
着
し
、
移
行
的 übergehend 

乃
至
過
程
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
世
界
期
は

円
環
的
限
定
の
方
向
に
熟
す
る
と
共
に
直
線
的
限
定
の
方
向
に
熟
す
る
。

＊　

Schelling, D
ie W

eltalter. W
W

. I 8.

さ
て
世
界
と
人
間
と
の
関
係
に
就
い
て
、一
方
人
間
を
ど
こ
ま
で
も
世
界
か
ら
見
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
共
に
、

他
方
世
界
を
ど
こ
ま
で
も
人
間
か
ら
見
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
二
つ
の
こ
と
は
根
本
に
於
て
一
つ
に
結
び
附
く
の

で
あ
る
が
、
い
ま
人
間
学
的
研
究
の
方
法
に
相
応
し
て
後
の
方
面
か
ら
見
て
行
く
な
ら
ば
、
人
間
と
世
界
と
の
関

係
は
次
の
如
く
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
人
間
は
世
界
の
う
ち
に
あ
る
。

二
、
人
間
は
世
界
を
作
る
。

三
、
人
間
は
世
界
で
あ
る
。

最
初
の
規
定
は
特
に
最
近
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
人
間
存
在
を
世
界
内

存
在
と
し
て
分
析
し
た
。
我
々
は
か
か
る
規
定
を
人
間
存
在
の
状
況
性

0

0

0

と
名
附
け
よ
う
。
併
し
人
間
は
単
に
世
界

の
う
ち
に
あ
る
の
み
で
な
く
、
み
ず
か
ら
働
く
も
の
と
し
て
世
界
を
作
る
。
か
よ
う
に
人
間
の
作
る
世
界
は
一
般



二
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に
表
現
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
従
っ
て
第
二
の
規
定
は
人
間
存
在
の
表
現
性

0

0

0

を
意
味
す
る
。
然
る
に
か
く
の
如
き
人

間
は
更
に
彼
等
自
身
が
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
特
に
社
会
と
名
附
け
ら
れ
る
か
ら
、
第
三
の
規
定
は
人
間
存

在
の
社
会
性

0

0

0

を
現
す
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
規
定
は
固
よ
り
相
互
に
分
離
さ
れ
得
な
い
。
例
え
ば
社
会
は

我
々
が
そ
の
う
ち
に
あ
る
世
界
と
し
て
環
境
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
こ
の
社
会
は
単
に
与
え
ら
れ
た
も

の
で
な
く
、
我
々
自
身
が
作
る
も
の
と
し
て
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
社
会
が
そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
得

る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
逆
に
人
間
存
在
の
社
会
性
が
初
め
の
二
つ
の
規
定
に
よ
っ
て
は
十
分
に
規
定
さ
れ
ず
、

却
っ
て
第
三
の
規
定
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
間
存
在
の
状
況
性
、
表
現
性
、
社
会
性
と
い
う
こ

れ
ら
の
諸
規
定
は
云
う
ま
で
も
な
く
歴
史
性
の
立
場
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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人
間
存
在
の
状
況
性

一

人
間
は
つ
ね
に
環
境
の
う
ち
に
あ
る
。
環
境
を
離
れ
て
現
実
的
な
人
間
は
考
え
ら
れ
ず
、
人
間
の
現
実
性
に
は

環
境
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
属
す
る
。
人
間
は
み
ず
か
ら
自
然
と
し
て
自
己
を
囲い
に
ょ
う繞
す
る
自
然
の
制
約
の

も
と
に
立
っ
て
い
る
。
彼
等
の
棲
む
土
地
、
そ
の
形
状
、
地
質
、
気
候
、
動
植
物
等
、
無
数
の
も
の
が
彼
等
に
影

響
を
与
え
る
。［1
人
間
が
自
然
に
働
き
掛
け
、
こ
れ
を
変
化
す
る
場
合
に
於
て
も
、
そ
の
活
動
の
具
体
的
な
目

的
の
形
成
に
関
し
て
自
然
の
過
程
と
性
質
と
が
規
定
的
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
目
的
は
手
段
を
自
然
の
諸
条
件
の
う

ち
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。］
人
間
が
そ
の
棲
む
土
地
に
対
し
て
為
す
作
用
は
お
お
む
ね
明
瞭
に
こ
の
土
地
の

上
に
読
み
取
ら
れ
得
る
に
反
し
て
、
自
然
が
人
間
に
対
し
て
為
す
作
用
は
殆
ど
つ
ね
に
精
密
に
分
離
し
、
限
定
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
ひ
と
は
土
地
を
耕
し
、
種
子
を
蒔
き
、
山
を
穿
ち
、
水
を
引
き
、
新
た
に
植
物
を
移
植

す
る
。
そ
こ
に
計
画
さ
れ
た
耕
作
、
成
就
さ
れ
た
労
働
、
自
然
の
変
化
は
容
易
に
観
察
さ
れ
、
再
構
成
さ
れ
得
る
。

こ
れ
ら
の
作
用
の
結
果
は
大
部
分
物
理
的
も
し
く
は
機
械
的
秩
序
の
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
太
陽
、
水
、
空
気
、
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食
物
な
ど
が
人
間
に
及
ぼ
す
作
用
は
主
と
し
て
生
理
的
も
し
く
は
心
理
的
現
象
の
秩
序
に
属
し
て
い
る
。
人
間
が

環
境
か
ら
蒙
る
変
化
は
極
め
て
確
実
で
あ
る
が
、
同
時
に
複
雑
で
、
隠
微
で
あ
る
。
我
々
が
自
然
に
加
え
る
作
用

は
目
に
着
き
易
い
、
そ
れ
は
自
然
的
な
も
の
の
上
に
刻
ま
れ
る
技
術
的
な
も
の
、
人
工
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
。

然
る
に
自
然
が
我
々
に
与
え
る
作
用
は
つ
ま
り
自
然
が
自
己
自
身
に
与
え
る
作
用
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
影
響
は

深
く
我
々
の
内
部
に
達
す
る
。
環
境
は
人
間
に
と
っ
て
単
に
外
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
到
る
処
生
を
滲
透
し

て
い
る
。
そ
れ
は
我
々
の
血
、
肉
、
頭
脳
の
う
ち
に
作
用
す
る
。［2
］
我
々
の
有
す
る
社
会
形
態
、
習
慣
、
風
習
、

制
度
の
如
き
も
、
凡
て
そ
れ
ら
が
そ
の
う
ち
に
発
生
し
た
環
境
を
記
録
し
て
い
る
。

［1
人
間
は
単
に
自
然
か
ら
働
き
掛
け
ら
れ
る
の
み
で
な
く
、
逆
に
ま
た
自
然
に
働
き
掛
け
る
が
、
後
の
場
合
、
即

ち
人
間
が
自
然
に
作
用
し
、
こ
れ
を
変
化
す
る
場
合
に
於
て
も
、
か
か
る
活
動
の
具
体
的
な
目
的
の
形
成
に
関
し

て
自
然
の
過
程
と
そ
の
性
質
と
が
指
導
的
で
あ
り
、
且
つ
こ
の
目
的
は
そ
の
手
段
を
自
然
の
諸
条
件
の
う
ち
に
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。］

［2
「
人
間
は
一
定
の
場
所
を
占
め
、
そ
し
て
彼
等
が
於
て
あ
る
場
所
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
。
イ
ン
ド
の
本
質
が

イ
ン
ド
人
の
本
質
で
あ
る
。
イ
ン
ド
人
が
何
で
あ
り
、
何
に
な
っ
た
か
は
、
た
だ
イ
ン
ド
の
太
陽
、
イ
ン
ド
の
空
気
、

イ
ン
ド
の
水
、
イ
ン
ド
の
動
種
物
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
」、
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
云
っ
た
。］
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か
よ
う
に
自
然
が
一
切
の
人
間
的
な
も
の
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
人
間
に
と
っ
て

環
境
で
あ
る
の
は
固
よ
り
自
然
的
環
境
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
文
化
的
環
境
や
社
会
的
環
境
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
ま
た
単
に
個
人
と
し
て
の
人
間
の
み
で
な
く
、一
個
の
社
会
も
種
々
な
る
社
会
即
ち
所
謂
世
界
の
う
ち
に
、

こ
れ
を
環
境
と
し
て
存
在
す
る
。
即
ち
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の
は
謂
わ
ば
純
粋
な
存
在
で
な
く
、
却
っ
て
つ
ね

に
環
境
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
に
と
っ
て
構
成
的
な
規
定
で
あ
る
。
人
間
は
環
境
に
属
し
、
環
境
か

ら
規
定
さ
れ
る
。
併
し
他
方
人
間
は
ま
た
環
境
を
規
定
し
、
環
境
を
謂
わ
ば
人
間
化
す
る
。
人
間
が
働
く
も
の
で

な
い
な
ら
ば
、
環
境
は
人
間
に
対
し
て
働
き
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
地
理
的
決
定
論
は
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。

人
間
が
働
き
得
る
た
め
に
は
人
間
は
独
立
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
行
為
に
対
す
る
関
係
を
離
れ
て

環
境
は
考
え
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
我
々
が
物
に
対
し
て
働
く
と
い
う
場
合
、
自
己
の
身
体
を
道
具
と
し
、
物
は
逆
に
身
体
的
と
な
る
。

そ
の
こ
と
は
、
一
方
環
境
が
我
々
に
と
っ
て
道
具
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
他
方
そ
れ
が
単

に
道
具
と
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
既
に
述
べ
た
如
く
、
身
体
は
固
よ
り

道
具
の
意
味
を
有
す
る
が
、
ま
た
決
し
て
道
具
と
の
み
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
雰
囲
気

0

0

0

の
概
念
は
環
境
の
か

よ
う
な
性
質
を
示
し
て
い
る
。［
我
々
は
環
境
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
ま
た
特
に
雰
囲
気
の
う
ち
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に
生
き
て
い
る
。］［
人
間
は
環
境
の
う
ち
に
生
活
す
る
の
み
で
な
く
、
人
間
的
行
為
に
は
特
に
雰
囲
気
が
必
要
で
あ
る
。］
雰
囲

気
も
環
境
の
一
種
、
い
わ
ば
何
か
我
々
を
取
巻
く
も
の
で
あ
る
。
併
し
普
通
に
環
境
と
云
え
ば
直
ち
に
自
然
が
考

え
ら
れ
る
に
反
し
、
雰
囲
気
と
云
う
と
き
は
寧
ろ
直
ち
に
人
間
的
な
も
の
、
社
会
的
な
も
の
、
即
ち
既
に
或
る
一

層
主
体
的
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
雰
囲
気
は
漂
え
る
も
の
、
捉
え
難
き
も
の
を
現
し
、
こ
れ
を
分
析
的
に
合
理

的
に
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
却
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
気
分
的
な
も
の
、
感
情
的
な
も
の
、
心
理
的
な
も

の
、
我
々
の
用
語
に
従
え
ば
、
或
る
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
雰
囲
気
は
主
体
的
な
も
の
、

身
体
的
な
も
の
と
の
密
接
な
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
環
境
は
対
象
的
に
合
理
的
に
把
握
さ
れ
得
る
も
の
と
す
れ

ば
、［
雰
囲
気
は
こ
れ
と
は
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
雰
囲
気
は
如
何
に
し
て
も
我
々
に
対
し
て
あ
る
も
の
と
は
云

い
得
ず
、我
々
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
主
体
的
状
況
性
は
環
境
的
で
あ
る
よ
り
も
雰
囲
気
的
で
あ
る
。
我
々

の
行
為
は
雰
囲
気
を
必
要
と
し
、
単
に
環
境
的
に
で
な
く
却
っ
て
雰
囲
気
的
に
規
定
さ
れ
る
。
我
々
の
行
為
は
つ

ね
に
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
光
、］［
雰
囲
気
は
こ
れ
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
固
よ
り
環
境
は
人
間
と
交
渉

す
る
も
の
と
し
て
環
境
で
あ
る
か
ら
、
日
光
、］
空
気
等
を
始
め
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
な
も
の
、
更
に
あ
ら
ゆ
る
文
化
的

な
も
の
も
、
我
々
の
行
為
に
と
っ
て
或
る
雰
囲
気
的
な
も
の
を
形
作
っ
て
い
る
。
現
実
的
に
は
環
境
は
つ
ね
に
環

境
的
性
質
と
共
に
雰
囲
気
的
性
格
を
具
え
て
い
る
。
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
的
・
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
い
得
る
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で
あ
ろ
う
。
然
る
に
雰
囲
気
は
も
と
与
え
ら
れ
た
対
象
に
就
い
て
の
気
分
乃
至
感
情
で
な
く
、
主
体
か
ら
根
源
的

に
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
か
ら
と
い
う
よ
り
も
無
か
ら
生
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
に
よ
っ
て
客
観
的
に
形

成
さ
れ
た
文
化
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
文
化
の
創
造
が
そ
の
う
ち
に
於
て
可
能
に
さ
れ
る
環
境
で
あ

る
。
雰
囲
気
は
合
理
的
な
も
の
で
な
く
、
ミ
ュ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。［
し
か
も
雰
囲
気
は
社
会
的
歴
史
的
な

も
の
で
あ
る
。
環
境
は
我
々
に
と
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
、
既
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
既
に
」、
こ
の
根

源
的
な
過
去
性
が
そ
れ
の
一
般
的
な
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
が
客
体
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
、
蓋
し

客
体
と
は
我
々
が
何
を
始
め
る
に
せ
よ
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。］［
し
か
も
雰
囲
気
は
社
会
的
な
も
の

で
あ
る
。
パ
ト
ス
の
社
会
性
は
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
環
境
の
一
般
的
な
性
格
は
既
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。］
雰

囲
気
も
一
種
の
環
境
で
あ
る
限
り
か
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
が
、
併
し
雰
囲
気
と
云
う
場
合
一
般
に
云
わ
れ
る
環

境
と
は
異
な
り
、
単
に
既
に
あ
る
も
の
と
は
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
雰
囲
気
は
寧
ろ
現
在
的
な
も
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
雰
囲
気
は
人
間
の
行
為
に
と
っ
て
た
だ
主
体
的
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば

主
体
的
環
境
と
し
て
一
般
に
云
わ
れ
る
環
境
と
は
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
凡
て
環
境
は
我
々
に
と
っ
て
広
い
意

味
で
の
道
具
の
性
質
を
、
従
っ
て
ま
た
手
段
た
る
の
性
質
を
有
す
る
。
然
る
に
雰
囲
気
は
こ
の
よ
う
に
道
具
と
も

手
段
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
人
間
は
主
体
と
し
て
そ
の
生
活
の
た
め
に
道
具
や
手
段
の
み
で
な
く
、
ま
た
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実
に
雰
囲
気
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
環
境
と
云
う
と
き
、
人
間
は
な
お
そ
の
外
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
得
る
に

し
て
も
、
雰
囲
気
と
云
う
場
合
、
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
そ
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
雰
囲
気
は

決
し
て
客
体
化
し
て
し
ま
う
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
行
為
は
環
境
か
ら
生
れ
る
の
み
で
な
く
、
ま

た
特
に
雰
囲
気
か
ら
生
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
云
っ
て
い
る
、「
あ
ら
ゆ
る
生
命
的
な
も
の
は
自
己
の
周
り
に
雰
囲

気
を
、
秘
密
に
充
ち
た
雲
霧
圏
を
必
要
と
す
る
。
成
熟
せ
ん
と
欲
す
る
い
ず
れ
の
民
族
、
い
ず
れ
の
人
間
も
、
か

く
の
如
く
覆
い
隠
す
妄
想
を
、
か
く
の
如
く
庇
い
護
り
、
覆
い
包
む
雲
霧
を
必
要
と
す
る
」。
雰
囲
気
は
ミ
ュ
ト

ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
行
為
は
雰
囲
気
を
必
要
と
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
の
創
造
的
性
質
が
、
即

ち
無
か
ら
生
れ
る
と
い
う
性
質
が
認
め
ら
れ
る
。
雰
囲
気
は
何
よ
り
も
人
間
的
創
造
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
世

界
に
於
け
る
如
何
な
る
大
い
な
る
も
の
も
熱
情
な
し
に
は
成
就
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
く
知

ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
歴
史
的
創
造
的
行
為
に
は
個
人
の
熱
情
の
み
で
な
く
、
社
会
的
雰
囲
気
が
必
要
で
あ
る
。

も
し
も
人
間
の
行
為
が
単
に
環
境
か
ら
生
れ
る
と
す
れ
ば
、
創
造
は
な
く
、
歴
史
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
創
造
的
行

為
は
よ
し
環
境
か
ら
生
れ
る
と
は
云
わ
れ
な
い
に
し
て
も
、
雰
囲
気
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
環
境
的
限
定
は
人

間
の
行
為
に
共
通
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
的
文
化
に
真
に
内
的
な
統
一
性
を
与
え
る
も
の
は
環
境
で

な
く
て
雰
囲
気
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
環
境
の
概
念
と
雰
囲
気
の
概
念
と
の
区
別
を
、
前
者
の
客
体
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性
、
後
者
の
環
境
と
し
て
既
に
有
す
る
或
る
主
体
的
な
も
の
の
性
質
に
於
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
併
し
な

が
ら
一
般
に
主
体
と
の
関
係
を
離
れ
て
客
体
は
考
え
ら
れ
ず
、
環
境
も
主
体
と
し
て
の
人
間
と
の
交
渉
を
有
す
る

が
故
に
初
め
て
環
境
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
行
為
に
と
っ
て
環
境
は
つ
ね
に
同
時
に
雰
囲
気
的
性
質
を
担

っ
て
い
る
。
環
境
は
環
境
と
し
て
単
な
る
自
然
の
如
き
も
の
で
な
く
、
つ
ね
に
主
体
的
限
定
を
含
み
、
従
っ
て
表

現
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
環
境
は
ひ
と
つ
の
世
界
概
念
を
現
し
て
い
る
。
し
か
も
問
題
は
こ
の
場
合
、
そ
の
本
性
上
二
重
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
環
境
は
一
方
ド
イ
ツ
語
で
そ
れ
に
当
る U

m
w

elt 

と
い
う
語
の
示
す
如
く
ひ
と
つ

の
世
界
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
環
境
が
我
々
に
と
っ
て
は
世
界
の
性
格
に
於
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
ま

さ
に
人
間
存
在
の
根
本
的
な
特
色
で
あ
る
。
然
る
に
他
方
環
境
は
世
界
概
念
一
般
で
な
く
、
却
っ
て U

m
w

elt 

と

い
う
語
の
示
す
よ
う
に um

- 

と
い
う
が
如
き
一
定
の
本
質
的
規
定
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
が
何
で
あ
る
か
が
ま

た
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

普
通
の
理
解
に
従
え
ば
、
環
境
と
は
人
間
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
囲
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
人
間
と
環
境
と
の

関
係
は
位
置
的
に
理
解
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
人
間
の
「
位
置
性
」Positionalität 

は
環
境
の
概
念
に
と
っ

て
構
成
的
な
意
味
を
有
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
先
ず
人
間
は
有
機
的
生
命
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
凡
て
生
命
あ
る
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存
在
者
は
一
つ
の
存
在
的
中
心

0

0

0

0

0ontisches Zentrum
 

で
あ
る
と
い
う
特
質
を
具
え
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ね
に
自
己

自
身
を
限
定
し
、
つ
ね
に
み
ず
か
ら
自
己
の
統
一
を
形
成
し
、
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
そ
の
周
囲
に
対
し
て

ま
た
抵
抗
の
中
心
、
反
応
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
周
囲
は
普
通
に
環
境
と
呼
ば
れ
、
か
く
て
あ
ら
ゆ
る

生
命
あ
る
存
在
者
は
環
境
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
単
に
そ
の
よ
う
な
意
味
に
於
け
る
環
境
は
本
来
の 

U
m

w
elt

（
周
囲
の
世
界
0

0

）
で
な
く
、
却
っ
て
こ
れ
と
は
構
造
を
異
に
し
、
こ
れ
に
対
し
て U

m
feld （

周
囲
の
場0

）

と
し
て
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
と
き
中
心
と
周
囲
と
は
共
に
所
謂
自
然
と
し
て
同
じ
秩
序
に
属

し
、
同
じ
場
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
も
自
然
の
一
物
と
見
ら
れ
る
限
り
か
く
の
如
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

人
間
は
生
命
あ
る
自
然
で
あ
り
、
一
の
存
在
的
中
心
と
し
て
そ
の
生
き
る
仕
方
は
ま
さ
に
中
心
的

0

0

0

で
あ
る
。
彼
は

彼
の
中
心
か
ら
生
き
、凡
て
の
も
の
を
彼
の
中
心
に
関
係
さ
せ
る
。
空
気
は
彼
に
と
っ
て
呼
吸
す
る
た
め
の
も
の
、

水
は
彼
に
と
っ
て
飲
む
た
め
の
も
の
、
土
地
は
彼
に
と
っ
て
棲
む
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
彼
が
そ
の
う

ち
に
在
る
（interest

）
環
境
は
ま
さ
に
彼
の interest
（
関
心
）
の
対
象
と
し
て
存
在
す
る
。
彼
の
生
命
の
イ
ン

テ
レ
ス
ト
に
関
わ
り
、
彼
が
種
々
な
る
イ
ン
テ
レ
ス
ト
を
も
っ
て
交
渉
す
る
領
域
が
彼
の
場
で
あ
る
。
彼
の
生
活

形
式
は
中
心
的
で
あ
る
故
に
、
そ
こ
で
は
凡
て
の
も
の
は
彼
の
「
た
め
に
」um

 

と
い
う
意
味
を
担
っ
て
い
る
。

か
か
る
仕
方
で
手
段
と
し
て
存
在
す
る
も
の
は
広
い
意
味
に
於
て
道
具
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
場
に
於
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て
あ
る
も
の
は
そ
の
存
在
的
中
心
に
と
っ
て
道
具
の
意
味
を
有
す
る
。
併
し
こ
の
と
き
中
心
で
あ
る
も
の
も
、
そ

れ
が
そ
の
中
心
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
ど
こ
ま
で
も
同
じ
場
、
同
じ
次
元
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
人

間
も
そ
の
場
合
単
な
る
自
然
物
に
過
ぎ
ぬ
。
動
物
的
生
命
も
場
を
も
っ
て
い
る
。
場
は
そ
の
根
本
的
規
定
と
し
て

閉
じ
た
も
の

0

0

0

0

0

の
性
格
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
原
理
的
に
は
、
そ
れ
の
空
間

的
広
狭
に
関
す
る
こ
と
で
な
く
、
そ
の
と
き
中
心
で
あ
る
も
の
の
生
き
る
仕
方
が
ま
さ
に
中
心
的
で
あ
る
こ
と
に

依
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
人
間
は
既
に
存
在
的
に
直
立
歩
行
を
特
徴
と
し
、
立
っ
て
周
囲
を
展
望
し
、
立
っ
て
自
由
に
運
動
す
る

存
在
者
で
あ
る
。
人
間
は
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
、
即
ち
自
己
を
越
え
て
遠
く
自
己
の
周
り
を
見
る
存
在
者
で
あ
る
、
と

ヘ
ル
デ
ル
は a[nqrw

poV

（
人
間
）
と
い
う
語
の
語
原
的
意
味
を
解
釈
し
た
（
プ
ラ
ト
ン
の
ク
ラ
テ
ュ
ロ
ス
篇
に

於
け
る
こ
の
語
の
語
原
論
を
参
照
せ
よ
）。
こ
の
語
原
論
は
正
し
く
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
人
間
解
釈
は
確
か
に

重
要
な
も
の
を
捉
え
て
い
る
。
環
境
は
人
間
に
と
っ
て
閉
じ
た
も
の
で
な
く
、何
か
開
い
た
も
の
の
意
味
を
有
し
、

言
い
換
え
れ
ば
、
単
な
る
場
で
な
く
ま
さ
に U

m
w

elt 
と
し
て
世
界
と
い
う
根
本
的
性
格
を
具
え
て
い
る
。
周
囲

が
か
く
の
如
く
世
界
の
意
味
を
有
す
る
の
は
如
何
な
る
構
造
に
基
づ
く
で
あ
ろ
う
か
。
簡
単
に
云
え
ば
、
そ
の
こ

と
は
人
間
が
周
囲
に
対
し
て
距
離
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
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哲
学
的
人
間
学

は
彼
が
存
在
的
中
心
か
ら
離
れ
て
自
由
に
中
心
を
定
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
実
に

人
間
は
存
在
的
中
心
で
あ
る
限
り
の
自
己
を
離
れ
、
そ
の
限
り
に
於
け
る
自
己
を
客
観
し
、
自
己
の
意
識
と
い
う

が
如
き
も
の
を
す
ら
所
謂
内
界
と
し
て
世
界
化
し
得
る
と
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
人
間
は
存
在
的
に
た

だ
中
心
的
で
な
く
、
プ
レ
ス
ナ
ー
な
ど
の
云
う
如
く
人
間
の
位
置
性
は
「
離
心
的
」exzentrisch 

で
あ
る
。＊

人
間

は
単
に
存
在
的
中
心
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
ま
た
存
在
論
的
中
心

0

0

0

0

0

0ontologische M
itte 

で
あ
る
と
我
々
は

云
う
で
あ
ろ
う
。存
在
論
的
に
中
心
的
で
あ
る
こ
と
は
存
在
的
に
は
離
心
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。

人
間
の
位
置
性
に
固
有
な
か
か
る
離
心
性
は
人
間
に
於
け
る
客
体
か
ら
主
体
へ
の
超
越
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
が

存
在
論
的
中
心
で
あ
る
と
い
う
の
は
彼
が
主
体
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
存
在
の
離
心
性
に
基
づ
き
、

周
囲
は
彼
に
と
っ
て
も
は
や
単
な
る
場
で
な
く
、
却
っ
て U

m
w

elt 

と
な
る
。
そ
れ
が
か
く
の
如
く
世
界
の
性
格

を
有
す
る
限
り
、
環
境
は
も
は
や
単
に
閉
じ
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
開
い
た
も
の

0

0

0

0

0

の
意
味
を
有
す
る
。
閉
じ
た

も
の
が
一
つ
の
中
心
を
有
す
る
円
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
開
い
た
も
の
は
到
る
処
中
心
で
あ
る
よ
う
な
円
で
あ
る
。

世
界
は
本
来
開
い
た
も
の
と
し
て
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
が
開
い
た
も
の
で
あ
る
の
は
、
原
理
的
に
は
、
範
囲
の
広

狭
と
い
う
が
如
き
量
的
の
問
題
で
な
く
、
性
質
上
の
規
定
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
閉
じ
た
も
の
は
如
何
に
そ
の

周
辺
を
接
げ
て
も
開
い
た
も
の
と
は
な
ら
ず
、
両
者
は
全
く
性
質
を
異
に
す
る
。
世
界
が
開
い
た
も
の
で
あ
る
と



二
九
〇

第
三
章
　
人
間
存
在
の
状
況
性

い
う
こ
と
は
、
人
間
が
「
世
界
に
開
か
れ
た
」w

eltoffen 

も
の
で
あ
る
の
に
依
る
の
で
あ
る
。

＊　
H

elm
uth Plessner, D

ie Stufen des O
rganischen und der  M

ensch, 1928.
か
く
て
人
間
は
世
界
を
持
っ
て
い
る
。
世
界
は
差
当
り
環
境
と
い
う
規
定
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
方
、

人
間
は
こ
の
世
界
を
つ
ね
に
何
事
か
の
「
た
め
に
」
用
い
、
環
境
は
人
間
に
と
っ
て
広
義
に
於
け
る
道
具
の
性
質

を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。即
ち U

m
w

elt 

の “um
” 

は “um
-zu” （

た
め
に
）の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。

併
し
他
方
、
周
囲
は
人
間
に
と
っ
て
単
に U
m

feld 

で
な
く
、
人
間
は
単
に
周
囲
に
対
し
て
存
在
的
中
心
で
あ
る

の
で
は
な
い
。
人
間
の
特
質
的
な
位
置
性
は
離
心
性
で
あ
っ
て
、
人
間
は
離
心
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て

真
の
中
心
で
あ
る
。
自
然
的
な
中
心
を
離
れ
る
こ
と
は
客
体
か
ら
主
体
へ
超
越
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
は
存
在

的
に
離
心
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
と
し
て
真
の
中
心
で
あ
り
、
中
心
を
自
由
に
定
立
し
得
る
の
で
あ
る
。

人
間
に
於
け
る
主
体
へ
の
超
越
に
よ
っ
て
逆
に
環
境
は
人
間
に
対
し
て
超
越
的
と
な
り
、
世
界
と
な
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
環
境
（U
m

w
elt

）
の
概
念
は
場
（U

m
feld

）
の
概
念
と
世
界
（W

elt

）
の
概
念
と
か
ら
弁
証
法
的
に

構
成
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
そ
れ
は
人
間
存
在
の
主
体
的
・
客
体
的
も
し
く
は
パ
ト
ス
的
・

ロ
ゴ
ス
的
構
造
に
相
応
し
て
い
る
。
イ
ン
テ
レ
ス
ト
と
い
う
一
定
の
パ
ト
ス
を
も
っ
て
交
渉
す
る
限
り
環
境
は
場

の
性
質
を
有
し
、
イ
ン
テ
レ
ス
ト
の
否
定
に
於
て
見
ら
れ
る
と
き
環
境
は
世
界
の
性
質
を
有
す
る
。
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哲
学
的
人
間
学

二

人
間
存
在
の
状
況
性
は
か
よ
う
に
し
て
先
ず
環
境
の
概
念
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
た
。
併
し
そ
れ
の
み
で
は
人
間

が
そ
の
う
ち
に
あ
る
世
界
の
空
間
性
の
方
面
が
一
面
的
に
強
調
さ
れ
て
、
そ
の
時
間
性
の
方
面
が
十
分
に
闡
明
さ

れ
な
い
危
険
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
ま
た
人
間
存
在
の
空
間
性
の
方
面
の
み
が
力
説
さ
れ
て
、
そ
の
時
間
性
の

方
面
が
明
瞭
に
さ
れ
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
蓋
し
人
間
と
環
境
と
は
相
俟
つ
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
か
か

る
時
間
性
の
方
面
に
注
意
を
向
け
、
そ
の
際
何
よ
り
も
情
勢
0

0

の
概
念
を
取
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
凡
て
生
命
あ
る
も

の
は
環
境
に
於
て
あ
る
と
す
れ
ば
、
情
勢
に
於
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
存
在
の
特
殊
性
で
あ
る
。
状
況
の
固

有
な
意
味
は
情
勢
で
あ
る
。
人
間
は
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
一
定
の
環
境
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
一
定
の
情
勢
に

あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
情
勢
は
固
よ
り
或
る
意
味
で
は
環
境
と
同
じ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
環
境
と
云
う
場
合

と
情
勢
と
云
う
場
合
と
で
は
区
別
が
あ
る
。
両
者
の
聯
関
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

一
。
環
境
の
概
念
が
謂
わ
ば
静
態
的
で
あ
る
に
対
し
て
情
勢
の
概
念
は
動
態
的
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
情

勢
と
い
う
う
ち
に
は
運
動
と
変
化
が
含
ま
れ
る
。
情
勢
は
動
き
、
変
化
す
る
、
動
く
も
の
、
変
化
す
る
も
の
と
し

て
そ
れ
は
情
勢
で
あ
る
。
情
勢
に
関
し
て
は
特
に
そ
の
動
態
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
環
境
と
云
え
ば
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普
通
に
自
然
的
環
境
が
考
え
ら
れ
る
に
反
し
、
情
勢
と
云
う
場
合
に
は
社
会
的
情
勢
が
考
え
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で

あ
る
。
情
勢
の
か
か
る
運
動
性
乃
至
変
化
性
は
そ
の
歴
史
性
の
謂
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
性
の
最
も
根
本
的

な
規
定
は
時
間
性
で
あ
る
。
そ
し
て
時
間
的
と
い
う
こ
と
が
情
勢
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は

環
境
は
寧
ろ
空
間
的
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
環
境
と
云
わ
れ
る
も
の
が
歴
史
的
、
時
間
的
で
な
い
と
い
う
の

で
は
な
い
、
た
だ
環
境
の
概
念
に
於
て
は
顕
で
な
い
そ
の
よ
う
な
規
定
が
情
勢
の
概
念
に
於
て
は
前
面
に
現
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
情
勢
は
凡
て
時
期
的 epochal 

で
あ
る
。
ひ
と
は
い
つ
で
も
一
定
の
時
代
、
一
定
の
時
期
の
、

特
に
現
代
の
、
現
下
の
情
勢
に
就
い
て
語
る
。
情
勢
の
か
く
の
如
き
規
定
と
関
係
し
て
情
勢
の
一
回
性
が
考
え
ら

れ
る
。
情
勢
は
一
回
的
な
、
繰
り
返
さ
ぬ
も
の
と
し
て
現
実
的
に
情
勢
で
あ
る
。

二
。
我
々
は
既
に
環
境
が
客
体
的
な
も
の
を
意
味
し
な
が
ら
、
主
体
的
な
も
の
を
予
想
し
て
初
め
て
環
境
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
ミ
リ
ュ
ウ
（
環
境
）
に
と
っ
て
ミ
リ
ュ
ウ
（
中
心
）
で
あ
る
も
の
は
も
と
客
体
の
秩

序
に
属
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
客
体
と
は
秩
序
を
異
に
す
る
主
体
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と

は
情
勢
の
概
念
に
於
て
一
層
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
情
勢
と
は
或
る
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
、
ひ
と
は
客
観
的

情
勢
と
云
う
。
け
れ
ど
も
単
な
る
客
観
的
秩
序
も
し
く
は
立
場
に
於
て
は
情
勢
の
意
味
は
理
解
さ
れ
な
い
。
環
境

と
情
勢
と
を
概
念
上
区
別
す
れ
ば
、
後
者
に
於
て
は
前
者
に
と
っ
て
予
想
さ
れ
て
い
る
も
の
が
正
面
に
現
れ
、
前
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者
に
と
っ
て
外
に
あ
る
も
の
が
後
者
に
於
て
は
内
に
喰
い
込
ん
で
い
る
、
か
か
る
も
の
は
主
体
の
概
念
に
ほ
か
な

ら
ぬ
。
主
体
的
な
も
の
を
含
め
て
で
な
け
れ
ば
情
勢
は
考
え
ら
れ
な
い
。
所
謂
主
体
的
条
件
を
除
い
て
客
観
的
情

勢
は
情
勢
の
意
味
に
於
て
は
存
し
な
い
。
環
境
は
主
体
に
と
っ
て
外
に
或
は
側
に
あ
る
と
考
え
得
る
に
し
て
も
、

情
勢
に
於
て
は
主
体
は
そ
の
内
に
、
一
緒
に
あ
る
。
し
か
も
内
に
或
は
一
緒
に
と
い
う
こ
と
は
こ
の
場
合
静
的
な

融
合
的
な
関
係
で
な
く
、動
的
な
対
立
的
な
関
係
で
あ
る
。
即
ち
情
勢
は
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
を
基
礎
と
し
、

そ
れ
が
客
体
的
方
面
か
ら
捉
え
ら
れ
た
も
の
が
情
勢
で
あ
る
。
情
勢
は
単
に
客
体
的
な
も
の
の
運
動
で
な
く
、
却

っ
て
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
の
意
味
に
於
け
る
運
動
で
あ
る
。
然
る
に
か
よ
う
な
弁
証
法
は
存
在
の
歴
史
性
の

一
般
的
規
定
で
あ
る
故
に
、
情
勢
は
凡
て
歴
史
的
で
あ
る
。

三
。
客
体
的
方
面
か
ら
情
勢
と
見
ら
れ
る
弁
証
法
が
主
体
的
方
面
か
ら
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
行
為
で
あ

る
。
歴
史
的
行
為
は
つ
ね
に
一
定
の
情
勢
に
於
け
る
行
為
で
あ
り
、
行
為
の
要
素
を
除
い
て
情
勢
は
現
実
的
に
は

存
し
な
い
。
植
物
や
動
物
に
就
い
て
、
そ
れ
ら
は
環
境
の
う
ち
に
あ
る
と
云
わ
れ
て
も
、
情
勢
に
於
て
あ
る
と
は

云
わ
れ
な
い
。
植
物
や
動
物
の
運
動
は
行
為
と
は
云
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
運
動
が
行
為
で
あ
る
の
は
、

人
間
に
於
て
は
主
体
と
客
体
と
の
分
裂
が
存
す
る
た
め
で
あ
る
。
宇
宙
に
於
け
る
人
間
の
特
殊
地
位
は
こ
れ
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
。
か
く
て
人
間
は
自
然
の
い
と
小
さ
き
部
分
と
し
て
自
然
の
う
ち
に
含
ま
れ
な
が
ら
、
し
か
も
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全
自
然
の
外
に
立
っ
て
全
自
然
を
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
自
然
の
弁
証
法
的
発
展
物
で
あ
る
。
環

境
の
概
念
も
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
を
既
に
予
想
す
る
の
で
あ
る
が
、
情
勢
の
概
念
は
、
こ
れ
に
と
っ
て
は
行

為
が
構
成
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
関
係
を
顕
に
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
情
勢
の
概
念
に
於
て
は
、
環
境
の
概
念
に
と
っ
て
前
提
さ
れ
つ
つ
な
お
外
的
或
は
抽
象
的
に
留
ま
っ
た

も
の
が
、
内
的
も
し
く
は
現
実
的
に
な
る
。
然
る
に
い
ま
情
勢
の
概
念
に
対
し
て
更
に
危
機
0

0

の
概
念
を
取
上
げ
る

な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ
に
於
て
、
情
勢
の
概
念
を
環
境
の
概
念
に
対
し
て
特
徴
附
け
た
も
の
が
一
段
と
顕
に
な
る

の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
情
勢
は
環
境
と
し
て
平
衡
し
、
危
機
と
し
て
緊
張
す
る
。
危
機
に
於
て
あ
り
得
る
と
い
う

こ
と
が
人
間
存
在
の
最
も
特
殊
な
性
質
で
あ
り
、
そ
こ
に
於
て
こ
の
存
在
の
根
源
的
な
状
況
性
は
完
全
に
暴
露
さ

れ
る
。

一
。
情
勢
が
或
る
意
味
で
特
定
の
環
境
で
あ
る
よ
う
に
、
危
機
は
特
定
の
情
勢
で
あ
る
。
客
観
的
情
勢
と
云
わ

れ
る
よ
う
に
客
観
的
危
機
と
云
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
右
に
述
べ
た
如
く
情
勢
は
単
に
客
体
的
な
も
の
と
し
て
は
考

え
ら
れ
ず
、主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
を
基
礎
と
し
て
い
る
。危
機
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
。そ
れ
の
み
で
な
く
、

こ
こ
で
は
そ
の
弁
証
法
に
於
て
主
体
の
客
体
に
対
す
る
超
越
的
関
係
の
方
面
が
特
に
顕
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
危

機
と
云
わ
れ
る
客
観
的
情
勢
の
特
殊
性
を
な
し
て
い
る
。
弁
証
法
に
は
内
在
と
超
越
と
の
相
反
す
る
関
係
が
含
ま
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れ
る
が
、
い
ま
コ
ン
ト
な
ど
に
倣
っ
て
歴
史
の
時
期
を
有
機
的
時
期
と
危
機
的
時
期
と
に
区
別
す
れ
ば
、
前
の
場

合
に
は
主
体
と
客
体
と
の
内
在
的
関
係
が
顕
に
な
り
、
後
の
場
合
に
は
反
対
に
そ
の
超
越
的
関
係
が
顕
に
な
る
。

危
機
は
変
化
を
離
れ
て
な
く
、
且
つ
変
化
が
有
機
的
で
あ
る
限
り
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
考
え
ら
れ
る
に
は
変
化

乃
至
発
展
の
う
ち
に
非
連
続
も
し
く
は
飛
躍
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
危
機
は
歴
史
の
弁
証

法
的
発
展
に
於
け
る
矛
盾
も
し
く
は
対
立
の
時
期
を
意
味
す
る
。
併
し
な
が
ら
も
し
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
が
た
だ

単
に
客
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
危
機
は
ま
た
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
客
体
的
に
見
て
ゆ
け
ば
、
危
機

的
時
期
も
過
渡
期
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
と
き
歴
史
の
絶
え
ざ
る
推
移
の
過
程
に
あ
っ
て
い
ず
れ
か
の
時
期
を

特
に
危
機
と
し
て
こ
れ
に
或
る
絶
対
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
単
に
客
体
的
に
見
て
ゆ
く
場
合
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
云
っ
た
よ
う
に
、
矛
盾
は
反
対
と
し
て
、
反
対
は
差
異
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
絶

対
的
な
矛
盾
は
主
体
的
な
も
の
と
の
関
係
に
於
て
考
え
ら
れ
る
。
客
体
に
於
て
現
れ
る
矛
盾
の
根
源
は
、
他
の
場

合
に
論
究
し
た
よ
う
に
、
主
体
と
客
体
と
の
矛
盾
で
あ
る
。
過
渡
期
と
い
う
も
の
が
相
対
的
で
あ
る
に
反
し
、
危

機
は
或
る
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
初
め
て
危
機
で
あ
る
。
か
よ
う
な
絶
対
性
は
た
だ
主
体
的
に
の
み
捉
え
ら
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
危
機
が
特
定
の
情
勢
と
見
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
客
体
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
危
機
が
絶
対
的
な
矛
盾
を
意
味
す
る
限
り
、
そ
れ
は
根
源
的
に
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
に
於
け
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る
矛
盾
乃
至
対
立
を
現
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
か
ら
危
機
と
し
て
理
解
さ
れ
る
特
定
の
情
勢
に
あ
っ
て

は
、
客
観
的
情
勢
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
矛
盾
に
於
て
、
客
体
に
対
す
る
主
体
の
超
越
的
関
係
が
強
調
さ
れ
て
意
識

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
生
ず
る
。
こ
れ
が
危
機
意
識
の
根
本
的
な
性
質
で
あ
る
。

二
。
危
機
の
概
念
は
つ
ね
に
或
る
全
体
性
の
概
念
と
結
び
附
い
て
い
る
。
単
な
る
個
々
の
変
化
、
そ
の
量
の
如

何
な
る
増
大
も
、
未
だ
危
機
の
本
質
を
語
る
も
の
で
な
い
。
そ
こ
に
は
必
ず
全
体
に
関
わ
る
意
味
が
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
し
か
も
量
的
全
体
の
意
味
で
な
く
、
所
謂
量
か
ら
質
へ
の
転
化
と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
危
機

は
単
に
量
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
量
的
な
見
方
は
客
体
的
な
見
方
で
あ
っ
て
、
客
体
的
な
も
の
は
ど
こ
ま
で
も

量
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
量
的
な
見
方
に
立
つ
限
り
、過
渡
期
の
如
き
も
の
は
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、

危
機
は
考
え
ら
れ
な
い
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
云
っ
た
如
く
、
客
体
的
に
捉
え
ら
れ
た
弁
証
法
は
量
的
弁
証
法
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
危
機
は
存
し
得
ず
、
危
機
は
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
た
性
質
的
弁
証
法
に
於
て
の
み
考
え
得
る
。

存
在
と
し
て
の
歴
史
は
不
断
の
生
成
変
化
の
う
ち
に
あ
り
、
我
々
は
つ
ね
に
そ
の
途
上
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
終

局
的
な
全
体
は
我
々
に
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
我
々
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
全
体
を
経
験
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
全
体
は
つ
ね
に
相
対
的
で
あ
る
。歴
史
に
関
す
る
単
な
る
客
観
主
義
は
相
対
主
義
に
陥
る
の
ほ
か
な
い
。

危
機
は
た
だ
全
体
に
関
し
て
の
み
考
え
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
か
く
の
如
き
全
体
は
何
等
か
の
客
体
的
な
、
従
っ
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て
ま
た
イ
デ
ー
の
意
味
に
於
て
も
客
体
的
な
全
体
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
イ
デ
ー
は
ノ
エ
マ
的
な
も
の
と
し

て
既
に
客
体
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
イ
デ
ー
的
見
方
に
よ
っ
て
は
危
機
は
考
え
ら
れ
な
い
。
危
機
に
と
っ
て
構

成
的
な
全
体
の
立
場
は
主
体
的
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。主
体
は
各
々
の
瞬
間
に
於
て
全
体
性
の
意
味
を
含
み
、

こ
の
全
体
は
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
間
に
於
け
る
性
質
的
全
体
で
あ
る
。か
か
る
立
場
に
於
て
客
体
が
限
定
さ
れ
る
と
き
、

客
体
も
全
体
性
の
意
味
を
担
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
限
定
さ
れ
る
の
は
弁
証
法
的
全
体
で
あ
っ
て
、
行
為
に
関
わ

る
も
の
は
か
か
る
弁
証
法
的
全
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
機
的
全
体
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
有
機
的
全
体
の
概

念
は
却
っ
て
危
機
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

三
。
我
々
は
情
勢
が
時
間
的
、
特
に
「
時
期
的
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
時
期
の
概
念
は
既
に
全
体
の
意
味

を
含
ん
で
い
る
。
蓋
し Epoche époque
（
時
期
）
な
ど
と
い
う
近
代
語
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の ejpochv 

に
由
来
し
、

そ
の
動
詞
の
形
は ejpevcw 

で
あ
り
、
こ
れ
は
前
置
詞 ejpiv

（
時
間
的
に
は
「
あ
い
だ
」
を
意
味
す
る
）
と
「
持
つ
」

habere 

を
意
味
す
る
動
詞  e[cw 

と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
エ
ポ
ッ
ク
と
は
不
断
に
流
れ
て
ゆ
く
時
間
を
一

つ
の
全
体
と
し
て
把
持
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
直
線
と
し
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
客
観
的
時
間
を
主

体
的
に
中
断
し
且
つ
一
全
体
と
し
て
把
持
す
る
と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
エ
ポ
ッ
ク
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て

そ
れ
は
主
体
的
時
間
に
よ
っ
て
構
造
附
け
ら
れ
た
存
在
の
時
間
で
あ
る
。
然
る
に
危
機
に
於
て
は
客
体
に
対
す
る
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主
体
の
超
越
的
関
係
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
お
か
れ
る
故
に
、
危
機
は
時
期
的
と
い
う
よ
り
も
瞬
間
的
で
あ
る
。
所
謂

危
機
的
時
期
が
あ
る
の
で
な
く
、
危
機
的
瞬
間
が
あ
る
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
危
機
は
本
来
つ
ね
に
現
在
の

危
機
で
あ
る
。
こ
の
現
在
は
主
体
的
時
間
の
現
在
で
あ
っ
て
、
瞬
間
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
危
機
が
つ
ね
に
「
現

代
」
と
結
び
附
け
て
考
え
ら
れ
る
の
も
、
も
と
も
と
そ
れ
が
か
か
る
「
現
在
」
と
結
び
附
い
て
い
る
こ
と
の
反
映

で
あ
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
現
代
は
危
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
そ
れ
の
現
在
性
を
顕
に
す

る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
現
代
の
特
徴
』
の
中
で
、
地
上
生
活
の
五
つ
の
根
本
時
期
を
分
ち
、
彼
の
現
代
を
そ
れ
ら
の

諸
時
期
の
ち
ょ
う
ど
真
中
の
時
期
、
即
ち
人
類
歴
史
の
第
三
の
時
期
に
当
る
と
し
、
こ
れ
を
罪
悪
の
完
成
し
た
状

態
と
し
て
特
徴
附
け
、
か
よ
う
に
し
て
こ
れ
を
危
機
と
見
做
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
の
特
殊
な
重
要
性
を
力
説
し

て
い
る
。
併
し
な
が
ら
も
し
フ
ィ
ヒ
テ
の
云
う
如
く
人
類
歴
史
の
全
時
期
が
イ
デ
ー
的
に
構
成
さ
れ
得
る
と
し
た

な
ら
ば
、
そ
の
う
ち
特
に
現
代
が
危
機
的
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
全
体

の
時
期
が
既
に
イ
デ
ー
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
に
於
て
現
代
は
過
渡
期
の
意
味
を
有
す

る
に
し
て
も
、危
機
の
意
味
を
有
し
得
な
い
。
現
在
が
絶
対
的
意
味
を
有
す
る
と
き
初
め
て
危
機
は
考
え
ら
れ
る
。

危
機
は
瞬
間
か
ら
瞬
間
へ
飛
躍
す
る
非
連
続
的
な
時
間
に
於
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
か
よ
う
な
時
間
は
客

体
的
時
間
で
な
く
て
主
体
的
時
間
で
あ
る
。
危
機
意
識
は
客
体
に
対
す
る
主
体
の
超
越
の
関
係
の
意
識
と
し
て
生
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じ
得
る
も
の
で
あ
る
。こ
の
場
合
主
体
に
と
っ
て
環
境
は
特
に
雰
囲
気
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

危
機
は
環
境
的
な
も
の
と
し
て
よ
り
も
雰
囲
気
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
つ
ね
に
多
く
の
ミ

ュ
ト
ス
に
孕
ま
れ
た
時
期
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
人
間
存
在
の
状
況
性
は
、
環
境
、
情
勢
、
危
機
と
い
う
一
定
の
聯
関
に
於
て
理
解
さ
れ
る
三
つ

の
概
念
を
通
し
て
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
概
念
の
聯
関
の
現
す
方
向
は
環
境
の
概
念
か
ら
雰
囲
気
の
概
念
へ
の
方

向
で
あ
る
と
云
う
こ
と
も
で
き
る
。
情
勢
は
環
境
よ
り
も
雰
囲
気
的
な
も
の
で
あ
り
、
危
機
は
情
勢
よ
り
も
雰
囲

気
的
な
も
の
で
あ
る
。然
る
に
こ
れ
ら
一
聯
の
概
念
も
人
間
存
在
の
状
況
性
を
環
境
の
方
面
か
ら
見
た
に
過
ぎ
ず
、

人
間
存
在
の
主
体
的
な
状
況
性
―
―
こ
れ
を
状
況
性
に
対
し
て
特
に
状
態
性

0

0

0

と
し
て
区
別
し
て
も
よ
い
―
―
を
規

定
し
た
も
の
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
や
我
々
は
、
謂
わ
ば
環
境
の
極
限
と
し
て
の
危
機
の
概
念
に
達
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
世
界
の
う
ち
に
於
け
る
人
間
存
在
の
か
く
の
如
き
状
態
性
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

三

人
間
に
と
っ
て
環
境
は
単
な
る
場
で
な
く
、
ま
さ
に
環
境
と
し
て
世
界
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
世
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界
は
開
い
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
世
界
に
開
か
れ
て
い
る
。
人
間
が
世
界
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
存
在
の
離
心
性
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
が
単
に
存
在
的
中
心
で
な
く
却
っ
て
存
在
論
的
中
心
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
基
づ
く
。
然
る
に
彼
が
存
在
論
的
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
よ
り
も
彼
が
自
覚
的
存
在
で
あ
る

と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
我
々
は
存
在
し
且
つ
我
々
の
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
人
間
の
存
在
は

こ
の
存
在
の
自
己
理
解
を
含
む
。
我
々
は
単
に
在
る
の
で
な
く
、
在
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
を
知

っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
人
間
の
現
実
性
の
う
ち
に
は
そ
の
自
覚
的
性
質
が
含
ま
れ
、
そ
の
「
実
存
性
」

Existenzialität 

と
云
わ
れ
る
も
の
も
自
覚
存
在
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
く
自
覚
は
人
間
存
在
の
全
く

根
本
的
な
規
定
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
意
味
の
正
し
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
既
に
こ
の
書
の
初
め

に
述
べ
た
よ
う
に
、自
覚
は
単
に
自
己
の
存
在
の
意
識
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
こ
の
存
在
の
根
拠
の
意
識
で
あ
る
。

然
る
に
存
在
の
根
拠
は
存
在
の
有
に
対
し
て
無
と
考
え
ら
れ
る
故
に
、
そ
の
よ
う
な
根
拠
の
意
識
は
無
の
意
識
で

あ
る
。
か
く
て
人
間
の
主
体
性
は
無
の
意
識
に
於
て
顕
に
な
る
。
人
間
に
於
け
る
客
体
か
ら
主
体
へ
の
超
越
は
、

我
々
が
意
識
で
あ
っ
て
世
界
は
こ
の
意
識
の
外
に
あ
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
単
に
意

識
に
対
す
る
超
越
は
真
の
超
越
と
云
う
こ
と
が
で
き
ぬ
。
我
々
は
主
体
と
し
て
寧
ろ
そ
の
存
在
に
於
て
客
体
を
、

世
界
を
超
越
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
世
界
が
我
々
に
と
っ
て
超
越
的
で
あ
る
の
は
、
も
と
我
々
に
於
て
主
体
へ
の
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超
越
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
於
け
る
超
越
性
が
世
界
の
超
越
性
、
ほ
か
な
ら
ぬ
世
界
の
世

界
性
の
根
源
で
あ
り
、
客
体
の
客
体
性
の
根
源
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
超
越
性
を
離
れ
て
人
間
の
自
覚
存
在
性
は

な
い
。
世
界
は
我
々
に
と
っ
て
無
の
意
識
に
於
て
開
か
れ
、
顕
に
な
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
無
へ
超
越
し
た

も
の
と
し
て
人
間
は
主
体
で
あ
る
。
然
る
に
人
間
は
有
限
な
存
在
で
あ
る
限
り
彼
に
於
て
存
在
と
存
在
の
根
拠
と

は
ど
こ
ま
で
も
二
つ
で
あ
っ
て
一
つ
で
な
く
、
従
っ
て
人
間
の
主
体
性
は
中
間
性
の
意
味
を
ど
こ
ま
で
も
離
れ
な

い
。
人
間
は
主
体
と
し
て
存
在
論
的
中
心
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
が
、
こ
の
中
心
は
単
に
中
心 Zentrum

 

で
あ
る

の
で
は
な
く
、
同
時
に
ど
こ
ま
で
も
中
間 M

itte 

の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
は
主
体
と
客
体
と
の
中
間
者
と

し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
も
の
と
し
て
人
間
の
行
為
は
つ
ね
に
媒
介
者
の
意
味
を
具

え
て
い
る
。

人
間
は
存
在
論
的
中
心
と
し
て
そ
の
存
在
の
離
心
性
の
故
に
世
界
に
対
し
て
距
離
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
人
間
が
世
界
に
対
し
て
距
離
の
関
係
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
直
ち
に
知
的
な
意
味
に
理
解
さ

れ
て
は
な
ら
ぬ
。
固
よ
り
理
論
的
態
度
も
か
く
の
如
き
距
離
の
関
係
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
人
間
存
在
の

離
心
的
位
置
性
は
一
層
広
く
一
層
根
源
的
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
世
界
は
単
に
知
的
態
度
に
対

す
る
「
対
象
」
の
性
格
を
得
る
の
み
で
は
な
い
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
か
く
の
如
き
位
置
性
に
よ
っ
て
基
礎
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附
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
存
在
の
一
般
的
な
存
在
の
仕
方
と
し
て
「
態
度
を
取
る
」
と
か
「
関

係
す
る
」
と
か
と
い
う
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
我
々
は
理
論
的
態
度
、
実
践
的
関
係
な
ど
と
云
う
が
、
態
度

と
い
い
関
係
と
い
う
も
の
は
我
々
の
存
在
の
離
心
的
位
置
性
を
根
柢
と
し
て
成
立
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
と
世
界
と
の
交
渉
は
そ
の
直
接
性
、
或
は
精
密
に
云
え
ば
、
直
接
性
へ
の
束
縛
か
ら
脱
し

て
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
に
対
し
て
単
に
反
射
的
に
交
渉
す
る
の
で
な
く
、
態
度

を
取
る
と
か
関
係
す
る
と
か
と
い
う
こ
と
は
可
能
に
さ
れ
る
。
人
間
の
行
為
は
本
質
的
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
少
な
く
と
も
本
質
的
に
媒
介
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
媒
介
的
と
い
う
こ
と
が
自
覚
的
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
し
て
人
間
の
多
く
の
行
為
は
自
覚
的
で
な
く
、
或
は
熟
慮
的
で
な
く
、
寧
ろ
無
意
識
的
、
直
接
的
で
あ
る

と
云
わ
れ
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
無
意
識
的
な
、
直
接
的
な
行
為
も
な
お
決
し
て
単
に
外
的
な
も
の
で
な
く
、
凡

て
主
体
的
な
、
内
面
的
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
。

人
間
の
離
心
的
位
置
性
は
彼
の
存
在
の
主
体
的
状
況
性
に
関
し
て
何
よ
り
も
パ
ト
ス
の
方
面
か
ら
理
解
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
離
心
性
は
人
間
の
世
界
に
対
す
る
距
離
の
関
係
を
現
し
、か
く
し
て
人
間
に
は
ニ
ー
チ
ェ
の
所
謂「
距

離
の
パ
ト
ス
」Pathos der D

istanz 

が
属
し
て
い
る
。
距
離
の
パ
ト
ス
は
客
観
的
な
距
離
に
関
係
す
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
人
間
の
主
体
性
の
根
源
的
な
意
識
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
が u{briV 

と
云
っ
た
も
の
も
か
く
の
如
き
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も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
と
い
う
語
は
驕
り
を
意
味
し
て
い
る
が
、
距
離
の
パ
ト
ス
で
あ
る

と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
全
く
自
分
自
身
に
拠
っ
て
立
ち
、
世
界
の
物
を
物
と
も
せ
ざ
る
心
で
あ
る
。
ヒ

ュ
ブ
リ
ス
は
特
に
戦
士
の
心
で
あ
る
が
、
人
間
的
生
は
本
質
的
に
戦
い
の
性
格
を
負
う
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人

間
は
そ
の
存
在
の
離
心
性
の
故
に
、
周
囲
の
場
と
無
我
的
に
も
し
く
は
忘
我
的
に
融
合
し
て
生
き
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
自
己
の
存
在
的
中
心
を
離
れ
た
も
の
と
し
て
彼
に
と
っ
て
生
き
る
こ
と
は
生
を
処
す
る

0

0

0

（Leben führen

）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
生
が
「
処
生
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
世
間

的
な
意
味
に
の
み
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
は
直
接
的
に
生
き
る
の
で
な
く
、
生
を
処
し
つ
つ
生
き
る
の
で

あ
る
。
彼
は
生
で
あ
り
な
が
ら
、
生
を
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ

0

0

0

。
即
ち
人
間
は
自
己
が
既
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
自

己
を
初
め
て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
生
け
る
生
」
と
い
う
語
が
無
意
味
な
同
語
反
覆
で
な
い
の
も
そ
の
た

め
で
あ
る
。
生
で
あ
る
人
間
が
初
め
て
生
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
こ
の
生
そ
の
も
の
に
根
源
的
な
課0

題
性
0

0

が
あ
る
。
生
は
我
々
に
と
っ
て
本
質
的
に
課
題
的
な
も
の
で
あ
る
。
生
の
課
題
性
は
我
々
に
外
部
か
ら
課
せ

ら
れ
た
義
務
、
我
々
が
観
念
的
に
掲
げ
た
理
想
の
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
的
生
は
そ
れ
自
身
に
於
て
負

い
目
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
現
し
て
い
る
。

人
間
の
存
在
は
離
心
的
で
あ
る
故
に
彼
の
行
為
に
は
絶
え
ず
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
と
こ
ろ
、
度
を
外
し
た
と
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こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
人
間
は
パ
ソ
ロ
ジ
カ
ル
な
存
在
、
マ
ニ
ア
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
。
日
常
の
道

徳
が
処
生
の
術
と
し
て
何
事
も
程
々
に
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
の
も
、
人
間
が
も
と
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
す
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
つ
ね
に
均
衡
を
有
す
る
存
在

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
彼
が
不
均
衡
な
、
従
っ
て
中
間
を
初
め
て
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
存
在

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
諺
、
著
作
家
、
詩
人
も
散
文
家
も
、
歴
史
家
も
雄
弁
家
も
、
哲
学

者
も
医
者
も
、
悉
く
、「
何
事
も
度
を
過
す
な
」mhde;n a[gan 

と
い
う
こ
と
を
生
活
の
規
則
と
し
て
教
え
た
。
ま

た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
中
間
」mevson 

を
人
間
諸
徳
の
一
般
的
規
定
と
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
例
え
ば
、

勇
気
の
徳
は
過
ぎ
た
る
暴
勇
と
足
ら
ざ
る
臆
病
と
の
中
間
で
あ
る
と
い
う
風
に
。
人
間
の
行
為
は
或
は
多
過
ぎ
或

は
少
な
過
ぎ
る
と
い
う
の
が
常
態
で
あ
っ
て
、
徳
と
は
過
不
足
な
き
こ
と
、
過
剰
と
過
少
と
の
中
間
で
あ
る
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
中
間
は
、
か
のmhde;n a[gan 

と
い
う
日
常
的
な
教
訓
が
一
方
の
極
端
に
対
し
て
云
わ
れ
て
い

る
に
反
し
、
双
方
の
極
端
に
対
し
て
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
厳
密
に
数
学
的
な
意
味
に
解
さ
れ
て
い
な

い
に
し
て
も
、
そ
れ
が
な
お
量
的
な
見
方
に
纏
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
主
観
的
な
も

の
と
客
観
的
な
も
の
と
を
一
致
的
に
考
え
て
い
る
。
量
的
に
考
え
ら
れ
た
中
間
も
日
常
の
道
徳
、
世
渡
り
の
道
と

し
て
は
確
か
に
有
用
な
教
訓
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
人
間
の
主
体
的
な
生
の
倫
理
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
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哲
学
的
人
間
学

る
。
真
の
倫
理
は
人
間
が
自
己
の
存
在
論
的
中
心
を
確
立
す
る
こ
と
に
存
し
、
こ
れ
は
単
に
客
体
的
な
見
方
に
於

て
は
不
可
能
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
如
く
、
生
で
あ
る
人
間
が
初
め
て
生
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
人
間
的
生
の
根

本
的
な
窮
迫
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
窮
迫
は
客
観
的
な
物
の
窮
乏
で
な
く
、
却
っ
て
我
々
の
生
存
の
主
体
的

な
窮
迫
で
あ
る
。
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
衝
動
、
あ
ら
ゆ
る
欲
望
は
か
か
る
窮
迫
に
根
差
す
故
に
、
外
に
与
え
ら
れ
た

も
の
に
よ
っ
て
は
決
し
て
満
し
尽
さ
れ
ず
、
飽
く
こ
と
を
知
ら
ぬ
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
自
身
有
限
な
、
消

滅
的
な
衝
動
乃
至
欲
望
が
か
く
し
て
或
る
無
限
性
、
或
る
絶
対
性
を
具
え
て
い
る
。
即
ち
人
間
の
欲
望
は
デ
モ
ー

ニ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と
は
無
限
性
の
、
絶
対
性
の
性
格
を
帯
び
た
感
性
的
な
も
の
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
際
こ
の
よ
う
な
性
格
は
も
と
人
間
の
主
体
的
な
窮
迫
に
基
づ
い
て
い
る
。
人
間
的
生
の
か
か
る

根
源
的
な
窮
迫
は
、
人
間
が
世
界
に
於
て
異
郷
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
等
が
こ
の
世
界
の

上
に
立
脚
地
を
有
す
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
即
ち
人
間
は
有
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
な

く
、
却
っ
て
虚
無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
等
の
窮
迫
が
甚
し
い
だ
け
幸
福
に
対
す
る
彼
等
の
欲

望
も
激
し
い
。「
凡
て
の
人
間
は
幸
福
で
あ
ろ
う
と
求
め
る
。
こ
れ
に
は
例
外
が
な
い
。
彼
等
が
そ
の
た
め
に
如

何
に
違
っ
た
手
段
を
用
い
る
に
せ
よ
、
彼
等
は
凡
て
こ
の
目
的
に
向
う
。
或
る
者
を
戦
争
に
行
か
し
め
、
他
の
者
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を
行
か
し
め
な
い
も
の
は
、
二
人
共
々
に
於
て
、
違
っ
た
見
解
に
伴
わ
れ
た
こ
の
同
一
の
欲
望
で
あ
る
。
意
志
は

こ
の
目
的
物
に
向
っ
て
の
ほ
か
僅
か
な
運
動
も
な
さ
な
い
。
こ
れ
が
、
縊
り
に
ゆ
く
者
に
至
る
ま
で
、
凡
て
の
人

間
の
凡
て
の
行
為
の
動
機
で
あ
る
」（
パ
ス
カ
ル
）。
し
か
も
我
々
の
欲
望
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
で
あ
り
、
こ
の
世

界
に
於
け
る
如
何
な
る
幸
福
も
我
々
を
究
極
的
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
蓋
し
人
間
が
世
界
の
う
ち
に
在

る
の
は
他
の
自
然
物
が
自
然
の
う
ち
に
在
る
が
如
く
で
は
な
い
。
人
間
は
謂
わ
ば
単
純
に
世
界
の
う
ち
に
在
る
の

で
な
く
、却
っ
て
出
て
来
て

0

0

0

0

在
る
の
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
の exstit

（
現
実
的
に
存
在
す
る
）
は
語
原
的
に
は
「
出

て
来
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
人
間
の
現
実
存
在
に
は
元
来
か
か
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
人
生

は
旅
で
あ
る
と
い
う
誰
も
が
抱
く
感
情
は
、
我
々
が
こ
の
世
界
の
う
ち
に
在
る
の
は
出
て
来
て
在
る
の
で
あ
る
と

い
う
意
識
を
現
し
て
い
る
。
人
間
は
自
然
の
一
物
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
中
に
あ
っ
て
自
己
を
異
郷
人
と
し
て
感
ず

る
。
ひ
と
は
こ
れ
を
世
界
に
於
け
る
人
間
存
在
の
無
宿
性

0

0

0

と
称
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
存
在
の
か
く
の
如
き
性

質
に
相
応
し
て
世
界
は
我
々
に
と
っ
て
テ
ュ
ケ
ー
（
運
命
）
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
テ
ュ
ケ
ー tuvch 

と
い
う

語
は
「
出
会
う
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る tugcavnw 
か
ら
来
て
お
り
、
我
々
が
世
界
の
う
ち
に
在
る
こ
と
は
世

界
に
出
会
う
と
い
う
意
味
を
有
す
る
故
に
、
世
界
は
我
々
に
と
っ
て
運
命
の
意
味
を
担
う
の
で
あ
る
。
然
る
に
世

界
の
う
ち
に
在
る
こ
と
が
世
界
に
出
会
う
と
い
う
意
味
を
有
す
る
の
は
、
世
界
の
う
ち
に
在
る
こ
と
が
世
界
の
う
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ち
へ
出
て
来
て
在
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
世
界
の
う
ち
へ
出
て
来
た
も
の
と
し
て
世
界

に
出
会
い
、
世
界
は
我
々
に
と
っ
て tuvch

（Zufall 

偶
然
）
と
し
て
落
ち
懸
っ
て
来
る
（zufallen

）。
従
っ
て
こ

の
世
界
に
於
け
る
幸
福
は
つ
ね
に eujtuciva

（
運め
ぐ

り
合
わ
せ
の
好
い
こ
と
）
の
性
質
を
含
ん
で
い
る
。
幸
福
は
我
々

が
た
ま
た
ま
運
好
く
出
会
う
も
の
、
我
々
に
と
っ
て
偶
然
的
で
あ
る
。
固
よ
り
真
の
幸
福
は
そ
こ
に
見
出
さ
れ
得

な
い
で
あ
ろ
う
。
幸
福
は
単
な
る eujtuciva 

で
な
く
、
却
っ
て eujdaimoniva  i

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
単
に

テ
ュ
ケ
ー
即
ち
外
的
運
命
に
関
わ
る
こ
と
で
な
く
、
デ
ー
モ
ン
即
ち
内
的
運
命
の
問
題
で
あ
る
。
我
々
の
欲
望
が

ま
さ
に
人
間
的
な
欲
望
と
し
て
有
す
る
根
本
的
な
性
質
に
就
い
て
深
く
考
え
る
と
き
、
幸
福
の
問
題
は
カ
ン
ト
な

ど
が
云
う
の
と
反
対
に
倫
理
に
対
し
て
内
面
的
な
、
本
質
的
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

人
間
が
世
界
の
う
ち
に
在
る
の
は
出
て
来
て
在
る
と
い
う
意
味
を
有
し
、
か
く
し
て
「
何
処
か
ら
何
処
へ
」
と

い
う
問
は
、
人
生
の
深
い
謎
と
し
て
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
世
界
は
我
々
の
棲
家
で
あ
り
、
我
々
は
こ
れ

を
所
有
し
、
つ
ね
に
こ
れ
に
親
し
む
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
我
々
を
訝
か
ら
せ
る
こ
と
を
や
め
な
い
。
か
か
る
訝

り
は
客
観
的
に
こ
の
世
界
に
未
知
の
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
知
的
感
情
と
は
違
い
、
日
常
熟
知
せ
る

も
の
、
自
明
で
あ
っ
た
も
の
に
就
い
て
我
々
は
絶
え
ず
訝
り
を
懐
く
に
到
る
の
で
あ
る
。
世
界
に
就
い
て
の
か
く

i
　
ユ
ー
ダ
イ
モ
ニ
ア
：
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
、
目
指
さ
れ
る
べ
き
善
き
魂
と
し
て
の
幸
福･

福
祉
な
ど
を
意
味
す
る
ら
し
い
。
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の
如
き
根
本
的
な
訝
り
は
我
々
が
世
界
の
う
ち
に
於
て
異
郷
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間

は
単
に
世
界
の
上
に
、
従
っ
て
有
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
虚
無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
由
来
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
「
驚
異
こ
そ
哲
学
者
の
パ
ト
ス
で
あ
る
」
と
云
っ
た
如
く
、
こ
の
訝
り
は
哲

学
の
端
初
で
あ
る
。
科
学
的
客
観
的
知
識
が
如
何
に
進
む
に
し
て
も
、
こ
の
訝
り
は
な
く
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
訝
り
の
原
因
は
客
体
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
自
身
の
存
在
の
根
柢
に
横

た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
謂
う
「
形
而
上
学
的
欲
求
」
は
人
間
に
固
有
な
パ
ト
ス

で
あ
り
、
人
間
は anim

al m
etaphysicum

（
形
而
上
学
的
動
物
）
で
あ
る
。
尤
も
、
正
確
に
云
え
ば
、
単
な
る

驚
異
で
な
く
て
驚
異
に
就
い
て
の
自
省
が
哲
学
の
端
初
で
あ
る
。
所
謂
珍
し
い
も
の
、
稀
な
も
の
に
対
す
る
驚
異

で
な
く
、
寧
ろ
普
通
の
も
の
、
日
常
的
な
も
の
に
対
す
る
驚
異
が
哲
学
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
見

て
も
、
哲
学
は
か
く
の
如
き
驚
異
の
根
源
に
対
す
る
驚
異
に
始
ま
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
根
源
は
人
間

が
虚
無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
故
に
、形
而
上
学
の
端
初
は
虚
無
の
自
覚
で
あ
る
。

然
る
に
世
界
に
就
い
て
の
驚
異
は
、
そ
れ
が
内
に
向
け
ら
れ
た
自
己
の
根
源
の
自
覚
を
有
し
な
い
と
き
、
単
な

る
好
奇
心
と
な
る
。
好
奇
心
は
知
識
欲
の
如
く
見
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
も
と
知
識
の
所
有
が
目
的

で
あ
る
の
で
は
な
い
。
好
奇
心
は
何
等
か
の
物
の
側
に
留
ま
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、つ
ね
に
先
き
へ
先
き
へ
彷
徨
し
、
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凡
て
の
も
の
に
近
づ
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
絶
え
ず
新
し
い
も
の
に
よ
っ
て
刺
戟
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。
何
処

に
も
留
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
の
性
格
で
あ
る
。
好
奇
心
は
テ
ロ
ス
な
き
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
処
に

も
い
て
何
処
に
も
い
な
い
。
好
奇
心
は
宿
無
し
で
あ
る
。
そ
れ
が
求
め
て
い
る
の
は
物
に
就
い
て
の
知
識
で
な
く
、

却
っ
て
我
々
自
身
を
散
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
好
奇
心
は
絶
え
ず
珍
し
い
も
の
を
追
う
て
不
安
で
あ
る
。
然
る

に
物
に
就
い
て
の
「
不
安
な
好
奇
心
」
の
う
ち
に
は
我
々
自
身
の
不
安
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

人
間
存
在
の
無
宿
性
は
対
象
的
に
は
好
奇
心
と
な
っ
て
現
れ
る
と
す
れ
ば
、
主
体
的
に
は
そ
れ
は
就
な
か
ん
ず
く中
孤
独
の

感
情
と
し
て
体
験
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
孤
独
の
問
題
は
個
人
の
問
題
で
あ
る
よ
り
も
世
界
の
問
題
で
あ
る
、
そ
れ

は
世
界
の
う
ち
に
あ
る
人
間
の
世
界
超
越
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
自
己
は
世
界
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
な
く
却

っ
て
虚
無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
識
が
孤
独
の
感
情
で
あ
る
。
孤
独
に
於
て
我
々
が
有
す
る

の
は
一
人
0

0

の
意
識
も
し
く
は
自
己
0

0

の
意
識
で
あ
る
よ
り
も
虚
無
の
意
識
で
あ
る
。
孤
独
に
於
て
自
己
は
自
己
で
あ

る
よ
り
も
純
粋
な
感
受
性
の
場
と
な
る
。
二
人
の
意
識
な
く
し
て
一
人
の
意
識
も
な
く
、
他
者
の
意
識
な
く
し
て

自
己
の
意
識
も
あ
り
得
な
い
。
孤
独
は
世
界
一
般
か
ら
の
超
越
の
意
識
と
し
て
抽
象
的
一
般
的
な
意
識
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
抽
象
的
一
般
的
な
存
在
の
仕
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
有
し
得
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
存
在
の
ひ
と
つ
の
特
性
を
な
し
て

い
る
。
孤
独
の
感
情
は
所
謂 W

eltschm
erz 

世
界
苦
と
し
て
形
而
上
学
的
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
孤
独
は
本
来
こ
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の
よ
う
に
世
界
感
情
で
あ
り
、
客
体
的
面
に
於
て
世
界
を
超
越
す
る
人
間
も
な
お
主
体
的
面
に
於
て
世
界
の
う
ち

に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。「
世
界
は
深
い
」
と
ニ
ー
チ
ェ
は
孤
独
の
真
中
に
於
て
云
っ
た
。
孤

独
こ
そ
却
っ
て
世
界
が
単
に
客
体
的
な
も
の
で
な
く
、
主
体
的
な
我
々
を
も
な
お
包
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
顕
に
す
る
の
で
あ
る
。
孤
独
の
体
験
す
る
空
間
の
虚
無
性
に
於
て
知
ら
れ
る
の
は
我
々
の
存
在
の
虚
無
性
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
ひ
と
は
か
か
る
虚
無
に
面
接
す
る
恐
し
さ
を
避
け
る
た
め
に
外
へ
逃
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
虚
無
に

毀
れ
て
ゆ
く
自
己
を
取
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
自
己
を
取
戻
す
こ
と
は
他
と
共
に
あ
る
こ
と
、

一
人
か
ら
二
人
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
我
々
が
最
も
手
近
か
に
持
っ
て
い
る
手
段
は
言

語
で
あ
る
。
言
語
は
そ
の
本
性
上
私
と
汝
と
の
、
自
己
と
他
者
と
の
構
造
を
含
ん
で
い
る
。
ひ
と
は
孤
独
か
ら
逃

れ
る
た
め
に
談
話
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
孤
独
の
恐
怖
を
避
け
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
談
話
は
お
喋
り
で
あ

る
。
そ
の
と
き
言
語
は
そ
の
本
来
の
機
能
に
従
っ
て
存
在
に
近
づ
き
、
存
在
を
顕
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の

で
な
く
、
却
っ
て
存
在
か
ら
、
特
に
自
己
の
存
在
の
無
気
味
さ
か
ら
遠
ざ
か
り
、
こ
れ
を
蔽
い
隠
す
た
め
に
使
わ

れ
る
。
言
語
は
存
在
と
の
関
聯
を
離
れ
て
単
な
る
言
語
と
な
る
。
お
喋
り
は
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
就
い
て
話
す
こ
と

を
好
む
。
け
れ
ど
も
何
一
つ
と
し
て
掘
り
下
げ
ら
れ
、
深
め
ら
れ
る
の
で
な
い
。
お
喋
り
に
於
て
は
ひ
と
は
た
だ

物
に
触
れ
る
だ
け
で
満
足
し
、
物
に
就
い
て
思
想
を
得
る
時
間
を
自
分
に
与
え
る
こ
と
な
く
先
か
ら
先
へ
移
っ
て
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ゆ
く
。
お
喋
り
は
心
も
身
も
本
当
に
は
参
与
し
て
い
な
い
談
話
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
好
奇
心
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
何
処
に
も
い
て
何
処
に
も
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
お
喋
り
の
性
格
で
あ
る
。
好
奇
心
は
喜
ん
で
自
己
を
お
喋

り
に
委
ね
る
で
あ
ろ
う
。
お
喋
り
が
非
本
来
的
な
ロ
ゴ
ス
（
言
語
）
で
あ
る
よ
う
に
、
お
喋
り
に
於
て
孤
独
の
虚

無
性
か
ら
取
戻
さ
れ
る
自
己
も
非
本
来
的
な
自
己
に
過
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
で
生
の
最
も
一
般
的
な
規
定
は
運
動
で
あ
る
。我
々
の
生
は
運
動
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

我
々
は
生
の
感
情
を
持
と
う
と
し
て
殊
更
に
運
動
を
求
め
る
。か
く
て
我
々
は
現
在
の
状
態
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、

絶
え
ず
そ
こ
か
ら
出
て
ゆ
く
よ
う
に
推
し
動
か
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
。
時
が
長
い
と
い
う
こ
と
ほ
ど
堪
え
難
い

こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。「
長
い
時
」Langw

eile 

は
退
屈
を
意
味
し
、退
屈
は
苦
し
み
で
あ
る
。
そ
し
て「
短
い
時
」

K
urzw

eil 

は
慰
み
を
意
味
す
る
。
今
日
は
日
が
短
い
と
い
う
の
は
、
今
日
は
楽
し
い
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。

誰
が
人
生
の
短
い
こ
と
を
歎
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
併
し
誰
が
ま
た
こ
の
短
い
人
生
に
於
て「
長
い
時
」か
ら「
短

い
時
」
へ
逃
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
欲
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
時
は
速
か
に
流
れ
去
る
。
し
か
も
な
お
ひ
と
は
時
を
追

い
払
お
う
と
す
る
。「
時
を
追
い
払
う
こ
と
」Zeitvertreib 
は
慰
み
を
意
味
す
る
。無
為
無ぶ
り
ょ
う聊
は
ひ
と
を
苦
し
め
る
。

休
憩
は
ア
ン
ニ
ュ
イ
と
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
退
屈
を
凌
ぐ
た
め
に
、
時
間
を
短
く
す
る
た
め
に
、
あ

ら
ゆ
る
手
当
り
次
第
の
こ
と
に
か
か
ず
ら
う
。
人
間
と
は
多
忙 geschäftig 

な
存
在
で
あ
る
。
誰
も
多
忙
を
不
平
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が
る
、
併
し
誰
も
内
々
多
忙
を
求
め
て
い
る
。
彼
が
多
忙
で
あ
る
の
は
必
ず
し
も
行
為
的
に
忙
し
い beschäftigt 

と
い
う
の
で
な
く
、
寧
ろ
屡
々
た
だ
時
を
消
す
た
め
に
み
ず
か
ら
求
め
て
忙
し
く
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
何
故
に
人
間
は
か
く
も
長
い
時
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
か
。
長
い
時
と
は
空
虚
な
時
で
あ
る
。
退
屈
に
対
す
る

怖
れ
は
所
謂
空
虚
の
恐
怖 horror vacui 

で
あ
る
。
こ
の
虚
無
は
客
観
的
に
何
物
も
無
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

虚
無
は
却
っ
て
我
々
の
内
か
ら
流
れ
出
る
。
そ
れ
は
長
い
時
に
於
て
自
己
を
示
す
。
時
間
の
虚
無
性
に
於
て
我
々

の
存
在
の
虚
無
性
が
顕
に
な
る
。
虚
無
は
客
観
的
な
存
在
の
状
態
（
欠
乏
）
で
な
く
、
従
っ
て
対
象
的
に
捉
え
ら

れ
得
る
或
る
物
で
な
く
、
人
間
の
主
体
的
実
存
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
多
忙
を
欲
し
、
騒
動
を
求
め
る

の
は
、
休
憩
が
我
々
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
も
願
わ
し
い
も
の
で
も
な
い
た
め
で
は
な
く
て
、
我
々
の
存
在
の

虚
無
性
か
ら
眼
を
転
ぜ
ん
が
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
ン
ニ
ュ
イ
は
外
部
に
原
因
を
有
す
る
の
で
な
く
、
こ
れ

と
い
う
原
因
が
な
く
て
も
我
々
の
心
の
底
か
ら
出
て
来
る
。
ア
ン
ニ
ュ
イ
の
「
自
然
的
な
根
」
は
心
の
底
に
あ
っ

て
、
外
部
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
我
々
を
多
忙
に
し
て
い
る
様
々
な
営
み
は
こ
の
よ
う
に
し
て
パ
ス
カ
ル
の
謂
う 

divertissem
ent  

【
小
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
】
で
あ
り
、
そ
の
本
性
に
於
て
我
々
の
存
在
の
虚
無
性
か
ら
我
々
の
眼
を

転
ぜ
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
以
下
の
校
異
の
文
は
本
項
に
あ
る
が
、
ど
こ
に
挿
入
さ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
、
と
編
者
】
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と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
固
よ
り
カ
ン
ト
の
主
観
主
義
、
謂
わ
ば
存
在
を
放
棄
し
た
主
観
主
義
に
同
意

し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
個
体
の
問
題
が
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
如
く
、
種
的
社
会
の
問
題
も
主

体
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
勿
論
社
会
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
時

間
的
な
も
の
で
な
く
ま
た
空
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
歴
史
の
概
念
と
社
会
の
概
念
と
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、

歴
史
の
根
本
的
表
徴
が
時
間
で
あ
る
に
対
し
て
社
会
の
そ
れ
は
空
間
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

カ
ン
ト
は
時
間
を
内
官
の
形
式
、空
間
を
外
官
の
形
式
と
考
え
た
が
、ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
時
間
は
内
的
な
も
の
、

空
間
は
外
的
な
も
の
と
見
る
考
え
方
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
如
き
も
か
く
の
如
き
考
え
方
に
支

配
さ
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
時
間
が
内
的
で
あ
る
と
云
え
ば
、
空
間
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
、

空
間
が
外
的
と
云
え
ば
、
時
間
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
空
間
の
内
面
］

四

さ
て
我
々
が
そ
の
う
ち
に
あ
る
状
況
は
我
々
に
と
っ
て
絶
え
ず
変
化
す
る
。
併
し
そ
れ
が
如
何
に
変
化
す
る
に

し
て
も
、
我
々
が
状
況
の
う
ち
に
在
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
ら
な
い
。
我
々
は
或
る
他
の
状
況
に
入
る
こ
と
な

し
に
一
の
状
況
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
我
々
が
状
況
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
が
状
況
を
変
化
し
始
め
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、
我
々
は
そ
れ
に
よ
っ
て
一
般
に
状
況
の
う
ち
に
在
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
は

な
い
。
行
為
の
結
果
は
我
々
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
状
況
と
な
っ
て
我
々
に
対
し
て
現
れ
、
我
々
に
と
っ
て
与
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え
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。
か
く
の
如
く
個
々
の
状
況
は
変
化
し
て
も
、
人
間
が
状
況
の
う
ち
に
在
る
こ
と
に
変
り

が
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
人
間
存
在
の
状
況
性
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
々
の
状
況
は

か
く
の
如
き
人
間
存
在
の
根
源
的
な
状
況
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
そ
の
意
味
を
表
現
し
て
い
る
。
一
の
状
況
は

他
の
状
況
か
ら
説
明
さ
れ
、
ま
た
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
然
る
に
人
間
存
在
の
状
況
性
そ
の
も
の

は
個
々
の
状
況
か
ら
も
、
そ
れ
ら
の
総
体
か
ら
も
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
却
っ
て
個
々
の
状
況
及
び
そ
の

総
体
が
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
状
況
の
意
味
を
有
す
る
に
到
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
我
々
自
身
が
状
況
で
あ

る
と
い
う
の
で
な
く
、
我
々
自
身
の
状
況
性
に
よ
っ
て
世
界
は
我
々
に
と
っ
て
状
況
で
あ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る

意
味
に
於
て
人
間
存
在
の
状
況
性
は
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
性
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
用
語
を
借
り

て
極
限
状
況 G

renzsituation 

と
呼
ば
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
極
限
状
況
は
一
個
の
状
況
で
は
な
い
。
却
っ
て
あ
ら

ゆ
る
状
況
が
そ
れ
に
よ
っ
て
状
況
と
も
な
る
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
。
ア
プ
リ
オ
リ
と
云
っ
て
も
、
抽
象
的
形
式
的

な
も
の
で
な
く
、
個
々
の
状
況
の
う
ち
に
現
実
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ア
プ
リ
オ
リ
と
云
っ
て

も
、
単
に
意
識
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
意
識
は
極
限
状
況
に
規
定
さ
れ
て
、
そ
れ
を
積
極
的
に
表
現
す
る
か
、

或
は
そ
れ
を
廻
避
し
、
無
視
し
、
忘
却
す
る
か
で
あ
る
。
か
か
る
種
々
の
仕
方
に
於
て
個
々
の
状
態
性
は
極
限
状

況
を
反
映
し
て
い
る
。
極
限
状
況
は
意
識
に
内
在
的
な
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
意
識
の
底
に
於
て
意
識
を
超
え
る
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も
の
で
あ
り
、
意
識
に
包
ま
れ
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
意
識
を
破
る
も
の
で
あ
る
。
極
限
状
況
は
な
お
何
等
か

状
況
で
あ
る
限
り
人
間
の
「
現
存
」D

asein 

に
関
係
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
極
限
で
あ
る
限
り
現
存
を
超
え

て
人
間
の
「
実
存
」Existenz 

に
属
し
て
い
る
。
こ
こ
に
現
存
と
謂
う
の
は
世
界
内
存
在
で
あ
る
限
り
に
於
け
る

人
間
存
在
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
実
存
と
謂
う
の
は
世
界
超
越
的
で
あ
る
限
り
に
於
け
る
人
間
存
在
の
こ
と
で
あ

る
。
前
者
は
客
体
的
存
在
を
、
後
者
は
主
体
的
存
在
を
意
味
す
る
。
極
限
は
単
に
内
在
的
で
な
く
同
時
に
超
越
的

で
あ
り
、
客
体
的
存
在
か
ら
主
体
的
存
在
へ
の
極
限
で
あ
る
。
か
か
る
極
限
の
自
覚
に
於
て
我
々
は
初
め
て
実
存

に
到
達
す
る
。
か
く
の
如
き
極
限
状
況
に
於
て
初
め
て
我
々
は
我
々
の
現
存
を
全
体
と
し
て
展
望
し
、
こ
の
展
望

に
於
て
そ
れ
を
全
体
と
し
て
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
存
在
の
問
題
性
は
こ
の
と
き
全
面
的
に
暴
露
さ
れ
る
。

世
界
の
う
ち
に
於
け
る
人
間
存
在
の
状
況
性
の
意
味
が
全
体
的
に
理
解
さ
れ
る
の
も
そ
こ
に
於
て
で
あ
り
、
人
間

存
在
の
世
界
性
そ
の
も
の
が
問
題
に
さ
れ
る
の
も
そ
こ
に
於
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
存
在
の
極
限
状
況
は
次

の
如
く
で
あ
る
。

一
。
人
生
は
運
命
0

0

で
あ
る
。
我
々
が
世
界
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
先
ず
つ
ね
に
偶
然
の
意
味
を
も
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
本
来
客
観
的
な
意
味
に
於
て
、
例
え
ば
個
別
的
な
も
の
は
一
般
的
法
則
か
ら
導
き
出
し
得
ぬ
も
の

と
し
て
偶
然
的
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
謂
う
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
そ
れ
は
根
本
的
に
は
主
体
的
な
意
味
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に
於
て
、
即
ち
我
々
が
世
界
の
う
ち
に
あ
る
の
は
出
て
来
て

0

0

0

0

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か
く
て
世
界
は
我
々
が

出
会
う

0

0

0

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
我
々
に
と
っ
て
出
て
来
た
根
源
が
虚
無
と
し

て
体
験
さ
れ
る
限
り
、
我
々
が
世
界
の
う
ち
へ
出
て
来
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
世
界
の
う
ち
へ
投
げ
出
さ
れ
て
あ

る
と
い
う
こ
と
―
―
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
所
謂
「
被
投
性
」G

ew
orfenheit

―
―
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の

如
く
偶
然
が
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
限
り
、
そ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、
却
っ
て
ま
た

必
然
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
謂
わ
ば
決
意
し
て
世
界
の
う
ち
へ
出
て
来
た
の
で
な
く
、
既

に
も
は
や
世
界
の
う
ち
へ
出
て
来
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
自
己
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
世
界
の

う
ち
に
於
け
る
我
々
の
存
在
は
偶
然
的
と
同
時
に
必
然
的
と
し
て
運
命
で
あ
る
。
蓋
し
単
に
偶
然
的
な
も
の
は
運

命
と
は
云
わ
れ
ず
、
ま
た
単
に
必
然
的
な
も
の
も
運
命
と
は
云
わ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
運
命
と
は
偶
然
的
に
し

て
必
然
的
、
必
然
的
に
し
て
偶
然
的
な
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
生
活
の
個
々
の
出
来
事
が
運
命
で
あ
る
の

で
は
な
く
、
我
々
の
現
存
が
そ
の
全
体
性
に
於
て
運
命
で
あ
る
の
で
あ
る
。
世
界
も
我
々
に
と
っ
て
単
に
偶
然
的

に
出
会
う
テ
ュ
ケ
ー
で
な
く
、
同
時
に
我
々
の
決
意
に
よ
ら
ず
既
に
も
は
や
そ
こ
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
ア

ナ
ン
ケ
ー（
必
然
）の
意
味
を
有
し
、か
か
る
も
の
と
し
て
運
命
で
あ
る
。
世
界
が
運
命
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、我
々

の
現
存
そ
の
も
の
が
運
命
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
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二
。
人
生
は
闘
争
0

0

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
誰
も
皆
理
解
し
て
お
り
、
た
だ
臆
病
な
者
が
知
り
つ
つ
隠
し
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
闘
争
は
多
種
多
様
な
姿
を
と
っ
て
生
の
う
ち
に
現
れ
る
。
単
に
物
質
的
生
活
に
関
す
る
闘
争
の
意

味
に
於
て
の
み
で
な
く
、
ま
た
精
神
的
力
の ajgw

vn 

（
試
合
）
の
意
味
に
於
て
も
、
生
は
闘
争
で
あ
る
。
最
も
精

神
的
な
仕
事
も
闘
争
な
し
に
は
創
造
し
得
な
い
。
愛
で
す
ら
人
間
に
あ
っ
て
は
互
い
に
敢
て
他
を
問
題
に
す
る
こ

と
な
し
に
は
生
長
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
闘
争
の
戦
線
、
闘
争
の
様
式
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
於
て
変
化
す
る
に

し
て
も
、
闘
争
そ
の
も
の
は
我
々
の
現
存
の
根
本
形
式
で
あ
る
。
人
間
は
距
離
の
パ
ト
ス
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
を
も
っ

て
い
る
。
か
か
る
者
と
し
て
人
間
は
権
力
0

0

と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
こ
の
権
力
の
根
源
は
し
か
も
虚
無
で
あ
る
。

人
間
が
権
力
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
彼
の
存
在
の
離
心
性
に
、
彼
が
虚
無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
権
力
は
闘
争
の
う
ち
に
於
て
の
み
生
命
的
で
あ
る
。
所
謂
権
力
意
志
、
従
っ

て
ま
た
闘
争
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
借
り
て
云
え
ば
「
積
極
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
生
き
る
と

い
う
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
つ
ね
に
世
界
へ
出
て
行
く

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
そ
し
て
闘
争
と
は
出
て
行
く
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
我
々
の
棲
家
で
あ
り
な
が
ら
、
つ
ね
に
底
の
知
ら
れ
ぬ

と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
に
人
間
の
形
而
上
学
的
欲
求
の
根
源
が
あ
る
と
共
に
、
実
践
的
に
は
人
間
の
現
存
形
式
と

し
て
の
闘
争
の
根
源
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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三
。
生
は
同
時
に
死
を
意
味
す
る
。
人
間
は
死
す
べ
き
存
在
で
あ
る
。
死
は
本
来
客
体
的
に
表
象
さ
れ
思
惟
さ

れ
得
る
も
の
と
し
て
問
題
に
な
る
の
で
な
い
。
も
し
死
を
単
に
客
体
的
に
見
る
な
ら
ば
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
が
云
っ
た

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
我
々
は
死
を
恐
れ
る
を
要
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
我
々
が
生
存
し
て
い
る
間
は
死
は
未
だ
来

て
お
ら
ず
、
死
が
来
る
時
は
我
々
は
も
は
や
生
存
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
に
我
々
は
決
し
て
死
に
遭
遇
す
る
こ
と

は
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
死
に
対
す
る
不
死
も
、
我
々
と
っ
て
は
た
だ
退
屈

の
種
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
死
は
個
々
の
消
滅
性
で
な
く
、
我
々
の
存
在
の
全
体
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
死

は
生
の
終
末
で
あ
る
、
し
か
も
そ
れ
は
我
々
の
生
の
過
程
の
一
点
に
於
て
初
め
て
来
る
も
の
で
な
く
、
我
々
の
生

は
そ
の
瞬
間
瞬
間
に
於
て
同
時
に
死
で
あ
る
。
我
々
は
死
す
べ
く
生
れ
て
い
る
。
人
間
は
死
へ
の
存
在
で
あ
る
。

我
々
の
存
在
の
感
情
を
最
も
深
く
且
つ
一
般
的
に
規
定
す
る
関
係
は
死
に
対
す
る
生
の
そ
れ
で
あ
る
。
我
々
の
生

の
形
式
は
死
が
生
の
限
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
死
に
於
て
顕
に
な
る
の
は
我
々
自

身
の
存
在
の
虚
無
性
で
あ
る
と
共
に
世
界
の
虚
無
性
で
あ
る
。
か
の “vanitas vanitatum

, et om
nia vanitas” i 

と

い
う
言
葉
は
如
何
に
力
強
く
響
い
て
来
る
か
。死
は
我
々
の
個
々
の
生
の
虚
無
性
を
示
す
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
な
く
、

全
体
の
虚
無
性
を
顕
に
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
死
は
人
間
存
在
の
極
限
状
況
で
あ
る
。

i
　
ラ
テ
ン
語
訳
旧
約
聖
書
「
伝
道
の
書
」
の
コ
ヘ
レ
ト
が
言
う
冒
頭
の
句
「
空
の
空
、
空
の
空
、
し
か
し
て
一
切
空
」
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こ
の
よ
う
に
し
て
運
命
、
闘
争
、
死
は
世
界
の
う
ち
に
於
け
る
人
間
の
極
限
状
況
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は

人
間
存
在
の
時
間
性
の
様
相
を
現
し
て
い
る
。
人
間
は
世
界
の
う
ち
へ
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
、
彼
は
自
己
自
身
に

よ
っ
て
彼
の
現
存
に
持
ち
来
さ
れ
る
の
で
な
し
に
既
に
最
早
や
世
界
の
う
ち
へ
出
て
来
て
在
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
人
間
存
在
の
運
命
で
あ
る
。
即
ち
人
間
は
つ
ね
に
既
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
投
げ
出
さ
れ
た
事
実
と
し
て
、
世

界
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
を
見
出
す
。
我
々
に
と
っ
て
世
界
は
既
に
そ
こ
に
在
る
も
の
で
あ
り
、
か

か
る
既
に
在
る
も
の
の
う
ち
へ
我
々
は
既
に
最
早
や
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
人
間
存
在
の
運
命
は
か
く
の
如
き
或

る
根
源
的
な
過
去
に
関
わ
っ
て
い
る
。
併
し
人
間
は
単
に
既
に
あ
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
現
に
あ
る
も
の
で
あ

る
。
彼
は
世
界
と
絶
え
ず
交
渉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
現
存
に
配
慮
す
る
。
彼
は
種
々
の
投
企 Entw

urt 

を

な
す
こ
と
に
よ
っ
て
積
極
的
に
世
界
に
関
心
す
る
。
彼
の
イ
ン
テ
レ
ス
ト
は
世
界
の
う
ち
に
あ
る
（interest

）
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
う
ち
に
あ
る
人
間
が
投
企
に
於
て
み
ず
か
ら
進
ん
で
世
界
に
出
会
お
う
と
す
る
根
本

形
式
は
闘
争
で
あ
る
。
闘
争
に
於
て
彼
は
世
界
に
棲
み
、
そ
れ
に
於
て
彼
の
生
は
現
在
を
有
す
る
。
人
間
は
そ
の

存
在
の
被
投
性
に
よ
っ
て
既
に
も
は
や
世
界
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
投
企
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
愈
々
自
己
を
世
界
に
委
ね
る
の
で
あ
る
。
彼
の
現
存
は
か
く
し
て
現
在
的
・
過
去
的
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
の

如
き
闘
争
に
於
て
人
間
は
絶
え
ず
先
走
り
す
る
。
彼
は
つ
ね
に
或
る
未
だ
回
収
さ
れ
ぬ
も
の
、
或
る
な
お
実
現
さ



三
二
〇

第
三
章
　
人
間
存
在
の
状
況
性

れ
ぬ
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
彼
は
つ
ね
に
完
結
さ
れ
ぬ
も
の
、
全
体
な
ら
ぬ
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。
人
間
は
つ

ね
に
途
上
に
あ
り
、
し
か
も
絶
え
ず
先
走
り
す
る
と
い
う
仕
方
で
途
上
に
あ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
絶
え
ず
未
来
に

関
心
し
、
未
来
に
引
摺
ら
れ
て
い
る
。「
我
々
は
決
し
て
我
々
の
側
に
い
な
い
、
我
々
は
つ
ね
に
こ
の
向
こ
う
に

い
る
。
恐
怖
、
欲
望
、
希
望
は
我
々
を
未
来
へ
向
っ
て
投
げ
、
我
々
か
ら
現
に
在
る
も
の
の
感
情
と
考
慮
と
を
奪

い
去
り
、
か
く
て
我
々
を
し
て
あ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
に
、
そ
の
時
我
々
は
最
早
や
な
い
で
あ
ろ
う
に
拘

ら
ず
、
心
を
紛
ら
し
め
る
」
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
書
い
て
い
る
。
ま
た
パ
ス
カ
ル
は
云
う
、「
現
在
は
我
々
を
決

し
て
満
足
さ
せ
な
い
、
希
望
は
我
々
を
計
略
に
か
け
、
不
幸
か
ら
不
幸
へ
と
我
々
を
そ
の
永
遠
の
極
で
あ
る
と
こ

ろ
の
死
ま
で
連
れ
て
行
く
」。
死
は
未
来
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
た
だ
彼
方
に
あ
る
未
来
で
な
く
、

現
在
に
喰
い
入
っ
て
い
る
未
来
で
あ
り
、我
々
の
生
は
か
か
る
未
来
に
対
す
る
配
慮
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
の
生
は
未
来
的
・
現
在
的
で
あ
っ
て
同
時
に
現
在
的
・
過
去
的
で
あ
る
。
我
々
は
絶
え
ず

未
来
に
引
摺
ら
れ
て
真
に
現
在
を
も
た
な
い
、
我
々
が
現
在
で
あ
る
限
り
に
於
て
我
々
は
過
去
に
引
渡
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
生
は
現
在
で
あ
る
。
我
々
は
生
き
て
い
な
が
ら
生
き
て
い
な
い
、
生
の
真
中
に
あ
っ
て
な
お
生
に
対

す
る
限
り
な
き
渇
望
を
も
っ
て
い
る
。
如
何
に
し
て
我
々
は
生
の
現
実
性
に
達
し
得
る
の
で
あ
る
か
。

我
々
は
謂
わ
ば
決
意
す
る
こ
と
な
し
に
既
に
最
早
や
世
界
の
う
ち
へ
出
て
来
て
し
ま
い
、
世
界
の
ま
ま
に
委
ね
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ら
れ
て
い
る
。
即
ち
我
々
の
現
存
は
真
の
現
在
で
な
く
、
或
る
過
去
性
を
負
う
て
い
る
。
従
っ
て
我
々
の
生
の
現

実
性
が
確
立
さ
れ
る
た
め
に
は
、
か
よ
う
に
過
去
で
あ
る
も
の
を
取
戻
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
回
復
は
反

覆
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
既
に
現
存
す
る
と
こ
ろ
の
生
を
今
一
度
真
の
現
存
に
持
ち
来
た
す
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
か
ら
。
我
々
の
存
在
は
差
当
り
過
去
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
真
の
現
在
に
す
る
に
は
反
覆
し
か
な
い
の
で

あ
る
。
反
覆
さ
れ
る
も
の
は
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
さ
も
な
け
れ
ば
反
覆
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

併
し
反
覆
さ
れ
る
も
の
が
既
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
却
っ
て
反
覆
を
或
る
新
ら
し
い
も
の
に
す
る
。

反
覆
に
よ
っ
て
生
は
自
覚
的
に
な
り
、
既
に
最
早
や
あ
る
我
々
の
現
存
は
真
の
現
存
に
入
る
の
で
あ
る
。
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
云
っ
た
如
く
、人
生
は
反
覆
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
の
情
熱
が
「
想
起
」
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、我
々

の
情
熱
は
「
反
覆
」
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
想
起
が
勝
れ
て
観
想
的
で
あ
る
に
対
し
て
、
反
覆
は
行
為
の
本
質
に

属
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
反
覆
は
過
去
の
も
の
の
現
在
を
そ
の
現
在
へ
取
戻
す
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
ま
た

絶
え
ず
現
在
か
ら
脱
れ
て
未
来
へ
滑
り
込
も
う
と
す
る
我
々
の
生
を
現
在
へ
取
戻
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
未
来
へ

先
走
り
す
る
生
に
と
っ
て
真
に
現
在
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
先
走
り
さ
れ
た
も
の
を
反
覆
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
過
去
の
み
が
反
覆
さ
れ
る
の
で
な
く
、
未
来
も
反
覆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
過
去
や
未
来
が
現
在
的
で
な
け

れ
ば
歴
史
は
な
く
、
反
覆
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
歴
史
は
な
い
。
過
去
の
伝
統
も
反
覆
に
よ
っ
て
歴
史
的
と
な
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り
、
未
来
の
夢
も
反
覆
に
よ
っ
て
歴
史
的
と
な
る
。
人
生
は
反
覆
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
人
間
存
在
の
根
源
的

な
歴
史
性
が
見
出
さ
れ
る
。
反
覆
は
単
に
繰
り
返
す
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
新
た
に
生
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
反
覆

に
よ
っ
て
我
々
は
単
に
世
界
へ
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
状
況
を
脱
し
、
み
ず
か
ら
決
意
し
て
世
界
の
う
ち
へ
出
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
反
覆
の
立
場
は
現
在
の
瞬
間
で
あ
り
、
こ
の
瞬
間
に
於
け
る
決
意
で
あ
る
。
瞬
間
と
は
固
よ
り
客

体
的
時
間
の
現
在
の
こ
と
で
な
い
。
反
覆
は
実
存
の
立
場
か
ら
の
現
存
の
反
覆
で
あ
る
。

こ
の
場
合
我
々
は
先
ず
極
限
状
況
に
身
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ

っ
て
我
々
は
人
生
の
周
辺
を
一
周
し
、
そ
の
全
体
を
見
渡
し
、
か
く
し
て
初
め
て
反
覆
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る

か
ら
。
そ
こ
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
個
々
の
状
況
を
脱
し
て
全
体
の
状
況
を
眺
め
得
る
位
置
に
立
つ

の
で
あ
る
。そ
れ
に
も
拘
ら
ず
か
く
の
如
き
極
限
状
況
は
実
は
我
々
に
と
っ
て
足
場
と
は
な
り
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。

個
々
の
状
況
は
却
っ
て
我
々
に
客
観
的
な
足
場
を
与
え
得
る
に
し
て
も
、
極
限
状
況
は
我
々
の
存
在
の
一
般
的
状

況
と
し
て
何
等
足
場
と
は
な
り
得
な
い
。
極
限
状
況
に
立
つ
と
き
同
時
に
我
々
は
無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。

死
に
於
て
、運
命
に
於
て
、我
々
を
闘
争
に
駆
り
立
て
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
に
於
て
体
験
さ
れ
る
の
は
我
々

の
存
在
の
虚
無
性
で
あ
る
。
無
は
客
体
的
に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
極
限
状
況
に
於
け
る
我
々
の
存
在
の
不
安

に
於
て
無
は
顕
に
な
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
の
如
き
無
は
そ
の
場
合
可
能
性
を
意
味
す
る
。
現
存
か
ら
実
存



三
二
三

哲
学
的
人
間
学

へ
の
、
客
体
的
存
在
か
ら
主
体
的
存
在
へ
の
極
限
に
於
て
我
々
の
面
接
す
る
無
は
可
能
性
と
し
て
の
無
で
あ
る
。

極
限
状
況
に
於
け
る
我
々
の
存
在
は
存
在
可
能
性
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
無
は
極
限
と
し
て
可
能
性
で
あ
る
。

生
け
る
も
の
と
し
て
我
々
が
主
体
的
に
体
験
す
る
死
は
我
々
の
存
在
可
能
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
運
命
も
た
だ
必

然
的
で
な
く
却
っ
て
偶
然
的
も
し
く
は
可
能
的
な
も
の
と
し
て
運
命
で
あ
る
。
そ
し
て
闘
争
の
デ
ー
モ
ン
も
運
命

的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
可
能
性
の
意
味
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
謂
う
可
能
性
は
従
来
の
存
在
論
に
於
て

本
質
が
事
実
に
対
し
て
可
能
的
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
意
味
に
於
け
る
可
能
性
で
は
な
い
。
本
質
の
可
能
性
は
実
は

ひ
と
つ
の
必
然
性
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
理
性
的
必
然
性
と
し
て
事
実
の
如
き
感
性
的
現
実
的
な
も
の
で
な
い
と

い
う
意
味
に
於
て
可
能
的
と
云
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
無
は
か
か
る
意
味
に
於
て
可
能
性
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
寧
ろ
感
性
的
な
も
の
、
事
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
は
客
観
的
現
実
が
必
然
的
と
云
わ
れ
る

意
味
に
於
て
必
然
性
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
ど
こ
ま
で
も
可
能
性
で
あ
る
。
無
は
感
性
的
な
も
の
、
従
っ
て

或
る
物
質
的
な
も
の
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
意
味
に
於
け
る
可
能
性
と
見
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
な

が
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
可
能
性
と
現
実
性
と
は
連
続
的
に
考
え
ら
れ
、
そ
れ
故
に
ま
た
可
能
性
も
客
体
的

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
に
反
し
、
無
は
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
可
能
性
が
漸
次
に
現
実
性
に
な
る
と

い
う
場
合
、
そ
こ
に
は
時
が
あ
る
。
然
る
に
不
安
に
於
て
は
時
は
次
第
に
短
く
な
り
、
凡
て
は
瞬
間
の
問
題
に
な
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る
。
し
か
も
瞬
間
は
も
と
客
体
的
時
間
の
最
小
限
と
い
う
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。
可
能
性
と
現
実
性
と
の
転
換

は
こ
こ
で
は
瞬
間
的
弁
証
法
的
に
の
み
行
わ
れ
る
。

如
何
に
し
て
我
々
は
か
く
の
如
き
無
を
解
決
し
得
る
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
如
何
に
し
て
我
々
は
我
々
の
存
在

の
可
能
性
か
ら
現
実
性
に
到
達
し
得
る
か
。現
実
性
を
獲
得
し
な
い
限
り
我
々
は
絶
え
ず
不
安
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

如
何
に
し
て
我
々
は
不
安
を
克
服
し
得
る
か
。
か
く
の
如
き
不
安
は
我
々
が
世
界
と
有
機
的
融
合
的
に
生
き
る
こ

と
が
で
き
ず
偏
に
自
我
に
深
ま
っ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
超
越
し
無
に
面
接
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
故

に
、
不
安
の
克
服
は
再
び
世
界
の
う
ち
へ
入
っ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
ほ
か
不
可
能
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
も
し
も
我
々
が
つ
ね
に
世
界
と
融
合
的
に
一
体
感
に
於
て
生
き
る
こ
と
が
で

き
る
な
ら
ば
、
我
々
に
は
不
安
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
人
間
存
在
に
は
根
本
的
に
世
界
超
越
の
可
能
性
が
属
す

る
故
に
、
世
界
の
う
ち
へ
入
っ
て
行
っ
た
我
々
は
、
こ
の
世
界
の
う
ち
に
生
き
る
理
由
が
明
瞭
に
把
握
さ
れ
て
い

な
い
限
り
、
更
に
再
び
不
安
に
陥
る
危
険
は
絶
え
ず
存
在
す
る
。
歴
史
の
有
機
的
時
期
に
於
て
は
個
人
は
社
会
と

融
合
的
に
生
活
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
危
機
的
時
期
に
於
て
は
社
会
と
個
人
と
の
有
機
的
関
係
が
失
わ
れ
、

個
人
は
社
会
か
ら
游
離
し
て
自
我
に
閉
じ
罷
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
か
く
て
そ
の
極
限
に
於
て
無
に
面
接
し

て
不
安
に
捉
え
ら
れ
る
。
否
、
有
機
的
時
期
に
於
て
も
、
人
間
は
そ
の
存
在
の
根
本
的
規
定
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
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世
界
の
外
に
出
て
無
の
上
に
立
た
さ
れ
る
。
無
は
可
能
性
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
現
存
の
現
実
性
、
そ
の
必
然

性
よ
り
も
強
力
で
あ
っ
て
、
人
間
存
在
の
極
限
状
況
が
自
覚
さ
れ
る
場
合
、
か
か
る
現
存
の
現
実
性
、
そ
の
必
然

性
そ
の
も
の
が
実
に
ひ
と
つ
の
可
能
性
に
転
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
死
に
面
接
せ
る
者
に
と
っ
て
は
彼
が
こ
の
世

界
の
う
ち
に
現
存
す
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
存
在
可
能
性
に
過
ぎ
ぬ
と
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
死
は
あ
ら
ゆ
る
現

存
す
る
も
の
か
ら
そ
の
必
然
性
を
奪
い
去
る
。
か
く
し
て
可
能
性
に
於
て
可
能
性
に
対
す
る
と
い
う
こ
と
が
不
安

の
根
本
的
規
定
で
あ
る
。
如
何
に
し
て
か
か
る
不
安
は
克
服
さ
れ
、
我
々
の
存
在
は
現
実
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

無
が
可
能
性
で
あ
る
の
は
極
限
0

0

と
し
て
で
あ
る
。極
限
は
客
体
的
存
在
か
ら
主
体
的
存
在
へ
の
極
限
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
無
は
可
能
性
と
し
て
は
我
々
の
存
在
の
主
体
性
に
於
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
主
体
性
を
現

す
も
の
は
パ
ト
ス
で
あ
り
、
無
は
可
能
性
と
し
て
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
可
能
性
に
於
て
は

客
観
的
世
界
も
ひ
と
つ
の
可
能
性
に
転
化
さ
せ
ら
れ
、そ
の
客
観
的
現
実
性
即
ち
必
然
性
に
於
て
顕
に
さ
れ
な
い
。

客
観
的
世
界
が
そ
の
必
然
性
に
於
て
顕
に
な
る
た
め
に
は
却
っ
て
パ
ト
ス
の
自
己
否
定
が
要
求
さ
れ
、
我
々
は
ロ

ゴ
ス
的
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ロ
ゴ
ス
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
は
そ
の
必
然
性
に
於
て
開
か
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。併
し
な
が
ら
か
か
る
必
然
性
も
無
の
可
能
性
を
現
実
性
に
転
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
客
観
的
必
然
性
は
却
っ
て
我
々
の
主
体
的
存
在
を
否
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
場
合
客
観
的
必
然
性
に
よ
っ
て
主
体
的
存
在
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
却
っ
て
不
安
が
感
ぜ
ら
れ
、
我
々
は
不

安
に
於
て
か
く
の
如
き
必
然
性
に
反
抗
し
、
抗
議
す
る
こ
と
を
企
て
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
シ
ェ
ス

ト
フ
的
闘
争
が
始
ま
る
。
不
安
が
克
服
さ
れ
る
た
め
に
は
、
我
々
の
主
体
的
存
在
の
可
能
性
そ
の
も
の
が
現
実
性

に
転
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
我
々
の
主
体
的
存
在
が
客
体
的
に
で
な
く
ま
さ
に
主
体
的
に

自
己
否
定
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
我
々
が
ま
さ
に
主
体
的

方
面
に
於
て
か
の
極
限
を
踏
み
越
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
極
限
を
踏
み
越
え
る
こ
と
は
我
々
の

自
己
否
定
に
よ
っ
て
の
ほ
か
不
可
能
で
あ
る
。
極
限
を
踏
み
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
て
来
た
と
こ
ろ
は
依
然
と

し
て
無
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
併
し
そ
の
と
き
無
は
初
め
て
真
に
無
と
し

て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
無
は
も
は
や
単
な
る
極
限
と
し
て
意
識
さ
れ
る
無
で
は
な
く
、
我
々
の
存
在

の
根
拠
0

0

と
し
て
の
無
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
無
に
対
し
て
は
極
限
と
し
て
の
無
は
本
来
の「
無
」に
対
す
る「
虚
無
」

と
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
虚
無
は
人
間
の
客
体
的
存
在
か
ら
主
体
的
存
在
へ
の
極
限
と
し

て
の
無
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
単
に
主
観
的
に
捉
え
ら
れ
た
無
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
有
の
極
限
と
し
て
の
無

で
あ
る
。
然
る
に
本
来
の
無
は
主
体
的
・
客
体
的
と
云
わ
れ
る
人
間
を
全
体
と
し
て
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
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れ
は
単
に
内
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
内
的
・
外
的
と
云
わ
れ
る
人
間
を
全
体
と
し
て
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
単
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
パ
ト
ス
の
否
定
と
し
て
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
単

に
パ
ト
ス
に
対
す
る
ロ
ゴ
ス
で
な
く
、
却
っ
て
パ
ト
ス
・
ロ
ゴ
ス
を
包
む
も
の
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
か
く

の
如
き
無
の
パ
ト
ス
的
側
面
が
虚
無
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
虚
無
意
識
は
本
来
の
無
に
達
す
る
た
め
に

必
要
な
道
で
あ
る
。我
々
の
存
在
の
虚
無
性
の
自
覚
を
通
じ
て
の
み
我
々
は
本
来
の
無
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

蓋
し
無
は
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
な
も
の
と
し
て
自
我
の
主
観
性
に
深
ま
っ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
ほ
か
そ
れ
に

到
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
併
し
そ
こ
で
は
ま
た
ど
こ
ま
で
も
極
限
を
踏
み
越
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
人
間
学
は

屡
々
「
自
我
の
探
求
」
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
我
の
探
求
は
人
間
学
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
方

法
論
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
が
、
併
し
自
我
の
探
求
は
そ
の
極
限
を
踏
み
越
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
真
に
自
我
を

自
我
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
か
く
極
限
を
踏
み
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
も
の
は
も
は
や
何

等
自
我
的
な
も
の
で
も
、
主
観
的
な
も
の
で
も
な
く
、
人
間
的
な
も
の
で
も
な
い
。
却
っ
て
そ
れ
は
ま
さ
に
人
間

の
存
在
を
超
越
し
た
人
間
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
。
か
か
る
根
拠
が
無
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
有
の
極
限
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
な
相
対
的
無
で
な
く
、
却
っ
て
客
観
的
有
を
も
包
む
無
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
内
で
な
く
、
内

よ
り
も
更
に
内
な
る
も
の
と
し
て
、
外
な
る
も
の
を
も
包
む
内
と
し
て
、
真
に
外
な
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
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の
と
し
て
そ
れ
は
世
界
0

0

で
あ
る
。
有
を
離
れ
て
別
に
無
が
あ
る
の
で
な
い
よ
う
に
、
世
界
を
離
れ
て
別
に
無
が
あ

る
の
で
は
な
い
。
併
し
無
は
有
に
対
す
る
無
で
な
く
却
っ
て
有
を
包
む
無
で
あ
る
よ
う
に
、
無
と
云
わ
れ
る
世
界

は
普
通
に
謂
う
世
界
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
世
界
の
う
ち
に
世
界
が
限
定
さ
れ
る
。
無
は
歴
史
的

に
移
り
変
っ
て
行
く
種
々
な
る
世
界
を
同
時
存
在
的
に
自
己
の
う
ち
に
包
む
も
の
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
。
種
々

な
る
歴
史
的
世
界
は
か
か
る
世
界
の
円
環
的
乃
至
空
間
的
自
己
限
定
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
併
し
無
は
種
々
な
る

歴
史
的
世
界
を
自
己
の
う
ち
に
包
む
の
み
で
な
く
、
却
っ
て
ま
た
そ
れ
ら
を
自
己
の
う
ち
に
喰
い
尽
し
、
無
限
の

過
去
を
掻
き
集
め
て
現
在
の
一
点
を
躍
動
し
つ
つ
突
破
す
る
。
即
ち
世
界
は
直
線
的
乃
至
時
間
的
に
自
己
を
限
定

す
る
。
か
よ
う
に
し
て
世
界
は
自
己
を
円
環
的
に
と
共
に
直
線
的
に
限
定
す
る
弁
証
法
的
世
界
で
あ
る
。
か
か
る

弁
証
法
的
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
歴
史
的
世
界
が
考
え
ら
れ
、
か
か
る
歴
史
的
世
界
に
属
す
る
も
の
と
し
て
人

間
が
考
え
ら
れ
る
。

か
く
の
如
き
世
界
の
自
覚
に
於
て
人
間
存
在
の
現
実
性
は
与
え
ら
れ
る
。
か
く
の
如
き
世
界
は
我
々
の
超
越
し

得
る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
我
々
が
主
観
と
し
て
我
々
に
対
す
る
客
観
的
世
界
で
な
く
、
主
観
と
し
て
の
我
々
を

ど
こ
ま
で
も
深
く
包
む
世
界
で
あ
る
。
世
界
は
我
々
の
存
在
の
根
拠
と
し
て
可
能
性
で
な
く
、
却
っ
て
必
然
性
を

意
味
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
単
に
客
観
的
必
然
性
と
同
一
で
な
く
、
客
観
的
必
然
性
に
対
し
て
は
寧
ろ
ど
こ
ま
で
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も
可
能
性
を
意
味
す
る
。
現
実
性
と
は
可
能
性
と
必
然
性
と
の
統
一
で
あ
る
。
カ
ン
ト
な
ど
に
於
て
は
必
然
性
が

可
能
性
と
現
実
性
と
の
統
一
と
考
え
ら
れ
た
。
然
る
に
人
間
学
に
於
て
は
そ
う
で
な
く
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
云

っ
た
如
く
、
現
実
性
が
可
能
性
と
必
然
性
と
の
統
一
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
き
相
違
は
、
カ
ン
ト

の
如
き
は
存
在
論
的
見
地
で
な
く
て
認
識
論
的
見
地
に
立
ち
、
且
つ
客
体
的
な
も
の
の
認
識
を
問
題
と
し
た
に
反

し
て
、
人
間
学
に
於
て
は
主
体
的
把
握
が
問
題
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
可
能
性
は
自
由
で
あ

る
。
併
し
な
が
ら
単
な
る
可
能
性
と
し
て
の
自
由
は
抽
象
的
自
由
に
過
ぎ
な
い
。
真
の
自
由
は
却
っ
て
可
能
性
と

必
然
性
と
の
統
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
が
真
に
自
由
な
る
主
体
と
し
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
彼
が
現
実
的

に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
必
然
性
な
き
自
我
に
と
っ
て
は
何
物
も
現
実
的
で
な
い
故
に
可
能
性
の
領
域
は
次
第
に
拡

大
し
、
遂
に
は
凡
て
が
可
能
性
と
な
り
、
そ
の
深
淵
は
自
我
を
呑
ん
で
し
ま
う
。
必
然
性
な
く
し
て
人
間
の
現
実

性
は
な
い
。
こ
の
必
然
性
は
人
間
が
世
界
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
我
の
主
観
性
の
底

に
於
て
パ
ト
ス
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
か
く
の
如
き
根
拠
に
達
し
、
か
く
し
て
我
々
は
自
覚
的
と
な

り
「
精
神
」G

eist 

と
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
現
実
性
は
精
神
で
あ
る
。
人
間
は
精
神
的
存
在
と
し
て
は
自
己

の
存
在
の
根
拠
を
自
覚
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

併
し
人
間
の
精
神
的
存
在
は
孤
独
な
る
存
在
で
は
な
い
。
精
神
と
は
意
識
で
な
く
却
っ
て
言
葉
で
あ
る
。
現
実
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的
な
言
葉
は
対
話
で
あ
り
、
つ
ね
に
私
と
汝
と
の
関
係
を
含
む
よ
う
に
、
人
間
の
精
神
的
存
在
は
私
と
汝
で
あ
る
。

人
間
の
精
神
的
生
命
は
言
葉
と
最
も
密
接
に
結
び
附
い
て
お
り
、
共
に
私
と
汝
と
の
関
係
を
基
礎
と
し
て
い
る
。

人
間
は
離
心
的
な
、
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
、
狂
気
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
。
然
る
に
狂
気
は
人
間
的
存
在
の
精

神
性
と
関
聯
し
て
い
る
、
そ
れ
故
に
た
だ
人
間
の
み
が
狂
気
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
精
神
な
き
動

物
は
狂
気
と
は
な
り
得
な
い
。
狂
気
は
生
理
学
的
欠
陥
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
狂
気
に
於
て
働
く
の

は
「
自
我
な
き
存
在
」das Ichlos-Seiende 

と
云
わ
れ
る
自
然
で
あ
る
。
狂
気
は
パ
ソ
ロ
ジ
カ
ル
な
現
象
で
あ
る
。

狂
気
は
彼
の
自
我
が
汝
と
の
関
係
を
失
っ
た
と
き
に
現
れ
る
。
狂
気
の
背
後
に
は
私
と
汝
と
の
関
係
の
失
敗
が
隠

さ
れ
て
い
る
。＊

狂
気
の
人
は
自
我
の
深
淵
に
沈
み
、
自
己
の
孤
独
に
於
て
精
神
的
に
破
滅
す
る
。
然
る
に
も
は
や

汝
に
対
す
る
何
等
の
関
係
も
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
自
己
の
主
張
で
な
く
し
て
却
っ
て
自
己
の
死
に
等
し
い
。

私
は
た
だ
汝
に
対
し
て
の
み
私
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
単
に
孤
独
を
逃
れ
る
た
め
に
社
会
へ
入
っ
て
行
く
の
で
は

病
気
は
癒
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
隠
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
機
会
あ
る
毎
に
現
れ
る
こ
と
を
や
め
な
い
で
あ

ろ
う
。
真
に
自
己
が
確
立
さ
れ
る
た
め
に
は
既
に
述
べ
た
如
く
極
限
を
踏
み
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

Ferdinand Ebner, D
as W

ort und die geistigen R
ealitäten, 1921.
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一

自
然
と
人
間
と
は
ひ
と
つ
の
空
間
の
内
部
で
相
互
に
関
係
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
然
も
表
現
的

な
も
の
で
あ
る
。
バ
ー
ン
ゼ
の
形
成
的
地
理
学 G

estaltende G
eographie 

に
於
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
然

は
景
観 Landschaft 

と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
バ
ー
ン
ゼ
に
よ
れ
ば
、
地
理
学
の
目
的
は
空

間
性
を
、
そ
の
内
部
に
於
け
る
自
然
と
人
間
と
の
相
互
関
係
性
に
於
て
研
究
し
、
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の

目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
地
理
学
は
従
来
の
物
語
的
、
或
は
記
述
的
、
或
は
説
明
的
地
理
学
を
越
え
て
、
形

成
的
地
理
学
に
ま
で
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
空
間
の
形
象
と
意
味
と
は
形
成
の
立
場
に
於
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
地
理
学
の
二
つ
の
焦
点
は
景
観
と
民
族
性 Volkstum

 

と
で
あ
る i

。
ひ
と
つ
の
空
間
に

於
け
る
自
然
は
景
観
と
い
う
有
意
味
の
形
象
を
形
作
る
。
土
地
、
空
、
気
候
、
植
物
の
如
き
も
の
及
び
目
に
見
え

る
人
間
の
生
産
物
、
並
び
に
人
間
が
歴
史
的
乃
至
文
化
的
景
観
に
吹
き
込
ん
だ
精
神
が
景
観
に
属
し
て
い
る
。
地

i
　
優
越
な
る
ド
イ
ツ
民
族
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
。Banse
に
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
地
理
学
者
と
の
批
判
も
あ
っ
た
。
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球
上
に
は
種
々
な
る
ス
タ
イ
ル
の
景
観
が
存
在
す
る
。
景
観
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
景
観
に
於
て
我
々
は
自

己
を
見
出
し
、
自
己
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
他
方
民
族
性
の
概
念
に
は
人
間
の
分
布
や
作
業
の
み
で
な
く
、
人

種
的
な
も
の
に
於
て
現
れ
る
彼
等
の
自
然
へ
の
内
的
な
連
結
、
自
然
か
ら
の
人
間
の
生
成
、
彼
等
の
思
惟
や
経
済

的
活
動
の
自
然
に
よ
る
制
約
が
含
ま
れ
る
。
民
族
性
を
総
括
す
る
も
の
は
そ
れ
の
心 Seele 

で
あ
っ
て
、
心
は
民

族
の
意
味
を
形
作
り
、
民
族
の
凡
て
の
行
動
と
思
想
、
凡
て
の
意
欲
と
能
力
と
は
そ
れ
の
心
に
注
ぎ
入
る
。
民
族

性
の
う
ち
に
は
種
々
な
る
心
的
ス
タ
イ
ル
が
存
在
し
、
そ
の
各
々
は
一
定
の
景
観
に
相
応
す
る
。
民
族
性
は
景
観

の
人
間
的
表
現
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
然
と
人
間
と
の
関
係
性
を
現
し
て
い
る
。
バ
ー
ン
ゼ
の
謂
う

形
成
的
地
理
学
は
表
現
的
地
理
学
で
あ
る
。＊

併
し
そ
れ
は
芸
術
的
観
照
の
立
場
に
立
つ
の
で
な
く
、
制
作
的
行
為

的
立
場
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
単
に
世
界
の
う
ち
に
在
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
ま
た
世
界
を

作
る
。
凡
て
の
人
間
的
行
為
は
形
成
作
用
の
意
味
を
有
し
、
従
っ
て
表
現
的
で
あ
る
。
人
間
を
表
現
的
な
も
の
と

見
る
こ
と
と
人
間
を
「
制
作
的
人
間
」 hom

o faber 

と
考
え
る
こ
と
と
は
相
反
す
る
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
最
も

密
接
に
相
関
聯
し
た
こ
と
で
あ
る
。
自
然
と
人
間
と
は
ひ
と
つ
の
表
現
的
世
界
に
於
て
交
渉
し
て
い
る
。

＊　

Ew
ald B

anse, D
ie G

eographie und ihre Problem
e, 1932.

人
間
の
制
作
的
活
動
は
先
ず
彼
の
肉
体
的
組
織
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
有
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す
る
の
は
人
間
の
手
で
あ
る
。
手
が
出
来
る
と
共
に
人
間
が
出
来
た
。
手
の
生
成
と
人
間
の
生
成
と
は
同
時
的
で

あ
る
。
既
に
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
は
、
人
間
は
手
に
よ
っ
て
動
物
よ
り
も
賢
い
、
と
考
え
た
と
云
わ
れ
る
。
然
る
に

手
の
成
立
と
同
時
に
道
具
の
成
立
が
あ
る
。
道
具
を
も
た
ぬ
手
は
手
と
し
て
の
価
値
を
も
た
ぬ
。
人
間
は
「
道
具

を
作
る
動
物
」tool-m

aking anim
al

で
あ
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
定
義
は
大
き
な
真
理
を
含
ん
で
い
る
。
道

具
の
制
作
並
び
に
そ
の
使
用
と
結
び
附
い
て
技
術
が
存
在
す
る
。制
作
は
人
間
に
と
っ
て
技
術
的
な
制
作
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
技
術
的
活
動
は
諸
衝
動
の
要
求
に
基
づ
く
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
人
間
が
単
に
衝
動
的
乃
至
本
能

的
で
あ
る
限
り
、
技
術
は
存
在
し
得
な
い
。
技
術
の
存
在
に
は
知
性
が
必
要
で
あ
る
。
手
の
成
立
は
知
性
の
発

達
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
な
い
。
人
間
は
手
を
有
す
る
か
ら
賢
い
の
で
な
く
、
逆
に
人
間
は
賢
い
か
ら
手
を
有
す
る

の
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
手
は
身
体
の
器
官
と
し
て
他
の
器
官
に
比
し
て
普
遍
性
の
性
格
を
も
っ
て

い
る
。
手
は
身
体
の
他
の
器
官
の
如
く
特
定
の
活
動
に
縛
ら
れ
な
い
で
、
多
様
な
、
広
範
囲
の
活
動
に
適
し
て
い

る
。
手
は
謂
わ
ば
中
立
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
定
の
活
動
の
た
め
に
発
達
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
他
の
器
官
の
代

理
を
す
る
器
官
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
云
っ
た
よ
う
に
「
器
官
の
器
官
」
で
あ
る
。
有
機
的
器
官
は
凡
て
道
具
的 

ojrganikovV 

と
い
う
意
味
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
手
は
特
定
の
道
具
で
な
く
、
寧
ろ
そ
の
普
遍
的
な
道
具
で
あ
り
、

諸
道
具
の
抽
象
的
な
道
具
で
あ
る
。
手
の
か
く
の
如
き
普
遍
性
、
抽
象
性
は
人
間
に
於
け
る
理
性
の
発
達
を
予
想
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す
る
。
カ
ン
ト
も
、
理
性
的
動
物
と
し
て
の
人
間
の
特
徴
は
既
に
彼
の
手
、
彼
の
指
及
び
指
先
の
形
及
び
組
織
の

う
ち
に
存
し
、
自
然
は
そ
れ
ら
を
「
物
の
操
作
の
一
定
の
仕
方
に
で
な
く
、
無
限
定
に
凡
て
の
仕
方
に
、
従
っ
て

理
性
の
使
用
に
適
す
る
よ
う
に
」
作
り
、
理
性
的
動
物
と
し
て
の
人
間
の
技
術
的
も
し
く
は
技
芸
的
素
質
が
そ
こ

に
現
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
手
の
普
遍
性
、
そ
の
一
般
化
乃
至
抽
象
化
の
性
質
は
、
手
と
知
性
の
活
動
並
び
に

発
達
と
の
間
の
密
接
な
関
係
を
示
し
て
い
る
、
併
し
厳
密
に
云
え
ば
、
器
官
と
道
具
と
は
同
じ
で
な
い
。
器
官
は

有
機
的
も
し
く
は
身
体
的
で
あ
る
に
反
し
て
、
道
具
は
機
械
的
も
し
く
は
技
術
的
で
あ
る
。
器
官
は
主
体
の
部
分

或
は
身
体
性
の
反
映
と
見
ら
れ
る
に
反
し
て
、
道
具
は
客
体
的
な
も
の
、
知
性
の
客
体
化
で
あ
る
。
動
物
は
そ
の

活
動
に
於
て
自
然
的
な
器
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
、
然
る
に
人
間
は
理
性
に
よ
っ
て
道
具
を
有
し
、
そ
の
活
動
は

媒
介
さ
れ
た

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
。「
動
物
は
器
官
の
奴
隷
で
あ
り
、
人
間
は
道
具
の
主
人
で
あ
る
。＊

」
道
具
の
特
殊
性
と

重
要
性
と
は
、
そ
れ
が
謂
わ
ば
手
の
一
部
分
と
し
て
主
体
に
属
す
る
と
同
時
に
客
体
に
属
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

か
よ
う
な
も
の
と
し
て
道
具
は
主
体
と
客
体
と
を
媒
介
す
る
。
主
体
と
客
体
と
を
媒
介
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ら

ゆ
る
制
作
的
活
動
の
本
質
で
あ
り
、
か
か
る
制
作
的
活
動
は
凡
て
道
具
的
で
あ
り
、
従
っ
て
技
術
的
で
あ
る
。
手

と
道
具
と
が
分
離
さ
れ
得
な
い
よ
う
に
、
手
の
成
立
と
理
性
の
成
立
と
は
分
離
さ
れ
得
な
い
。
制
作
的
人
間
と
理

性
的
人
間
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。一
方
に
於
て
手
は
知
性
の
発
達
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
と
共
に
、
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他
方
に
於
て
知
性
の
発
達
は
手
の
完
全
な
形
と
多
面
的
な
能
力
と
の
前
提
で
あ
る
。
道
具
の
制
作
及
び
使
用
に
は

何
等
か
の
程
度
の
因
果
関
係
の
知
識
が
予
想
さ
れ
る
。
道
具
が
発
明
さ
れ
る
た
め
に
は
、
道
具
か
ら
出
て
来
る
と

こ
ろ
の
、
道
具
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
結
果
が
予
め
知
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
道
具
は

知
性
に
よ
る
因
果
の
認
識
と
結
合
し
て
存
在
し
得
る
。
知
性
は
何
よ
り
も
道
具
を
、
就
中
道
具
を
作
る
道
具
を
作

る
能
力
で
あ
る
。
科
学
も
元
来
種
々
な
る
技
術
的
課
題
に
刺
戟
さ
れ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
技
術
と
科
学
的
認

識
と
は
絶
え
ず
相
互
作
用
の
関
係
に
立
ち
、
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
技
術
の
発
達
は
可
能
に
な
る
と
共
に
、
技
術

そ
れ
自
身
が
ひ
と
つ
の
認
識
機
関
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
大
規
模
に
於
け
る
実
験
と
し
て
科
学
の
発
達
に
役
立

つ
の
で
あ
る
。「
ひ
と
は
そ
の
物
を
自
分
で
作
り
得
る
場
合
に
の
み
そ
の
物
を
知
る
。」
自
然
物
に
就
い
て
は
そ
の

「
物
自
体
」
を
知
り
得
な
い
と
云
わ
れ
る
に
し
て
も
、
技
術
的
生
産
物
に
関
し
て
は
そ
の
「
物
自
体
」
を
知
り
得

る
で
あ
ろ
う
。

＊V
gl. Ludw

ig N
oiré, D

as W
erkzeug und seine Bedeutung für die Entw

icklungsgeschichte der M
enschheit, 

1880.

技
術
の
本
性
は
一
般
に
そ
の
合
理
性
に
あ
る
。
技
術
は
先
ず
自
然
法
則
的
合
理
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は

無
制
約
的
に
自
然
法
則
に
依
存
し
、
少
し
で
も
こ
の
秩
序
か
ら
外
れ
た
場
合
に
は
自
然
は
破
壊
を
も
っ
て
復
讐
す
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る
で
あ
ろ
う
。
技
術
の
合
理
性
は
次
に
目
的
論
的
合
理
性
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
全
体
と
部
分
と
が
緊
密
な
相
互
関

係
に
立
ち
、
隅
々
に
至
る
ま
で
構
成
し
尽
さ
れ
、
内
的
必
然
性
に
貫
か
れ
て
い
る
。
精
巧
な
機
械
を
始
め
凡
て
の

完
全
な
技
術
的
形
態
が
我
々
に
美
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
技
術
の
有
す
る
合
理
性
は
更
に
経
済

的
合
理
性
で
あ
る
。
そ
の
理
想
は
あ
ら
ゆ
る
無
駄
を
省
き
、
最
小
の
消
費
を
も
っ
て
最
大
の
効
果
を
挙
げ
る
と
い

う
こ
と
に
あ
る
。
経
済
的
合
理
性
を
有
し
な
い
機
械
は
、
そ
の
理
由
で
技
術
的
合
理
性
に
欠
け
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
技
術
の
本
性
が
そ
の
合
理
性
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
技
術
に
関
す
る

考
察
が
従
来
多
く
技
術
の
こ
の
方
面
を
の
み
強
調
し
て
来
た
と
す
れ
ば
、
我
々
は
進
ん
で
そ
の
よ
う
な
合
理
性
も

し
く
は
技
術
的
知
性
の
根
源
に
ま
で
溯
っ
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。＊

技
術
と
云
え
ば
通
常
は
工
場
に
於
け
る
生
産

の
如
き
が
考
え
ら
れ
る
が
、
技
術
の
本
質
に
出
会
う
た
め
に
は
、
我
々
は
そ
れ
が
最
初
に
或
る
新
し
い
形
態
を
作

り
出
し
た
所
に
ま
で
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
た
だ
合
理
的

な
道
に
よ
っ
て
生
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
技
術
の
歴
史
も
ま
た
大
い
な
る
直
観
の
歴
史
で
あ
る
で
あ

ろ
う
。
技
術
の
中
心
を
な
す
の
は
発
明
0

0

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
工
場
に
於
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
技
術
の
過
程

か
ら
そ
れ
の
根
源
へ
我
々
の
注
意
を
向
け
る
な
ら
ば
、容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
技
術
の
う
ち
い
と
小
さ
き
も
の
も
、

も
と
発
明
で
あ
っ
た
。
然
る
に
自
然
法
則
か
ら
合
理
的
に
推
理
し
得
、
帰
結
し
得
る
こ
と
は
発
明
と
は
云
わ
れ
な
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い
。
そ
の
限
り
技
術
は
自
然
科
学
の
単
純
な
応
用
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
い
。
固
よ
り
技
術
は
つ
ね
に
自
然
法

則
の
遂
行
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
単
に
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
自
然
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
か
れ
て
も
自
己
の
諸
法

則
を
遂
行
し
は
す
る
が
、
回
転
す
る
車
の
如
き
も
の
を
生
ぜ
し
め
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
の
存
在
に
は
自
然

法
則
の
要
素
の
ほ
か
に
、
第
二
の
要
素
と
し
て
人
間
の
意
欲
、
そ
れ
に
基
づ
く
目
的
の
設
定
が
加
わ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
技
術
家
は
自
然
法
則
と
人
間
的
目
的
と
の
綜
合
を
求
め
る
。
併
し
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
で
な
い
。
人
間

の
頭
脳
に
或
る
こ
と
が
描
か
れ
、
そ
れ
が
自
然
法
則
と
一
致
す
る
と
し
て
も
、
な
お
技
術
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

技
術
の
第
三
の
要
素
は
人
間
に
よ
る
自
然
物
の
加
工
で
あ
る
。
技
術
は
自
然
物
の
合
目
的
的
な
変
化
で
あ
る
。
技

術
は
人
間
の
活
動
と
結
び
附
き
、
そ
の
限
り
そ
の
知
識
も
主
体
化
さ
れ
、
行
為
的
直
観
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

か
く
て
技
術
の
本
質
は
発
明
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
自
然
法
則
は
発
明
0

0

さ
れ
は
し
な
い
、
そ
れ
は
発
見
さ
れ
る
、

言
い
換
え
れ
ば
、
蔽
い
隠
さ
れ
て
い
た
の
が
顕
に
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
技
術
に
就
い
て
も
発
見
と
云
わ
れ
る
こ

と
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
は
自
然
法
則
が
発
見
さ
れ
る
と
い
う
の
と
は
異
な
り
、
発
見
に
対
し
発
明
と
し

て
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。技
術
は
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
新
し
い
も
の
を
獲
得
し
て
地
上
を
豊
富
に
す
る
。

そ
の
基
礎
は
既
知
の
自
然
法
則
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
発
明
は
意
想
外
の
も
の
、
ひ
と
を
驚
か
す
も
の
を
も
っ

て
い
る
。
技
術
は
発
明
と
し
て
既
に
或
る
創
造
的
性
質
を
具
え
て
い
る
。
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
が
表
現
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の
意
味
を
有
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
発
明
は
行
為
的
で
あ
り
、
ひ
と
は
制
作
的
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
の

ほ
か
何
物
も
発
明
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

＊　

V
gl. Friedrich D

essauer, Philosophie der Technik, D
ritte A

uflage 1933.

技
術
は
屡
々
そ
の
意
欲
、
そ
の
目
的
設
定
に
於
て
創
造
的
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
人
間
が
こ
れ
ま
で
普
通
に
し

て
来
た
こ
と
を
引
受
け
て
、
そ
の
代
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
制
限
さ
れ
ず
、
屡
々
そ
れ
を
越
え
て
創
造
的
な
目

的
を
達
し
よ
う
と
し
、
ま
た
達
す
る
。
か
よ
う
な
目
的
は
日
常
の
人
間
に
と
っ
て
超
人
的
と
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
即
ち
技
術
は
人
間
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
意
欲
か
ら
生
れ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
単
に
我
々
の
実
際
生
活
に
於

け
る
諸
欲
望
の
満
足
の
必
要
か
ら
の
み
生
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
最
初
の
技
術
家
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
神
話
は
、
技

術
の
か
く
の
如
き
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
格
、
そ
し
て
そ
れ
に
必
然
的
な
悲
劇
を
象
徴
し
て
い
る
。
技
術
は
も
と

魔
術
と
結
び
附
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
た
だ
技
術
の
端
初
の
状
態
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
技
術
に
と
っ
て
或
る

本
質
的
な
も
の
に
関
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
あ
の
知
的
技
術
も
、
彼
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
格
を
離
れ
て

理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
は
生
の
窮
迫
か
ら
発
生
し
た
と
云
わ
れ
る
。
然
る
に
か
よ
う
な
窮
迫
は
、
根
本

に
於
て
は
決
し
て
単
に
実
際
生
活
上
の
窮
乏
、
種
々
の
日
常
的
な
イ
ン
テ
レ
ス
ト
が
満
足
さ
れ
な
い
状
態
を
意
味

し
な
い
。
こ
の
窮
迫
は
更
に
深
く
、
人
間
の
主
体
的
な
実
存
に
於
け
る
根
源
的
な
窮
迫
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
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虚
無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
技
術
の
デ
ー
モ
ン
も
ひ
と
つ
の
衝
動
で
あ
る
に

し
て
も
、
そ
れ
は
客
体
的
に
規
定
さ
れ
た
イ
ン
テ
レ
ス
ト
で
な
く
、
却
っ
て
主
体
的
に
、
根
源
的
な
虚
無
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
た
パ
ト
ス
で
あ
る
。
技
術
が
既
に
或
る
創
造
0

0

の
意
味
を
含
む
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
技
術
に
於
け

る
創
造
的
な
意
欲
は
単
な
る
外
的
欲
望
で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
デ
ー
モ
ン
は
主
体
の
客
体
か
ら
の
何
等
か
の
超
越

が
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
働
き
始
め
る
の
で
あ
る
。技
術
の
デ
ー
モ
ン
は
人
間
の
主
体
的
な
窮
迫
に
根
差
す
故
に
、

単
に
物
質
的
生
産
の
場
合
の
み
で
な
く
、
彼
等
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
関
し
て
、
人
間
は
技
術
的
で
あ
る
。
最
も
原

始
的
な
欲
望
を
す
ら
技
術
的
乃
至
技
巧
的
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
の
が
人
間
の
特
徴
で
あ
る
。
そ

の
欲
望
充
足
に
於
て
人
間
の
み
が
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
り
得
る
と
い
う
こ
と
も
そ
れ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
人
間
的
活

動
の
か
く
の
如
き
技
術
性
は
人
間
存
在
の
表
現
性
の
根
柢
で
あ
る
。
技
術
は
一
方
合
理
的
な
性
質
を
、
他
方
デ
モ

ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
技
術
の
か
か
る
二
重
の
性
質
に
基
づ
き
そ
の
歴
史
的
意
義
に
関
し
て
相
反

す
る
見
解
が
存
在
す
る
。
実
証
主
義
的
オ
プ
チ
ミ
ズ
ム
は
技
術
の
合
理
的
側
面
を
力
説
す
る
に
対
し
て
、
シ
ュ
ペ

ン
グ
ラ
ー
な
ど
は
非
合
理
主
義
の
立
場
か
ら
技
術
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
側
面
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見

解
は
そ
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ
も
一
面
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
技
術
の
本
性
も
人
間
存
在
の
パ
ト
ス
的
・
ロ

ゴ
ス
的
弁
証
法
的
構
造
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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尤
も
技
術
に
於
け
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
、
我
々
は
そ
れ
を
発
明
の
根
源
、
発
明
家
の
心
理
、
そ
の
悲

劇
に
ま
で
溯
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
物
質
的
生
産
の
技
術
及
び
そ
の
生
産
物
の
一
般
的
な
存

在
形
式
の
う
ち
に
は
現
れ
な
い
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
ず
工
芸
的
技
術
は
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
於

て
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
発
明
は
一
回
的
で
な
く
、
工
場
に
於
て
繰
り
返
さ
れ
得
る
技
術

と
し
て
、
か
く
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
か
よ
う
な
技
術
の
過
程
及
び
そ
の
生
産

物
は
個
性
的
で
な
く
、
一
般
的
な
も
の
の
例
の
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
第
二
に
、
技
術
は
或

る
創
造
的
性
質
を
有
す
る
に
し
て
も
、
な
お
ど
こ
ま
で
も
発
明
と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
固
有
な
意
味
に
於

け
る
創
造
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
発
明
家
の
意
識
は
、
私
が
そ
れ
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
探
し
て
漸
く
そ
れ
に
出
会
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
発
明
は
ど
こ
ま
で
も
発
見
の
要
素

を
含
む
、
そ
れ
は
謂
わ
ば
発
見
と
創
造
と
の
中
間
に
あ
る
。
発
明
は
自
然
科
学
に
制
約
さ
れ
、
或
は
そ
の
逆
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
物
質
的
生
産
の
技
術
（
狭
義
の
技
術
）
が
自
然
を
変
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
で
あ
る
。

自
然
は
そ
の
法
則
に
服
従
す
る
の
で
な
け
れ
ば
支
配
し
得
な
い
。
そ
こ
に
技
術
の
合
理
性
が
要
求
さ
れ
る
。
人
間

存
在
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
格
は
技
術
に
於
て
よ
り
も
、
狭
義
の
技
術
と
は
区
別
さ
れ
る
芸
術
の
如
き
も
の
に

於
て
一
層
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。「
デ
ー
モ
ン
の
協
力
な
く
し
て
芸
術
作
品
は
な
い
」。
固
よ
り
芸
術
も
技
術
的
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要
素
を
含
み
、
且
つ
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
的
方
面
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
な
が
ら
芸
術
は
単
な
る
発
明
以
上

に
創
造
で
あ
る
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
根
源
的
に
自
然
的
な
も
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
物
質
文
明
な
ど
と
云
わ
れ
る
科
学
や
技
術
が
却
っ
て
精
神
的
で
あ
っ
て
、
所
謂
精
神

的
文
化
は
寧
ろ
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
逆
説
も
成
立
し
得
る
。
芸
術
に
於
て
は
技
術
も
個
々
の
芸
術
家
の

身
体
と
個
別
的
に
内
面
的
に
結
び
附
い
て
い
る
。
芸
術
は
技
術
よ
り
も
表
現
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で

表
現
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
技
術
乃
至
発
明
に
対
応
す
る
道
具
と
芸
術
の
如
き
も
の
と
を
比
較
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

一
。
道
具
は
一
定
の
技
術
的
課
題
に
応
ず
る
技
術
的
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
デ
ッ
サ
ウ
エ
ル
の
云
う
よ
う
に
、

そ
の
課
題
に
と
っ
て
予
定
さ
れ
た
唯
一
の
形
態
に
向
っ
て
完
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
か
か
る
完
成
へ

の
途
上
に
あ
る
種
々
の
形
態
に
於
け
る
道
具
も
、
み
な
道
具
の
意
味
を
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
時
代
に
於
て

そ
れ
ぞ
れ
道
具
と
し
て
の
機
能
を
営
み
得
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
道
具
は
真
の
完
璧
性
を
有
し
な
い
。

完
璧
な
ら
ぬ
道
具
も
道
具
で
あ
る
。
寧
ろ
一
個
の
道
具
は
動
か
し
難
い
完
璧
性
に
達
し
た
場
合
、
既
に
古
び
て
し

ま
い
、
他
の
新
し
い
道
具
に
よ
っ
て
追
い
越
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
道
具
は
改
良
の
余
地
を
有
す
る
限
り
道

具
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
か
く
の
如
き
こ
と
は
道
具
の
機
能
が
主
と
し
て
有
用
性
に
関
わ
る
こ
と
を
示
し
て
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る
。
そ
れ
故
に
同
一
の
時
代
に
古
い
道
具
と
進
歩
し
た
新
し
い
道
具
と
が
生
活
諸
条
件
の
相
違
に
応
じ
て
共
に

有
用
な
道
具
と
し
て
併
存
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
有
用
性
を
目
的
と
す
る
道
具
は
一
般
性
を
具
え
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
工
芸
的
技
術
も
既
に
行
為
的
な
も
の
と
し
て
単
に
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
得
ず
、
道
具
は
い
ず

れ
も
個
別
的
な
形
態
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
真
に
個
性
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
な
お
つ
ね
に
他
の
例
と

し
て
存
在
す
る
。
真
の
意
味
に
於
て
完
璧
性
を
有
す
る
の
は
個
性
的
な
、
一
回
的
な
芸
術
作
品
で
あ
る
。
芸
術
作

品
は
そ
れ
ぞ
れ
完
璧
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
完
璧
な
も
の
の
み
が
芸
術
で
あ
り
、然
ら
ざ
る
も
の
は
作
者
の
伝
記
、

時
代
の
記
録
、
娯
楽
物
、
そ
の
他
と
し
て
は
面
白
く
、
意
味
が
あ
る
に
し
て
も
、
真
の
芸
術
で
は
な
い
と
も
云
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
芸
術
に
於
け
る
古
典
性
―
―
所
謂
古
典
主
義
の
芸
術
の
み
が
古
典
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な

い
―
―
も
そ
こ
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
。
道
具
は
一
つ
の
目
的
活
動
の
一
部
分
が
客
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
個
の
道
具
は
全
体
の
聯
関
あ
る

過
程
の
一
部
分
を
そ
の
形
態
の
意
味
内
容
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
内
容
が
或
る
全
体
的
な
目
的
活
動
の
一
部
分

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
道
具
の
一
般
的
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
道
具
並
び
に
技
術
の
関
わ
る
制
作

が
客
体
的
対
象
的
な
過
程
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
か
ら
一
部
分
を
抽
象
す
る
こ
と
、
或

は
そ
れ
を
諸
部
分
に
分
割
す
る
こ
と
が
有
意
味
で
あ
り
、
可
能
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
必
要
で
す
ら
あ
る
と
い
う
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こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。道
具
の
形
態
の
う
ち
に
客
体
化
さ
れ
て
い
る
意
味
は
根
本
に
於
て
部
分
的
で
あ
る
故
に
、

道
具
は
道
具
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
手
段
た
る
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
芸
術
作
品
の
如
き
も
の
の
表

現
す
る
意
味
は
つ
ね
に
全
体
的
で
あ
り
、
部
分
に
分
割
さ
れ
、
部
分
と
し
て
抽
象
さ
れ
て
は
、
毀
さ
れ
て
し
ま
う
。

三
。
技
術
は
目
的
活
動
で
あ
り
、
一
の
道
具
と
他
の
道
具
、
或
は
そ
れ
と
人
間
の
身
体
的
活
動
と
は
、
合
目
的

的
な
聯
関
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
併
し
な
が
ら
こ
の
合
目
的
性
は
芸
術
的
制
作
活
動
の
如
き
に
比
し
て
外
面

的
で
あ
り
、
目
的
論
は
そ
こ
で
は
外
面
化
さ
れ
て
い
る
。
技
術
の
目
的
論
は
外
面
化
さ
れ
た
目
的
論
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
場
合
に
は
目
的
論
は
因
果
論
の
逆
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
成
立
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
に
於
て
は
目

的
論
は
外
面
化
さ
れ
て
い
る
故
に
、
そ
の
全
体
の
聯
関
の
部
分
部
分
を
引
離
し
て
、
こ
れ
の
意
味
を
道
具
に
於
て

客
体
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
の
如
き
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
技
術
の
対
象
界
が
ベ
ル
グ
ソ

ン
の
い
う
が
如
き
空
間
化
さ
れ
た
時
間
或
は
「
流
れ
た
時
間
」
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
現
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
所
謂
技
術
的
知
性
の
関
わ
る
の
は
も
と
こ
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。「
我
々
が
幾
何
学
者
と
し
て
生
れ
る
よ

う
に
我
々
は
職
工
と
し
て
生
れ
る
。
い
な
、
我
々
が
職
工
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
の
み
我
々
は
幾
何
学
者

で
あ
る
の
で
あ
る
」、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
書
い
て
い
る
。
技
術
と
知
性
、
そ
し
て
科
学
と
の
間
に
は
本
質
的
な
聯

関
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
客
体
的
世
界
に
関
係
し
、
こ
の
世
界
の
性
格
は
或
る
根
源
的
な
過
去
性
で
あ
る
。
客
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体
と
は
、
我
々
が
何
を
始
め
る
に
せ
よ
、「
既
に
」
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
物
と
云
わ
れ
対
象
と
云
わ
れ
る

の
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
於
て
は
原
理
的
に
「
凡
て
は
与
え
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で
は
創
造
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
世
界
を
経
験
し
、
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
き
て
い
る
。
併
し
物
の
経
験
と
使
用
と
に
生
き
て
い
る
限
り
、
我
々
は
過
去
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
物

な
し
に
は
人
間
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
け
れ
ど
も
た
だ
そ
れ
と
の
み
生
き
る
者
は
人
間
で
は
な
い
。
か
く

の
如
く
道
具
の
世
界
が
或
る
根
源
的
な
過
去
性
を
担
っ
て
い
る
に
反
し
て
、
真
の
創
造
は
過
去
か
ら
の
も
の
で
な

く
、
現
在
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
芸
術
的
創
作
の
如
き
が
一
の
目
的
活
動
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、

こ
の
場
合
の
目
的
論
は
内
面
的
で
あ
り
、
そ
し
て
真
に
内
面
的
な
目
的
論
は
「
目
的
な
き
目
的
論
」
で
あ
る
。
従

っ
て
そ
れ
は
何
等
因
果
論
の
逆
と
云
わ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
職
工
は
彼
の
頭
の
中
に
予
め
存
在
す
る

イ
デ
ー
に
従
っ
て
仕
事
を
す
る
、
彼
の
製
作
は
対
象
的
制
作
で
あ
る
。
然
る
に
芸
術
家
の
仕
事
は
、
純
粋
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
、
無
か
ら
の
創
造
で
あ
る
、
彼
の
イ
デ
ー
は
作
る
こ
と
の
う
ち
に
於
て
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

右
の
論
述
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
技
術
に
於
け
る
客
体
へ
の
拘
束
で
あ
る
。
技
術
は
ど
こ
ま
で

も
客
体
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
尤
も
技
術
は
生
産
的
な
も
の
と
し
て
行
為
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
人
間
的
意
欲

と
結
び
附
か
ぬ
技
術
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
客
体
へ
の
拘
束
か
ら
自
由
で
な
い
技
術
は
同
時
に
主
体
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へ
の
拘
束
を
脱
却
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
技
術
的
形
態
は
人
間
か
ら
ど
こ
ま
で
も
離
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
道

具
は
そ
の
本
性
上
完
璧
性
を
有
し
な
い
故
に
、
一
旦
作
ら
れ
る
と
共
に
最
早
や
動
か
し
難
い
も
の
と
な
る
の
で
な

く
、
寧
ろ
絶
え
ず
そ
れ
に
改
良
が
加
え
ら
れ
る
。
技
術
家
は
発
明
家
で
あ
る
と
同
時
に
改
良
家
で
あ
る
。
彼
は
自

分
の
作
っ
た
も
の
を
始
終
改
良
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
に
反
し
芸
術
は
独
立
な
も
の
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
き
種
類
の

客
体
へ
の
拘
束
並
び
に
主
体
へ
の
拘
束
か
ら
自
由
で
あ
る
。
芸
術
は
現
実
の
模
倣
で
な
く
、
世
界
の
変
更
を
直
接

に
目
指
す
の
で
な
く
、
実
際
上
の
有
用
性
を
目
的
と
す
る
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
自
身
が
目
的
で
あ
る
故
に
、

客
体
へ
の
拘
束
か
ら
自
由
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
一
旦
作
ら
れ
る
や
否
や
、
作
者
自
身
で
す
ら
最
早
や
動
か
し
難

い
独
立
な
も
の
と
な
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
主
体
へ
の
拘
束
か
ら
も
自
由
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
に
主
体

へ
の
拘
束
か
ら
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
そ
の
反
面
、
表
現
的
な
も
の
が
真
に
主
体
と
の
結
合
を
含
む

と
い
う
こ
と
を
現
し
て
い
る
。
一
人
の
芸
術
家
の
作
っ
た
完
璧
な
作
品
は
、
他
の
者
が
手
を
加
え
る
こ
と
を
許
さ

ず
、全
く
そ
の
芸
術
家
と
内
面
的
に
結
び
附
い
て
い
る
。
そ
れ
は
た
だ
一
般
に
彼
と
結
び
附
く
と
い
う
の
で
な
く
、

彼
の
生
の
歴
史
の
個
別
的
な
時
間
と
個
別
的
に
結
び
附
い
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
一
個
の
技
術
的
形
態
は
、
そ
の

発
明
者
自
身
に
よ
っ
て
は
勿
論
、
同
時
代
或
は
後
世
の
他
の
人
々
に
よ
っ
て
も
改
良
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た

多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
よ
う
に
改
良
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
作
者
と
の
真
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に
内
面
的
な
結
合
を
含
ま
な
い
。
主
体
と
真
に
内
面
的
に
結
合
せ
る
も
の
が
真
に
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
表
現

に
於
て
主
体
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
が
却
っ
て
真
に
主
体
と
結
合
す
る
所
以
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
客
体
に
拘
束
さ

れ
な
い
こ
と
が
ま
た
却
っ
て
真
に
客
体
と
の
結
合
を
含
む
所
以
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
、
工
芸
的

技
術
の
関
わ
る
現
実
は
な
お
抽
象
的
で
あ
り
、
芸
術
の
生
産
す
る
現
実
は
具
体
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

二

と
こ
ろ
で
人
間
の
表
現
に
と
っ
て
言
語
は
最
も
基
礎
的
な
も
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
が
人
間
と
は
言
語
を
有

す
る
動
物
で
あ
る
と
定
義
し
た
よ
う
に
、
言
語
は
人
間
の
本
質
規
定
に
属
し
て
い
る
。
言
語
の
成
立
と
人
間
の
成

立
と
は
同
時
的
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
は
云
う
、「
私
の
全
き
確
信
に
よ
れ
ば
、
言
語
は
直
接
に
人
間
の
う
ち
に

具
わ
る
と
見
做
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
語
の
発
見
に
幾
千
年
ま
た
更
に
幾
千
年
を
要
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
無
駄

で
あ
る
。
人
間
が
唯
一
つ
の
語
を
す
ら
真
に
、
単
な
る
感
性
的
衝
撃
と
し
て
で
な
く
て
発
音
さ
れ
た
る
、
ひ
と
つ

の
概
念
を
現
す
音
声
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
既
に
言
語
は
全
体
的
に
且
つ
聯
関
を
な
し
て
彼
の
う
ち
に
存

す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
言
語
は
人
間
を
し
て
初
め
て
人
間
た
ら
し
め
る
。
言
語
以
前
に
如
何
な
る
人
間
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的
な
も
の
も
彼
の
う
ち
に
考
え
ら
れ
得
な
い
。
手
が
出
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
出
来
た
と
云
わ
れ
る
が
、
手

が
出
来
る
と
共
に
人
間
は
直
立
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
人
間
が
思
惟
す
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を

現
す
で
あ
ろ
う
。
手
と
思
惟
と
が
分
離
さ
れ
得
ぬ
如
く
、
言
語
は
一
方
思
惟
と
密
接
に
結
合
し
て
い
る
の
み
で
な

く
、
他
方
ま
た
手
と
密
接
に
関
聯
し
て
い
る
。
思
惟
と
言
語
と
は
ど
こ
ま
で
も
一
つ
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ

ー
ラ
ー i

の
云
っ
た
如
く
、
言
語
な
く
し
て
理
性
は
な
く
、
理
性
な
く
し
て
言
語
は
な
い
。
外
か
ら
見
て
言
語
で
あ

る
も
の
は
内
か
ら
見
て
理
性
で
あ
る
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
謂
わ
ば
声
低
く
語
る
こ
と
で
あ
り
、
語
る
と
い
う

こ
と
は
謂
わ
ば
声
高
く
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
他
方
に
於
て
言
語
と
手
即
ち
具
体
的
に
云
え
ば
労
働
と
は

分
離
し
難
い
聯
関
、
不
断
の
交
互
作
用
に
立
っ
て
い
る
。
ノ
ア
レ
の
云
っ
た
如
く
、
言
語
の
生
命
は
人
間
的
活
動

の
発
展
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
語
根
と
云
わ
れ
る
も
の
の
最
初
の
意
味
は
人
間
的
活
動
に
関
聯

し
て
い
る
。
言
語
の
起
原
は
労
働
の
協
同
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
単
に
群
居
的 gregarious 

動
物
で
あ
る
の
で
な
く
、
協
業
的 cooperative 
動
物
で
あ
る
。
労
働
は
そ
の
本
性
上
社
会
的
で
あ
り
、
言
語
は

協
同
の
活
動
の
う
ち
に
起
原
を
も
っ
て
い
る
。
言
語
は
協
同
社
会
の
声
で
あ
る
。
語
る
と
い
う
こ
と
は
互
い
に
語

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
言
語
は
社
会
的
生
産
物
で
あ
る
。
言
語
が
人
間
存
在
の
根
本
的
規
定
で
あ
る
と
い
う

i　

Friedrich M
ax M

üller, 1823-1900:

「
神
話
はa disease of language
言
語
の
病
気
」
と
言
う
人
物
。
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こ
と
、
或
は
「
私
は
語
る
、
故
に
私
は
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
デ
カ
ル
ト
的
独
在
論
を
直
ち
に
超
越
せ
し
め
る
。

そ
れ
は
人
間
の
社
会
的
存
在
を
要
求
す
る
。
語
る
こ
と
そ
の
こ
と
の
可
能
性
は
話
し
掛
け
る
こ
と
及
び
答
え
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
な
言
語
は
歴
史
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
せ
る
所
産
で
な
く
、
絶
え

ず
生
成
し
発
展
し
つ
つ
あ
る
生
産
で
あ
る
。

言
語
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
単
な
る
音
で
な
く
、
つ
ね
に
意
味
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
言
語
は
内
と
外
と
の

一
致
と
し
て
表
現
的
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
思
想
が
電
光
或
は
衝
撃
に
も
比
較
さ
る

べ
く
全
表
象
力
を
一
点
に
集
め
て
あ
ら
ゆ
る
同
時
的
な
も
の
を
除
外
す
る
よ
う
に
、
音
は
裁
断
さ
れ
た
鋭
さ
と
統

一
と
に
於
て
響
く
。
思
想
が
全
心
情
を
掴
む
よ
う
に
、
音
は
特
別
に
侵
入
的
な
、
凡
て
の
神
経
を
揺
り
動
か
す
力

を
も
っ
て
い
る
。
音
を
他
の
凡
て
の
感
覚
的
印
象
か
ら
分
つ
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
耳
が
運
動
の
印
象
を
、
声
と

云
わ
れ
る
音
に
あ
っ
て
は
現
実
的
な
行
為
の
印
象
を
受
取
り
、
そ
し
て
こ
の
行
為
が
生
命
あ
る
も
の
の
内
部
か
ら

発
す
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
思
惟
が
そ
の
最
も
人
間
的
な
関
係
に
於
て
は
闇
か
ら
光
へ
の
、
制
限
か

ら
無
限
へ
の
憧
憬
で
あ
る
よ
う
に
、
音
は
胸
底
か
ら
外
に
向
っ
て
流
れ
出
で
、
自
己
に
不
思
議
に
適
合
し
た
媒
介

的
材
料
を
空
気
の
う
ち
に
、
最
も
微
妙
な
、
最
も
容
易
に
運
動
し
得
る
要
素
の
う
ち
に
見
出
す
、
こ
の
も
の
の
一

見
非
物
体
的
な
性
質
は
精
神
に
対
し
て
感
性
的
に
も
相
応
し
て
い
る
。
音
声
の
裁
断
的
な
鋭
さ
は
悟
性
に
と
っ
て
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対
象
の
把
握
に
あ
た
り
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
外
部
の
自
然
物
も
内
部
に
動
く
活
動
も
多
数
の
表
徴

を
も
っ
て
同
時
に
人
間
に
迫
っ
て
来
る
。
人
間
は
比
較
、
分
離
と
結
合
に
向
っ
て
努
力
し
、
彼
の
よ
り
高
い
目
的

に
於
て
絶
え
ず
よ
り
多
く
包
括
す
る
統
一
の
形
成
に
向
っ
て
努
力
す
る
。
彼
は
対
象
を
一
定
の
統
一
に
於
て
把
捉

す
る
こ
と
を
求
め
、
音
の
統
一
が
そ
れ
を
代
表
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
音
は
対
象
が
外
官
も
し
く
は
内
官
に
与

え
る
如
何
な
る
他
の
印
象
を
も
押
し
除
け
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
の
担
い
手
と
な
り
、
そ
し
て
そ
の
個
別
的

な
対
象
の
個
別
性
と
―
―
語
る
者
の
個
別
的
感
じ
方
が
対
象
を
捉
え
る
仕
方
に
従
っ
て
の
個
別
性
―
―
関
聯
す
る

性
質
に
、新
し
い
特
徴
的
な
印
象
を
附
け
加
え
る
。
と
こ
ろ
で
知
的
な
努
力
は
単
に
悟
性
を
働
か
す
の
み
で
な
く
、

全
人
間
を
活
動
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
特
別
に
声
音
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は

生
命
的
な
音
と
し
て
心
臓
か
ら
迸
り
出
で
、
そ
の
源
泉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
生
命
を
そ
れ
を
受
取
る
感
官
の
う
ち
へ

吹
き
込
み
、
ま
た
言
語
そ
の
も
の
も
つ
ね
に
表
現
さ
れ
た
対
象
と
同
時
に
こ
れ
に
よ
っ
て
喚
び
起
さ
れ
た
感
覚
を

再
現
し
、
そ
し
て
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
活
動
に
於
て
世
界
と
人
間
と
を
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
自
己
活
動
性

と
そ
の
受
容
性
と
を
自
分
の
う
ち
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
人
間
の
直
立
的
姿
勢
は
言
語
に
適
合
し
、

謂
わ
ば
こ
れ
に
よ
っ
て
喚
び
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
言
語
は
地
上
に
鈍
く
響
き
や
む
こ
と
な
し
に
、
唇
か
ら
自

由
に
そ
れ
が
向
け
ら
れ
て
い
る
者
に
注
ぎ
込
ま
れ
る
こ
と
、
目
差
し
や
顔
附
き
や
手
振
り
に
よ
っ
て
伴
わ
れ
る
こ
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と
を
欲
し
、
こ
の
よ
う
に
人
間
を
人
間
と
し
て
特
色
附
け
る
凡
て
の
も
の
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
の

で
あ
る
。
か
か
る
フ
ン
ボ
ル
ト
の
分
析
か
ら
知
ら
れ
る
如
く
、
言
語
は
単
に
外
的
な
も
の
で
も
単
に
内
的
な
も
の

で
も
な
く
、
却
っ
て
内
と
外
と
の
一
致
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
表
現
的
で
あ
る
。
言
語
は
人
間
存
在
の

「
感
性
的
・
精
神
的
本
性
」
に
相
応
し
て
い
る
。
言
語
は
思
想
が
勝
手
に
脱
い
だ
り
着
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る

外
套
の
如
き
も
の
で
な
い
。
言
語
を
「
思
想
の
身
体
」
と
云
う
こ
と
す
ら
な
お
不
十
分
で
あ
る
。
言
語
は
単
に
身

体
で
な
く
、
そ
れ
自
身
が
精
神
で
あ
る
。
言
語
は
思
想
の
単
な
る
伝
達
器
で
な
く
、
そ
れ
自
身
独
立
な
も
の
で
あ

る
。
言
語
は
目
的
に
対
す
る
単
な
る
手
段
で
も
な
け
れ
ば
、
内
容
に
対
す
る
単
な
る
形
式
で
も
な
い
。
言
語
は
独

立
な
も
の
と
し
て
所
謂
客
観
的
精
神
に
属
し
て
い
る
。

言
語
は
独
立
な
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
に
於
て
身
体
と
精
神
と
を
持
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
語
に
於
て
語
の
体 

W
ortleib 

と
語
の
心 W

ortseele 

と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
語
は
身
体
と
精
神
、
即
ち
音
と
音
に
結
合
さ

れ
た
意
味
（
広
義
に
於
け
る
）
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
我
々
の
耳
に
響
く
凡
て
の
も
の
、
母
音
と
子
音
、
そ
の
継

起
及
び
連
結
の
特
殊
な
仕
方
の
み
で
な
く
、
個
々
の
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
並
び
に
語
の
結
合
及
び
文
章
の
リ
ズ
ム
、

韻
律
、
声
の
調
節
並
び
に
感
情
表
現
な
ど
は
い
ず
れ
も
語
の
体
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
語
の
体
と
し
て
単
に

物
理
的
な
も
の
で
も
単
に
生
理
的
な
も
の
で
も
な
い
。
語
の
体
は
歴
史
的
身
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
物
質
的
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な
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
表
現
的
な
も
の
は
一
面
こ
の
よ
う
に
外
的
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
言
語
は
人
間
の
身

体
と
結
び
附
い
て
い
る
が
、
人
間
の
身
体
そ
の
も
の
は
単
に
生
理
的
な
も
の
で
な
く
て
、
歴
史
的
世
界
に
於
て
形

成
さ
れ
る
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
言
語
は
身
体
と
共
に
精
神
を
、
言
い
換
え
れ
ば
、
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
語

の
含
む
意
味
は
先
ず
語
は
概
念
に
対
す
る
記
号
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
如
く
、
そ
の
語
の
概
念
的
内
容
で
あ
る
。
そ

れ
は
対
象
的
意
味
に
ほ
か
な
ら
ず
、
我
々
の
論
理
的
も
し
く
は
理
論
的
態
度
に
於
て
把
握
さ
れ
る
対
象
的
世
界
の

個
々
の
部
分
及
び
そ
の
全
体
の
聯
関
が
意
味
内
容
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
的
な
運
動
を
現
す
の
で
な
く
、

心
的
な
生
の
流
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
客
観
的
な
事
態
を
現
し
て
い
る
。
か
く
の
如
き
客
観
へ
の
転
向
に
基
づ
い

て
所
謂
客
観
的
精
神
は
誕
生
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
人
間
を
人
間
と
し
て
生
成
さ
せ
る
出
来
事
で
あ
る
。
イ
デ
ー

へ
の
転
向
な
し
に
は
、
従
っ
て
ま
た
客
観
的
精
神
の
成
立
な
し
に
は
人
間
は
人
間
と
し
て
成
立
し
な
い
。
言
語
は

客
観
的
精
神
と
し
て
対
象
的
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
言
語
は
そ
の
成
立
の
過
程
か
ら
離
れ
て
そ
れ
自
身
に
於
て
か

よ
う
な
意
味
を
担
う
の
で
あ
っ
て
、
私
は
こ
の
意
味
を
、
そ
の
生
産
者
及
び
彼
の
心
的
状
態
、
そ
の
生
産
の
作
用

に
つ
い
て
何
等
知
る
こ
と
な
し
に
、
こ
れ
を
心
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
な
し
に
理
解
し
得
る
。
言

語
は
物
質
的
な
形
成
物
と
し
て
そ
れ
を
作
り
出
し
た
生
命
に
対
し
て
物
体
的
に
独
立
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
更
に

そ
の
対
象
的
意
味
に
よ
っ
て
心
的
生
命
か
ら
独
立
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
言
語
は
単
に
概
念
に
対
す
る
記
号
で
あ
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る
の
で
は
な
い
。
言
語
の
含
む
意
味
に
は
、
カ
ー
ル
・
オ
ッ
ト
ー
・
エ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
三
種
の
も
の
が
区

別
さ
れ
る
。＊

第
一
に
既
に
述
べ
た
よ
う
な
概
念
的
内
容
が
あ
る
。
第
二
に
副
意
味
、
第
三
に
感
情
的
価
値
も
し
く

は
気
分
的
内
容
が
あ
る
。
例
え
ば
、一
人
の
人
間
が
種
々
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
の
を
聞
く
と
き
、我
々
は
我
々

の
う
ち
に
或
る
違
っ
た
も
の
を
思
い
浮
べ
る
。「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」
或
は
「
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ロ
ス
の
教
師
」
或

は
「
ス
タ
ゲ
イ
ラ
の
哲
学
者
」
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
同
一
の
人
物
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
ら
三
つ
の
名
は
、
こ

の
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
側
面
を
意
識
の
前
方
に
持
ち
出
し
、
従
っ
て
違
っ
た
表
象
領
域
を
刺
戟
し
、
実
に
違

っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
語
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
さ
れ
た
概
念
の
或
る
方
面
を
よ
り
強
く
強
調

し
、
或
る
表
徴
を
前
面
に
押
し
出
し
、
も
し
く
は
本
来
そ
の
概
念
の
う
ち
に
含
ま
れ
な
い
随
伴
表
象
を
誘
発
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
特
殊
な
副
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
副
意
味
の
副
意
味
た
る
所
以
は
、
そ
れ

が
純
粋
に
客
観
的
な
意
味
で
な
く
、
既
に
主
観
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
語
の
副
意
味

と
密
接
に
結
び
附
い
て
、
屡
々
そ
の
直
接
の
結
果
と
し
て
、
語
の
感
情
的
価
値
も
し
く
は
気
分
的
内
容
が
存
在
す

る
。
例
え
ば
「
祖
国
」「
殺
人
」「
接
吻
」「
拷
問
」「
革
命
」
な
ど
と
い
う
語
は
、
強
い
反
応
の
感
情
を
意
識
の
前

面
に
持
ち
来
た
す
の
で
あ
る
。勿
論
こ
の
よ
う
に
現
れ
て
来
る
感
情
の
種
類
は
差
当
り
概
念
的
内
容
に
依
存
す
る
。

驚
愕
と
憤
慨
の
感
情
を
呼
び
起
す
と
い
う
こ
と
は
殺
人
と
い
う
概
念
の
本
質
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
併
し
な
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が
ら
ま
た
同
一
の
事
物
が
種
々
の
立
場
か
ら
種
々
の
気
分
に
於
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
も
稀
で
な
い
。
語
は
こ
の

よ
う
な
主
観
的
状
態
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
念
的
内
容
の
客
観
的
表
徴
と
は
関
わ
り
の
な
い
一
定
の
感

情
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
感
情
的
価
値
は
語
ら
れ
る
物
よ
り
も
語
る
者
を
現
す
の
で
あ
る
。
語
の
副
意

味
や
気
分
的
内
容
は
対
象
的
意
味
に
対
し
て
主
体
的
な
も
の
を
現
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
よ
り
も
言

語
の
ス
タ
イ
ル
や
性
格
が
作
り
出
さ
れ
る
。
我
々
が
或
る
表
現
の
仕
方
を
適
切
で
あ
る
と
か
不
適
切
で
あ
る
と
か

と
考
え
る
の
は
、
語
の
有
す
る
こ
の
よ
う
な
主
体
的
意
味
に
関
聯
し
て
い
る
。
か
く
て
我
々
は
根
本
に
於
て
言
語

の
客
体
的
意
味
と
主
体
的
意
味
、
或
は
ロ
ゴ
ス
的
意
味
と
パ
ト
ス
的
意
味
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
語

の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
的
な
も
の
は
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
二
重
の
意
味
を
統
一
し
て
含
ん
で
い
る
。
そ

こ
か
ら
、
ハ
ン
ス
・
フ
ラ
イ
エ
ル
の
云
っ
た
如
く
、
客
観
的
精
神
も
し
く
は
表
現
に
つ
い
て
は
対
象
的
解
釈
及
び

観
相
学
的
解
釈
と
い
う
二
重
の
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二

重
の
解
釈
は
表
現
の
担
う
ロ
ゴ
ス
的
意
味
と
パ
ト
ス
的
意
味
と
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
固
よ
り
両
者
は
た
だ
抽

象
的
に
分
離
さ
れ
得
る
の
み
で
あ
っ
て
、
表
現
が
真
に
表
現
的
で
あ
る
場
合
そ
れ
ら
の
間
に
は
弁
証
法
的
統
一
が

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊　
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と
こ
ろ
で
人
間
存
在
の
表
現
性
と
技
術
性
と
は
密
接
に
結
び
附
い
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
言

語
の
技
術
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
（
修
辞
学
）
は
言
語
の
問
題
に
と
っ
て
重
要
な
関
係
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
言

語
と
思
考
と
は
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る
。
然
る
に
今
日
、
哲
学
に
於
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
殆
ど
、
思
考
の

学
と
し
て
の
論
理
学
に
限
ら
れ
、
そ
の
際
た
だ
時
に
文
法
学
が
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
併
し
な

が
ら
哲
学
に
し
て
、
と
り
わ
け
哲
学
的
人
間
学
に
し
て
、
人
間
存
在
の
本
質
的
規
定
と
し
て
の
言
語
の
問
題
を
具

体
的
に
考
察
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
論
理
学
や
文
法
学
よ
り
も
、
修
辞
学
と
云
わ
れ
る
も
の
に
特
別
に
注
意

を
払
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
現
実
的
な
言
語
及
び
思
考
の
根
本
的
性
質
、
そ
の
社
会
性
、
技
術
性
、
表
現
性

等
は
、
修
辞
学
に
於
て
こ
そ
最
も
具
体
的
に
観
察
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ゴ
ス
（
言
語
）
に
関
し
て
は
論
理

学
、
文
法
学
、
修
辞
学
の
ほ
か
に
な
お
文
献
学
な
ど
も
存
在
す
る
。
就
中
文
献
学
は
現
代
哲
学
に
於
て
重
要
な
位

置
を
占
め
、
所
謂
解
釈
学
的
哲
学
の
方
法
論
的
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
然
る
に
も
し
我
々
が
表
現
の
問
題
に
つ
い

て
解
釈
学
的
哲
学
の
如
く
理
解
の
立
場
に
立
つ
こ
と
な
く
、
制
作
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
我
々

は
我
々
の
手
懸
り
を
文
献
学
に
で
な
く
、
却
っ
て
修
辞
学
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
修
辞
学
は
主
と
し
て
表
現
作
用

の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
人
間
は
言
語
を
有
す
る
の
み
で
な
く
、
こ
の
言
語
は
根
本
的
に
レ

ト
リ
カ
ル
で
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
言
語
の
技
術
を
意
味
す
る
が
、
言
語
の
か
よ
う
な
技
術
性
は
人
間
存
在
の
本
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質
的
規
定
と
し
て
の
技
術
性
一
般
に
繋
り
、
或
は
そ
の
根
本
形
態
で
あ
る
。
我
々
の
間
で
は
普
通
に
レ
ト
リ
ッ
ク

は
雄
弁
術
乃
至
文
章
上
の
装
飾
も
し
く
は
美
化
の
術
と
見
做
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
学
的
考
察
も
軽
視
さ
れ
、

局
限
さ
れ
て
い
る
。
併
し
な
が
ら
ひ
と
は
レ
ト
リ
ッ
ク
が
そ
の
端
初
、
特
に
ア
テ
ナ
イ
文
化
に
於
て
―
―
プ
ラ
ト

ン
の
伝
え
る
よ
う
に
ア
テ
ナ
イ
人
は
言
葉
を
愛
し
、
多
く
語
る
こ
と
を
好
ん
だφilovlogovV tev kai; poluvlogoV 

―
―
如
何
に
普
遍
的
な
重
要
性
を
有
し
た
か
を
こ
こ
に
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
且
つ
ま
た
実
際
、
我
々
の
現
実
の

生
活
を
顧
み
る
と
き
、
意
識
的
で
あ
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
そ
こ
に
於
て
甚
だ
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
る
の
を
我
々
は
見
出
す
の
で
あ
る
。
言
語
が
人
間
の
本
質
的
規
定
で
あ
る
限
り
、
そ
し
て
社
会
性
、
技
術

性
、
表
現
性
が
人
間
の
根
本
的
規
定
に
属
す
る
以
上
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
は
人
間
学
的
考
察
に
と
っ
て
も
普
遍

的
な
、
原
理
的
な
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
我
々
の
歴
史
的
意
識
に
は
文
献
学
的
意
識
が
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ

う
に
、
我
々
の
社
会
的
意
識
に
は
修
辞
学
的
意
識
が
属
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
修
辞
学
は
我
々
に
と
っ
て

方
法
論
的
源
泉
と
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
は
哲
学
者
の
眼
を
も
っ
て
、当
時
の
文
化
に
浸
潤
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
に
伴
う
種
々
の
弊
害
を
洞
見
し
、

仮
借
す
る
こ
と
な
く
批
判
し
た
。
併
し
彼
は
、
就
中
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
に
於
て
は
、
た
だ
レ
ト
リ
ッ
ク
を
非
難
す

る
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
一
層
哲
学
的
な
基
礎
の
上
に
立
っ
た
新
し
い
レ
ト
リ
ッ
ク
の
綱
要
を
描
い
て
い
る
。
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そ
れ
に
よ
れ
ば
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
一
方
で
は
弁
証
論
に
、
他
方
で
は
心
理
学
に
基
礎
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
説
得

の
技
術
と
し
て
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
話
す
人
は
先
ず
、
彼
が
そ
れ
に
就
い
て
話
す
物
に
関
す
る
真

の
認
識
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
認
識
は
弁
証
論
に
基
づ
い
て
初
め
て
得
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

レ
ト
リ
ッ
ク
が
詭
弁
や
曲
筆
の
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
、
弁
証
論
は
自
己
の
論
拠
の
発
見
の
た
め
に
欠

く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
話
す
人
は
次
に
、
聴
く
人
の
心
理
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
人
間
の
心

の
差
別
、
そ
の
性
質
の
相
違
を
知
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
説
得
に
最
も
適
し
た
言
葉
を
用
い
る
よ
う
に
心
掛
け

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
聴
く
人
の
心
を
言
葉
に
よ
っ
て
或
る
方
面
に
導
く
こ
と y

ucagw
giva 

tiV dia; lovgw
n 

で
あ
る
か
ら
、
人
間
心
理
の
理
解
は
そ
の
基
礎
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
に
於

て
与
え
た
こ
の
よ
う
な
示
唆
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
一
層
積
極
的
な
認
識
の
も

と
に
更
に
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
え
ば
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
政
治
学
（
倫
理
学
）
の
孫
と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
レ
ト
リ

ッ
ク
は
人
間
の
社
会
的
存
在
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
言
語
は
本
来
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

凡
て
の
言
語
は
そ
の
本
性
上
レ
ト
リ
カ
ル
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
的
な
言
語
は
、
一
、
話
す
人
、
二
、

そ
れ
に
就
い
て
話
さ
れ
る
も
の
、
三
、
聴
く
人
、
と
い
う
三
要
素
を
含
み
、
そ
れ
ら
に
構
造
附
け
ら
れ
た
一
全
体
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で
あ
る
。
私
が
そ
の
人
に
向
っ
て
話
す
相
手
が
言
語
の
テ
ロ
ス
（
目
的
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
語
の
テ
ロ
ス
は

私
自
身
で
な
く
、却
っ
て
聴
き
手
即
ち
汝
で
あ
る
。私
は
聴
き
手
を
説
得
す
る
こ
と
、そ
の
信
を
得
る
こ
と
を
求
め
、

そ
の
た
め
に
レ
ト
リ
ッ
ク
を
必
要
と
す
る
。
か
か
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
於
け
る
信
憑
の
根
拠
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
に
三
つ
の
も
の
を
区
別
し
た
。
一
、話
し
手
の
エ
ト
ス（
性
格
）に
よ
る
証
明
。

そ
の
人
の
性
格
が
立
派
で
あ
る
場
合
、
我
々
は
彼
の
言
語
を
容
易
に
信
ず
る
。
言
語
の
有
す
る
信
憑
力
は
話
し
手

の
性
格
、
そ
の
倫
理
性
の
如
何
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
話
し
手
は
言
語
の
技
術
に
よ
っ
て
自
分
の
エ
ト

ス
に
対
す
る
相
手
の
信
を
作
り
出
す
よ
う
に
努
め
る
。
二
、
聴
き
手
の
パ
ト
ス
に
よ
る
証
明
。
聴
き
手
に
於
て
パ

ト
ス
が
言
語
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
き
、
聴
き
手
自
身
が
証
明
の
手
段
と
な
る
。
話
す
人
は
言
語
の
技
術
に
よ

っ
て
相
手
を
心
の
或
る
状
態
に
お
く
よ
う
に
努
め
る
。
三
、
ロ
ゴ
ス
そ
の
も
の
に
よ
る
証
明
。
語
る
こ
と
は
或
る

も
の
に
就
い
て
語
る
こ
と
で
あ
る
限
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
も
一
定
の
論
理
的
証
明
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
レ
ト

リ
ッ
ク
は
倫
理
学
も
し
く
は
政
治
学
の
孫
で
あ
る
と
共
に
弁
証
論
の
孫
で
あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て

い
る
。
然
る
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
演
繹
法
と
帰
納
法
と
は
論
理
の
二
つ
の
形
式
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
応
じ

レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
し
て ejnquvmhma 

と paravdeigma 

と
が
あ
る
。
前
者
エ
ン
チ
ュ
メ
マ
は
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
推

論
（
シ
ュ
ロ
ギ
ス
モ
ス
）
で
あ
り
、
後
者
パ
ラ
デ
イ
ク
マ
即
ち
例
に
よ
る
証
明
は
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
帰
納
法
で
あ
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る
と
見
ら
れ
る
。
純
粋
に
論
理
的
な
推
論
と
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
推
論
と
の
間
に
差
異
が
存
在
す
る
の
は
、
レ
ト
リ

ッ
ク
は
主
に
行
為
に
関
係
し
、
行
為
は
必
然
的
な
も
の
で
な
く
多
く
は
そ
う
で
あ
る w

JV ejpi; to; poluv 

も
の
で

あ
る
の
に
よ
る
の
で
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
行
為
に
就
い
て
、
一
、
勧
告
し
若
く
は
諫
止
す
る
こ
と
、
二
、
告
訴

し
若
く
は
弁
護
す
る
こ
と
、
三
、
賞
讃
し
若
く
は
非
難
す
る
こ
と
、
を
主
題
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に

は
行
為
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
が
属
し
て
い
る
。
即
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
第
一
の
種
類
は

未
来
に
、
第
二
の
種
類
は
過
去
に
、
第
三
の
種
類
は
現
在
に
関
係
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
種
類
の
レ
ト
リ

ッ
ク
に
於
て
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
右
の
種
類
に
順
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
、
一
、
利
と
害
、
二
、
正
と
不
正
、
三
、
善

と
悪
で
あ
る
。
我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
析
が
如
何
に
具
体
的
な
点
に
触
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
分
析
の
理
解
を
通
じ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
の
一
般
的
性
質
と
し
て
こ
こ
で
注
意
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。

一
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
パ
ト
ス
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
が
誰
か
を
相
手
に
話
す
と
き
、
ひ
と
は
相
手
が
如

何
な
る
心
の
状
態
に
あ
る
か
、
彼
の
感
情
と
か
気
分
と
か
に
お
の
ず
か
ら
考
慮
を
払
い
、
言
語
は
そ
れ
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
。
ひ
と
は
単
に
相
手
の
ロ
ゴ
ス
に
で
な
く
、
寧
ろ
彼
の
パ
ト
ス
に
訴
え
る
。
ひ
と
は
相
手
を
自
分
の

意
見
に
対
し
受
取
り
易
く
、
注
意
深
く
、
好
意
的
な
ら
し
め
る
―
―
こ
の
三
つ
は
古
代
の
修
辞
学
者
に
よ
っ
て
伝
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統
的
に
掲
げ
ら
れ
た
規
則
の
う
ち
に
あ
る
―
―
た
め
に
先
ず
最
初
に
言
語
を
技
術
的
に
用
い
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
模
範
的
に
示
し
た
如
く
修
辞
学
は
パ
ト
ス
論
と
密
接
な
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
併
し
こ

の
場
合
レ
ト
リ
ッ
ク
が
単
に
聴
く
人
の
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
の
み
で
な
く
、
他
方
特
に
話
す
人
自
身
の
パ
ト
ス
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
は
各
人
の
パ
ト
ス
、
ま
た
エ
ト
ス
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
、
性
格
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
性
格
と
い
う
も
の
は
主
と
し
て
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
パ
ト
ス
乃
至
エ
ト
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
は
表
現
的
で
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ

ク
は
何
よ
り
も
話
す
人
の
「
人
間
」、
性
格
を
、
即
ち
主
体
的
な
も
の
を
表
現
す
る
。「
文
は
人
な
り
」
と
い
う
の

は
よ
く
知
ら
れ
た
格
言
で
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
を
単
に
言
語
の
問
題
と
し
て
で
な
く
思
考
の
問
題
と
し
て
見
て
―

―
思
考
の
仕
方
と
言
表
の
仕
方
と
の
間
に
内
面
的
な
一
致
の
存
し
な
い
と
こ
ろ
に
真
の
レ
ト
リ
ッ
ク
も
存
し
な
い

で
あ
ろ
う
―
―
こ
れ
と
純
粋
に
論
理
的
な
思
考
と
を
概
念
上
区
別
す
る
と
き
、
論
理
的
思
考
が
対
象
的
に
限
定

さ
れ
た
思
考
で
あ
る
に
対
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
は
主
体
的
に
規
定
さ
れ
た
思
考
で
あ
る
。
前
者
が
真
理
性

W
ahrheit 

に
関
す
る
に
反
し
て
、
後
者
は
真
実
性W

ahrhaftigkeit 

に
関
す
る
。
パ
ス
カ
ル
は
書
い
て
い
る
、「
ひ

と
が
自
然
的
な
ス
タ
イ
ル
を
見
る
と
き
、
ひ
と
は
全
く
驚
喜
す
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
ひ
と
り
の
著
者
を
見
る
と
待

ち
設
け
て
い
た
の
に
、
ひ
と
り
の
人
間
を
見
出
す
か
ら
で
あ
る
」。
一
冊
の
書
物
を
読
ん
で
、
ひ
と
り
の
「
著
者
」
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で
な
く
ひ
と
り
の
「
人
間
」
を
見
出
し
た
と
き
、
我
々
の
喜
び
は
大
き
い
。
真
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
外
面
的
な
装
飾

で
な
く
、
語
る
者
の
人
間
の
自
然
的
な
表
現
で
あ
る
。
言
語
及
び
思
考
の
迫
真
力
と
い
う
も
の
は
単
に
客
観
的
な

真
理
性
に
で
な
く
、
却
っ
て
主
体
的
な
真
実
性
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

二
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
単
に
言
語
の
技
術
で
な
く
、
思
考
の
技
術
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
語
と
思
考
と
は
も

と
離
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
思
考
が
、
従
っ
て
話
さ
れ
る
内
容
が
真
で
な
い
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
は
真
の

レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
雄
弁
に
就
い
て
ま
た
書
い
て
い
る
。「
快
適
と
真
と
が
必
要
で
あ
る
、
し

か
も
こ
の
快
適
は
そ
れ
自
身
真
か
ら
取
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」。
そ
の
内
容
が
真
で
あ
る
た
め

に
は
話
す
人
は
論
理
的
に
思
考
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
レ
ト

リ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
論
理
的
思
考
が
、
そ
の
意
味
は
二
人
に
於
て
同
じ
で
な
い
に
し
て
も
弁
証
論
が
基
礎
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
論
じ
た
。
併
し
レ
ト
リ
ッ
ク
は
論
理
的
思
考
を
包
む
外
套
の
如
き
も
の
で
な
く
、
真
の
レ
ト
リ
ッ

ク
は
言
語
の
形
式
と
思
考
の
形
式
と
の
内
面
的
統
一
の
う
ち
に
存
す
る
と
す
れ
ば
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
於
け
る
思
考

は
本
来
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
と
し
て
純
粋
な
論
理
的
思
考
か
ら
概
念
上
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
主
題
は
行
為
で
あ
る
と
述
べ
た
。レ
ト
リ
ッ
ク
は
物
に
就
い
て
の
思
考
で
な
く
、

行
為
に
関
す
る
思
考
で
あ
る
。
物
に
就
い
て
の
思
考
も
社
会
的
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
限
り
何
等
か
レ
ト
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リ
ッ
ク
的
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
の
固
有
な
領
域
と
云
わ
る
べ
き
も
の
は

人
間
的
行
為
で
あ
る
。
た
だ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
行
為
を
十
分
主
体
的
に
捉
え
ず
、な
お
対
象
的
客
体
的
に
見
た
。

か
く
て
彼
に
よ
れ
ば
、
行
為
は
必
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
多
く
は
そ
う
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
レ

ト
リ
ッ
ク
的
推
論
即
ち
エ
ン
チ
ュ
メ
マ
も
、
必
然
的
な
も
の
か
ら
の
推
論
で
な
く
、
却
っ
て
蓋
然
的
な
も
のto; 

eijkovV 

か
ら
の
推
論
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
然
る
に
主
体
的
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
行
為
は
考
え
ら
れ
ず
、
主
体
的

な
も
の
は
性
格
的
、
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
の
思
考
は
対
象
的
論
理
的
な
思
考
と
異
な
る
の
が
当

然
で
あ
っ
て
、
我
々
が
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
と
云
お
う
と
欲
す
る
の
は
そ
の
よ
う
な
思
考
で
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク

は
人
間
を
主
体
的
、
行
為
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
間
学
と
特
別
に
密
接
な
関
係
を
有
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
人
間
学
に
就
い
て
深
い
思
想
を
述
べ
た
パ
ス
カ
ル
の
『
パ
ン
セ
』
が
そ
の
方
法
論
的
部
分
と
も
見
ら

る
べ
き
も
の
の
う
ち
に
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
勝
れ
た
断
片
を
含
む
の
も
偶
然
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
は

幾
何
学
の
心 esprit de géom

étrie 

と
繊
細
の
心 esprit de finesse 

と
を
区
別
し
た
が
、
人
間
の
探
求
に
と
っ
て

の
方
法
は
主
と
し
て
繊
細
の
心
で
あ
る
。
そ
し
て
論
理
学
が
幾
何
学
の
心
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
レ
ト
リ
ッ

ク
は
繊
細
の
心
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
得
る
。

三
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
社
会
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
と
人
と
の
関
係
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
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は
単
に
論
理
的
で
な
く
寧
ろ
倫
理
的
で
あ
り
、
そ
の
証
明
は
倫
理
的
証
明
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
証
明
の

要
素
は
真
実
性
で
あ
る
。「
ひ
と
つ
の
理
由
は
屡
々
論
理
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
寧
ろ
劇
的
な
も
の
と
し
て
、

言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
が
主
張
す
る
者
の
性
格
を
有
す
る
と
い
う
故
で
、
そ
れ
が
彼
自
身
の
奥
底
か
ら
生
れ
た
と

い
う
故
で
、
よ
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら ad hom

inem
 

の
論
証
が
存
す
る
よ
う
に ex hom

ine 

の
論

証
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
」【Pensées, essais et m

axim
es: TITRE V

III.

】、
と
ジ
ュ
ー
ベ
ー
ル
は
云
っ
て
い
る
。
そ
の
思

考
が
性
格
的
（ex hom

ine
）
で
あ
っ
て
、
彼
の
人
間
の
真
実
を
現
し
て
い
る
と
き
、
ひ
と
は
説
得
さ
れ
る
。
一

般
的
理
由
は
ひ
と
を
屈
服
さ
せ
る convaincre 

こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
心
服
さ
せ
る persuader 

こ
と
は
で

き
ぬ
。
ま
た
我
々
は
自
分
の
理
由
に
よ
っ
て
他
の
者
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
彼
等
自
身
の
理

由
に
よ
っ
て
の
ほ
か
他
の
者
を
心
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
は
他
の
者
の
心
理
や
性
格

を
考
慮
し
（ad hom

inem

）、
彼
等
が
自
身
の
理
由
を
見
出
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
他
の
者

に
於
て
前
提
さ
れ
る
の
は
彼
等
の
真
実
性
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
の
真
実
性
の
み
が
彼
等
の
真
実
性
を
喚
び
起
し

得
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
如
何
に
し
て
話
す
人
と
聴
く
人
と
が
一
致
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
問
題
が

非
人
格
的
な
対
象
的
な
真
理
に
関
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
一
致
の
根
拠
は
対
象
そ
の
も
の
の
有
す
る
客
観
性

に
存
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
人
間
的
な
行
為
的
な
真
理
に
関
わ
り
、
そ
の
思
考
が
性
格
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的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
本
性
と
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
に
於
て
は
、
解
決
は
単
に
そ
の
方
面
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
ぬ
。
話
す
人
と
聴
く
人
と
に
於
け
る
真
実
性
は
一
致
の
ひ
と
つ
の
根
拠
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
主
観
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
の
客
観
性
、単
な
る
客
観
性
以
上
の
、

論
理
的
思
考
の
対
象
性
よ
り
も
更
に
深
い
意
味
に
於
け
る
客
観
性
の
根
拠
は
何
処
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か

く
の
如
き
客
観
性
の
現
実
的
な
基
礎
は
、
聴
く
者
が
た
だ
聴
く
者
で
な
く
ま
た
語
る
者
で
あ
り
、
そ
し
て
逆
に
語

る
者
が
た
だ
語
る
者
で
な
く
ま
た
聴
く
者
で
あ
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
語
る
者
に
対
し
て
聴
く
者
は
単
に
聴
く
の

み
で
な
く
、
み
ず
か
ら
も
語
り
得
る
者
、
即
ち
独
立
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
汝
と
は
た
だ
聴
く
者
で
な
く

ま
た
自
身
語
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
汝
に
対
し
て
の
み
私
は
私
で
あ
り
、
従
っ
て
語
る
者
は
単
に
語
る
の

み
で
な
く
ま
た
聴
き
得
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
真
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
弁
証
法
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
弁
証
法
は
孤
独
な
る
思
想
家
の
独
語
で
な
く
、
私
と
汝
と
の
間
の
対
話
で
あ
る
。
然
る
に
更
に
考
え
る
な

ら
ば
、
私
と
汝
と
の
間
に
一
致
が
存
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
何
か
一
般
的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
も
既
に
述
べ
た
よ
う
に
か
か
る
一
般
者
は
こ
の
場
合
客
観
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
れ
は
有
の

一
般
者
で
な
く
、
却
っ
て
無
の
一
般
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
一
般
者
と
し
て
「
世
界
」
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
「
世
界
」
は
普
通
に
云
う
世
界
乃
至
社
会
の
こ
と
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
世
界
乃
至
社
会
は
却
っ
て
こ
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の
世
界
の
表
現
と
し
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
個
人
が
社
会
の
う
ち
に
限
定
さ
れ
、
か
く
限
定
さ
れ
つ
つ
も

独
立
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
社
会
が
根
本
に
於
て
無
の
弁
証
法
的
一
般
者
の
意
味
を
有
す
る
故
で

あ
る
。
普
通
に
云
う
社
会
も
「
世
界
」
の
自
己
限
定
と
し
て
無
の
弁
証
法
的
一
般
者
の
原
始
構
造
を
含
ん
で
い
る
。

個
人
は
直
線
的
に
と
同
時
に
円
環
的
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
直
線
的
限
定
の
方
向
に
於
て
個
人
は
ど
こ
ま
で
も
個

人
的
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
円
環
的
限
定
の
方
向
に
於
て
個
人
は
ど
こ
ま
で
も
社
会
的
で
あ
る
。
言
語
も
個
人
的

で
あ
る
と
共
に
社
会
的
で
あ
る
。
人
と
人
と
の
「
間
」
に
話
さ
れ
る
言
語
は
、
社
会
の
う
ち
に
落
ち
る
。
社
会
こ

そ
聴
く
も
の
で
あ
り
、
言
語
の
聴
か
れ
る
場
所
が
社
会
で
あ
る
。
併
し
社
会
は
単
に
聴
く
の
み
で
な
く
、
ま
た
語

る
も
の
で
あ
る
。
言
語
は
社
会
の
表
現
で
あ
る
。
社
会
は
自
己
を
個
人
に
於
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を

言
語
に
於
て
表
現
す
る
。
人
間
は
言
語
の
先
に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
言
語
と
共
に
生
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

言
語
的
に
活
動
す
る
個
人
が
社
会
の
表
現
で
あ
っ
て
個
人
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
言
語
は
単
に
社
会
的
な
も
の
で

な
く
同
時
に
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。

三

表
現
の
根
柢
に
無
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
我
々
は
再
び
芸
術
に
還
っ
て
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考
え
て
み
よ
う
。
か
か
る
無
は
、
芸
術
の
主
観
性
の
た
め
に
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
反
対
に
芸
術
の
客
観
性
、

一
層
正
確
に
云
え
ば
、
芸
術
的
真
理
を
基
礎
附
け
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
従
来
の
美
学
に
お
い

て
は
美
が
中
心
概
念
で
あ
っ
た
が
、
単
な
る
美
の
概
念
に
よ
っ
て
は
あ
ら
ゆ
る
表
現
的
な
も
の
を
説
明
し
得
な
い

の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
な
も
の
を
も
説
明
し
得
な
い
。
ウ
ォ
リ
ン
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
美
学
と

呼
ば
れ
る
も
の
は
根
本
に
於
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
芸
術
の
様
式
心
理
学
的
解
釈
で
あ
っ
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
芸
術
現
象
の

前
提
と
し
て
美
が
考
え
ら
れ
、
美
学
は
そ
の
考
察
方
法
の
相
違
に
関
せ
ず
い
ず
れ
も
美
の
概
念
を
定
義
す
る
こ
と

に
の
み
努
力
し
て
来
た
。
か
か
る
美
学
が
そ
の
結
果
を
芸
術
の
全
範
囲
に
推
し
及
ぼ
し
、
か
の
美
の
概
念
と
は
全

く
異
な
る
前
提
に
立
つ
芸
術
上
の
諸
事
実
を
も
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
害
悪
と
越
権
と
を
生
ず
る
。
例
え
ば

ゴ
シ
ッ
ク
芸
術
の
真
の
偉
大
さ
は
美
の
概
念
に
於
て
頂
点
に
達
す
る
普
通
の
芸
術
観
念
と
何
等
関
わ
り
な
く
、
ゴ

シ
ッ
ク
的
価
値
を
現
す
も
の
と
し
て
美
の
概
念
を
取
入
れ
る
こ
と
は
却
っ
て
混
乱
を
惹
き
起
す
こ
と
と
な
る
。
そ

れ
故
に
美
学
と
客
観
的
な
芸
術
理
論
と
の
決
定
的
な
分
離
は
真
面
目
な
芸
術
研
究
に
と
っ
て
絶
対
に
必
要
で
あ

る
。＊

と
こ
ろ
で
か
よ
う
な
分
離
の
要
求
を
基
礎
附
け
た
代
表
者
と
し
て
ウ
ォ
リ
ン
ゲ
ル
が
推
賞
し
た
フ
ィ
ー
ド
ラ

ー
は
、
彼
の
芸
術
理
論
の
中
心
に
美
で
な
く
て
真
の
概
念
を
据
え
て
い
る
。「
芸
術
の
あ
ら
ゆ
る
考
察
、
あ
ら
ゆ

る
理
解
、
あ
ら
ゆ
る
評
価
に
と
っ
て
方
向
を
定
め
る
中
心
点
と
し
て
の
芸
術
的
真
理
の
概
念
。
そ
れ
を
種
々
な
る
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種
類
の
芸
術
に
於
け
る
一
系
列
の
例
に
於
て
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
今
日
単
に
外
面
的
に
体
系
的
で

あ
っ
て
内
面
的
に
は
方
法
的
で
な
い
芸
術
史
の
本
来
の
課
題
に
と
っ
て
も
規
準
的
で
あ
る
。
芸
術
的
真
理
に
於
け

る
実
質
の
み
が
芸
術
作
品
の
永
続
的
価
値
を
決
定
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
性
質
は
副
次
的
で
あ
っ
て
、
一
時
的
な

効
果
を
基
礎
附
け
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
云
う＊
＊。

然
る
に
こ
の
よ
う
に
表
現
に
つ
い
て
真
理
を

問
題
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
表
現
の
問
題
を
単
に
芸
術
に
限
ら
ず
一
切
の
歴
史
的
な
も
の
に
拡
張
す
る
立
場
に

於
て
特
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
表
現
論
の
か
く
の
如
き
拡
張
は
デ
ィ
ル
タ
イ
以
来
一
般
的
に
な
っ
た
。

＊　

W
ilhelm

 W
orringer, Form

problem
 der G

otik, 1927.

＊
＊　

K
onrad Fiedler, Schriften über K

unst, H
rsg. v. H

. K
onnerth, Zw

eiter B
and 1914.

と
こ
ろ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
表
現
論
に
は
重
大
な
制
限
が
あ
る
。
彼
に
於
て
は
表
現
の
問
題
は
理
解
の
立
場
か
ら

考
え
ら
れ
、
行
為
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
み
で
な
く
、
彼
の
表
現
論
は
解
釈
学
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
際

解
釈
学
的
と
い
う
こ
と
は
特
定
の
含
蓄
の
も
の
で
あ
る
。
彼
の
解
釈
学
は
、
歴
史
的
起
原
か
ら
云
っ
て
も
、
理
論

的
実
質
か
ら
云
っ
て
も
、
有
機
体
説
を
基
礎
と
し
、
従
っ
て
内
在
論
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
我
々
は
固
よ
り

表
現
理
論
か
ら
理
解
乃
至
解
釈
の
問
題
を
抽
象
し
て
し
ま
う
一
面
性
に
陥
っ
て
は
な
ら
ぬ
が
、
他
方
我
々
は
そ
の

場
合
に
於
て
も
所
謂
解
釈
学
的
立
場
の
内
在
論
的
な
見
方
を
取
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
し
て
内
在
論
的
な
見
方
は
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表
現
に
就
い
て
何
よ
り
も
真
理
の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
破
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
蓋

し
真
理
の
概
念
は
超
越
の
概
念
を
含
み
、
真
理
は
つ
ね
に
超
越
的
な
も
の
に
関
係
附
け
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
超

越
的
な
も
の
は
先
ず
意
識
の
外
に
存
在
す
る
物
と
考
え
ら
れ
る
。
真
理
は
物
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
く
、
思
惟
の

う
ち
に
、
特
に
判
断
の
う
ち
に
あ
る
と
云
わ
れ
て
来
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
語
を
用
い
れ
ば
、
真
と
し
て
の
存

在 w
JV ajlhqe;V o[n 

は
外
部
の
存
在 e[xw

 o[n 

で
な
く
て
思
惟
の
状
態 pavqoV th/:V dianoivaV 

に
過
ぎ
な
い
。
け
れ

ど
も
真
理
は
単
純
に
判
断
に
属
す
る
の
で
な
く
、
判
断
が
物
と
一
致
す
る
限
り
に
於
て
判
断
に
属
す
る
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
真
理
は
思
惟
と
物
と
の
一
致
で
あ
る
と
い
う
の
が
真
理
に
関
す
る
古
典
的
な
定
義
で
あ
る
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
、
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
を
分
離
さ
れ
て
い
る
と
、
結
合
さ
れ
て
い
る
も
の
を
結
合
さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
者
は
真
を
語
り
、
物
が
あ
る
と
は
反
対
に
考
え
る
者
は
偽
を
語
る
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
真
理
は
単
に

意
識
の
内
部
で
考
え
ら
れ
ず
、
意
識
を
超
越
す
る
外
部
の
存
在
へ
の
関
係
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。
真
理
が
人
生

に
と
っ
て
有
す
る
厳
し
さ
も
、
そ
れ
が
我
々
の
意
識
を
超
越
す
る
も
の
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
併
し
真
理

は
他
方
我
々
と
全
く
無
関
係
に
存
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
ま
た
我
々
の
思
惟
に
属
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
が

人
生
に
と
っ
て
有
す
る
厳
し
さ
も
あ
る
の
で
あ
る
。
理
解
や
解
釈
に
就
い
て
も
同
じ
よ
う
に
云
わ
れ
よ
う
。
表
現

に
就
い
て
も
そ
の
真
理
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
訊
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
も
は
や
単
な
る
意
識
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の
、
内
在
の
立
場
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
真
理
は
こ
こ
で
も
何
等
か
超
越
的
な
も
の
へ
の
関
係
を
含
ま
ね

ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
こ
の
場
合
に
も
真
理
は
思
想
と
物
と
の
一
致
と
見
ら
れ
得

る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
い
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
精
密
に
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

真
理
の
概
念
に
於
け
る
外
部
の
存
在
へ
の
関
係
は
表
現
の
場
合
或
る
意
味
で
は
遥
か
に
大
ぎ
い
。
な
ぜ
な
ら
表

現
的
な
も
の
は
本
来
単
な
る
観
念
で
な
く
、
寧
ろ
観
念
の
物
質
化
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
就
い
て
は
単
に
そ
の

理
解
や
解
釈
の
み
で
な
く
、寧
ろ
根
源
的
に
は
表
現
的
な
も
の
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

が
真
或
は
偽
と
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
判
断
で
な
く
て
物
や
人
間
が
真
或
は
偽
と
語
ら
れ
る
場
合
を
認
め
た
。
然
る
に
物
や
人

間
が
真
と
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
表
現
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
場
合
特
に
適
切
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
等
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
者
は
、
物
や
人
間
即
ち
存
在
が
真
と
語
ら
れ
る
の
は
、
固
有
な
意
味
に

於
け
る
真
即
ち
判
断
の
真
に
対
す
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
従
っ
て
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈

の
問
題
は
別
と
し
て
、
存
在
が
表
現
的
な
も
の
の
意
味
に
於
て
真
と
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
単
に
か
く
の
如
き
ア
ナ

ロ
ジ
ー
に
よ
る
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
表
現
的
な
も
の
と
し
て
物
や
人
間
は
そ
の
も
の
が
直
接
に
、
根
源

的
に
、
本
来
的
な
意
味
に
於
て
真
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
所
謂
命
題
の
真
理
と
は
異
な
る
存
在
の
真
理
の
問
題

は
こ
の
よ
う
に
し
て
何
よ
り
も
先
ず
表
現
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
。
表
現
に
於
て
は
存
在
が
そ
の
も
の
と
し
て
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真
と
語
ら
れ
る
。
こ
の
真
理
の
概
念
は
普
通
に
謂
う
真
理
の
概
念
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
時
と
し

て
純
粋
と
い
う
語
が
特
別
に
起
用
さ
れ
、
か
く
て
「
純
粋
性
」Echtheit 

の
概
念
は
現
代
哲
学
に
於
け
る
一
題
目

を
現
し
て
い
る
。
純
粋
性
の
概
念
は
真
理
の
概
念
と
対
照
さ
れ
る
が
、
純
粋
と
い
う
の
は
な
お
真
と
い
う
が
如
き

も
の
で
あ
り
、
我
々
が
表
現
の
真
理
と
い
う
の
と
同
様
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ュ
テ
ル
ン
は
純
粋

性
の
概
念
に
於
て
は
価
値
論
的
と
存
在
論
的
と
が
結
び
附
き
、
存
在
と
意
味
と
の
分
ち
難
い
統
一
と
し
て
「
存
在

意
味
」Seinssinn 

を
現
す
と
述
べ
て
い
る
が
、
表
現
と
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ル
ン
は
純
粋
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
領
域
的
に
中
立
的
で
あ
っ
て
、
判
断
、
生
命
あ
る
も
の
、
芸
術
作
品
等
、
種
々
な
る
領
域
の

凡
て
に
属
し
得
る
と
云
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
凡
て
の
も
の
に
そ
れ
が
属
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
表
現
的

な
も
の
と
し
て
で
あ
る
と
云
う
の
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
更
に
シ
ュ
テ
ル
ン
は
純
粋
性
の
概
念
は
作
用
と
対
象
と
の

ア
ル
テ
ル
ナ
テ
ィ
ヴ
【alternative

二
者
択
一
】
の
外
に
立
ち
、
対
象
並
び
に
対
象
を
持
つ
作
用
に
属
し
、
従
っ
て
存

在
論
的
・
論
理
的
中
立
性
を
有
す
る
と
論
じ
て
い
る
。＊

併
し
こ
の
よ
う
な
中
立
性
は
積
極
的
に
捉
え
ら
れ
て
、
表

現
的
な
も
の
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
純
粋
性
は
か
か
る
も
の
に
就
い
て
語
ら
れ
る
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
一
般
的
に
云
っ
て
シ
ュ
テ
ル
ン
に
於
て
も
純
粋
性
の
問
題
は
理
解
の
立
場
か
ら
取
扱
わ
れ
、
そ
れ
に
纏

わ
る
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
表
現
の
真
理
を
命
題
の
真
理
か
ら
区
別
し
て
純
粋
性
の
概
念
で
表
す
こ
と
は
不
適
当
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で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
の
真
理
に
含
ま
れ
る
根
本
的
な
問
題
が
見
逃
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
表
現
を
そ
の
も
の
と
し
て
真
と
語
る
こ
と
は
特
に
、
そ
れ
を
理
解
の
立
場
か
ら

で
な
く
制
作
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
き
必
然
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
理
解
は
一
の
意
識
過
程
で
あ
っ
て
も
、
制

作
は
そ
う
で
な
い
。
制
作
は
た
だ
知
る
こ
と
で
な
く
て
作
る
こ
と
で
あ
り
、
作
る
こ
と
は
単
に
意
識
の
内
部
に
於

て
起
り
得
る
こ
と
で
な
く
、
作
る
た
め
に
は
我
々
は
身
体
を
必
要
と
し
、
外
部
の
存
在
に
働
き
か
け
て
、
我
々
の

外
部
に
作
品
が
出
来
上
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
作
ら
れ
た
も
の
そ
の
も
の
に
就
い
て
真

で
あ
る
と
か
偽
で
あ
る
と
か
と
語
る
の
で
あ
る
。

＊　

G
ünther Stern, U

eber das H
aben, 1928.

然
ら
ば
か
く
の
如
き
表
現
の
真
理
に
就
い
て
も
、
真
理
は
物
と
思
想
と
の
一
致
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
妥
当
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
そ
の
見
方
は
、
表
現
は
単
な
る
観
念
で
な
く
観
念
の
物
質
化
と
し
て
或
る
客
観
的
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
既
に
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
意
味
の
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
固
よ

り
表
現
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、我
々
に
と
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
主
観
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

真
理
は
か
か
る
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
に
存
在
す
る
物
と
の
一
致
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
芸
術
の

真
理
性
を
強
調
し
、
芸
術
は
自
然
科
学
の
如
く
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
惟
し
た
十
九
世
紀
の
自
然
主
義
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の
芸
術
家
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
芸
術
は
自
然
の
模
倣
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
然
る

に
一
個
の
作
品
が
真
に
迫
る
と
云
う
と
き
、
そ
れ
は
単
に
外
的
現
実
の
正
確
な
模
倣
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

却
っ
て
た
だ
与
え
ら
れ
た
現
実
を
忠
実
に
模
倣
し
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
も
の
は
真
に
迫
る
と
も
感
ぜ
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
表
現
の
迫
真
力
は
外
的
現
実
と
の
一
致
か
ら
は
説
明
さ
れ
ず
、
そ
し
て
か
よ
う
な
迫
真
力
を
除
い
て

表
現
に
於
け
る
真
理
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
ま
た
芸
術
は
そ
の
本
質
に
於
て
ど
こ
ま
で
も
創
作
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
外
部
の
存
在
と
一
致
す
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は

自
然
主
義
に
刺
戟
さ
れ
て
芸
術
的
真
理
を
重
要
視
し
た
が
、
併
し
ま
た
彼
ほ
ど
明
瞭
に
芸
術
が
現
実
の
模
倣
で
あ

る
と
い
う
思
想
に
反
対
し
た
も
の
も
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
芸
術
は
現
実
の
観
念
化
で
な
い
と
共
に
、
現
実
の
模

倣
で
な
い
、
却
っ
て
芸
術
は
現
実
の
生
産
で
あ
る
。
芸
術
的
活
動
の
原
理
は
、
こ
の
活
動
に
於
て
現
実
が
一
定
の

方
向
に
於
て
存
在
を
、
或
は
形
態
を
得
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
現
実
の
生
産
で
あ
る
。
芸
術
は
こ
れ
を
生
産
す

る
芸
術
的
活
動
か
ら
出
立
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
出
立
す
る
と
き
美
は
芸
術
一
般
の
原

理
で
な
く
、
寧
ろ
そ
の
第
二
次
的
な
効
果
を
現
す
に
過
ぎ
な
い
。
芸
術
は
現
実
の
生
産
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
芸

術
的
に
真
で
あ
る
こ
と
は
意
図
の
、
意
欲
（W

ollen

）
の
問
題
で
な
く
、
才
能
の
、
能
力
（K

önnen

）
の
問
題
で

あ
る
」。
芸
術
家
の
活
動
に
於
て
表
現
に
達
す
る
世
界
が
我
々
の
知
る
現
実
と
一
致
し
な
い
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
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れ
が
非
現
実
的
で
あ
る
と
か
超
現
実
的
で
あ
る
と
か
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
現
実
的
な
も
の

で
あ
る
。
こ
の
現
実
は
外
部
に
自
己
と
一
致
す
る
も
の
な
く
し
て
そ
れ
自
身
が
真
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
的
な

も
の
と
し
て
固
よ
り
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
他
方
そ
れ
は
芸
術
的
活
動
に
於
て
生
産
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
限
り
単
に
客
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。
芸
術
作
品
は
内
部
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
理
解
が
既
に

一
の
創
造
的
活
動
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
勿
論
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
云
っ
た
如
く
、
芸
術

作
品
は
感
情
で
作
ら
れ
る
の
で
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
理
解
す
る
に
も
感
情
の
み
で
は
足
り
な
い
。
作
品
は
芸
術
的

活
動
か
ら
、
そ
れ
の
含
む
内
的
法
則
性
に
従
っ
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
な
が
ら
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
謂
う

芸
術
的
活
動
も
ウ
ォ
リ
ン
ゲ
ル
の
云
う
が
如
き
芸
術
的
意
欲
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
唯
一
つ
の
様
式

の
芸
術
で
な
く
種
々
の
様
式
の
芸
術
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
芸
術
理
論
の
中
心
問
題
は
能
力
で
な
く
て
意
欲
で

あ
り
、
意
欲
の
差
異
で
あ
る
。
能
力
に
関
し
て
は
寧
ろ
、
ひ
と
は
彼
が
欲
し
た
凡
て
を
為
し
得
た
の
で
あ
っ
て
、

た
だ
彼
の
意
欲
の
方
向
に
存
し
な
か
っ
た
こ
と
の
み
為
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
公
理
と
し
て
認

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
ウ
ォ
リ
ン
ゲ
ル
は
論
じ
て
い
る
。
芸
術
は
意
欲
と
い
う
が
如
き
主
観
的
な
も
の
に
よ
っ

て
限
定
さ
れ
、
か
か
る
主
観
的
限
定
を
含
む
故
に
表
現
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
芸
術
的
真
理
は
作
品
と
そ
の
根
柢

に
あ
る
意
欲
と
の
一
致
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
併
し
も
し
意
欲
が
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
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主
観
的
な
も
の
と
一
致
す
る
こ
と
が
如
何
に
し
て
真
理
と
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
ウ

ォ
リ
ン
ゲ
ル
が
公
理
と
し
て
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
た
よ
う
に
、
芸
術
家
は
彼
の
欲
す
る
凡
て
を
為
し
得
る
と

す
れ
ば
、
彼
の
意
欲
は
凡
て
作
品
に
於
て
顕
に
な
り
、
作
品
と
は
別
に
意
欲
が
存
在
す
る
と
は
考
え
ら
れ
得
な
い

で
あ
ろ
う
。
芸
術
的
意
欲
と
芸
術
的
活
動
と
は
、W

ollen 

と K
önnen 

と
は
、
別
の
も
の
で
な
い
。
意
欲
は
い
わ

ば
剰
す
と
こ
ろ
な
く
作
品
の
う
ち
に
入
り
込
み
、
そ
の
ほ
か
に
何
等
存
し
な
い
。
従
っ
て
表
現
と
そ
の
意
欲
と
の

一
致
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
無
意
味
に
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
芸
術
は
そ
れ
自
身
の
表
現
で
あ
る
。
真
理
と
呼

ば
れ
る
も
の
は
こ
の
表
現
を
離
れ
て
も
存
在
す
る
よ
う
な
或
る
も
の
の
表
現
で
な
い
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
も
云
っ
て

い
る
。
そ
れ
自
身
の
表
現
で
あ
る
も
の
が
真
理
な
の
で
あ
る
。
表
現
は
外
部
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
は
別
に
内
部
の

体
験
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
外
部
で
な
い
よ
う
な
内
部
も
な
く
、
内
部
で
な
い
よ
う
な
外
部
も

な
い
。
表
現
的
な
も
の
は
そ
れ
自
身
に
於
て
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
独

立
な
も
の
で
あ
る
。
表
現
的
な
も
の
は
、
そ
れ
の
外
部
に
自
己
の
一
致
す
べ
き
も
の
な
く
し
て
、
ま
た
そ
れ
の
内

部
に
自
己
の
一
致
す
べ
き
も
の
な
く
し
て
、
真
理
で
あ
る
。

然
る
に
も
し
表
現
の
真
理
に
し
て
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
真
理
の
概
念
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
超

越
的
な
も
の
は
何
処
に
あ
り
、
そ
し
て
如
何
に
こ
の
も
の
に
関
係
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
こ
の
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よ
う
な
超
越
的
な
も
の
が
ま
さ
に
無
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
無
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
を
超

越
し
て
こ
れ
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
無
か
ら
の
規
定
性
が
我
々
の
パ
ト
ス
と
称
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
表

現
作
用
の
根
柢
に
は
パ
ト
ス
が
あ
る
。
創
造
に
は
凡
て
「
無
か
ら
の
創
造
」
の
意
味
が
あ
り
、
無
か
ら
の
創
造
は

つ
ね
に
パ
ト
ス
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
表
現
的
な
も
の
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
真
理
は
根

本
に
於
て
一
つ
の
真
理
し
か
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
二
つ
の
要
素
に
分
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
ア
ラ
ン
は
書
い
て
い
る
、「
そ
れ
か
ら
一
つ
の
真
理
を
作
る
た
め
に
は
、
い
わ
ば
二
つ
の
真
理
が
、
物
の
真

理 vérité de chose 

と
人
間
の
真
理 vérité de l’hom

m
e 

と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
真
理
が
一

つ
の
真
理
し
か
な
さ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
規
則
は
人
間
の
真
理
で
あ
る
。
規
則
を
忘
れ
る
こ
と
は
自
分
で

自
分
を
忘
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
や
が
て
凡
て
を
忘
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
物
に
就
い
て
叩
い
て
も
無
駄
で
あ

る
。
物
は
君
を
必
要
と
し
な
い
、
そ
れ
は
作
り
直
す
こ
と
を
要
し
な
い
、
反
対
に
人
間
は
彼
自
身
を
大
い
に
必
要

と
す
る
。＊

」
こ
こ
に
人
間
の
真
理
は
制
作
的
活
動
に
関
し
て
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
活
動
は
無

に
接
す
る
も
の
と
し
て
「
真
実
性
」W

ahrhaftigkeit 
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
真
実
性
と
は
真
に
パ
ト
ス
的

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
は
内
に
於
て
何
物
と
も
一
致
す
る
こ
と
な
く
し
て
真
で
あ
る
こ
と
を
謂
う
の
で
あ
る
。

固
よ
り
単
に
主
観
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
パ
ト
ス
の
関
係
附
け
ら
れ
る
も
の
が
ど
こ
ま
で
も
無
の
意
味
を
有
す
る
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故
に
、
そ
こ
で
は
一
致
に
就
い
て
語
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
無
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
を
内
に
超
越
し

て
こ
れ
を
含
む
と
い
う
意
味
に
於
て
は
如
何
な
る
客
観
的
な
も
の
よ
り
も
更
に
客
観
的
で
あ
る
。
従
来
真
理
は
単

に
ロ
ゴ
ス
的
に
考
え
ら
れ
て
来
た
け
れ
ど
も
、ま
た
パ
ト
ス
と
の
関
聯
に
於
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
は
真
理
に
関
す
る
対
象
的
な
見
方
の
制
限
を
破
っ
て
、
真
理
を
行
為
の
立
場
に
於
て
捉
え
る
た
め
に
必
要
で

あ
る
。
凡
て
表
現
的
な
も
の
は
パ
ト
ス
的
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
は
単
に
表
現
が
感
情
の
表
現
で
あ
る

と
い
う
が
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
芸
術
作
品
は
感
情
の
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
進
ん
で
人
間
が

表
現
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
人
間
は
何
の
表
現
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
し
て
は
、
身
体

は
心
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
乃
至
ク
ラ
ー
ゲ
ス
的
観
念
論
が
帰
結
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。
然
る
に
身
体
が
心
の
表
現
と
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
心
は
身
体
の
表
現
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
得
る
。
実
を
云

え
ば
、
身
体
的
・
精
神
的
な
も
の
と
し
て
人
間
が
表
現
的
な
の
で
あ
る
。
作
品
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
の
は
作
家

の
心
理
の
み
で
な
く
、
ま
た
作
家
の
身
体
が
、
か
く
て
作
家
の
人
間
が
表
現
さ
れ
る
。
し
か
も
作
家
は
自
己
を
表

現
し
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
能
う
限
り
自
己
を
虚
し
く
し
て
な
お
お
の
ず
か
ら
表
現
さ
れ
る
も
の
が
作

家
の
人
間
で
あ
る
。
内
部
と
云
わ
れ
る
意
識
も
真
の
内
部
で
な
く
、
そ
れ
自
身
既
に
ひ
と
つ
の
表
現
で
あ
る
と
も

見
ら
れ
得
る
。
否
、
表
現
的
な
も
の
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
し
て
本
来
た
だ
自
己
自
身
の
表
現
で
あ
る
。
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表
現
的
な
も
の
は
独
立
な
も
の
と
し
て
た
だ
自
己
自
身
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
た
だ
自
己

自
身
の
表
現
で
あ
る
も
の
が
表
現
と
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
無
の
表
現
の
意
味
を
有
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
か
く
て
形
あ
る
も
の
は
形
な
き
も
の
の
影
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
、
ま
た
凡
て
表
現
的
な
も
の
は
象
徴
で
あ
る

と
も
云
わ
れ
る
。
何
物
か
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
真
の
象
徴
で
な
く
、
比
喩
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
あ
ら
ゆ

る
比
喩
的
意
味
を
越
え
た
真
の
象
徴
は
形
な
き
も
の
の
影
と
し
て
、
自
己
の
外
に
一
致
す
べ
き
何
物
も
な
く
、
た

だ
自
己
自
身
の
表
現
で
あ
る
。
表
現
を
感
情
も
し
く
は
体
験
の
表
現
と
見
る
こ
と
は
、
表
現
を
理
解
の
立
場
に
於

て
考
え
る
こ
と
に
伴
う
誤
謬
、
少
な
く
と
も
一
面
性
で
あ
る
。
ま
た
作
品
と
は
別
個
に
作
家
の
人
間
と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
作
品
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
作
家
の
人
間
は
制
作
的
活
動
そ
の
も
の

に
於
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
彼
の
人
間
は
お
の
ず
か
ら
彼
の
作
品
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

＊　

A
lain, Propos de littérature.

そ
れ
故
に
真
実
性
と
云
っ
て
も
、
制
作
的
活
動
を
離
れ
て
あ
る
の
で
な
く
、
こ
の
活
動
に
於
て
あ
か
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
ア
ラ
ン
が
人
間
の
真
理
を
規
則
と
云
っ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
規
則
と
云
っ
て
も
、
一
般
的

真
理
と
い
う
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。
表
現
の
真
理
は
そ
の
本
質
上
つ
ね
に
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
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は
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
が
福
音 B

otschaft, Verkündigung 

に
就
い
て
述
べ
て
い
る
の
と
同
様
の
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
即
ち
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
真
理
も
し
く
は
本
質
必
然
性
に
就
い
て
は
福
音
は
存
し
な
い
。
そ

れ
に
就
い
て
は
認
識
、
し
か
も
理
性
の
認
識
が
あ
る
。
こ
の
場
合
伝
達
は
原
理
的
に
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
伝

達
乃
至
福
音
を
必
要
と
す
る
の
は
時
間
上
空
間
上
一
定
の
点
に
起
っ
た
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
歴
史
的
な
も
の
で

あ
る
。
福
音
は
歴
史
の
福
音
で
あ
り
、
歴
史
と
は
そ
の
根
本
的
な
意
味
に
於
て
出
来
事
で
あ
る
。＊

と
こ
ろ
で
凡
て

の
行
為
は
出
来
事
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
出
来
事
の
意
味
を
有
す
る
の
は
為
す
こ
と
が
同
時
に
為
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
単
に
為
す
と
い
う
だ
け
で
は
出
来
事
と
い
う
意
味
は
な
い
。
主
観
主
義
或
は
自
律

主
義
の
哲
学
に
よ
っ
て
は
歴
史
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
行
為
に
は
パ
ト
ス
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
行
為
は
歴
史
的

で
あ
り
、
ま
た
表
現
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
表
現
を
要
求
す
る
の
は
一
般
的
真
理
で
な
く
、
歴
史
的
な
個
別
的
真

理
で
あ
る
。
か
か
る
真
理
は
象
徴
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
象
徴
と
は
個
別
的
な
も
の
が
一
般
的
な
も
の
を
象
徴

す
る
こ
と
で
は
な
い
、
そ
れ
は
真
の
象
徴
で
な
く
、
寧
ろ
比
喩
に
過
ぎ
ぬ
。
表
現
は
た
だ
自
己
自
身
の
表
現
で
あ

る
。
し
か
も
表
現
は
孤
立
し
た
も
の
で
な
い
。「
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
は
象
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
自
己
自
身

を
完
全
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
爾
余
の
も
の
を
示
唆
す
る
」（
ゲ
ー
テ
）。
他
の
何
物
の
表
現
で
も
な
く
た
だ

自
己
自
身
の
表
現
で
あ
る
も
の
が
、
表
現
と
し
て
凡
て
無
の
表
現
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
爾
余
の
も
の



三
七
八

第
四
章
　
人
間
存
在
の
表
現
性

を
示
唆
し
得
る
の
で
あ
る
。
表
現
と
は
底
を
割
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
割
ら
れ
た
底
に
何
物
も
あ
る
の
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
に
公
で
あ
る
こ
と O

ffenheit 

に
於
て
表
現
的
な
も
の
の
世
界
性
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
各
々
の

時
代
ま
た
は
社
会
の
芸
術
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
自
身
の
表
現
で
あ
る
と
共
に
、
同
時
代
ま
た
は
同
社
会
の
他

の
作
品
を
示
唆
し
、
そ
の
時
代
ま
た
は
そ
の
社
会
の
表
現
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
事
実
の
存
在
す
る
の
は
、
時
代

や
社
会
が
そ
の
根
柢
に
於
て
無
の
一
般
者
の
原
始
構
造
を
有
す
る
た
め
で
あ
る
。

＊　

Friedrich G
ogarten, Ich glaube an den dreieinigen G

ott.

か
く
て
表
現
的
な
も
の
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
固
よ
り
パ
ト
ス
の
み
で
表
現
的
で
あ
り
得
る
の
で
は

な
い
。
パ
ト
ス
は
そ
の
本
性
上
自
己
肯
定
的
で
あ
る
が
、
か
か
る
自
己
肯
定
的
な
パ
ト
ス
が
自
己
を
否
定
し
て
イ

デ
ー
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
表
現
的
活
動
は
自
己
の
外
に
イ
デ
ー
を
見
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
れ
ば
、表
現
の
真
理
は
単
に「
真
実
性
」W

ahrhaftigkeit 

の
み
で
な
く
、ま
た「
真
理
性
」

W
ahrheit 

を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
具
体
的
に
云
え
ば
、
そ
れ
は
真
実
性
と
真
理
性
と
の
綜
合
で
あ
る
。
こ
こ

に
謂
う
真
理
性
は
ロ
ゴ
ス
性
で
あ
り
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
を
現
す
。
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
は
所
謂
論
理
的
な
も
の
で

あ
る
が
、
論
理
は
こ
の
場
合
単
に
抽
象
的
概
念
的
な
も
の
で
な
い
。
歴
史
的
世
界
に
於
て
は
論
理
も
表
現
の
内
容

と
し
て
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
イ
デ
ー
は
論
理
的
に
し
て
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
表
現
的
活
動
の
主
体
と
し



三
七
九

哲
学
的
人
間
学

て
の
私
に
対
す
る
も
の
は
単
な
る
客
観
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
表
現
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
行

為
の
立
場
に
於
て
客
観
的
世
界
と
云
わ
れ
る
も
の
は
表
現
的
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
於
て
物
は
個
別
的
な
も

の
、
独
立
な
も
の
と
し
て
既
に
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
於
け
る
一
切
の
も
の
は
創
造
さ
れ
た
も
の

の
意
味
を
有
す
る
。
そ
れ
ら
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
我
々
の
表
現
的
活
動
に
呼
び
掛
け
る
。
こ
の
呼
び
掛
け
に

絶
え
ず
応
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
表
現
的
活
動
は
現
実
性
を
、
従
っ
て
真
理
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
か
か
る

意
味
に
於
て
現
実
に
忠
実
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
表
現
は
真
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
固
よ
り
現
実
を
単
に
模
倣
す
る

こ
と
で
は
な
い
。
寧
ろ
既
に
表
現
的
な
も
の
と
し
て
我
々
に
呼
び
掛
け
る
現
実
を
解
放
し
て
表
現
的
な
も
の
と
し

て
完
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
芸
術
が
「
第
二
の
創
造
」
と
云
わ
れ
る
の
も
そ
の
意
味
で
あ
る
。
表
現
的
真
理
は
主

観
的
意
味
と
客
観
的
意
味
と
の
、
真
実
性
と
真
理
性
と
の
統
一
と
し
て
、
技
術
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
。

四

さ
て
表
現
的
な
も
の
は
創
造
さ
れ
た
も
の
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
創
造
の
主
体
は
人
間
で
あ
る
と

云
わ
れ
る
。
芸
術
は
人
間
の
作
る
も
の
で
あ
る
。
単
に
芸
術
の
み
で
な
く
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
生
産
物
が
表
現
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
表
現
的
な
も
の
を
作
る
人
間
そ
の
も
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
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第
四
章
　
人
間
存
在
の
表
現
性

か
。
人
間
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
表
現
で
あ
る
。
人
間
は
表
現
的
な
も
の
を
作
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
人
間
自
身

が
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
表
現
の
性
質
に
就
い
て
上
に
述
べ
た
凡
て
の
こ
と
が
何
よ
り
も
人
間
の
存

在
に
当
嵌
ま
る
の
を
ひ
と
は
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
人
間
こ
そ
そ
の
根
本
的
規
定
に
於
て
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の

で
あ
る
。
人
間
こ
そ
本
来
の
意
味
に
於
て
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
こ
そ
原
理
的
に
独
立
な
も
の
で
あ
る
。

各
々
の
人
間
は
自
己
自
身
の
表
現
で
あ
る
。
然
る
に
人
間
が
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
は
創
造
さ
れ
た
も
の

の
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
表
現
的
な
も
の
は
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
を
創
造
の
見
地

に
於
て
把
え
る
こ
と
は
そ
の
把
握
に
と
っ
て
根
本
的
に
重
要
で
あ
る
。
人
間
は
主
体
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
屡
々
云
わ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
主
体
的
に
把
握
す
る
と
云
っ
て
も
曖
昧
を
免
れ
な
い
。
人
間
の
主
体
的
把
握
は

創
造
の
見
地
に
於
て
人
間
を
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば

主
体
的
に
把
握
す
る
と
云
っ
て
も
、
単
に
主
観
的
で
あ
る
の
と
異
な
る
こ
と
な
く
、
ま
た
少
な
く
と
も
一
面
的
で

あ
る
こ
と
を
避
け
難
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
を
主
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
し
て
の
人

間
を
主
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
創
造
の
見
地
に
於
て
可
能
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
人
間
が
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
ず
人
間
が
与
え
ら

れ
た
も
の
で
な
く
、
行
為
に
於
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
行
為
は
凡
て
制
作
的
活



三
八
一

哲
学
的
人
間
学

動 poivhsiV 

の
意
味
を
、
表
現
作
用
乃
至
形
成
作
用 B

ildung 

の
意
味
を
担
う
、
教
育
と
か
教
養
と
か
と
考
え
ら

れ
る
人
間
の
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
も
か
か
る
形
成
作
用
も
し
く
は
ポ
イ
エ
シ
ス
の
根
源
的
な
意
味
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
恰
も
芸
術
作
品
が
芸
術
的
活
動
の
過
程
に
於
て
作
ら
れ
、
行
為
が
ポ
イ
エ
シ
ス
の
意
味
を
有

す
る
故
に
、
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
行
為
に
於
て
凡
て
の
偶
然
的
な
も
の
は
必
然
化
さ
れ
、
凡
て
の
外

的
な
も
の
は
性
格
化
乃
至
運
命
化
さ
れ
、
表
現
と
し
て
の
人
間
が
形
作
ら
れ
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
、
芸
術
作
品

の
完
結
性
の
要
求
は
何
等
根
源
的
な
要
求
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
芸
術
的
活
動
の
過
程
に
於
て
発
展
し
、
且
つ

た
だ
そ
の
場
合
に
の
み
価
値
を
有
す
る
と
云
っ
た
如
く
、
人
間
の
存
在
も
完
結
し
た
も
の
で
な
く
て
可
塑
的
な
も

の
で
あ
り
、
ポ
イ
エ
シ
ス
の
規
定
を
有
す
る
行
為
に
於
て
絶
え
ず
発
展
的
に
形
成
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
芸
術

作
品
が
芸
術
的
活
動
の
本
質
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
人
間
の
存
在
も
か
よ
う
な
行
為
の
本
質
か
ら

把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
存
在
を
行
為
の
立
場
に
於
て
把
え
る
と
い
う
に
は
行
為
が
ポ
イ
エ
ン
ス
の
意
味

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
れ
は
人
間
を
創
造
の
立
場
に
於
て
捉
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

人
間
を
全
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
人
間
が
生
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
把
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
体

的
把
握
と
云
う
も
こ
れ
以
外
の
こ
と
を
謂
う
の
で
は
な
い
。
人
間
は
も
と
も
と
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
し
て

生
れ
る
の
で
あ
る
。
凡
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
人
間
の
存
在
を
芸
術
作
品
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
於
て
考
え
よ
う
と
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四
章
　
人
間
存
在
の
表
現
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す
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
行
為
は
根
源
的
に
ポ
イ
エ
シ
ス
の
規
定
を
有
し
、
芸
術
的
活
動
の
如
き
表
現

作
用
も
行
為
が
凡
て
ポ
イ
エ
シ
ス
の
規
定
を
有
す
る
故
に
可
能
で
あ
る
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

然
る
に
人
間
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
し
て
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
観
的
と
い
う
の
は
既
に
行

為
的
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
人

間
が
意
識
と
身
体
と
か
ら
成
る
と
い
う
が
如
き
意
味
で
あ
り
得
な
い
。主
観
的
と
は
単
に
意
識
的
の
こ
と
で
な
く
、

行
為
的
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
し
て
彼
に
於
て
行
為
と
存
在
と
は
不

可
分
で
あ
り
、
か
か
る
全
体
的
人
間
が
創
造
さ
れ
た
も
の
の
意
味
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
人
間
的
行
為
に
も
既
に

何
等
か
創
造
さ
れ
た
も
の
の
意
味
が
、
即
ち
行
為
は
固
よ
り
行
為
と
し
て
彼
が
為
す
と
い
う
意
味
を
ど
こ
ま
で
も

有
し
な
が
ら
同
時
に
彼
に
と
っ
て
為
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
ど
こ
ま
で
も
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い

換
え
れ
ば
、
人
間
の
行
為
に
は
「
他
の
も
の
」
か
ら
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
ま
も
し
こ
の
他
の
も
の
が

客
観
的
な
存
在
或
は
「
有
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
行
為
に
は
主
体
的
意
味
が
な
く
な
り
、
従
っ
て
行
為
と
も

云
わ
れ
な
い
。主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
は
単
に
客
観
的
な
も
の
か
ら
生
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。ま
た
も
し
こ
の「
他

の
も
の
」
が
イ
デ
ー
の
如
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
為
に
は
創
造
的
意
味
が
な
く
な
り
、
従
っ
て
芸
術
的
活
動

の
如
き
も
の
も
考
え
ら
れ
得
な
い
。
か
く
し
て
「
他
の
も
の
」
と
い
う
の
は
「
無
」
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ



三
八
三

哲
学
的
人
間
学

う
。
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
は
無
か
ら
産
れ
る
、
能
産
的
自
然 natura naturans 

は
無
の
意
味
の
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
無
か
ら
の
規
定
性
が
我
々
の
謂
う
パ
ト
ス
で
あ
っ
て
、
人
間
的
行
為
の
底
に
は
パ
ト
ス

が
あ
る
。
パ
ト
ス
と
い
う
の
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
観
へ
の
拘
束
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
我
々
は
真
に
パ
ト
ス
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
行
為
が
真
に
パ
ト
ス
的
に
な
る
こ
と
は
真
に
主
観
と
の
結
合

を
含
む
所
以
で
あ
る
。
そ
の
と
き
行
為
は
真
に
主
体
的
と
云
わ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
人
間
が
主
体
で
あ
る

と
い
う
意
味
は
従
来
の
主
観
主
義
の
哲
学
に
於
け
る
が
如
き
考
え
方
か
ら
離
れ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
我
々
の
行
為
は
ど
こ
ま
で
も
我
々
が
為
す
と
い
う
意
味
を
有
す
る
と
共
に
他
面
ど
こ
ま
で
も
我
々
に
と
っ
て

為
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
却
っ
て
主
体
的
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
主
観
的
と
主
体
的
と
の

区
別
も
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
且
つ
こ
の
よ
う
に
行
為
を
規
定
す
る
も
の
が
外
に
於
て
我
々
を
超
越
す
る
も
の

で
な
く
却
っ
て
内
に
於
て
我
々
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
行
為
は
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
於
て
主
体

的
意
味
を
失
わ
ず
、
ま
た
そ
の
意
味
に
於
け
る
客
観
性
を
除
い
て
主
体
的
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ぬ
。
或
は
寧

ろ
行
為
は
内
へ
、
無
へ
超
越
せ
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
超
越
に
よ
っ
て
外
の
超
越
も
可
能
に
さ
れ
る
。
そ
の
超

越
は
固
よ
り
単
な
る
超
越
で
な
く
て
同
時
に
内
在
で
あ
る
。
も
し
内
在
的
な
と
こ
ろ
が
な
い
な
ら
ば
、
為
さ
れ
る

こ
と
が
同
時
に
為
す
と
い
う
行
為
的
意
味
を
有
し
得
ず
、
こ
の
行
為
が
表
現
作
用
で
あ
る
こ
と
も
不
可
能
で
な
け
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れ
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ト
ス
は
パ
ト
ス
と
し
て
受
動
性
で
あ
る
と
共
に
能
動
性
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
人
間
は
社
会
か
ら
生
れ
、
人
間
は
社
会
の
表
現
で
あ
る
。
然
る
に
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
の
表
現
論
に
於

て
は
却
っ
て
歴
史
的
社
会
的
実
在
が
生
の
客
観
化
乃
至
表
現
と
見
ら
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
、
多
数

の
個
人
の
精
神
活
動
を
貫
く
同
形
性 G

leichförm
igkeit 

ま
た
は
同
種
性 G

leichartigkeit 

を
根
柢
と
し
て
彼
の

謂
う
歴
史
的
社
会
的
実
在
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
歴
史
的
社
会
的
実
在
の
個
人
に
対
す
る
独
立
性
、

持
続
性
、
客
観
性
を
認
め
た
と
は
い
え
、
か
か
る
実
在
の
基
礎
と
考
え
ら
れ
た
の
は
依
然
と
し
て
個
人
で
あ
り
、

し
か
も
多
数
の
個
人
の
精
神
活
動
に
通
ず
る
同
形
性
ま
た
は
同
種
性
が
根
柢
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
的
社

会
と
個
人
と
の
関
係
も
形
式
論
理
的
な
見
方
の
抽
象
性
を
脱
し
て
い
な
い
。
彼
も
ま
た
社
会
を
離
れ
て
個
人
は
な

い
と
述
べ
て
い
る
に
し
て
も
、
社
会
を
生
も
し
く
は
精
神
生
活
の
表
現
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
は
徹

底
的
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
に
於
て
は
人
間
学
は
心
理
学
の
如
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
と
は

寧
ろ
反
対
に
、
人
間
が
却
っ
て
歴
史
的
社
会
的
実
在
の
表
現
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
彼
に
於
て
は

社
会
は
所
謂
「
外
的
組
織
」
と
し
て
我
々
に
対
し
て
立
つ
世
界
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
我
々
を
包
む
世
界
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
世
界
は
単
に
客
体
的
に
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

人
間
は
こ
の
世
界
か
ら
弁
証
法
的
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
主
体
的
・
客
体
的
に
、
ロ
ゴ
ス
的
・
パ
ト
ス
的
に
限
定
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さ
れ
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
場
合
社
会
は
単
に
客
観
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て

立
つ
人
間
は
ま
た
単
に
主
観
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
併
し
社
会
そ
の
も
の
が
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
に
考
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
く
の
如
く
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
包
ま
れ
、
そ
れ
の
う
ち
に
生
れ
る
人
間
の
主
観
の
い
わ
ば

客
観
性
即
ち
主
体
性
も
考
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
固
よ
り
社
会
は
単
に
主
体
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
客
体
的

な
も
の
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
、
普
通
に
謂
う
社
会
は
そ
れ
自
身
が
表
現
的
な
も
の
と
し
て
主
体
的
・
客
体
的
な
も

の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
無
の
意
味
に
於
け
る
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
そ
れ
の
表
現
で
あ
る
。
か
か
る

世
界
の
自
己
限
定
に
於
て
媒
介
と
な
る
の
は
個
人
で
あ
る
。
個
人
の
活
動
な
し
に
は
表
現
的
世
界
と
し
て
の
社
会

は
作
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
に
於
て
は
個
人
は
世
界
の
中
心
で
あ
り
、
ま
た
社
会
は
人
生
の
表
現
で
あ
る
と
云
う

こ
と
が
で
き
る
。
表
現
的
世
界
と
原
始
世
界
と
は
弁
証
法
的
統
一
に
於
て
あ
り
、
人
間
は
か
く
の
如
き
と
こ
ろ
に

於
て
生
れ
る
。従
っ
て
人
間
は
原
始
世
界
の
表
現
で
あ
る
と
共
に
表
現
的
世
界
或
は
歴
史
的
社
会
の
表
現
で
あ
る
。

歴
史
的
社
会
の
表
現
で
あ
る
限
り
人
間
は
彼
の
属
す
る
時
代
の
表
現
で
あ
る
が
、
か
か
る
歴
史
的
社
会
が
同
時
に

原
始
世
界
の
意
味
を
有
す
る
限
り
人
間
は
そ
の
時
代
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
越
え
て
却
っ
て
来
る
べ
き
次
の
時
代

を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
る
に
人
間
は
社
会
か
ら
生
れ
る
と
云
う
と
き
、
人
間
は
つ
ね
に
他

の
人
間
に
対
し
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
直
線
的
限
定
は
つ
ね
に
円
環
的
限
定
と
結
び
附
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
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ら
パ
ト
ス
は
ミ
ュ
ト
ス
の
性
格
を
担
っ
て
来
る
。
パ
ト
ス
は
単
に
個
人
的
な
も
の
で
な
く
、
社
会
的
な
も
の
と
し

て
ミ
ュ
ト
ス
の
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
ロ
ゴ
ス
も
ま
た
単
に
一
般
的
な
も
の
で
な
く
、
直
線
的
な
も

の
の
円
環
的
限
定
と
し
て
ノ
モ
ス
の
性
質
を
具
え
て
来
る
。
表
現
的
な
も
の
は
社
会
的
な
も
の
と
し
て
ミ
ュ
ト
ス

的
・
ノ
モ
ス
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
と
は
対
立
し
な
が
ら
統
一
に
於
て
あ
る
。
そ
れ
は
特
殊
的
限
定
と
一
般
的
限
定
、

直
線
的
限
定
と
円
環
的
限
定
、
時
間
的
限
定
と
空
間
的
限
定
と
の
関
係
の
如
き
関
係
に
あ
る
。
例
え
ば
感
覚
的
と

い
う
語
は
知
的
な
意
味
と
同
時
に
情
意
的
な
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
最
も
原
始
的
な
知
的
活
動
を
意

味
す
る
と
共
に
感
情
的
肉
欲
的
と
い
う
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
は
原
始
的
な
直

接
的
な
統
一
に
於
て
あ
る
。
構
想
力
と
い
う
知
的
な
も
の
と
感
情
と
の
統
一
は
芸
術
的
活
動
の
如
き
場
合
に
認
め

ら
れ
る
。
芸
術
家
の
能
力
は
感
情
で
あ
る
と
も
構
想
力
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
る
が
、
両
者
は
統
一
的
に
働
く
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
現
代
の
多
く
の
論
理
学
者
が
云
う
よ
う
に
、
判
断
と
い
う
知
的
活
動
の
根
柢
に
も
意
志

が
あ
る
。
更
に
最
高
の
認
識
に
於
て
は
知
と
愛
と
は
一
つ
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス

と
は
つ
ね
に
弁
証
法
的
に
結
び
附
い
て
い
る
。
か
く
の
如
き
関
係
は
パ
ト
ス
や
ロ
ゴ
ス
を
単
に
個
人
的
で
な
く
社

会
的
に
考
え
る
場
合
に
於
て
も
認
め
ら
れ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
は
単
な
る
パ
ト
ス
で
な
く
既
に
表
象
的
要
素
を
内
包
し



三
八
七

哲
学
的
人
間
学

て
い
る
。
ミ
ュ
ト
ス
は
既
に
パ
ト
ス
的
・
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
し
て
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
表
現
の
根

源
形
態
で
あ
る
。
パ
ト
ス
が
ミ
ュ
ト
ス
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
主
体
的
な
も
の
の
客
体
的
な
も
の
へ
の
堪
え
難

き
欲
求
を
現
す
。
デ
ー
モ
ン
の
協
働
な
し
に
は
芸
術
作
品
は
な
い
と
云
わ
れ
る
が
、
表
現
活
動
に
於
け
る
デ
ー
モ

ン
と
は
か
よ
う
に
ミ
ュ
ト
ス
的
に
な
っ
た
パ
ト
ス
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ミ
ュ
ト
ス
に
対
し
て
先
ず
考
え
ら
れ
る
の

は
ド
ク
サ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
関
係
は
我
々
の
謂
う
世
界
歴
史
性
と
日
常
性
と
の
範
疇
に
相
応
す
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
両
者
を
社
会
的
意
識
と
し
て
見
る
と
き
、
次
の
如
き
区
別
が
認
め
ら
れ
る
。
一
。
ド
ク
サ
が
社
会
の
均
衡

の
状
態
に
相
応
す
る
形
態
で
あ
る
に
反
し
、
ミ
ュ
ト
ス
は
そ
の
矛
盾
ま
た
は
対
立
の
関
係
に
相
応
す
る
形
態
で
あ

る
。
前
者
が
所
謂
有
機
的
時
期
に
あ
た
る
意
識
形
態
で
あ
る
に
対
し
、
後
者
は
批
判
的
も
し
く
は
危
機
的
時
期
に

あ
た
る
意
識
形
態
と
し
て
固
有
な
も
の
で
あ
る
。
ド
ク
サ
的
で
あ
る
常
識
の
こ
と
を
ド
イ
ツ
語
で
は “gesunder 

M
enschenverstand” 

と
い
う
。
こ
こ
に
健
全
な gesund 

と
い
う
の
は
、
そ
の
知
識
が
社
会
の
現
存
す
る
均
衡
に

対
し
て
調
節
さ
れ
、
こ
れ
を
乱
し
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
得
る
。
然
る
に
優
越
な
意
味
に
於

け
る
ミ
ュ
ト
ス
は
矛
盾
ま
た
は
対
立
の
意
識
か
ら
生
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
自
然
に
就
い
て
の
ミ
ュ
ト
ス
で
す

ら
人
間
と
自
然
と
の
間
に
於
け
る
矛
盾
ま
た
は
対
立
の
意
識
か
ら
生
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
二
。
ミ
ュ
ト
ス
は
つ
ね
に
生
成
及
び
変
化
の
観
念
と
結
び
附
い
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
変
化
が
全
体
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に
関
わ
る
意
味
を
有
し
、
従
っ
て
連
続
的
で
な
く
、
非
連
続
的
飛
躍
的
意
味
を
有
す
る
と
こ
ろ
に
ミ
ュ
ト
ス
的
意

識
は
生
れ
る
の
で
あ
る
。
生
成
及
び
変
化
の
観
念
と
結
び
附
く
故
に
、
時
間
の
観
念
が
ま
た
ミ
ュ
ト
ス
に
と
っ
て

構
成
的
で
あ
る
。
こ
の
時
間
は
勿
論
客
体
的
な
時
間
で
な
い
。
そ
れ
は
主
体
的
な
時
間
で
あ
り
、
か
か
る
ミ
ュ
ト

ス
的
意
識
は
特
殊
な
未
来
性
の
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
ド
ク
サ
は
変
化
と
い
う
よ
り
も
状
態
に
結
び
附
き
、

従
っ
て
ミ
ュ
ト
ス
が
時
間
的
で
あ
る
に
対
し
て
は
空
間
的
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
三
。
ミ
ュ
ト
ス
は
パ

ト
ス
的
な
も
の
と
し
て
直
観
的
で
あ
る
。
直
観
的
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
客
体
的
直
観
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
却

っ
て
主
体
的
直
観
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
形
あ
る
も
の
の
形
を
見
る
と
い
う
よ
り
も
形
な
き
も
の
の
形
を
見
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
イ
デ
ー
的
な
直
観
で
は
な
い
、
却
っ
て
主
体
が
根
源
的
に
自
然
的
な
も
の
の
意
味
を
含
む
と
こ

ろ
に
ミ
ュ
ト
ス
は
生
れ
る
の
で
あ
る
。
主
体
が
イ
デ
ー
で
な
く
、
寧
ろ
第
一
次
の
自
然
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

る
か
ら
、
ミ
ュ
ト
ス
は
生
れ
る
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
に
就
い
て
深
い
思
想
を
述
べ
た
人
々
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
で

も
、
バ
コ
ー
フ
ェ
ン
で
も
、
ニ
ー
チ
ェ
で
も
、
凡
て
そ
の
よ
う
な
自
然
を
考
え
た
。
然
る
に
ド
ク
サ
は
、
常
識
が 

M
enschenverstand 

と
い
う
語
で
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
成
立
に
あ
た
っ
て
或
る
悟
性
、
従
っ
て
或
る
判
断
を

含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
悟
性
は
科
学
の
場
合
と
同
一
の
仕
方
で
働
く
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
悟
性
は
所

謂 M
enschenverstand 

と
し
て
具
体
的
に
把
え
ら
れ
、
判
断
は
全
く
日
常
的
な
意
味
で
い
う
「
判
断
」
と
解
さ
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る
べ
き
で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
と
ド
ク
サ
と
は
こ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
が
、
両
者
は
ま
た
固
よ
り
相
関
係
し
、
ミ

ュ
ト
ス
が
伝
承
に
於
て
ド
ク
サ
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
共
に
、
ド
ク
サ
が
ド
ク
サ
と
し
て
社
会
的
に
通
用
す
る

の
に
は
そ
れ
が
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
ピ
ス
テ
ィ
ス
（
信
）
に
よ
っ
て
―
―
支
え
ら

れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
パ
ト
ス
は
自
己
自
身
を
否
定
し
て
イ
デ
ア
に
於
て
自
己
を
見
出
し

ロ
ゴ
ス
的
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
表
現
的
と
な
る
よ
う
に
、
ミ
ュ
ト
ス
も
真
に
表
現
的
に
な
る
た
め
に
は
自

己
を
弁
証
法
的
に
否
定
し
て
ロ
ゴ
ス
的
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
ロ
ゴ
ス
が
ノ
モ
ス
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界

に
於
て
は
凡
て
の
ロ
ゴ
ス
が
ノ
モ
ス
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
純
粋
な
ロ
ゴ
ス
と
考
え
ら
れ
る
科
学
の
如
き
で
す

ら
、
歴
史
的
世
界
に
於
け
る
歴
史
的
物
と
し
て
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
ノ
モ
ス
の
意
味

を
も
っ
て
い
る
。
ノ
モ
ス
は
単
純
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
な
く
、
表
現
的
な
も
の
と
し
て
パ
ト
ス
的
意
味
を
含
む

も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
パ
ト
ス
は
単
純
に
パ
ト
ス
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
ロ
ゴ
ス
の
絶
対
否
定
の
媒
介
が

必
要
で
あ
る
。
ド
ク
サ
も
既
に
ノ
モ
ス
的
で
あ
る
が
、
ロ
ゴ
ス
の
絶
対
否
定
に
媒
介
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
真

に
ノ
モ
ス
的
と
は
云
え
な
い
。
ド
ク
サ
の
位
置
は
ミ
ュ
ト
ス
と
ノ
モ
ス
と
の
間
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
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人
間
と
い
う
語
は
絶
え
ず
両
義
性
に
纏
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
特
別
に
重
要
な
の
は
人
間
と
い
う
語
が
個
人

を
現
す
と
同
時
に
社
会
を
現
す
場
合
で
あ
る
。
人
間
と
云
え
ば
、
今
日
普
通
に
は
個
人
の
意
味
に
解
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
も
と
世
間
ま
た
は
世
の
中
を
意
味
し
た
。
コ
ー
ヘ
ン
の
如
き
も
そ
の
倫
理
学
の
初
め
に
人
間
と
い
う
語
の

う
ち
に
含
ま
れ
る
両
義
性
に
就
い
て
述
べ
、
そ
れ
を
個
別
性
及
び
多
数
性
と
い
う
範
疇
に
よ
っ
て
現
し
た
。
個
別

性
の
範
疇
に
於
け
る
人
間
は
個
人
で
あ
り
、
そ
し
て
多
数
性
の
範
疇
に
於
け
る
人
間
は
社
会
で
あ
る
。
我
々
は
人

間
存
在
の
社
会
性
の
本
質
を
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
と
い
う
語
に
纏
わ
る
か
く
の
如
き
両
義
性
に
根
本
的
な

解
明
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

人
間
は
本
性
上
社
会
的
動
物
で
あ
る
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
有
名
な
定
義
で
あ
る
が
、
こ
の
定
義
は
今
日
あ

ら
ゆ
る
他
の
定
義
に
対
し
て
最
も
重
要
な
意
義
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
定
義
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ

る
こ
と
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
確
か
に
人
間
は
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
個
人
は
た
だ
社
会
の
う
ち
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一

哲
学
的
人
間
学

に
於
て
個
人
と
し
て
分
化
し
得
る
の
み
で
あ
る
。
歴
史
の
発
展
も
人
間
の
社
会
性
の
発
展
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
人
間
は
蟻
や
蜂
と
同
様
の
仕
方
で
社
会
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
が
特
に
社
会

的
動
物
と
し
て
他
の
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
、
所
謂
動
物
社
会
の
如
き
も
単
に
類
比
的
意
味
に
於
て
の
み
考
え
ら
れ

得
る
と
す
れ
ば
、
人
間
が
社
会
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
蟻
や
蜂
が
社
会
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
意
味
で

あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
政
治
学
』
の
中
で
、
社
会
（
ポ
リ
ス
）
は
自
然
的
な
も
の
で
あ

り
、
人
間
は
本
性
上
社
会
的
動
物
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
し
て
人
間
は
蜂
そ
の
他
の
群
居
的
動
物
よ
り
も
一
層
社
会

的
動
物
で
あ
る
と
論
じ
、
そ
の
理
由
と
し
て
人
間
の
み
が
言
葉 lovgoV 

を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

単
な
る
声 fw

nhv 

は
快
不
快
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
他
の
動
物
に
も
具
わ
っ
て
い
る
が
、
言
葉
は
有
益
な
も
の
と
有

害
な
も
の
、
従
っ
て
義
な
る
も
の
と
義
な
ら
ぬ
も
の
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
人
間
は
言
葉
を
有
す
る
も
の
と
し
て

善
と
悪
、
正
義
と
不
正
義
と
の
感
覚
を
有
し
、
か
か
る
感
覚
を
有
す
る
も
の
の
結
合
に
し
て
初
め
て
家
族
や
国
家

を
作
る
の
で
あ
る
。
即
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
人
間
が
社
会
的
で
あ
る
と
い
う
根
拠
を
人
間
が
ロ
ゴ
ス
（
言
葉
、

ま
た
理
性
）
を
有
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
い
た
。
然
る
に
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
が
他
の
動
物
と
は
異
な
り
勝

れ
て
社
会
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
は
知
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
社
会
の
構
造
の
特
殊
な
論
理
は
そ
の
こ
と
の
み

か
ら
は
知
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
社
会
性
が
蜂
の
社
会
性
と
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
の
構
造
の
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論
理
に
関
し
て
如
何
な
る
相
違
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
の
発
展
は
、
一
方
人
間
の
社
会
性
の
発
展
と
見
ら
れ

る
と
共
に
、
他
方
そ
の
個
人
性
の
発
展
で
あ
る
。
原
始
社
会
に
於
て
は
個
人
は
集
団
に
吸
収
さ
れ
、
個
人
と
し
て

の
自
由
乃
至
独
立
性
の
意
識
が
欠
乏
し
て
い
た
。
社
会
の
発
展
は
社
会
の
う
ち
か
ら
独
立
な
個
性
的
な
人
格
を
作

り
出
し
た
の
で
あ
る
。
人
間
が
理
性
的
動
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
カ
ン
ト
な
ど
が
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
個

人
が
自
己
の
人
格
の
自
己
目
的
性
を
自
覚
す
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
人
が
独
立
な

人
格
と
し
て
発
達
し
て
い
る
と
い
う
点
に
於
て
人
間
は
他
の
群
居
的
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・

マ
イ
ヤ
ー
の
如
き
歴
史
家
は
「
一
民
族
の
生
活
の
中
へ
侵
入
す
る
要
素
と
し
て
の
個
人
の
進
出
」
に
歴
史
の
端
初

を
見
た
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
社
会
と
個
人
と
の
関
係
に
就
い
て
、「
全
体
は
部
分
よ
り
も
先
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な

命
題
を
掲
げ
た
。
こ
の
命
題
は
社
会
思
想
の
歴
史
に
於
て
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
影
響
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
う
ち

に
も
、
ま
た
特
に
今
日
の
所
謂
全
体
主
義
乃
至
普
遍
主
義
の
う
ち
に
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
命
題
は
有

機
体
説
的
論
理
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
有
機
体
説
に
於
て
は
、
個
人
と
社
会
と
の
関
係
、
ま
た
個

人
相
互
の
関
係
は
有
機
的
調
和
的
に
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
い
ず
れ
の
場
合
に
於
て
も
そ
の
関
係
を
根
源
的
に

規
定
し
指
示
す
る
も
の
は
全
体
で
あ
り
、
従
っ
て
全
体
は
部
分
よ
り
も
先
の
も
の
で
あ
る
。
部
分
は
全
体
の
分
化
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人
間
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と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
有
機
体
説
に
於
て
は
部
分
は
つ
ね
に
ど
こ
ま
で
も
全
体
に
依
存
的
従
属
的
に
考

え
ら
れ
る
に
留
ま
り
、
個
人
の
社
会
か
ら
の
真
の
独
立
性
、
個
人
の
社
会
に
対
す
る
絶
対
的
な
否
定
の
意
味
に
於

け
る
自
由
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
有
機
体
説
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
全
体
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
論
理

的
に
は
具
体
的
普
遍
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
併
し
個
体
は
具
体
的
普
遍
の
立
場
か
ら
は
自
体
に
於
て
完
結
し
た
統

一
形
象
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
超
個
的
全
体
の
形
而
上
学
的
根
柢
か
ら
切
離
さ
れ
て
は
独
立
し
な
い
部
分
形
象
で
あ

る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
と
き
特
殊
は
普
遍
の
制
限
と
し
て
成
立
す
る
故
に
、
有
限
な
個
体
に
対
し
て
絶
対
的
標
準

と
形
而
上
学
的
基
礎
と
を
与
え
る
も
の
は
無
限
な
超
個
的
全
体
で
あ
る
。
個
体
は
そ
れ
自
身
で
は
空
虚
で
あ
り
、

消
極
的
で
あ
る
。
こ
の
空
虚
と
消
極
性
と
を
避
け
る
た
め
に
は
、
我
々
は
全
き
隷
属
に
甘
ん
ず
る
奴
隷
の
位
置
に

身
を
卑
し
め
て
普
遍
的
な
有
機
体
の
中
に
入
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
個
人
の
価
値
は
民
族
の
精
神
に
適
従
す
る

と
こ
ろ
に
、
こ
れ
の
代
表
者
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
全
体
の
仕
事
の
一
つ
の
位
置
を
分
た
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
し
か

存
し
な
い
。「
誰
も
地
球
を
飛
び
越
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
よ
う
に
、
如
何
な
る
人
も
彼
の
民
族
精
神
を
飛
び
越
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
っ
た
。
有
機
的
全
体
の
美
と
優
越
と
が
称
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
個

体
は
そ
の
自
由
と
独
立
性
と
を
奪
わ
れ
て
遂
に
民
族
も
し
く
は
国
家
の
手
段
ま
た
は
道
具
と
し
て
の
意
味
し
か
有

し
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
場
合
社
会
は
一
の
有
機
体
と
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
社
会
は
自
然
的
な
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も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
社
会
の
基
礎
と
し
て
民
族
或
は
人
種
と
い
う
が
如
き
自
然
的
非
合
理
的

な
も
の
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
生
じ
て
来
る
。
有
機
体
説
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ー
の
哲
学
か
ら
か
く
の
如
き
非
合

理
主
義
に
陥
る
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
。
然
る
に
近
世
の
自
由
主
義
と
合
理
主
義
の
世
界
観
に
於
て
は
個
人
は
社
会

よ
り
も
先
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
影
響
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、人
間
の
概
念
は
個
人
の
概
念
と
等
置
さ
れ
、

か
く
て
ひ
と
は
人
間
と
い
う
語
の
も
と
に
全
く
自
然
的
に
個
人
の
こ
と
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
個
人

主
義
と
云
わ
れ
る
も
の
に
は
様
々
な
方
向
乃
至
種
類
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、そ
の
共
通
な
内
容
は
、個
々

の
人
間
を
何
等
か
の
仕
方
で
そ
れ
自
身
に
於
て
規
定
さ
れ
た
本
質
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
極
端
な
場
合
は

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
「
唯
一
者
」der Einzige 

の
概
念
で
あ
ろ
う
。「
私
、
こ
の
唯
一
者
が
人
間
で
あ
る
」
と
彼

は
云
う
。
わ
れ
以
上
の
も
の
を
意
味
す
る
国
家
の
如
き
は
、
わ
れ
の
唯
一
性
の
意
識
の
前
に
は
色
褪
め
、
ま
た
こ

の
感
情
を
弱
め
る
も
の
と
し
て
却
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
よ
う
な
無
政
府
主
義
的
結
論
を
取

ら
な
い
ま
で
も
、個
人
主
義
の
立
場
に
於
て
は
い
ず
れ
に
し
て
も
個
人
は
社
会
よ
り
も
先
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

か
の
社
会
契
約
説
は
そ
の
模
範
的
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
学
説
の
代
表
者
ホ
ッ
ブ
ス
は
云
う
、「
動
物
に
あ
っ
て

一
致
は
自
然
の
業
で
あ
る
、
人
間
の
間
で
は
併
し
一
致
は
人
為
の
業
で
あ
り
、
諸
契
約
の
結
果
で
あ
る
」。
国
家

は
契
約
の
産
物
で
あ
り
、
従
っ
て
個
人
に
対
し
て
彼
の
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
国
家
は
自
然
的
な
も
の
と
考
え
ら
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哲
学
的
人
間
学

れ
ず
、
寧
ろ
或
る
規
範
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
国
家
を
法
律
的
規
範
的
に
構
成
し
た
。
近
世
の

多
く
の
観
念
論
に
於
て
、
そ
の
出
発
点
は
ど
こ
ま
で
も
個
人
で
あ
る
た
め
に
、
社
会
乃
至
国
家
に
何
等
か
の
重
要

性
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
社
会
や
国
家
は
そ
の
十
分
な
現
実
性
、
い
わ
ば
そ
の
物
質
性
に
於
て
承
認
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
寧
ろ
一
の
規
範
、
一
の
理
念
と
し
て
主
張
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
現
実
的
に
最
初
の
も
の
は
個

人
で
あ
っ
て
、
社
会
は
イ
デ
ー
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
。
か
く
て
徹
底
的
な
個
人
主
義
者
と
し
て
無
政
府
主
義
を

唱
え
た
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
を
し
て
反
対
し
て
云
わ
し
め
る
、「
私
は
諸
々
の
イ
デ
ー
を
実
現
す
る
た
め
に
こ
の
世

界
に
あ
る
と
い
う
の
か
。
例
え
ば
『
国
家
』
と
い
う
イ
デ
ー
の
実
現
の
た
め
に
私
の
市
民
性
を
通
じ
て
私
の
分
を

尽
す
た
め
に
、
或
は
結
婚
を
通
じ
て
夫
及
び
父
と
し
て
家
族
と
い
う
イ
デ
ー
を
存
在
に
齎
す
た
め
に
あ
る
と
い
う

の
か
。
私
は
か
く
の
如
き
使
命
に
頓
着
し
な
い
。
花
が
使
命
に
従
っ
て
生
長
し
、
匂
う
の
で
な
い
よ
う
に
、
私
は

使
命
に
従
っ
て
生
き
る
の
で
は
な
い
」＊

。
か
く
の
如
き
個
人
主
義
が
勿
論
正
し
く
な
い
よ
う
に
、
国
家
や
家
族
は

単
な
る
イ
デ
ー
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
社
会
は
人
為
で
も
イ
デ
ー
で
も
な
く
、
寧
ろ
ス
ピ
ノ
ザ
の
云
っ
た
如
く
ど

こ
ま
で
も
自
然
物 res naturalis 

で
あ
る
。
そ
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
情
念
論
を
国
家
論
の
基
礎
と
し
た
よ
う
に
、
社

会
は
単
に
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
パ
ト
ス
的
結
合
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
ま
た
社
会

を
単
に
自
然
的
な
も
の
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
し
て
非
合
理
主
義
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
も
間
違
っ
て
い
る
。
し
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か
も
社
会
の
合
理
性
を
有
機
体
説
に
よ
っ
て
基
礎
附
け
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
有
機
体
説
は
自
然
概
念
を
基
礎

と
す
る
た
め
に
屡
々
生
物
学
的
非
合
理
主
義
（
特
に
民
族
主
義
的
も
し
く
は
人
種
主
義
的
非
合
理
主
義
）
に
動
機

を
与
え
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
論
理
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
個
人
の
自
由
と
独
立
性
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
個
人
は
一
方
ど
こ
ま
で
も
社
会
か
ら
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
ま
た
ど
こ
ま
で
も
社
会
に
対
し
て
独
立
な
も

の
で
あ
る
。か
く
の
如
き
矛
盾
を
弁
証
法
的
に
把
握
せ
し
め
る
論
理
が
我
々
に
と
っ
て
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

M
ax Stirner, D

er Einzige und sein Eigentum
, S. 428(R

eclam
).

と
こ
ろ
で
社
会
と
個
人
と
の
関
係
に
就
い
て
極
め
て
普
通
に
見
ら
れ
る
の
は
、
社
会
を
個
人
に
対
す
る
環
境
と

考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
必
ず
し
も
個
人
主
義
と
同
じ
で
は
な
い
、
或
は
こ
の
見
方
の
結
果
は
必
然
的

に
個
人
主
義
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
先
に
人
間
存
在
の
状
況
性
を
論
じ
た
場
合
に
述
べ
た
如
く
、
社
会
を
環
境
と
考
え
る
こ
と

は
全
部
は
間
違
っ
て
い
な
い
が
、
か
よ
う
な
見
方
の
陥
っ
て
い
る
誤
謬
は
、
社
会
を
十
分
に
主
体
的
に
把
え
ず
、

寧
ろ
社
会
は
主
体
と
し
て
の
個
人
に
対
し
て
客
体
的
な
も
の
の
如
く
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
人

と
社
会
と
は
単
に
中
心
と
そ
の
周
囲
と
い
う
が
如
き
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
社
会
そ
の
も
の
が
主
体

と
し
て
把
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
と
個
人
と
を
類
比
的
に
同
一
の
構
造
の
も
の
と
考
え
る
見
方
は
古
く



三
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か
ら
存
在
し
て
い
る
。
個
人
と
云
え
ば
、
個
体 Individuum
 

を
謂
う
の
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
個
体
の
概
念
の
本

質
は
数
的
な
単
一
性
に
あ
る
の
で
な
く
て
、
質
的
な
統
一
性
に
あ
る
。「
多
様
な
も
の
の
統
一
」unitas m

ultiplex 

（
シ
ュ
テ
ル
ン
）
或
は
「
総
体
性
」G

esam
tfaltigkeit （

ヘ
フ
デ
ィ
ン
グ
）
が
個
体
の
本
質
を
表
す
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
に
於
て
個
体
と
考
え
ら
れ
る
の
は
個
々
の
人
間
に
限
ら
れ
る

こ
と
な
く
、
ま
た
或
る
一
定
の
集
団
に
対
し
て
も
同
様
に
個
体
と
い
う
概
念
を
適
用
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

実
際
に
「
集
団
的
個
体
」K

ollektivindividuum
 

と
い
う
語
が
社
会
学
者
の
間
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
多
数
の
個

人
か
ら
成
る
一
集
団
も
し
く
は
一
社
会
群
は
、
そ
れ
が
一
全
体
と
し
て
の
統
一
を
示
す
限
り
、
個
体
と
見
做
さ
れ

る
。
社
会
も
個
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
個
体
の
本
質
を
な
す
統
一
性
は
そ
れ

の
含
む
内
容
が
多
様
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
愈
々
発
揮
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
個
人
よ
り
も
寧
ろ
社
会
が
そ
の
意
味
に

於
て
は
個
体
と
考
え
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
す
ら
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
は
国
家
を
大
規
模
に
於
け

る
人
間
、
人
間
を
小
規
模
に
於
け
る
国
家
と
見
做
し
た
。
彼
は
国
家
と
個
人
と
の
間
の
性
質
的
な
差
異
を
考
慮
せ

ず
、
寧
ろ
主
と
し
て
両
者
の
間
の
量
的
な
差
異
を
強
調
し
た
。
国
家
は
個
人
よ
り
も
大
層
大
き
い
と
い
う
単
純
な

主
張
は
『
ポ
リ
テ
イ
ア
』
の
中
に
繰
り
返
し
現
れ
て
い
る
。
彼
は
国
家
と
個
人
と
を
全
く
同
様
の
構
造
の
も
の
と

見
、
そ
の
一
は
い
ず
れ
も
他
の
助
け
を
借
り
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
か
よ
う
に
し
て
両
者
は
相
互
に
認
識
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第
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章
　
人
間
存
在
の
社
会
性

原
理
と
し
て
役
立
つ
と
考
え
た
。
尤
も
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
は
個
人
は
国
家
に
吸
収
さ
れ
て
十
分
独
立
な
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
彼
が
国
家
と
個
人
と
を
心
理
的
・
倫
理
的
形
成
物
と
し
て
殆
ど
完
全
に
同
一
視
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
国
家
人
格 Staatspersönlichkeit 

と
い
う
近
代
的
観
念
を
準
備
し
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
で

あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
の
社
会
思
想
を
詳
細
に
検
討
す
る
暇
を
有
せ
ず
、
ま
た
社
会
と
個
人
と
を
同

一
の
構
造
の
も
の
と
見
る
こ
と
に
も
議
論
の
余
地
は
存
す
る
が
、
併
し
そ
の
よ
う
な
思
想
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い

る
如
く
、
社
会
は
単
に
個
人
に
対
す
る
環
境
と
見
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
個
人
が
主
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
社
会

も
ま
た
主
体
で
あ
る
。
社
会
は
単
に
我
々
に
対
す
る
客
体
で
あ
る
の
で
な
く
、
社
会
も
主
体
で
あ
り
、
社
会
と
個

人
と
の
関
係
も
両
者
の
主
体
的
な
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。両
者
の
関
係
を
客
体
的
に
見
て
行
け
ば
、

社
会
は
個
人
を
規
定
し
個
人
は
社
会
を
規
定
す
る
と
い
う
相
互
作
用
の
関
係
以
上
に
出
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ

う
。
固
よ
り
社
会
は
個
人
を
規
定
し
、
逆
に
個
人
は
社
会
を
規
定
す
る
、
併
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
飽
く
ま
で
弁

証
法
的
に
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
単
な
る
相
互
作
用
の
関
係
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
な
い
。
相
互
作
用
の

思
想
の
基
礎
に
は
つ
ね
に
連
続
観
が
含
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
有
機
体
説
の
根
柢
に
於
て
考
え
ら
れ
る
に

適
し
て
い
る
。
個
人
と
社
会
と
の
間
に
於
け
る
若
く
は
個
人
と
個
人
と
の
間
に
於
け
る
絶
対
的
な
否
定
、
非
連
続

の
関
係
は
弁
証
法
に
よ
っ
て
の
み
正
し
く
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
弁
証
法
は
単
に
客
体
的
な



三
九
九

哲
学
的
人
間
学

見
方
に
と
っ
て
は
成
立
し
得
な
い
。

二

人
間
と
い
う
語
は
先
ず
「
ひ
と
」
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
る
。
人
間
は
私
で
も
な
く
汝
で
も
な
く
、
却
っ
て

ひ
と
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
と
謂
う
の
は
私
で
も
な
く
汝
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
に
ア
ク
セ
ン
ト

附
け
ら
れ
、区
別
さ
れ
て
い
な
い
謂
わ
ば
中
和
的
な
も
の
、無
記
の
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
所
謂 “M

an” 

が
そ
れ
に
当
る
。「
ひ
と
が
そ
う
云
う
」
な
ど
と
話
さ
れ
る
場
合
の
「
ひ
と
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
特

に
何
人
か
が
ひ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
な
く
、
何
人
も
が
皆
ひ
と
で
あ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
者
は
い
ず
れ
も

他
の
者
の
如
く
で
あ
る
、
誰
か
が
強
調
さ
れ
、
特
別
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ひ
と
と
謂
う
の
は
平
均
性
に

於
け
る
人
間
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
量
的
な
、
抽
象
的
な
平
均
を
意
味
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
か
よ
う
な
ひ
と
が
個
人
を
超
越
す
る
と
考
え
ら
れ
た
普
遍
的
自
我
の
如
き
も
の
で
な
い
こ
と
も
云
う
ま
で
も

な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
固
よ
り
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
共
通
な
類
概
念
と
し
て
の
人
間
を
謂
う
の
で
も
な
い
。
ひ
と

と
は
そ
の
よ
う
な
何
等
か
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
個
々
の
具
体
的
な
人
間
が
ひ
と
で
あ
る
。
各
人
は
そ

れ
ぞ
れ
の
人
間
で
あ
り
な
が
ら
ひ
と
で
あ
る
。
人
間
が
ひ
と
と
し
て
現
れ
る
の
は
異
常
な
こ
と
に
属
す
る
の
で
な
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く
、
却
っ
て
そ
の
日
常
性
に
於
て
人
間
は
ひ
と
で
あ
る
。
私
が
ひ
と
で
あ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
他
の
者
で
あ
る
、

併
し
何
人
で
も
ひ
と
と
し
て
他
の
者
で
あ
る
の
で
あ
る
。
汝
が
ひ
と
で
あ
る
の
で
な
い
、
け
れ
ど
も
ま
た
誰
も
が

ひ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
に
凡
庸
化
さ
れ
た
人
間
が
ひ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
そ
の
日
常
性
に
於
て
ひ
と

で
あ
る
。
日
常
的
な
「
誰
」
に
応
ず
る
も
の
が
ひ
と
で
あ
る
。「
誰
が
そ
う
云
う
か
」
と
問
わ
れ
る
、
―
―
「
ひ

と
が
そ
う
云
う
」
と
答
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
日
常
的
に
満
足
さ
れ
て
い
る
談
話
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
誰
に
応
ず

る
も
の
と
し
て
ひ
と
は
或
る
個
人
性
を
具
え
て
い
る
。
ひ
と
の
概
念
が
全
く
個
人
性
を
脱
し
た
も
の
で
な
い
こ
と

は
、「
ひ
と
が
そ
う
云
う
」
と
い
う
こ
と
を
「
誰
か
が
そ
う
云
っ
て
い
る
」
と
言
い
直
す
こ
と
も
で
き
る
こ
と
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
ひ
と
と
し
て
の
人
間
は
顕
に
個
人
で
は
な
い
。
ひ
と
の
す
る
通
り
に

す
る
者
は
「
世
の
中
」
の
す
る
通
り
に
す
る
者
で
あ
る
。
ひ
と
の
考
え
る
よ
う
に
考
え
る
者
は
「
世
間
」
の
考
え

る
よ
う
に
考
え
る
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
は
ま
た
世
の
中
と
か
世
間
と
か
を
、
そ
の
意
味
に
於
て
社
会

を
意
味
す
る
。
人
間
と
い
う
語
は
語
学
的
に
云
っ
て
も
も
と
世
間
と
か
世
の
中
と
か
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
「
ひ
と
」
と
い
う
概
念
が
既
に
両
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
誰
か
」
と
い
う
意
味
で
或
る
個
人
性

を
含
み
、
同
時
に
そ
れ
は
世
間
と
い
う
意
味
で
或
る
社
会
性
を
含
ん
で
い
る
。

ひ
と
と
い
う
概
念
は
人
間
の
共
在
を
示
し
て
い
る
。
唯
一
人
の
人
間
は
ひ
と
で
は
な
い
。
ひ
と
と
は
世
間
で
あ



四
〇
一

哲
学
的
人
間
学

り
、
多
く
の
人
間
が
共
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ひ
と
と
は
云
わ
れ
な
い
。
そ
の
限
り
ひ
と
と
い
う
語
は
人
間
が

社
会
で
あ
る
こ
と
を
現
し
て
い
る
。
併
し
な
が
ら
人
間
は
ひ
と
と
し
て
な
お
真
の
意
味
に
於
け
る
社
会
で
な
い
と

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ひ
と
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
人
間
の
主
体
的
な
結
合
は
な
お
示
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
と
い
う
概
念
は
人
間
の
「
共
在
」
の
事
実
を
示
す
と
し
て
も
人
間
の
「
共
存
」
の
事

実
を
現
さ
な
い
。
ひ
と
も
固
よ
り
人
間
を
意
味
す
る
限
り
純
粋
に
客
体
的
な
も
の
で
な
い
、
け
れ
ど
も
そ
こ
で
は

人
間
の
主
体
性
は
極
度
に
蔽
わ
れ
て
い
る
。
ひ
と
の
こ
と
は
所
謂
「
ひ
と
ご
と
」
で
あ
っ
て
、「
わ
れ
わ
れ
」
に

関
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ひ
と
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
共
に
そ
れ
に
属
す
る
社
会
の
こ

と
で
あ
り
な
が
ら
、な
お
単
に
ひ
と
ご
と
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
実
は
ひ
と
ご
と
で
な
く
、

わ
れ
わ
れ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
ひ
と
と
し
て
は
未
だ
主
体
的
に
結
合
さ
れ
て
い
な
い
。
ひ
と
の
こ
と
に

対
し
て
誰
が
責
任
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
。「
ひ
と
」の
な
お
含
む
主
体
性
は「
わ
れ
わ
れ
」に
於
て
初
め
て
顕
に
な
る
。

「
ひ
と
」は「
わ
れ
わ
れ
」と
し
て
把
え
ら
れ
て
初
め
て
社
会
的
な
主
体
と
な
る
の
で
あ
る
。人
間
と
は
ひ
と
で
な
く
、

わ
れ
わ
れ
で
あ
る
。「
ひ
と
」
と
い
う
範
疇
は
主
体
的
に
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
範

疇
と
な
る
。

然
る
に
ひ
と
と
い
う
概
念
と
わ
れ
わ
れ
と
い
う
概
念
と
の
間
の
差
異
は
、
前
者
に
於
て
は
多
数
の
人
間
が
そ
の
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平
均
性
乃
至
凡
庸
性
に
於
て
た
だ
単
に
連
続
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
に
反
し
て
、
後
者
に
於
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人

間
の
主
体
性
に
於
て
非
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
固
よ
り
単
な
る
非
連
続
の
み
か
ら

は
わ
れ
わ
れ
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
併
し
ま
た
非
連
続
が
予
想
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
考
え
ら
れ
な

い
。
と
こ
ろ
で
か
よ
う
に
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
範
疇
に
於
て
予
想
さ
れ
る
非
連
続
な
関
係
は
範
疇
的
に
「
私
と

汝
」
と
し
て
現
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
個
人
と
し
て
私
で
あ
る
。
私
と
い
う
概
念
が
客
体
も
し
く

は
対
象
と
は
全
く
異
な
る
主
観
或
は
主
体
を
示
す
も
の
と
し
て
従
来
の
哲
学
に
於
て
特
に
優
越
な
位
置
を
占
め
て

来
た
。「
自
我
」
と
い
う
語
が
哲
学
的
に
意
味
す
る
も
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
本
来
私
は
た
だ
汝
に
対

し
て
の
み
私
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
「
自
我
」
と
し
て
「
非
我
」
と
考
え
ら
れ
る
物
或
は
対
象
に
対
し
て

私
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
私
は
他
の
人
間
或
は
主
体
即
ち
汝
に
対
し
て
初
め
て
私
で
あ
る
。
或
る
人
々
は
私
と

汝
と
の
関
係
に
於
て
私
よ
り
も
汝
の
優
位
を
主
張
し
て
い
る
。
私
か
ら
汝
に
到
る
の
で
な
く
、
汝
か
ら
私
に
来
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
汝
の
優
位
を
コ
ー
ヘ
ン
は
論
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
場
合
問
題
に
な
る

の
は
一
の
無
限
判
断
で
あ
る
。
無
限
判
断
と
は
一
の
根
源
の
判
断
で
あ
る
。
こ
の
判
断
の
本
性
に
従
い
自
我
に
於

て
無
乃
至
否
定
（
コ
ー
ヘ
ン
の
好
ん
で
用
い
る
ギ
リ
シ
ア
語
の mhv

）
の
迂
路
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
の
は
自
我

の
根
源
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
然
る
に
自
我
の
根
源
の
概
念
と
し
て
の
非
我
は
、
そ
れ
に
於
て
た
だ
自
我
が
そ
の
根
源
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哲
学
的
人
間
学

を
有
し
得
べ
き
も
の
と
し
て
、
一
般
に
物
で
な
く
、
た
だ
人
間
の
概
念
に
関
わ
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
か
よ
う
に

正
し
く
理
解
さ
れ
た
非
我
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
他
者
」der A

ndere 

で
あ
る
。
他
者
は
単
な
る
他
者
で
な
く
、

自
我
に
対
し
て
厳
密
な
相
関
関
係
に
、
寧
ろ
「
連
続
関
係
」
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
論
理
的
に
は
他
者
即
ち 

alter ego 

が
自
我
の
根
源
で
あ
る
。他
者
が
自
我
を
生
産
す
る
。「
自
我
が
他
者
の
純
粋
生
産
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、

他
者
か
ら
出
て
来
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
自
我
は
定
義
さ
れ
得
ず
、
産
出
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
」＊

。
か
く

の
如
く
コ
ー
ヘ
ン
は
自
我
の
根
源
は
他
者
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
思
想
は
深
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
な
お

徹
底
し
た
も
の
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
コ
ー
ヘ
ン
の
謂
う
他
者
は
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
非
我
、
言
い
換
え
れ
ば
物

と
か
客
観
と
か
で
は
な
い
が
、
な
お
他
我
と
し
て
自
我
に
対
し
て
「
連
続
関
係
」
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
他
者
は
第
二
の
人
間
、コ
ー
ヘ
ン
の
所
謂
「
そ
ば
の
人
間
」N

ebenm
ensch 

で
あ
り
得
る
の
み
で
あ
っ
て
、

真
の
意
味
に
於
け
る
「
汝
」
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
汝
は
単
な
る
他
者
で
な
く
、
絶
対
に
他
者
で
あ
っ
て
、
私

と
汝
と
の
間
は
非
連
続
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
か
よ
う
に
私
に
対
し
て
非
連
続
的
で
あ
る
汝
は
コ
ー
ヘ

ン
の
如
く
連
続
原
理
を
根
柢
と
す
る
哲
学
的
立
場
に
於
て
は
基
礎
附
け
ら
れ
な
い
。
私
と
汝
と
い
う
関
係
は
如
何

な
る
観
念
論
に
よ
っ
て
も
基
礎
附
け
ら
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。私
と
汝
と
が
連
続
的
に
考
え
ら
れ
る
限
り
、

自
我
の
根
源
と
し
て
他
者
が
説
か
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
他
者
は
単
に
他
の
自
我
と
し
て
根
柢
と
な
っ
て
い
る
の
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は
依
然
と
し
て
自
我
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
観
念
論
的
哲
学
の
特
徴
で
あ
る
。
コ
ー

ヘ
ン
が
論
理
的
に
他
者
の
自
我
に
対
す
る
根
源
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
に
対
し
て
、
ロ
ゴ
ス
の
一
層
具
体

的
な
意
味
に
従
っ
て
言
語
哲
学
的
に
汝
の
私
に
対
す
る
優
位
を
示
そ
う
と
し
た
の
は
エ
ー
プ
ネ
ル
で
あ
る
。
エ
ー

プ
ネ
ル
は
、
人
間
存
在
の
観
念
論
的
解
釈
が
人
間
は
自
己
自
身
に
よ
っ
て
立
ち
自
己
自
身
を
把
握
し
得
る
「
私
」

で
あ
る
と
の
暗
黙
の
前
提
を
有
す
る
の
に
反
対
し
て
、
精
神
的
生
活
は
た
だ
私
と
汝
の
関
係
と
し
て
の
み
真
に
現

実
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
思
惟
す
る
人
間
は
自
己
自
身
及
び
自
己
の
思
想
を
他
の
者
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

具
体
的
と
な
る
。
自
己
を
伝
え
る
者
は
自
己
を
他
の
者
に
対
し
て
話
に
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
問
に
持
ち
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
汝
に
と
っ
て
開
示
さ
れ
る
。
自
己
を
伝
え
る
者
は
汝
の
前
に
於
て
彼
の
閉
鎖
性
か
ら
脱
け
出
し
、

汝
に
よ
っ
て
初
め
て
具
体
的
に
私
と
し
て
限
定
さ
れ
る
。
或
る
他
の
者
の
第
二
人
称
と
し
て
の
み
一
人
の
者
は
第

一
人
称
に
於
て
開
示
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
私
は
た
だ
或
る
他
の
者
の
汝
と
し
て
の
み
現
実
的
な
私
で
あ
る
。
エ

ー
プ
ネ
ル
に
於
て
な
お
十
分
顕
で
な
い
に
し
て
も
汝
は
私
に
対
し
て
、
ま
た
私
に
と
っ
て
優
位
が
認
め
ら
れ
て
い

る
、
な
ぜ
な
ら
汝
が
私
を
し
て
初
め
て
真
に
自
己
自
身
に
来
た
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
汝
か

ら
話
し
掛
け
ら
れ
た
者
の
み
が
、
こ
の
話
し
掛
け
に
対
し
て
答
え
さ
せ
ら
れ
る
（verantw

orten 

―
―
ま
た
責
任

を
負
わ
さ
れ
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
「
私
」
と
云
う
こ
と
が
で
き
る＊
＊。
エ
ー
プ
ネ
ル
の
言
語
哲
学
的
思
想
の
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根
柢
に
横
た
わ
っ
て
い
る
神
学
的
見
方
は
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
に
於
て
は
前
面
に
持
ち
出
さ
れ
、
彼
は
「
汝
」
と
い
う

概
念
を
明
か
ら
さ
ま
に
神
学
的
に
規
定
し
た
。
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
は
汝
の
優
位
を
神
の
創
造
物
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教

的
に
理
解
さ
れ
た
隣
人
に
関
し
て
強
調
し
た
。
私
と
汝
の
関
係
に
於
け
る
本
来
の
主
体
は
私
で
な
く
、
却
っ
て
汝

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
汝
が
初
め
て
私
を
私
と
し
て
措
定
し
、
且
つ
要
求
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
反
し
私
は

汝
か
ら
要
求
さ
れ
、
措
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
こ
の
関
係
の
客
体
で
あ
る
。
か
く
て
私
か
ら
他
の
者
へ
と
い
う
自
然

的
な
呼
び
掛
け
の
関
係
は
汝
か
ら
私
へ
と
い
う
関
係
に
転
換
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
は
自
己
の
実
存

関
係
を
神
の
前
に
於
け
る
自
己
の
責
任
か
ら
解
釈
す
る
、
神
は
隣
人
に
於
て
自
己
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
神
は

人
間
に
対
し
た
だ
具
体
的
な
隣
人
を
通
じ
て
の
み
呼
び
掛
け
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
汝
と
の
具
体
的
な
出
会
は

信
仰
の
本
質
的
な
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る＊
＊
＊。

か
く
の
如
く
、
従
来
の
観
念
論
的
哲
学
が
私
を
原
理
と
し
た
に

対
し
、
汝
の
私
に
対
す
る
優
位
を
説
く
こ
と
に
は
確
か
に
深
い
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
、
汝
の
私
に
対
す
る
優
位
が
強
調
さ
れ
る
限
り
、
社
会
の
概
念
は
導
き
出
さ
れ
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

蓋
し
社
会
の
概
念
に
と
っ
て
は
単
に
私
と
汝
と
の
み
で
な
く
、
ま
た
「
彼
」
の
概
念
が
必
要
で
あ
る
。
社
会
と
は

或
る
意
味
で
は
私
で
も
な
く
汝
で
も
な
く
、
寧
ろ
彼
で
あ
る
。
彼
と
い
う
概
念
は
、
私
と
汝
と
の
関
係
に
於
て
、

私
が
汝
と
な
り
、
汝
が
私
と
な
る
と
い
う
位
置
交
換
性
の
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
然
る
に
汝
の
優
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位
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
根
本
に
於
て
私
の
絶
対
的
汝
（
神
）
に
対
す
る
関
係
―
―
こ
の
関
係
に
於
て
明
ら
か
に

認
め
ら
れ
る
汝
の
私
に
対
す
る
優
位
―
―
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
神
学
的
見
地
か
ら
人
間
学
的
見
地
に

移
し
て
云
え
ば
、
依
然
と
し
て
私
が
中
心
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
宗
教
が
私
と
神
と
の
関
係
を

第
一
の
問
題
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
併
し
人
間
学
的
に
は
私
と
汝
と
の
関
係
に
於
て
私
の
優
位
と
同
様
汝
の

優
位
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
固
よ
り
既
に
私
と
汝
と
の
関
係
と
云
う
以
上
、
か
か
る
関
係
0

0

が
如
何
に
し
て

成
立
す
る
か
が
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
関
係
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
そ
の
根
柢
に
神
を
考
え
る

と
す
れ
ば
、
神
の
社
会
性
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
神
の
人
格
性

と
い
う
有
名
な
概
念
も
神
の
社
会
性
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
な
い
。
神
の
社
会
性
に
於
て
は
汝
の
私
に
対
す
る
優
位

は
考
え
ら
れ
ず
、
却
っ
て
所
謂
第
三
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
彼
を
単
な
る
物
乃
至
対
象
即
ち
「
そ
れ
」
と
し
て
で
な

く
ま
さ
に
「
彼
」
と
し
て
社
会
的
に
成
立
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
神
の
社
会
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

H
. C

ohen, Ethik des reinen W
illens, D

ritte A
uflage 1921, S. 2.

＊
＊　

F. Ebner, D
as W

ort und die geistigen R
ealitäten, 1921.

＊
＊
＊　

F. G
ogarten, Ich glaube an den dreieinigen G

ott, 1926.

か
よ
う
に
し
て
単
に
「
私
と
汝
」
と
い
う
概
念
か
ら
は
社
会
は
考
え
ら
れ
な
い
。
社
会
が
考
え
ら
れ
る
た
め
に
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は
「
彼
」
の
概
念
が
要
求
さ
れ
る
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
私
と
汝
と
い
う
範
疇
は
根
本
的
に
重
要
な
意

味
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
私
と
汝
に
対
し
て
第
三
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
単
に
「
そ
れ
」
で
な
く

却
っ
て
ま
さ
に
「
彼
」
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
こ
の
彼
が
つ
ね
に
私
と
汝
と
い
う
範
疇
に
入
り
込
み
得
る
と
こ
ろ

に
社
会
は
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
こ
の
場
合
ま
た
彼
と
い
う
概
念
に
重
要
な
意
味
が
認
め
ら
れ
る
の
は
社

会
と
い
う
も
の
が
単
に
私
と
汝
と
の
間
の
関
係
、
更
に
は
私
と
汝
と
彼
と
の
間
の
関
係
に
尽
き
る
も
の
で
な
く
、

私
を
も
汝
を
も
、更
に
は
彼
を
も
越
え
て
そ
の
根
柢
と
し
て
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
点
に
あ
る
。

蓋
し
私
と
彼
と
の
関
係
は
私
と
汝
と
の
関
係
の
如
く
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
も
私
と
汝
と
い
う
範
疇

に
入
り
込
み
得
る
も
の
と
す
れ
ば
、
か
く
の
如
き
私
と
汝
と
の
関
係
を
越
え
た
も
の
が
彼
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に

於
て
は
彼
が
社
会
で
あ
る
。
も
と
よ
り
社
会
は
個
人
と
し
て
の
彼
で
な
い
。
却
っ
て
私
と
汝
と
彼
と
を
「
わ
れ
わ

れ
」
と
し
て
成
立
せ
し
め
る
も
の
が
社
会
で
あ
る
。
彼
が
わ
れ
わ
れ
の
中
に
入
ら
な
い
限
り
真
の
社
会
は
考
え
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
彼
を
わ
れ
わ
れ
の
中
に
入
れ
る
も
の
は
私
と
汝
と
の
関
係
と
い
う
が
如
き
も
の
で
あ

り
得
な
い
。
私
と
汝
と
彼
と
の
根
柢
と
し
て
社
会
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
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「
私
と
汝
」
と
い
う
範
疇
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
独
立
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
た
だ
他
の
者
に
対

し
て
の
み
自
己
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
他
の
者
と
の
関
係
を
離
れ
て
は
自
己
も
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
現

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
然
る
に
人
と
人
と
が
関
係
す
る
の
は
社
会
に
於
て
で
あ
る
。
社
会
は
日
常
的
な
意

味
に
於
て
は
「
世
間
」
で
あ
る
。
人
は
世
間
の
人
と
し
て
単
な
る
個
人
で
な
く
、
却
っ
て
つ
ね
に
文
字
通
り
に 

persona 

で
あ
る
。
こ
の
ラ
テ
ン
語
は
ギ
リ
シ
ア
語
の provsw

pon 

に
当
り
、
も
と
役
者
が
そ
の
演
ず
る
役
を
現

す
た
め
に
被
る
面
を
意
味
し
た
。
即
ち
人
間
は
或
る
役
に
於
け
る
人
間
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
述
べ
た
よ
う
に
「
世

間
の
人 ein M

ann von W
elt 

と
い
う
の
は
生
の
大
き
な
芝
居
を
一
緒
に
演
ず
る
役
者 M

itspieler 

で
あ
る
」＊

。
彼

は
親
に
対
す
る
子
、
学
生
に
対
す
る
教
師
、
売
り
手
に
対
す
る
買
い
手
、
等
々
、
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
人
間
は

ペ
ル
ソ
ー
ナ
で
あ
り
、
我
々
は
こ
れ
を
「
格
人
」
と
名
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
世

間
の
人
即
ち
日
常
性
に
於
け
る
人
間
を
平
均
性
に
於
け
る
人
間
即
ち
「
ひ
と
」
と
し
て
規
定
し
た
が
、
こ
の
規
定

は
確
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
併
し
そ
れ
の
み
で
は
抽
象
的
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。

日
常
性
に
於
け
る
人
間
は
ま
た
何
よ
り
も
格
人
、
或
る
役
に
於
け
る
人
間
で
あ
る
。
親
を
離
れ
て
子
は
な
く
、
学

生
を
別
に
し
て
教
師
は
な
い
よ
う
に
、
ペ
ル
ソ
ー
ナ
は
他
の
ペ
ル
ソ
ー
ナ
と
一
緒
に
し
て
初
め
て
ペ
ル
ソ
ー
ナ
で

あ
る
。
人
間
は
つ
ね
に
他
と
の
間
柄
に
於
け
る
役
割
を
有
す
る
個
人
で
あ
る＊
＊。
人
間
は
世
界
の
う
ち
に
あ
る
と
単



四
〇
九

哲
学
的
人
間
学

に
云
わ
る
べ
き
で
な
く
、
ま
た
人
間
と
は
世
界
（
世
間
）
で
あ
る
と
云
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
後
の
規
定
を
除
く
と

き
、
人
間
学
の
立
場
は
個
人
主
義
で
あ
る
と
の
非
難
も
免
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。

＊　

D
ie philosophischen H

auptvorlesungen Im
m

anuel K
ants, H

rsg. v. A
. K

ow
alew

ski, 1924, S. 71.

＊
＊　

K
arl Löw

ith, D
as Individuum

 in der R
olle des M

itm
enschen, 1928.

【
熊
野
訳
『
共
同
存
在
の
現
象
学
』
岩
波
】

人
間
と
は
世
の
中
も
し
く
は
世
間
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
格
人
と
し
て
他
と
の
間
柄
に
於
け
る
人
間
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
主
義
的
誤
謬
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
個
人
と
社
会
並

び
に
両
者
の
関
係
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
あ
る
と
は
云
い
難
い
。
先
ず
第
一
に
、
人
間
は
間
柄
に
於
け
る
人

間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
社
会
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
か
よ
う
な
間
柄
が
社
会
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
社
会
を
人
と
人
と
の
関
係
と
見
る
所
謂
関
係
社
会
学
と
同
様
の
誤
謬
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
。
社
会
と
は
単
に
人
と
人
と
の
関
係
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
と
人
と
の
関
係
の
根
柢
に
あ

っ
て
こ
れ
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
が
社
会
で
あ
る
。
社
会
は
人
と
人
と
の
関
係
で
な
く
、
か
か
る
関
係
の
成
立
す

る
場
所
が
社
会
で
あ
る
。
人
と
人
と
の
関
係
そ
の
も
の
が
社
会
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
社
会
を
単
に
間
柄
に
於

て
見
る
こ
と
は
、
か
く
の
如
き
間
柄
、
特
に
人
と
人
と
の
身
分
的
関
係
を
絶
対
化
す
る
こ
と
に
な
り
易
い
。
然
る

に
人
と
人
と
の
関
係
は
歴
史
的
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、か
く
の
如
き
変
化
を
規
定
す
る
も
の
が
社
会
で
あ
る
。
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次
に
社
会
が
人
と
人
と
の
関
係
に
尽
き
る
の
で
な
い
よ
う
に
、
人
間
は
単
に
ペ
ル
ソ
ー
ナ
で
あ
る
こ
と
に
尽
き

る
の
で
は
な
い
。
人
間
は
単
に personage

（
格
人
）で
あ
る
の
で
な
く
、更
に
深
く personality

（
人
格
）で
あ
る
。

人
格
の
意
義
は
或
る
役
に
於
け
る
人
間
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
却
っ
て
我
々
が
我
々
の
負
わ
さ
れ

た
あ
ら
ゆ
る
役
を
払
い
除
け
た
と
き
に
於
て
我
々
は
人
格
で
あ
る
。
我
々
の
人
格
の
価
値
は
我
々
の
演
ず
る
役
の

価
値
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
を
単
に
間
柄
に
於
け
る
人
間
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
人
格
の
意
義
は
没
却

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
と
汝
と
い
う
概
念
は
役
割
に
於
け
る
人
間
乃
至
間
柄
に
於
け
る
人
間
と
い
う
概
念
よ
り
も

一
見
抽
象
的
に
見
え
る
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
の
は
そ
れ
に
よ
っ
て
最
も
明
瞭
に
人
間
の
人

格
性
の
意
味
が
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

更
に
人
間
と
は
世
間
で
あ
る
と
云
う
と
き
、
世
間
は
社
会
を
意
味
す
る
よ
り
も
人
間
の
存
在
の
仕
方
を
意
味

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
世
間
的
と
い
う
こ
と
は
、
屡
々
世
俗
的
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
、
こ

れ
に
対
し
て
聖
職
的 geistlich 

或
は
出
家
的
、
出
世
間
的
な
ど
と
い
う
語
が
あ
る
如
く
、
人
間
の
ひ
と
つ
の
存

在
の
仕
方
、
生
き
方
を
現
し
て
い
る
。
世
間
的
な
生
き
方
の
意
味
を
如
何
に
評
価
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
人
間

の
ひ
と
つ
の
活
き
方
に
過
ぎ
な
い
限
り
、
人
間
学
は
世
間
学
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
存
在
の
世
界
性 

W
eltlichkeit 

を
単
に
世
間
的
と
い
う
意
味
に
限
る
こ
と
も
正
し
く
な
い
。
我
々
は
却
っ
て「
世
間
的
」と「
世
界
的
」
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と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
宗
教
の
立
場
か
ら
は
文
化
は
な
る
ほ
ど
世
間
的
な
も
の
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ

う
が
、
併
し
ま
た
単
に
世
間
的
な
文
化
は
真
の
文
化
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
真
の
文
化
は
単
に
世
間
的

で
な
く
、
却
っ
て
世
界
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
世
間
的
な
人
間
は
世
界
的
で
あ
る
と
は
云
い
難
い
。
こ
の

単
純
な
、
併
し
本
質
に
於
て
或
る
原
理
的
な
も
の
に
関
わ
る
区
別
を
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
世
界
性
を
一

面
的
に
世
間
性
の
意
味
方
向
に
解
釈
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
足
り
な
い
点
が
あ
る
。
彼
が

文
化
と
か
社
会
と
か
世
界
史
と
か
い
う
も
の
に
積
極
的
な
意
味
を
認
め
得
な
い
の
も
こ
れ
に
関
聯
し
て
い
る
。
世

間
的
と
世
界
的
と
の
区
別
は
上
に
述
べ
た
日
常
性
と
世
界
歴
史
性
と
の
範
疇
的
区
別
に
相
応
し
て
い
る
。
両
者
の

関
係
は
差
当
り
矛
盾
と
対
立
の
関
係
で
あ
る
。
世
界
歴
史
に
於
け
る
人
間
も
凡
て
役
割
に
於
け
る
人
間
で
あ
る
。

人
間
は
妻
に
対
す
る
夫
、友
人
に
対
す
る
友
人
と
い
う
が
如
き
意
味
に
於
て
日
常
的
な
役
を
有
す
る
の
み
で
な
く
、

ま
た
彼
は
芸
術
家
と
し
て
、
政
治
家
と
し
て
、
哲
学
者
と
し
て
等
、
世
界
史
的
な
役
割
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
ひ
と
は
屡
々
彼
の
日
常
的
な
間
柄
を
否
定
す
る
の
で
な
け
れ
ば
世
界
史
的
な
役
割
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
文
化
に
於
け
る
悲
劇
が
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
真
の
人
格
は
か
く

の
如
き
日
常
的
な
役
に
於
け
る
人
間
及
び
世
界
史
的
な
役
割
に
於
け
る
人
間
を
越
え
て
内
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
存
在
の
仕
方
に
於
け
る
人
間
に
対
す
る
人
格
の
関
係
は
恰
も
先
に
述
べ
た
日
常
性
及
び
世
界
歴
史
性
の
範
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疇
に
対
す
る
歴
史
性
の
範
疇
の
関
係
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
如
何
な
る
日
常
的
な
役
に
於
け
る
人
間

も
、
更
に
は
如
何
な
る
世
界
史
的
な
役
割
に
於
け
る
人
間
も
、
苟
も
彼
等
が
人
間
と
云
わ
れ
る
の
は
彼
等
が
そ
の

根
柢
に
於
て
人
格
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
か
の
歴
史
性
が
日
常
性
乃
至
世
界
歴
史
性
か
ら
引
離
さ
れ
て
は

結
局
抽
象
的
で
あ
る
が
如
く
「
私
と
汝
」
と
い
う
範
疇
も
「
ひ
と
」
乃
至
「
わ
れ
わ
れ
」
等
の
範
疇
か
ら
切
離
さ

れ
て
は
抽
象
的
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
に
拘
ら
ず
な
お
根
源
的
に
重
要
な
意
味
を
有
す
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

蓋
し
人
間
の
人
格
性
は
私
と
汝
と
い
う
範
疇
に
於
て
最
も
よ
く
現
さ
れ
る
。
私
は
た
だ
他
の
人
格
に
対
し
て
初
め

て
人
格
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
人
格
に
対
す
る
関
係
を
含
ま
な
い
よ
う
な
如
何
な
る
人
格
も
あ
り
得
な
い
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
既
に
云
っ
た
如
く
私
と
汝
と
は
全
く
非
連
続
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
反
し
て
、
世
間
の
人
も
し

く
は
間
柄
に
於
け
る
人
は
連
続
的
で
あ
る
。
蓋
し
世
間
或
は
世
の
中
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
考
え
る
が
如
き
「
閉
じ
た

社
会
」la société close 

で
あ
っ
て「
開
い
た
社
会
」la société ouverte 

で
は
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、家
族
、

国
家
な
ど
の
如
き
は
閉
じ
た
社
会
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
開
い
た
社
会
即
ち
人
類
と
の
間
の
差
異
は
有
限
と
無
限
と

の
間
の
、
静
止
と
運
動
と
の
間
の
差
異
に
等
し
い
。
そ
れ
は
程
度
上
の
も
の
で
な
く
性
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
閉

じ
た
も
の
は
そ
の
周
辺
を
如
何
に
拡
げ
て
も
開
い
た
も
の
と
は
な
ら
ぬ
。
国
家
は
如
何
に
大
き
い
に
し
て
も
、
そ



四
一
三

哲
学
的
人
間
学

れ
と
人
類
と
の
間
に
は
閉
じ
た
も
の
と
開
い
た
も
の
と
の
差
異
が
あ
る
。
国
民
的
道
徳
は
家
族
の
う
ち
に
於
て
習

業
さ
れ
、
同
様
に
彼
の
祖
国
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
を
愛
す
る
こ
と
に
準
備
さ
れ
る
と
ひ
と
は
云
う
こ
と

を
好
む
。
我
々
の
同
情
は
連
続
的
な
進
歩
に
よ
っ
て
拡
が
り
、同
じ
性
質
の
も
の
に
留
ま
り
な
が
ら
大
き
く
な
り
、

遂
に
は
全
人
類
を
包
含
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
三
つ
の
団
体
は
人
間
の
数
を
次
第
に
よ
り
多
く
包
む

と
い
う
関
係
に
あ
っ
て
、
か
く
て
愛
さ
れ
る
対
象
の
漸
進
的
拡
大
に
単
純
に
愛
の
感
情
の
漸
進
的
拡
張
が
対
応
す

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。家
族
的
道
徳
が
国
民
的
道
徳
に
密
接
に
連
繋
し
て
い
る
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
。

蓋
し
家
族
と
国
民
的
社
会
と
は
、
そ
の
起
原
に
於
て
混
淆
し
て
お
り
、
密
接
な
連
結
に
於
て
留
ま
っ
て
い
る
。
併

し
な
が
ら
か
か
る
社
会
と
人
類
と
の
間
に
は
、
繰
り
返
し
て
云
え
ば
、
閉
じ
た
も
の
と
開
い
た
も
の
と
の
間
の
対

立
が
あ
る
。
我
々
は
家
族
や
国
民
を
横
切
っ
て
段
階
的
に
人
類
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
こ
に
は
飛
躍
が

必
要
で
あ
る
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
云
う
。
と
こ
ろ
で
彼
に
よ
れ
ば
、
社
会
は
我
々
に
と
っ
て
外
部
か
ら
来
る
も
の

で
は
な
い
。「
我
々
の
各
人
は
自
己
自
身
に
属
す
る
と
同
様
に
社
会
に
属
す
る
。
彼
の
意
識
が
、
深
み
に
於
て
働

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
一
層
多
く
下
降
す
る
度
に
従
っ
て
、
次
第
に
一
層
多
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
、
他
の
者
と
は

通
約
さ
れ
ず
且
つ
ま
た
言
葉
に
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
格
を
彼
に
啓
示
す
る
と
す
れ
ば
、
我
々
自
身
の
表
面
に

よ
っ
て
我
々
は
他
の
人
間
と
連
続
に
於
て
あ
り
、
彼
等
と
類
似
的
で
あ
り
、
彼
等
と
我
々
と
の
間
に
相
互
的
依
存
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関
係
を
作
り
出
す
規
律
に
よ
っ
て
彼
等
に
結
び
附
け
ら
れ
て
い
る
。＊

」
社
会
的
生
活
は
団
体
の
諸
要
求
に
応
ず
る

多
か
れ
少
な
か
れ
強
く
根
を
張
っ
た
諸
習
慣
の
体
系
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
の
自
己
は
表
面
の
部
分

に
於
て
社
会
化
さ
れ
て
い
る
。「
そ
の
表
面
に
於
て
、
他
の
外
面
化
さ
れ
た
諸
人
格
の
目
の
つ
ん
だ
織
物
の
う
ち

へ
の
そ
の
挿
入
点
に
於
て
」我
々
は
他
の
者
と
連
続
的
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
こ
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
如
く
、

世
間
の
人
と
し
て
は
我
々
は
閉
じ
た
社
会
に
あ
る
の
で
あ
り
、
間
柄
に
於
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
人
間
は
他
と
相

互
的
依
存
の
関
係
に
あ
り
、
他
と
連
続
的
で
あ
る
。
間
柄
は
人
々
の
間
に
連
続
的
関
係
を
打
ち
建
て
る
。
単
に
間

柄
に
繋
が
れ
て
い
る
限
り
我
々
は
開
い
た
社
会
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
閉
じ
た
社
会
に
於
て
は
間
柄
に
於
け

る
若
く
は
役
に
於
け
る
人
間
も
「
ひ
と
」
と
し
て
連
続
的
で
あ
る
に
反
し
て
、開
い
た
社
会
に
於
て
は
「
私
と
汝
」

の
範
疇
に
於
て
寧
ろ
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
性
、
そ
の
間
の
非
連
続
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
所
謂
ひ
と
の
道

は
家
庭
道
徳
、
国
民
道
徳
と
し
て
所
詮
閉
じ
た
社
会
の
道
徳
で
あ
る
。
我
々
は
間
柄
に
於
け
る
人
間
で
あ
る
よ
り

も
、
更
に
深
く
人
格
で
あ
る
。
日
常
的
な
世
間
的
な
間
柄
を
も
否
定
し
得
る
自
由
な
主
体
が
人
格
で
あ
り
、
か
か

る
人
格
と
し
て
自
由
に
間
柄
を
決
定
し
得
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
間
柄
に
し
て
も
真
に
倫
理
的
価
値
を
有
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
人
間
は
単
に
世
間
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
出
世
間
的
で
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
単
に

出
世
間
的
で
あ
る
こ
と
は
抽
象
的
で
あ
り
、
具
体
的
な
人
間
の
存
在
の
仕
方
は
世
間
的
と
出
世
間
的
と
の
弁
証
法



四
一
五

哲
学
的
人
間
学

的
止
揚
と
し
て
の
出
々
世
間
的
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
閉
じ
た
社
会
と
開
い
た
社
会
と
を
抽
象
的
に
対
立
さ
せ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
併
し
単
に
有
限
に
対
す
る
無
限
は
真
の
無
限
で
な
く
却
っ
て
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
有
限
で

あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
じ
た
如
く
、
単
に
世
間
的
に
対
す
る
人
類
的
は
抽
象
的
に
留
ま
っ
て
い
る
。
人
間
存
在
の

具
体
性
は
世
間
的
と
人
類
的
と
の
弁
証
法
的
統
一
に
あ
る
。

＊　

voir H
. B

ergson, Les deux sources de la m
orale et de la religion, 1933.

か
よ
う
に
し
て
人
間
は
そ
の
現
実
性
に
於
て
「
ひ
と
」
と
「
私
と
汝
」
と
の
統
一
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
等
は
連
続
的
で
あ
る
と
共
に
非
連
続
的
で
あ
る
。
人
間
が
そ
れ
ら
二
つ
の
範
疇
の
統
一

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
心
理
学
的
に
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
普
通
に
社
会
心
理
学
的

と
云
わ
れ
る
も
の
は
曖
昧
な
規
定
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
シ
ュ
ト
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
社
会
心
理

的
」soziopsychologisch 

な
も
の
と
「
心
理
社
会
的
」psychosoziologisch 

な
も
の
と
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。＊

所
謂
群
集
心
理
の
如
き
は
後
の
範
疇
に
属
す
る
。
そ
れ
は
群
衆
に
限
ら
ず
、ひ
と
つ
の
民
族
、ひ
と
つ
の
身
分
、

ひ
と
つ
の
階
級
、
ひ
と
つ
の
団
体
の
多
数
の
構
成
員
に
よ
っ
て
共
通
に
担
わ
れ
て
い
る
共
通
な
一
般
的
な
心
理
で

あ
る
。
そ
の
場
合
各
個
人
は
無
差
別
に
一
様
化
さ
れ
る
。
民
族
心
理
、
階
級
心
理
等
の
如
き
も
の
は
そ
の
構
成
員

の
個
々
の
個
人
の
心
理
で
な
く
、
ま
さ
に
民
族
の
心
理
、
階
級
の
心
理
と
云
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対



四
一
六

第
五
章
　
人
間
存
在
の
社
会
性

し
て
シ
ュ
ト
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
が
社
会
心
理
的
と
謂
う
の
は
、
一
、
個
人
の
意
識
に
於
て
の
ほ
か
考
え
ら
れ
な
い
も

の
、
そ
し
て
二
、一
人
も
し
く
は
多
数
の
共
存
す
る
他
の
人
間
に
対
す
る
心
的
な
、
意
識
的
な
関
係
と
一
緒
の
ほ

か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
普
通
に
は
個
人
心
理
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
情
念
の
多
く
は
実
は
か
く
の
如
き

社
会
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
私
の
経
験
す
る
愛
情
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
単
に
個
人
的
な
も
の
で
な

く
、
却
っ
て
私
は
汝
に
対
し
て
愛
を
感
ず
る
の
で
あ
り
、
汝
の
存
在
と
汝
に
対
す
る
私
の
関
係
を
予
想
し
て
い
る
。

私
の
汝
に
対
す
る
愛
情
は
民
族
心
理
の
如
き
も
の
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
な
い
、
け
れ
ど
も
私
は
汝
の
存
在
を
予

想
す
る
こ
と
な
し
に
は
愛
情
を
感
ず
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
愛
情
に
於
て
私
と
汝
と
は
平
均
化
さ
れ
一

様
化
さ
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
私
と
汝
と
は
独
立
の
人
格
と
し
て
認
め
ら
れ
つ
つ
結
び
附
く
の
で
あ
る
。
人
間

が
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
前
の
意
味
に
於
て
の
み
で
な
く
、
ま
た
後
の
意
味
に
於
て
も

そ
う
で
あ
る
。
我
々
の
心
理
は
単
に
心
理
社
会
的
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
社
会
心
理
的
で
あ
る
。
か
く
の
如

き
事
実
の
認
識
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
人
間
が
社
会
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
こ
れ
ら
二
重
の
意
味
を
正
し
く

理
解
し
な
い
場
合
に
は
、
人
間
は
社
会
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
個
人
性
、
人
格
性
を
滅
却
し
若
く
は
放
棄

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
如
く
一
面
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
併
し
人
間
は
ま
た
社
会
的
で
あ
る
が
故
に
真
に

私
で
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
私
は
た
だ
汝
に
対
し
て
の
み
私
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
人
格
は
た
だ
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社
会
的
に
の
み
人
格
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
社
会
は
私
を
私
と
し
て
滅
却
す
る
と
共
に
私
を
私
と
し

て
成
立
せ
し
め
る
と
い
う
二
重
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
差
当
り
矛
盾
で
あ
る
。
社
会
の
有
す
る
か
く
の

如
き
二
重
の
意
味
は
、
社
会
は
「
基
体
」（
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
謂
う uJpokeivmenon 

の
意
味
に
於
け
る Substanz

）

で
あ
る
と
共
に
「
主
体
」（
単
な
る
観
念
論
的
意
味
を
離
れ
た Subjekt

）
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
言
い
表
す
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
の
こ
れ
ら
二
重
の
意
味
を
相
互
の
関
係
に
於
て
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。＊　

V
gl. H

ans Lorenz Stoltenberg, Sozialpsychologie, Erster Teil 1914, Zw
eiter Teil 1929.

四

個
人
主
義
者
の
考
え
る
如
く
社
会
は
単
に
個
人
の
総
和
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
社
会
は
人
間
と
人

間
と
の
関
係
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
も
な
い
。
却
っ
て
社
会
は
個
人
の
根
柢
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
と
人
間
と

の
関
係
を
成
立
さ
せ
る
も
の
が
社
会
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
社
会
は
先
ず
基
体
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
個
人
の
和
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、ま
た
人
間
と
人
間
と
の
関
係
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、

社
会
そ
の
も
の
の
実
体
性
は
な
く
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
で
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
哲
学
に
於
て
実
体
は
基
体
と
考
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え
ら
れ
、
基
体
は
質
料
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
社
会
が
基
体
と
見
ら
れ
る
場
合
に
於
て
も
、
質

料
的
な
も
の
若
く
は
自
然
的
な
も
の
が
重
要
視
さ
れ
る
。
血
と
地
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
か
か
る
血
や
地
は
ニ

ー
チ
ェ
の
謂
う
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
は「
個

別
化
の
原
理
」
を
否
定
し
、
根
源
的
一
者
の
統
一
で
あ
る
。「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
の
魔
力
の
も
と
に
単

に
人
間
と
人
間
と
の
間
の
結
合
が
再
び
結
ば
れ
る
の
み
で
な
い
、
疎
外
的
な
或
は
圧
制
さ
れ
た
自
然
も
ま
た
再
び

そ
の
失
わ
れ
た
子
供
、
人
間
と
の
和
解
の
祭
を
祝
う
の
で
あ
る
」、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
書
い
て
い
る
。
血
縁
や
地
縁

に
よ
っ
て
人
間
は
連
続
的
に
統
一
さ
れ
る
。
か
か
る
社
会
概
念
と
し
て
特
に
民
族
の
概
念
が
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
。
古
代
の
自
然
哲
学
者
が
、
物
の
生
成
消
滅
を
通
じ
て
つ
ね
に
持
続
す
る
不
変
の
原
質
を
求
め
、
自
然
の

変
化
が
そ
れ
に
於
て
起
る
同
一
な
る
基
体
と
し
て
の
質
料
を
自
然
の
原
理
と
認
め
た
よ
う
に
、
個
人
の
生
成
消
滅

を
通
じ
て
持
続
的
に
存
在
し
、歴
史
の
変
化
が
そ
れ
に
於
て
起
る
同
一
な
る
基
体
と
し
て
の
社
会
が
考
え
ら
れ
る
。

基
体
と
し
て
の
社
会
は
個
人
の
存
在
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
結
合
を
離
れ
て
は
個
人
の
存
在
は
地
盤

を
有
せ
ず
、
し
か
も
こ
の
地
盤
に
立
つ
限
り
個
人
と
個
人
、
個
人
と
社
会
と
は
連
続
的
な
統
一
に
於
て
あ
る
。
か

く
て
基
体
と
し
て
の
社
会
の
概
念
に
於
て
強
調
さ
れ
る
の
は
次
の
こ
と
ど
も
で
あ
る
。
一
。
こ
の
社
会
概
念
は
質

料
的
な
も
の
若
く
は
自
然
的
な
も
の
に
決
定
的
な
意
味
を
認
め
る
。
血
と
地
の
思
想
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
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る
。
二
。
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、こ
の
社
会
概
念
に
於
て
は
社
会
に
於
け
る
歴
史
的
変
化
は
十
分
注
意
さ
れ
ず
、

却
っ
て
あ
ら
ゆ
る
変
化
を
通
ず
る
同
一
性
も
し
く
は
空
間
的
持
続
性
が
強
調
さ
れ
る
。
三
。
ま
た
こ
の
社
会
概
念

に
於
て
は
諸
個
人
の
同
一
の
基
体
に
於
け
る
連
続
性
が
重
要
視
さ
れ
、
個
人
と
個
人
と
の
間
の
非
連
続
性
が
蔽
わ

れ
る
と
共
に
個
人
の
社
会
に
対
す
る
自
由
と
独
立
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
社
会
は
個
人
の
特
殊
に
対
し
て
普
遍
と
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
基
体
と
し
て
の
社
会
は
ベ
ル
グ
ソ
ン

的
に
云
え
ば
ど
こ
ま
で
も
閉
じ
た
社
会
で
あ
っ
て
開
い
た
社
会
即
ち
人
類
と
い
う
も
の
で
あ
り
得
な
い
。
人
類
社

会
が
論
理
的
に
「
類
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
基
体
と
し
て
の
社
会
は
類
に
対
す
る
「
種
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人

の
「
個
」
と
人
類
の
「
類
」
と
の
い
わ
ば
中
間
に
位
す
る
。
種
は
個
に
対
し
て
は
普
遍
で
あ
る
が
、
類
に
対
し
て

は
特
殊
で
あ
る
。
基
体
と
し
て
の
社
会
は
「
特
殊
社
会
」
で
あ
る
。
質
料
は
古
く
か
ら
個
別
化
の
原
理
と
考
え
ら

れ
て
来
た
。
個
が
個
で
あ
る
の
も
質
料
的
原
理
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
個
人
の
有
す
る
身
体
は
単
に
個
人

的
身
体
で
あ
る
の
で
な
く
同
時
に
社
会
的
身
体
で
あ
る
。
身
体
は
個
人
を
個
人
た
ら
し
め
る
と
共
に
多
数
の
個
人

を
種
に
連
続
的
に
結
合
す
る
。
か
く
て
質
料
は
特
殊
的
で
あ
る
と
同
時
に
普
遍
的
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
弁
証

法
的
物
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
質
料
は
弁
証
法
的
物
質
と
し
て
歴
史
的
物
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
既
に
上
に

述
べ
た
如
く
身
体
は
単
に
自
然
的
な
も
の
で
な
く
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
個
人
の
身
体
は
歴
史
的
な
も
の
と
し
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て
民
族
と
か
人
種
と
か
と
い
う
社
会
的
身
体
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
併
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
種
的
身

体
も
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
種
や
民
族
と
云
っ
て
も
不
変
な
も
の
で
な
く
、
歴
史
に
於
て
変
化
す
る
。
歴
史

的
物
質
は
ま
さ
に
歴
史
的
物
質
と
し
て
単
に
客
観
的
に
で
な
く
、
主
体
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ギ
リ
シ
ア

的
な
基
体
の
概
念
は
客
観
的
な
見
方
に
留
ま
っ
て
い
る
。
併
し
社
会
は
決
し
て
単
に
客
観
的
に
把
え
ら
れ
得
る
も

の
で
な
い
。
種
的
社
会
も
単
に
基
体
と
し
て
で
な
く
、
ま
た
主
体
と
し
て
把
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
さ
も

な
け
れ
ば
こ
の
社
会
に
於
け
る
個
人
の
自
由
や
独
立
性
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
固
よ
り
社
会

は
単
に
質
料
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
表
現
的
な
も
の
と
し
て
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ギ
リ

シ
ア
哲
学
は
個
体
の
形
相
の
問
題
に
導
い
た
。
個
体
の
形
相
の
問
題
は
カ
ン
ト
に
於
て
完
成
さ
れ
た
近
世
哲
学
に

於
け
る
自
由
を
本
質
と
す
る
概
念
に
よ
っ
て
初
め
て
解
決
さ
れ
る
に
至
っ
た
。〔
以
下
欠
〕
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）

校
異【

他
の
校
異
を
本
文
の
該
当
個
所
附
近
に
挿
入
し
た
が
、
以
下
の
も
の
は
、
範
囲
に
お
い
て
も
、
対
応
個
所
と
し
て
も
疑
問
で

あ
る
。
第
三
章
第
一
項
の
第
二
段
落
の
後
半
で
あ
る
と
指
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
記
す
。】

二
四
八
ペ
ー
ジ
一
三
行
「
人
間
は
環
境
に
属
し
、」
―
―
三
七
一
ペ
ー
ジ
三
行

環
境
の
概
念
と
自
然
の
概
念
と
は
同
一
で
な
い
。
自
然
そ
の
も
の
は
人
間
に
と
っ
て
も
と
環
境
と
い
う
よ
り
も
基
体
と

い
う
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
が
主
語
で
あ
り
、
人
間
は
述
語
で
あ
り
、
人
間
は
自
然
の
様
態
と
見
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
有
名
な
言
葉
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
自
然
の
う
ち
に
於
て
「
国
家
の
う
ち
に
於
け
る
国
家
」
の
如
き
も

の
で
な
い
。
人
間
は
自
然
の
一
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、
爾
余
の
物
と
必
然
的
な
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
社
会
も
一

個
の
自
然
物
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
る
に
も
し
凡
て
が
た
だ
か
く
の
如
く
一
様
に
必
然
性
の
連
鎖
に
よ
っ
て
繋

が
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
固
有
な
意
味
に
於
け
る
環
境
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
環
境
に
対
し
て
人
間
は

主
体
と
考
え
ら
れ
、
主
体
と
し
て
人
間
は
環
境
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
両
者
の
間
に
は
主
体
と
客
体
と
い
う
が
如
き
秩
序
の

相
違
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
固
よ
り
人
間
が
環
境
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
に
は
、
彼
は
既
に
客
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人

間
は
環
境
に
属
し
、
ど
こ
ま
で
も
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
他
方
も
し
彼
が
単
に
客
体
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
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人
間
と
環
境
と
の
区
別
も
考
え
ら
れ
な
い
。
環
境
の
概
念
は
人
間
が
主
体
で
あ
る
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ

て
い
る
。
我
々
が
働
く
と
い
う
こ
と
は
物
を
道
具
と
し
て
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
働
く
と
い
う
場
合
、
自
己

の
身
体
を
道
具
と
な
し
、
逆
に
物
は
身
体
的
と
な
る
。
人
間
は
一
方
ど
こ
ま
で
も
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
共
に
、
他
方

ど
こ
ま
で
も
環
境
を
限
定
し
、
環
境
を
い
わ
ば
人
間
化
す
る
。
人
間
が
働
く
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
環
境
は
人
間
に
対
し

て
働
く
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
地
理
的
乃
至
風
土
的
決
定
論
は
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
人
間
が
働
き
得
る
た

め
に
は
人
間
は
環
境
か
ら
独
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
環
境
も
ま
た
独
立
な
物
と
し
て
人
間
に
対
し
て
働
き
得
る
の
で
あ

る
。
か
か
る
関
係
は
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
実
体
と
そ
の
様
態
と
い
う
概
念
の
基
礎
に
於
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

環
境
は
我
々
に
と
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
、
既
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
既
に
」、
こ
の
根
源
的
な
過
去
性
は
、
普

通
に
い
う
現
在
及
び
未
来
に
対
す
る
過
去
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
環
境
は
既
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
よ

り
も
現
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
既
に
あ
っ
た
も
の
も
環
境
と
し
て
は
現
に
あ
る
も
の
の
意
味
を
有
し
、
現
に
作
用
す
る
も

の
と
し
て
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
環
境
で
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
ま
た
現
に
あ
る
も
の
も
環
境
と
し
て
は
ど
こ
ま
で
も

既
に
あ
る
も
の
の
性
格
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
「
既
に
」、
こ
の
根
源
的
な
過
去
性
は
一
般
に
客
体
の
規
定
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
一
方
で
は
過
去
の
も
の
を
も
現
に
あ
る
も
の
た
ら
し
め
る
と
共
に
、
他
方
で
は
現
に
あ
る
も
の
に
も
既
に
あ
る
も
の

の
性
格
を
担
わ
し
め
る
も
の
は
、
真
に
現
在
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
主
体
と
し
て
既
に
あ
る
も
の
と
は
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哲
学
的
人
間
学
（
校
異
）

見
ら
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
如
何
に
し
て
も
既
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
も
の
が
主
体
で
あ
っ
て
、
真
に
行
為
的

な
も
の
に
し
て
主
体
的
な
も
の
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
と
環
境
と
の
関
係
は
ミ
リ
ュ
ウ
と
い
う
語
の
示
す
通

り
中
央
と
そ
の
周
囲
と
い
う
が
如
き
空
間
的
関
係
と
考
え
ら
れ
る
が
、
単
に
そ
れ
の
み
で
な
く
、
そ
こ
に
は
時
間
的
関
係

が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
環
境
的
限
定
の
方
向
に
空
間
的
限
定
が
考
え
ら
れ
、
人
間
的
乃
至
主
体
的
限
定
の
方
向
に
時

間
的
限
定
が
考
え
ら
れ
る
。
人
間
は
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
共
に
主
体
的
に
自
己
自
身
を
限
定
し
、
空
間
的
に
限
定
さ

れ
る
と
共
に
時
間
的
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
木
清

第
一
章　

人
間　

愚
禿
の
心

親
鸞
の
思
想
の
特
色
は
、仏
教
を
人
間
的
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
よ
う
に
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
見
方
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
そ
の
意
味
は
十
分
に
明
確
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
の
文
章
を
読
ん
で
深
い
感
銘
を
受
け
る
こ
と
は
、
人
間
的
な
情
味
の
極
め
て
豊
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
人
格
的
な
体
験
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
経
典
や
論
釈
か
ら
の
引
用
の
一
々
に
至
る
ま
で
、
悉
く
自
己
の
体
験

に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
つ
ね
に
生
の
現
実
の
上
に
立
ち
、
体
験
を
重
ん
じ
た
。
そ
こ

に
は
知
的
な
も
の
よ
り
も
情
的
な
も
の
が
深
く
湛
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
思
想
を
人
間
的
と
い
い
得
る
の
は
、
こ

れ
に
依
る
で
あ
ろ
う
。
生
へ
の
接
近
、
か
か
る
現
実
性
、
肉
体
性
と
さ
え
い
い
得
る
も
の
が
彼
の
思
想
の
著
し

い
特
色
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
か
ら
親
鸞
の
宗
教
を
単
に
「
体
験
の
宗
教
」
と
考
え
る
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こ
と
は
誤
で
あ
る
。
宗
教
を
単
に
体
験
の
こ
と
と
考
え
る
こ
と
は
、
宗
教
を
主
観
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

宗
教
は
単
な
る
体
験
の
問
題
で
は
な
く
、
真
理
の
問
題
で
あ
る
。〔
欄
外 Em

il B
runner, Erlebnis, Erkenntnis und 

G
laube, 1923.

〕
真
理
は
単
に
人
間
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
、
心
理
的
な
も
の
で
な
く
、
飽
く
ま
で
も
客
観

的
な
も
の
、
超
越
的
な
も
の
、
論
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
宗
教
が
単
に
体
験
に
属
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
単
な
る
感
情
、
い
な
単
な
る
感
傷
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
宗
教
は
真
に
宗
教
的
な

も
の
を
失
っ
て
、
単
に
美
的
な
も
の
、
文
芸
的
な
も
の
と
同
じ
に
な
る
。
親
鸞
の
教
が
と
も
す
れ
ば
か
く
の
如
き

方
向
に
誤
解
さ
れ
易
い
こ
と
に
対
し
て
我
々
は
厳
に
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
親
鸞
の
思
想
の
特

色
が
体
験
的
で
あ
る
こ
と
、
人
間
的
で
あ
る
こ
と
、
現
実
的
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
そ
こ

に
我
々
は
彼
の
宗
教
に
お
け
る
極
め
て
深
い「
内
面
性
」を
見
出
す
の
で
あ
る
。し
か
し
内
面
性
と
は
何
で
あ
る
か
。

内
面
性
と
は
空
虚
な
主
観
性
で
は
な
く
、
却
っ
て
最
も
客
観
的
な
肉
体
的
と
も
い
い
得
る
充
実
で
あ
る
。
超
越
的

な
も
の
が
内
在
的
で
あ
り
、
内
在
的
な
も
の
が
超
越
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
真
の
内
面
性
は
存
す
る
の
で
あ
る
。

五
濁
悪
世
の
衆
生
の 

 

選
択
本
願
信
ず
れ
ば

不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の 

功
徳
は
行
者
の
身
に
み
て
り
〔
欄
外　

文
集　

40

〕

或
い
は
、
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弥
陀
の
ち
か
ひ
の
ゆ
へ
な
れ
ば

不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の

功
徳
は
わ
き
て
し
ら
ね
ど
も

信
ず
る
わ
が
み
に
み
ち
み
て
り
〔
欄
外　

小
部
集　

229

〕

と
い
う
二
種
の
和
讃
は
こ
の
趣
を
現
す
で
あ
ろ
う
。

親
鸞
の
文
章
に
は
到
る
処
懺
悔
が
あ
る
。
同
時
に
そ
こ
に
は
到
る
処
讃
歎
が
あ
る
。
懺
悔
と
讃
歎
と
、
讃
歎
と

懺
悔
と
、
つ
ね
に
相
応
じ
て
い
る
。
自
己
の
告
白
、
懺
悔
は
内
面
性
の
し
る
し
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
単
な
る

懺
悔
、
讃
歎
の
伴
わ
な
い
懺
悔
は
真
の
懺
悔
で
は
な
い
。
懺
悔
は
讃
歎
に
移
り
、
讃
歎
は
懺
悔
に
移
る
、
そ
こ
に

宗
教
的
内
面
性
が
あ
る
。
親
鸞
は
す
ぐ
れ
て
宗
教
的
な
人
間
で
あ
っ
た
。
懺
悔
と
讃
歎
と
は
宗
教
の
両
面
の
表
現

で
あ
る
。〔
欄
外 A

ugustinus

〕
親
鸞
の
文
章
か
ら
た
だ
懺
悔
に
属
す
る
も
の
の
み
を
取
り
出
し
て
、
彼
の
宗
教
の

人
間
的
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
者
は
、
彼
の
思
想
を
単
に
美
的
な
も
の
、
文
芸
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
未
だ
宗
教
的
人
間
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
ざ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
親
鸞
に
お
け

る
人
間
の
問
題
は
ど
こ
ま
で
も
宗
教
的
人
間
の
問
題
、宗
教
的
人
間
の
存
在
の
仕
方
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

懺
悔
は
単
な
る
反
省
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
自
己
の
反
省
か
ら
生
ず
る
も
の
は
、
そ
れ
が
極
め
て
真
面
目
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な
道
徳
的
反
省
で
あ
っ
て
も
、
後
悔
0

0

と
い
う
も
の
に
過
ぎ
ず
、
後
悔
と
懺
悔
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。〔
欄
外
「
後

悔
は
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
、
懺
悔
は
全
存
在
に
か
か
わ
る
。」〕
後
悔
は
我
れ
の
立
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

後
悔
す
る
者
に
は
な
お
我
れ
の
力
に
対
す
る
信
頼
が
あ
る
。
懺
悔
は
か
く
の
如
き
我
れ
を
去
る
と
こ
ろ
に
成
立
す

る
。
我
れ
は
我
れ
を
去
っ
て
、
絶
対
的
な
も
の
に
任
せ
き
る
。
そ
こ
に
発
せ
ら
れ
る
言
葉
は
も
は
や
我
れ
が
発
す

る
の
で
は
な
い
。
自
己
は
語
る
者
で
は
な
く
て
寧
ろ
聞
く
者
で
あ
る
。
聞
き
得
る
た
め
に
は
己
れ
を
空
し
く
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
語
ら
れ
る
言
葉
は
ま
こ
と
を
得
る
。
お
よ
そ
懺
悔
は
ま
こ
と
の
心
の
流
露
で
あ
る
べ

き
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
ま
こ
と
の
心
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
。
自
己
を
懺
悔
す
る
言
葉

の
う
ち
に
如
何
に
容
易
に
他
に
対
し
て
却
っ
て
自
己
を
誇
示
す
る
心
が
忍
び
込
み
、
ま
た
如
何
に
容
易
に
罪
に
対

し
て
却
っ
て
自
己
を
甘
や
か
す
心
が
潜
み
入
る
こ
と
で
あ
る
か
。

浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も

真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し

虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て

清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
〔
欄
外　

文
集　

57

〕

と
親
鸞
は
悲
歎
述
懐
す
る
の
で
あ
る
。
煩
悩
の
具
わ
ら
ざ
る
こ
と
の
な
い
自
己
が
如
何
に
し
て
自
己
の
真
実
を
語
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り
得
る
の
で
あ
る
か
。
自
己
が
自
己
を
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
す
で
に
一
つ
の
煩
悩
で
は
な
い
か
。
親

鸞
が
全
生
命
を
投
げ
込
ん
で
求
め
た
も
の
は
実
に
こ
の
唯
一
つ
の
極
め
て
単
純
な
こ
と
、
即
ち
真
実
心
を
得
る
と

い
う
こ
と
、
ま
ご
こ
ろ
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
信
仰
と
い
う
も
の
も
こ
れ
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

煩
悩
に
お
い
て
欠
く
る
こ
と
の
な
い
自
己
が
真
実
の
心
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
の
真
実
の
心
が
自
己
に
届

く
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
と
き
自
己
の
真
実
は
顕
に
な
る
。
わ
れ
が
自
己
の
現
実
を
語
る
の
で
は
な
く
、

現
実
そ
の
も
の
が
自
己
を
語
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
知
ら
れ
る
真
実
は
冷
い
、
単
に
客
観
的
な
真
理
で
は
な
い
。

こ
の
真
実
に
は
ま
ご
こ
ろ
が
通
っ
て
い
る
。
ま
ご
こ
ろ
は
理
性
で
は
な
く
む
し
ろ
情
の
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
人

間
的
真
理
を
二
と
二
と
の
和
は
四
で
あ
る
と
い
う
数
学
的
真
理
を
知
る
と
同
じ
よ
う
に
知
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な

く
、
ま
た
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
知
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。

親
鸞
の
文
章
を
読
ん
で
む
し
ろ
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
無
常
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
少
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
か
く
感
傷
的
な
宗
教
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
彼
の
思
想
に
お
い
て
む
し
ろ
奇
異
の

感
を
懐
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
が
事
実
で
あ
り
、
ま
た
真
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
彼
の
思
想

の
特
殊
な
現
実
主
義
の
特
色
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



四
二
九

親
鸞

も
と
よ
り
諸
行
無
常
は
現
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
仏
教
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
世
に
お
け
る
何
物
も
常

住
の
も
の
は
な
い
。
す
べ
て
は
生
成
し
消
滅
し
変
化
す
る
。
か
く
し
て
我
々
の
頼
み
と
す
べ
き
何
物
も
な
い
の
で

あ
る
。
生
老
病
死
は
無
常
な
る
人
生
に
お
け
る
現
実
で
あ
る
。
か
か
る
無
常
の
体
験
が
釈
迦
の
出
世
間
の
動
機
で

あ
っ
た
。
無
常
は
さ
し
あ
た
り
仏
教
の
説
で
は
な
く
て
世
界
の
現
実
で
あ
る
。
常
な
い
も
の
を
常
あ
る
も
の
の
如

く
思
い
、
頼
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
頼
み
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
生
に
お
け
る
種
々
の
苦
悩
は
生
ず
る
。
無
常
は

現
実
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
、
そ
の
認
識
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
人
間
の
迷
い
が
あ
り
、
苦

し
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
仏
教
は
諸
行
無
常
の
自
然
的
な
感
覚
を
諸
行
無
常
の
徹
底
し
た
智
慧
に
ま
で

徹
底
自
覚
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
諸
行
無
常
は
い
わ
ば
前
仏
教
的
な
体
験
か
ら
仏
教
的
な
思

想
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
。
人
間
の
現
実
を
深
く
見
詰
め
、
仏
教
の
思
想
を
深
く
味
わ
っ
た
親
鸞
に
無
常
感
が
な
か

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
彼
は
こ
の
無
常
感
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
で

あ
る
か
。

無
常
感
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
宗
教
的
で
あ
る
よ
り
も
美
的
で
あ
る
。
果
敢
な
い
も
の
は
美
し
い
。
美
に
は
何

か
果
敢
な
さ
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。「
あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な
く
、
鳥
部
山
の
烟
立
ち
さ
ら
で
の
み
住

み
は
つ
る
な
ら
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
物
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
ん
。
世
は
さ
だ
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
」
と
『
徒



四
三
〇

然
草
』
の
著
者
は
書
い
て
い
る
〔
欄
外　

徒
然
草
第
七
段
〕。
い
つ
ま
で
も
生
き
て
こ
の
世
に
住
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
が
人
間
の
な
ら
い
で
あ
っ
た
ら
、
実
に
無
趣
味
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
老
少
不
定
、
我
々
の
命
が
い
つ
終
る
と

い
う
規
定
の
全
く
な
い
世
で
あ
る
が
、
そ
こ
が
非
常
に
面
白
い
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
無
常
は
美
的
な

観
照
に
融
け
込
む
。
仏
教
は
特
に
平
安
朝
時
代
の
文
学
に
お
い
て
そ
の
唯
美
主
義
と
結
び
附
き
、
か
つ
こ
れ
に
影

響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
無
常
感
は
唯
美
主
義
と
結
び
附
い
て
出
世
間
的
な
非
現
実
主
義
と
な
っ
た
。

『
方
丈
記
』
の
著
者
の
如
き
も
そ
の
著
し
い
例
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
親
鸞
は
ど
こ
ま
で
も
宗
教
的
で
あ
っ
た
。
宗
教
的
で
あ
っ
た
彼
は
美
的
な
無
常
思
想
に
と
ど
ま

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
次
に
彼
の
現
実
主
義
は
何
よ
り
も
出
家
仏
教
に
満
足
し
な
か
っ
た
。
無
常
思
想
は
出

世
間
の
思
想
と
結
び
附
く
、
こ
れ
に
対
し
て
彼
の
思
想
の
特
色
は
在
家
仏
教
に
あ
る
。
無
常
の
思
想
は
も
と
よ
り

単
に
美
的
な
観
照
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。そ
れ
は
し
か
し
よ
り
高
い
段
階
に
お
い
て
も
観
想
に
結
び
附
く
。

芸
術
的
観
照
か
ら
哲
学
的
観
想
に
進
む
。
仏
教
に
お
け
る
無
常
の
思
想
は
我
々
を
こ
こ
ま
で
つ
れ
て
く
る
。
し
か

し
美
的
な
観
照
も
哲
学
的
な
観
想
も
観
想
と
し
て
非
実
践
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
親
鸞
の
思
想
は
む
し
ろ
倫

理
的
で
あ
り
、
実
践
的
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
を
非
倫
理
的
な
も
の
の
如
く
考
え
る
の
は
全
く
の
誤
解
で
あ
る
。
親

鸞
に
は
無
常
の
思
想
が
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
も
彼
の
思
想
を
厭
世
主
義
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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鸞

親
鸞
に
お
い
て
は
無
常
感
は
罪
悪
感
に
変
っ
て
い
る
。
自
己
は
単
に
無
常
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
煩
悩
の
具
わ

ら
ざ
る
こ
と
の
な
い
凡
夫
、あ
ら
ゆ
る
罪
を
作
り
つ
つ
あ
る
悪
人
で
あ
る
。
親
鸞
は
自
己
を
愚
禿
と
号
し
た
。「
す

で
に
僧
に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
、
こ
の
ゆ
へ
に
禿
の
字
を
も
て
姓
と
す
」〔
欄
外
　1625

〕
と
い
っ
て
い
る
。
承

元
元
年
【
西
暦1207
】、
彼
の
三
十
五
歳
の
と
き
、
法
然
な
ら
び
に
そ
の
門
下
は
流
罪
の
難
に
あ
っ
た
。
親
鸞
も

そ
の
一
人
と
し
て
僧
侶
の
資
格
を
奪
わ
れ
て
越
後
の
国
府
に
流
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
す
で
に
僧
に
あ
ら
ず
、
し

か
し
ま
た
世
の
生
業
に
つ
か
ぬ
ゆ
え
俗
に
あ
ら
ず
、
か
く
し
て
禿
の
字
を
も
っ
て
姓
と
す
る
親
鸞
で
あ
る
。
し
か

も
彼
は
こ
れ
に
愚
の
字
を
加
え
て
自
己
の
号
と
し
た
の
で
あ
る
。〔
欄
外
　61

〕
愚
は
愚
痴
で
あ
る
。
す
で
に
禿

の
字
は
も
と
破
戒
を
意
味
し
て
い
る
。
か
く
し
て
彼
が
非
僧
非
俗
破
戒
の
親
鸞
と
称
し
た
こ
と
は
、
彼
の
信
仰
の

深
い
体
験
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
単
に
謙
遜
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
性
の
深
い
自
覚
を
打
ち
割

っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

賢
者
の
信
を
き
き
て
、
愚
禿
が
心
を
あ
ら
は
す
。

賢
者
の
信
は
、
内
に
賢
に
し
て
外
は
愚
な
り
。

愚
禿
が
心
は
、
内
は
愚
に
し
て
外
は
賢
な
り
。

と
『
愚
禿
鈔
』
に
記
し
て
い
る
。
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外
に
は
悟
り
す
ま
し
た
よ
う
に
見
え
て
も
、内
に
は
煩
悩
の
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
が
人
間
な
の
で
あ
る
。

す
べ
て
は
無
常
と
感
じ
つ
つ
も
、
こ
れ
に
執
着
し
て
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
が
人
間
な
の
で
あ
る
。
弥
陀
の

本
願
は
か
か
る
罪
深
き
人
間
の
救
済
で
あ
る
こ
と
を
聞
信
し
て
い
る
。
し
か
も
現
実
の
人
間
は
如
何
な
る
も
の
で

あ
る
か
。

「
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
か
な
し
き
か
な
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
大
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
か
ず

に
い
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ば
ず
、
真
証
の
証
に
ち
か
づ
く
こ
と
を
た
の
し
ま
ざ
る
こ
と
を
、
は
づ
べ
し
、
い
た
む
べ
し
。」

〔
欄
外
　894

〕

罪
悪
の
意
識
は
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
か
。
機
の
自
覚
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
機
と
は
何
で
あ
る
か
。
機

と
は
自
覚
さ
れ
た
人
間
存
在
で
あ
る
。
か
か
る
自
覚
的
存
在
を
実
存
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
機
と
は
人
間
の
実
存
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
自
覚
と
は
単
に
我
れ
が
我
れ
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
我
れ
は
如
何
に
し
て
我
れ
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
か
。
我
れ
が
我
れ
を
知
る
と
い
う
と
き
、
我
れ
は
我
れ
を
全
体
と
し
て
知
る
こ
と
が
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
我
れ
が
我
れ
を
知
る
と
い
う
場
合
、
知
る
我
れ
と
知
ら
れ
る
我
れ
と
の
分
裂
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
よ

う
に
分
裂
し
た
我
れ
は
、
そ
の
知
ら
れ
る
我
れ
と
し
て
全
体
的
で
な
く
却
っ
て
部
分
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従



四
三
三

親
鸞

っ
て
そ
の
場
合
、
自
覚
的
な
我
れ
よ
り
も
む
し
ろ
主
客
未
分
の
、
従
っ
て
無
意
識
的
な
、
無
自
覚
的
な
我
れ
が
、

従
っ
て
知
的
な
、
人
間
的
な
我
れ
よ
り
も
、
実
践
的
な
、
動
物
的
な
我
れ
が
却
っ
て
全
体
的
な
我
れ
で
あ
る
と
も

い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

機
と
い
う
字
は
普
通
に
天
台
大
師
の
『
法
華
玄
義
』
に
記
す
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
微
・
関
・
宜
の
三
つ
の
意
味

を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
機
微
と
い
う
熟
字
に
見
ら
れ
る
如
く
微
の
意
味
を
有
す
る
。
弩

に
発
す
べ
き
機
が
あ
る
故
に
、
射
る
者
こ
れ
を
発
す
れ
ば
直
ち
に
箭
が
動
く
。
未
だ
発
現
し
な
い
で
可
能
性
と
し

て
か
す
か
に
存
す
る
す
が
た
が
微
で
あ
り
、
機
で
あ
る
。
可
能
的
な
も
の
は
未
だ
顕
で
は
な
く
含
蓄
的
に
微
か
に

存
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
可
能
的
な
も
の
が
ひ
と
り
で
に
現
実
的
に
な
る
の
で
は
な
い
。
弩
が
機
発
す
る
の
は

射
る
者
が
あ
っ
て
こ
れ
を
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。〔
欄
外　

弩
に
可
発
の
機
が
な
け
れ
ば
、
如
何
に
こ
れ
を
発
し
よ
う

と
し
て
も
発
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
衆
生
に
ま
さ
に
生
ぜ
ん
と
す
る
善
が
あ
る
故
に
仏
が
来
り
て
応
ず
れ
ば
即
ち
善
生
ず
。

応
は
赴
の
義
。〕
し
か
し
こ
の
可
能
性
は
単
に
静
的
に
含
蓄
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
機
は
動
の
微
、
き

ざ
し
で
あ
る
。
将
に
動
こ
う
と
し
て
、
将
に
生
ぜ
ん
と
し
て
、
機
で
あ
る
。〔
欄
外　

教
法
化
益
に
依
り
て
発
生
さ

る
べ
き
可
能
性
あ
る
も
の
。〕
第
二
に
、
機
は
機
関
と
い
う
熟
字
に
見
ら
れ
る
如
く
関
の
意
味
を
有
す
る
。
関
と
は

関
わ
る
、
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
と
他
と
が
相
対
し
て
相
関
わ
り
、
相
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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衆
生
に
善
あ
り
悪
あ
り
、
共
に
仏
の
慈
悲
に
関
す
る
故
に
、
機
は
関
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
即
ち
教
法
化

益
に
関
係
し
得
る
も
の
、
そ
の
対
者
た
り
得
る
も
の
の
意
で
あ
る
。
も
し
衆
生
が
な
け
れ
ば
、
仏
の
慈
悲
も
用
い

る
に
由
な
く
、
衆
生
あ
り
て
ま
さ
に
慈
悲
の
徳
も
活
く
こ
と
が
で
き
る
。
応
は
対
の
義
。
一
人
は
売
ろ
う
と
し
、

一
人
は
買
お
う
と
し
、
二
人
相
対
し
て
貿
易
の
こ
と
が
と
と
の
う
如
く
、〔
欄
外　

主
客
相
合
う
て
売
買
が
成
立
つ
。〕

衆
生
は
稟う

け
よ
う
と
し
、
仏
は
与
え
よ
う
と
し
、
相
会
う
と
こ
ろ
で
摂
化
済
度
の
こ
と
が
成
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
喰
い
違
う
と
摂
化
の
こ
と
は
と
と
の
わ
な
い
。〔
欄
外　

須
宜
〕
そ
こ
で
第
三
に
機
は
機
宜
と
い
う
熟
字
に
見
ら

れ
る
如
く
、
宜
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
関
係
す
る
も
の
の
間
に
丁
度
相
応
し
た
関
係
が
あ
る
こ
と
を
い
う
。
例

え
ば
函
と
蓋
と
が
、
方
な
れ
ば
方
、
円
け
れ
ば
円
、
恰
好
相
応
し
て
少
し
も
く
い
ち
が
い
の
な
い
よ
う
に
、
無
明

の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
せ
ば
、
正
し
く
悲
に
宜
し
く
、
法さ
と
り性

の
楽
を
与
え
ん
と
欲
せ
ば
、
正
し
く
慈
に
宜
し
。
衆
生

に
苦
あ
り
、
恰
も
仏
の
抜
苦
の
悲
に
宜
し
く
、
衆
生
に
楽
な
し
、
あ
た
か
も
仏
の
与
楽
の
慈
に
宜
し
く
、
仏
の
慈

悲
は
よ
く
衆
生
に
相
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
機
は
教
法
化
益
を
施
す
に
便
宜
あ
る
も
の
の
意
。
か
く
し
て
機
と

教
、
機
と
法
と
は
相
対
す
る
、
両
者
の
関
係
は
動
的
歴
史
的
。

そ
の
機
は
何
ら
か
の
根
性
を
有
す
る
故
に
根
機
と
称
せ
ら
れ
る
。
一
切
の
衆
生
、
過
去
・
現
在
の
因
縁
宿
習
を

異
に
し
、
そ
の
面
貌
の
異
な
る
如
く
、
そ
の
根
性
別
な
り
、〔
欄
外　

善
悪
智
愚
の
別
〕
従
っ
て
教
法
を
蒙
る
べ
き
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機
と
し
て
千
差
万
別
な
り
、
し
か
る
に
教
法
化
益
も
し
機
に
乖そ
む

け
ば
、
そ
の
益
あ
る
こ
と
な
し
、
故
に
仏
は
千
差

の
方
便
を
尽
し
、
万
別
の
教
法
を
施
せ
り
。
性
得
の
機
。
機
は
可
発
の
義
で
、
衆
生
の
心
に
法
を
う
く
べ
き
き
ざ

し
あ
る
こ
と
。

時
機
―
―
機
の
歴
史
性
、

『
大
無
量
寿
経
』
は

「
時
機
純
熟
の
真
教
」
な
り
。〔
欄
外　

教141

〕
末
代
に
生
ま
れ
た
機
根
の
衰
え
た
衆
生
に
と
っ
て
ま
こ
と
に

ふ
さ
わ
し
い
教
で
あ
る
。
時
機
相
応
。
聖
道
自
力
の
教
は
機
に
合
わ
ず
し
て
教
果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
浄

土
他
力
の
一
法
の
み
時
節
と
機
根
に
適
し
て
い
る
。

機
と
性
と
の
区
別　

動
的
と
静
的
。〔
欄
外　

教259　

文
集　

242　

愚
禿
鈔
〕

○
時
機
相
応

「
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は
、
在
世
正
法
の
た
め
に
し
て
、
ま
た
く
像
末
法
滅
の
時
機
に
あ
ら
ず
、
す
で
に

時
を
う
し
な
ひ
、
機
に
そ
む
け
る
な
り
、
浄
土
真
宗
は
在
世
正
法
、
像
末
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
、
ひ
と
し
く
悲
引
し

た
ま
ふ
を
や
。」〔
欄
外　

教1452

〕
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「
も
し
機
と
教
と
時
と
そ
む
け
ば
、
修
し
が
た
く
、
入
り
が
た
し
。」『
安
楽
集
』
に
依
る
。〔
欄
外　

教1461

〕

「
当
今
は
末
法
に
し
、
こ
れ
五
濁
悪
世
な
り
。
た
だ
浄
土
の
一
門
の
み
あ
り
て
通
入
す
べ
き
路
な
り
。」『
安
楽
集
』
に

依
る
。〔
欄
外　

教1463

〕

「
そ
の
機
は
す
な
は
ち
一
切
善
悪
大
小
凡
愚
な
り
。」〔
欄
外　

教481

〕

○
悪
人
正
機

「
こ
れ
も
悪
凡
夫
を
本
と
し
て
善
凡
夫
を
傍
に
兼
ね
た
り
。
か
る
が
故
に
傍
機
た
る
善
凡
夫
な
を
往
生
せ
ば
、
ま
は
ら

正
機
た
る
悪
凡
夫
い
か
で
か
往
生
せ
ざ
ら
ん
。
し
か
れ
ば
善
人
な
を
も
て
往
生
す
、
い
か
に
い
は
ん
や
悪
人
を
や
と

い
う
べ
し
と
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
き
。」『
口
伝
鈔
』
第
十
九
章　

聖
典　

342

「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
し
か
る
を
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く
、
悪
人
な
を
往
生
す
、

い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
と
。
こ
の
条
一
旦
そ
の
い
は
れ
あ
る
に
に
た
れ
ど
も
、
本
願
他
力
の
意
趣
に
そ
む
け
り
。

そ
の
ゆ
へ
は
、自
力
作
善
の
ひ
と
は
、ひ
と
へ
に
他
力
を
た
の
む
こ
こ
ろ
か
け
た
る
あ
ひ
だ
、弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
。

し
か
れ
ど
も
自
力
の
こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
れ
ば
、
真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る
な

り
。
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
あ
は
れ
み
た
ま
ひ

て
、
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
と
も
往
生
の
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親
鸞

正
因
な
り
。
よ
て
善
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ
、
ま
し
て
悪
人
は
と
、
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
。」『
歎
異
鈔
』
三
章　

文
集
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第
一
部　

宗
教
的
意
識
の
展
開

第
一
章　

人
間
性
の
自
覚
と
宗
教

第
一
節　

諸
論

親
鸞
の
思
想
は
深
い
体
験
に
よ
っ
て
滲
透
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
す
べ
て
の
著
作
に
つ
い
て
、『
正
信
偈
』

や
『
和
讃
』
の
如
き
一
種
の
韻
文
、ま
た
仮
名
で
書
か
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
散
文
の
み
で
な
く
、特
に
彼
の
主
著
『
教

行
信
証
』
に
つ
い
て
も
、
言
わ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。『
教
行
信
証
』
は
ま
こ
と
に
不
思
議
な
書
で
あ
る
。
そ
れ

は
お
も
に
経
典
や
論
釈
の
引
用
か
ら
成
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
章
句
が
恰
も
親
鸞
自
身
の
文
章
で
あ
る
か

の
如
く
響
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
自
釈
の
文
の
み
で
な
く
、
引
用
の
文
も
ま
た
そ
の
ま
ま
彼
の
体
験
を

語
っ
て
い
る
。『
教
行
信
証
』
全
篇
の
大
部
分
を
占
め
る
こ
れ
ら
の
引
文
は
、
単
に
自
己
の
教
の
典
拠
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
挙
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
の
思
想
と
体
験
と
を
表
現
す
る
た
め
に
借
り
て
こ
ら
れ

た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
引
文
の
読
み
方
、
文
字
の
加
減
な
ど
が
原
典
の
意
味
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
親

鸞
独
自
の
も
の
を
示
し
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
教
行
信
証
』
は
思
索
と
体
験
と
が
渾
然
と
し
て
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鸞

一
体
を
な
し
た
稀
有
の
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
根
柢
に
深
く
抒
情
を
湛
え
た
芸
術
作
品
で
さ
え
あ
る
。
実
に
親

鸞
の
ど
の
著
述
に
接
し
て
も
我
々
を
先
ず
打
つ
も
の
は
そ
の
抒
情
の
不
思
議
な
魅
力
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
彼

の
豊
か
な
体
験
の
深
み
か
ら
溢
れ
出
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

か
よ
う
に
し
て
屡
々
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
教
を
体
験
の
宗
教
と
し
て
特
色
附
け
る
こ
と
は
正
し
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
の
意
味
は
厳
密
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
宗
教
を
単
に
体
験
と
解
す
る
こ
と
は
宗
教

か
ら
本
質
的
に
宗
教
的
な
も
の
を
除
い
て
「
美
的
な
も
の
」
に
し
て
し
ま
う
危
険
を
有
し
て
い
る
。
実
際
、
親
鸞

の
教
に
お
い
て
体
験
の
意
義
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
そ
れ
を
単
に
「
美
的
な
も
の
」
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
例
は

決
し
て
尠
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
す
ぐ
れ
て
宗
教
的
人
間
で
あ
っ
た
、
彼
の
体
験
も
ま
た
も
と
よ
り
本
質

的
に
宗
教
的
で
あ
る
、
と
こ
ろ
で
宗
教
的
体
験
の
特
色
は
「
内
面
性
」
に
あ
る
。
親
鸞
の
体
験
の
深
さ
は
そ
の
内

面
性
の
深
さ
で
あ
る
。
彼
の
抒
情
の
深
さ
と
い
う
も
の
も
か
く
の
如
き
内
面
性
の
深
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
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第
一
章　

人
間
性
の
自
覚

一

親
鸞
の
思
想
は
深
く
人
間
性
の
自
覚
に
根
差
し
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
も
生
の
現
実
に
即つ

い
て
い
る
と
こ
ろ
に
彼

の
教
の
特
色
が
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
生
の
自
覚
は
法
の
自
覚
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。

二

人
生
の
経
験
に
お
い
て
我
々
の
心
を
打
つ
も
の
は
無
常
0

0

で
あ
る
。
世
の
中
の
も
の
は
移
り
変
っ
て
、
常
の
も
の

と
い
っ
て
は
何
ひ
と
つ
な
い
。
す
べ
て
は
時
の
流
に
現
れ
て
は
過
ぎ
て
ゆ
く
。
こ
の
事
実
が
無
常
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
事
実
を
仏
教
で
は
「
諸
行
無
常
」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
事
実
は
む
し
ろ
仏
教
以
前
の
も
の
で
あ
り
、

さ
し
あ
た
り
我
々
の
生
の
体
験
そ
の
も
の
に
属
し
て
い
る
。
我
々
は
人
生
の
行
路
に
お
い
て
或
い
は
災
禍
に
見
舞

わ
れ
、
或
い
は
病
気
に
襲
わ
れ
、
或
い
は
近
親
の
死
に
会
す
る
、
そ
し
て
我
々
は
無
常
を
感
じ
る
。
こ
の
無
常
感

は
ひ
と
を
仏
道
に
入
ら
せ
る
動
機
で
あ
る
。
ひ
と
は
生
の
体
験
に
お
い
て
仏
教
の
説
く
と
こ
ろ
が
真
実
で
あ
る
こ

と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
無
常
感
は
も
と
よ
り
仏
教
の
影
響
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
、
深
め
ら
れ
て
き
た
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鸞

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
無
常
は
我
々
の
原
始
的
な
体
験
に
属
し
、
仏
教
に
と
っ
て
そ
の
説
の
出
て
く
る
基
礎
経
験

0

0

0

0

で

あ
る
。
仏
教
は
生
の
現
実
に
お
け
る
こ
の
基
礎
経
験
か
ら
出
て
こ
れ
を
思
想
に
ま
で
高
め
た
の
で
あ
る
。
仏
教
が

無
常
の
体
験
か
ら
出
発
し
た
と
い
う
こ
と
は
釈
迦
の
出
家
の
動
機
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
物
語
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
太
子
悉
達
多
は
老
人
、
病
者
、
死
者
を
見
て
世
間
の
無
常
を
感
じ
出
家
す
る
に
至
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
我
々
の
生
に
お
い
て
原
始
的
に
経
験
さ
れ
る
無
常
感
は
仏
教
に
よ
っ
て
教
説
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
。

か
よ
う
に
し
て
「
一
切
の
行
は
無
常
な
り
」
と
は
仏
教
が
最
初
に
掲
げ
る
教
条
で
あ
る
。
行
と
は
有
為
法
を
い

い
、
有
為
法
と
は
造
ら
れ
た
も
の
を
意
味
す
る
。
一
切
の
有
為
法
は
も
ろ
も
ろ
の
因
縁
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の

と
し
て
移
り
ゆ
く
も
の
で
あ
る
故
に
行
と
い
わ
れ
る
。
も
ろ
も
ろ
の
因
縁
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
は

生
滅
変
化
す
る
も
の
、
時
間
的
に
存
在
す
る
も
の
、
即
ち
無
常
の
も
の
で
あ
る
。
無
常
は
一
切
の
有
為
法
の
す
が

た
で
あ
る
。
こ
の
す
が
た
、
即
ち
有
為
の
も
の
の
有
為
相
は
生
と
滅
と
の
二
つ
の
相
に
分
た
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も

の
（
行
）
は
生
じ
、
そ
し
て
滅
す
る
も
の
と
し
て
無
常
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
三
つ
の
相
に
分
た
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
ず
始
め
を
有
し
（
起
）、
次
に
変
易
し
（
異
）、
そ
し
て
遂
に
滅
す
る
（
尽
）。
起
と
異

と
尽
と
は
無
常
の
も
の
の
移
り
ゆ
く
三
つ
の
す
が
た
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
生
と
住
と
異
と
滅
と
の
四
つ

に
分
た
れ
た
。
或
る
も
の
生
じ（
生
）、生
じ
お
わ
っ
て
そ
の
或
る
も
の
と
し
て
止
ま
り（
住
）、や
が
て
変
じ（
異
）、



四
四
二

つ
い
で
亡
び
る
（
滅
）
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
仏
教
に
依
る
と
、
も
の
が
無
常
で
あ
る
の
は
、
も
の
が
因
縁
に
よ

っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
故
で
あ
る
。
無
常
は
仏
教
の
根
本
思
想
で
あ
る
縁
起
説
の
帰
結
で
あ
る
。
縁
起
説
の
深

い
意
味
は
も
の
の
無
常
の
す
が
た
に
お
い
て
体
験
的
現
実
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
世
間
の
一
切
の
も
の
が
無
常
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
。
山
も
河
も
、
草
も
木
も
、
人
も
家
も
、
無
常
な

ら
ぬ
も
の
は
な
い
。「
行
く
川
の
な
が
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。
よ
ど
み
に
浮
ぶ
う
た

か
た
は
、
か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
、
久
し
く
と
ど
ま
る
こ
と
な
し
。
世
の
中
に
あ
る
人
と
住
家
と
、
ま
た
か
く
の

如
し
。
玉
敷
の
都
の
中
に
、
棟
を
並
べ
甕
を
争
へ
る
、
尊
き
卑
し
き
人
の
住
居
は
、
代
々
を
経
て
つ
き
せ
ぬ
も
の

な
れ
ど
、
こ
れ
を
ま
こ
と
か
と
尋
ぬ
れ
ば
、
昔
あ
り
し
家
は
稀
な
り
。
或
は
去
年
破
れ
て
今
年
は
造
り
、
あ
る
は

大
家
滅
び
て
小
家
と
な
る
。
住
む
人
も
こ
れ
に
お
な
じ
。
処
も
か
は
ら
ず
、
人
も
お
ほ
か
れ
ど
、
い
に
し
へ
見
し

人
は
、
二
三
十
人
が
中
に
、
僅
に
一
人
二
人
な
り
。
朝
に
死
し
、
夕
に
生
る
る
な
ら
ひ
、
た
だ
水
の
泡
に
ぞ
似
た

り
け
る
。
知
ら
ず
、
生
れ
死
ぬ
る
人
、
何
方
よ
り
来
り
て
、
何
方
へ
か
去
る
。
又
知
ら
ず
、
仮
の
宿
、
誰
が
為
に

心
を
な
や
ま
し
、
何
に
よ
り
て
か
目
を
悦
ば
し
む
る
。
そ
の
主
人
と
住
家
と
、
無
常
を
争
ひ
去
る
さ
ま
、
い
は
ば

朝
顔
の
露
に
異
な
ら
ず
。
或
は
露
お
ち
て
花
残
れ
り
。
残
る
と
い
へ
ど
も
朝
日
に
枯
れ
ぬ
。
或
は
花
は
萎
み
て
露

な
ほ
消
え
ず
。
消
え
ず
と
い
へ
ど
も
ゆ
ふ
べ
を
待
つ
こ
と
な
し
。」
親
鸞
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
鴨
長
明
は
か
く
の
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如
く
世
間
無
常
を
叙
し
て
い
る
。
我
々
の
住
む
世
界
も
我
々
自
身
も
共
に
無
常
で
あ
る
。
仏
教
に
よ
る
と
、
依
報

で
あ
る
世
間
も
正
報
で
あ
る
世
間
も
、
世
間
は
す
べ
て
無
常
で
あ
る
。
正
報
と
は
衆
生
を
い
い
、
依
報
と
は
衆
生

が
そ
れ
に
藉
っ
て
住
む
世
界
を
い
う
。
我
々
は
つ
ね
に
世
界
に
依
っ
て
生
き
て
い
る
。
こ
の
国
土
、
こ
の
家
、
こ

の
衣
服
、
こ
の
椅
子
を
除
い
て
我
々
の
生
活
は
考
え
ら
れ
な
い
。
か
か
る
世
界
は
我
々
に
と
っ
て
道
具
の
意
味
を

有
し
て
い
る
。
仏
教
で
は
か
く
の
如
き
世
界
を
「
器
世
間
」
と
称
し
て
い
る
。
依
報
と
い
う
の
は
か
か
る
器
世
間

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
世
間
に
は
衆
生
世
間
と
器
世
間
と
の
二
種
世
間
が
あ
り
、
正
報
と
依
報
と
に
相
当
す
る
。
器

世
間
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
花
瓶
と
か
茶
碗
と
か
の
如
き
普
通
に
い
う
道
具
の
み
で
な
く
、
家
の
如
き

も
の
も
、
ま
た
庭
園
、
更
に
国
土
と
い
う
如
き
普
通
に
自
然
と
い
わ
れ
る
も
の
も
ま
た
こ
れ
に
属
し
て
い
る
。
器

と
は
「
衆
生
の
受
用
す
る
所
な
る
が
故
に
名
づ
け
て
器
と
な
す
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。＊

＊　
『
往
生
論
証
』
巻
下

我
々
の
生
に
よ
っ
て
関
心
さ
れ
、
生
と
交
渉
す
る
も
の
と
し
て
自
然
も
器
の
意
味
を
有
す
る
。
そ
れ
は
も
と
よ

り
自
然
科
学
的
に
見
ら
れ
た
自
然
、す
な
わ
ち
単
に
客
観
的
に
対
象
的
に
捉
え
ら
れ
た
自
然
で
は
な
い
。
山
や
河
、

草
や
木
の
如
き
も
の
も
我
々
が
生
の
関
心
に
お
い
て
受
用
す
る
も
の
と
し
て
家
屋
や
家
具
と
同
じ
く
我
々
に
と
っ

て
道
具
の
性
格
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
も
我
々
の
生
に
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
要
素
で
あ
り
、
生
の
聯
関
の
う
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ち
に
そ
の
契
機
と
し
て
入
っ
て
い
る
。
衆
生
世
間
と
器
世
間
と
は
一
つ
の
世
間
に
結
び
付
き
、
主
体
と
そ
の
環
境

と
い
う
よ
う
に
密
接
に
聯
関
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
か
く
の
如
く
我
々
に
よ
っ
て
関
心
さ
れ
、
受
用
さ

れ
る
も
の
と
し
て
我
々
の
住
む
世
界
の
も
の
は
無
常
と
考
え
ら
れ
る
。
無
常
は
単
な
る
変
化
と
同
じ
で
は
な
い
。

私
が
庭
前
に
見
る
花
は
純
粋
に
客
観
的
に
見
る
場
合
に
も
変
化
す
る
。
し
か
し
か
よ
う
に
見
る
場
合
、
私
は
そ
の

変
化
に
お
い
て
何
ら
無
常
を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
生
滅
変
化
も
、
単
に
客
観
的
な
自
然
必
然
的
な

過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
る
限
り
、
無
常
感
を
惹
き
起
す
も
の
で
は
な
い
。
庭
前
の
花
は
単
な
る
花
と
し
て
で
は
な

く
、愛
ら
し
い
花
、驕
れ
る
花
、淋
し
い
花
と
し
て
、要
す
る
に
生
の
関
心
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
た
花
と
し
て
、

そ
の
散
り
ゆ
く
の
を
見
て
我
々
は
無
常
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
単
に
必
然
的
な
変
化
は
無
常
で
は
な
い
。
も
と
よ

り
単
に
偶
然
的
な
も
の
も
ま
た
無
常
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
我
々
は
そ
の
生
滅
変
化
が
必
然
的
で
あ
る
も
の
に
お

い
て
無
常
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
自
然
0

0

必
然
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
運
命
0

0

必
然
性
で
あ
る
。
自
然

必
然
性
が
単
な
る
必
然
性
で
あ
る
に
反
し
て
、
必
然
的
な
も
の
が
同
時
に
偶
然
的
で
あ
り
、
偶
然
的
な
も
の
が
同

時
に
必
然
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
運
命
あ
る
い
は
宿
命
と
い
わ
れ
る
必
然
性
が
あ
る
。

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
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歴
史
の
自
覚

一

人
間
性
の
自
覚
は
親
鸞
に
お
い
て
歴
史
の
自
覚
と
密
接
に
結
び
附
い
て
い
る
。
彼
の
歴
史
的
自
覚
は
い
わ
ゆ
る

末
法
0

0

思
想
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
末
法
思
想
は
言
う
ま
で
も
な
く
仏
教
の
歴
史
観
で
あ
る
正
像
末
三
時
の
思
想
に

属
し
て
い
る
。
我
々
は
ま
ず
こ
の
歴
史
観
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
よ
う
。

正
像
末
三
時
の
思
想
は
、
仏
滅
後
の
歴
史
を
正
法
、
像
法
、
末
法
の
三
つ
の
時
代
に
区
分
す
る
歴
史
観
で
あ
る
。

こ
の
三
時
の
際
限
に
関
し
て
は
、末
法
は
正
像
の
後
一
万
年
と
す
る
こ
と
は
諸
説
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

正
像
の
二
時
に
つ
い
て
は
、
或
は
正
法
五
百
年
像
法
千
年
と
い
い
、
或
は
正
法
千
年
像
法
五
百
年
と
い
い
、
或
は

正
法
五
百
年
像
法
五
百
年
と
い
い
、
或
は
正
法
千
年
像
法
千
年
と
い
っ
て
、
一
定
し
な
い
が
、
親
鸞
は
正
法
五
百

年
像
法
一
千
年
末
法
一
万
年
の
説
を
採
っ
た
。『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
に
は
道
綽
の
『
安
楽
集
』
を
引
い
て
次

の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。「
経
の
住
滅
を
弁
ぜ
ば
、
い
は
く
釈
迦
牟
尼
仏
一
代
、
正
法
五
百
年
、
像
法
一
千
年
、

末
法
一
万
年
に
は
衆
生
減
じ
つ
き
、
諸
経
こ
と
ご
と
く
滅
せ
ん
。
如
来
、
痛
焼
の
衆
生
を
悲
哀
し
て
、
こ
と
に
こ
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の
経
を
と
ど
め
て
、
止
住
せ
ん
こ
と
百
年
な
ら
ん
。」〔
欄
外　

1463

〕
こ
こ
で
は
経
に
就
き
、
三
時
を
通
じ
て
残

る
も
の
と
滅
び
る
も
の
と
が
弁
別
さ
れ
る
。
末
法
一
万
年
に
お
い
て
、
諸
経
は
悉
く
滅
び
る
で
あ
ろ
う
が
、
か
か

る
法
滅
の
後
に
お
い
て
も
、
特
に
こ
の
経
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
は
、
こ
の
世
に
留
ま
る
こ
と
百
歳
、
か

く
て
ま
た
無
量
歳
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
経
は
教
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
正
像
末
の
三
時
は
ま
さ
に
教
と
行
と
証

と
に
関
し
て
区
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
観
は
も
と
時
を
隔
て
る
に
つ
れ
て
釈
迦
如
来
の
感
化
力
が

次
第
に
衰
え
て
ゆ
く
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
過
程
は
教
行
証
の
三
法
を
原
理
と
す
る
時
代
区
分
と

し
て
理
論
化
さ
れ
た
。
仏
滅
後
の
初
め
の
時
代
に
は
教
と
行
と
証
と
が
共
に
存
在
す
る
。
教
法
は
世
に
あ
り
、
教

を
う
け
る
者
は
能
く
修
行
し
、
修
行
す
る
も
の
は
能
く
証
果
を
得
る
。
こ
れ
を
正
法
と
名
づ
け
る
。
正
と
は
な
お

証
の
ご
と
し
と
い
わ
れ
、
証
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
の
時
代
の
特
色
で
あ
る
。
次
に
像
法
と
い
う
の
は
、
像

と
は
似
な
り
と
い
わ
れ
、
こ
の
時
代
に
は
教
が
あ
り
、
行
が
あ
っ
て
、
正
法
の
時
に
似
て
い
る
。
教
法
は
世
に
と

ど
ま
り
、
教
を
う
け
る
者
は
能
く
修
行
す
る
が
、
し
か
し
多
く
は
証
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
教
行
は
存
す

る
が
、
証
は
存
し
な
い
。
こ
れ
を
像
法
と
名
づ
け
る
。
第
三
の
末
法
の
時
に
お
い
て
は
、
教
法
は
世
に
垂
れ
、
教

を
う
け
る
者
が
存
し
て
も
、
よ
く
修
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
証
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
教
の
み
あ

っ
て
、
行
も
証
も
共
に
な
く
な
る
。
末
と
は
微
な
り
と
い
わ
れ
、
教
が
あ
っ
て
も
な
い
が
如
く
で
あ
る
か
ら
、
末
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法
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
時
を
過
ぎ
て
教
法
す
ら
な
い
時
期
は
「
法
滅
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
か

く
の
如
く
正
像
末
の
思
想
は
教
行
証
の
三
法
を
根
拠
と
し
て
時
代
の
推
移
を
考
え
る
歴
史
観
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

と
こ
ろ
で
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
の
同
じ
箇
所
で
ま
た
『
安
楽
集
』
に
依
っ
て
、
仏
滅
後
の
時
代
を
五
百
年
ず

つ
に
区
分
す
る
『
大
集
月
蔵
経
』
の
説
を
採
り
上
げ
て
い
る
。「
大
集
月
蔵
経
に
の
た
ま
は
く
、
仏
滅
度
の
の
ち

の
第
一
の
五
百
年
に
は
、
わ
が
も
ろ
も
ろ
の
弟
子
、
慧
を
学
す
る
こ
と
堅
固
な
る
こ
と
を
え
ん
。
第
二
の
五
百
年

に
は
、
定
を
学
す
る
こ
と
堅
固
な
る
こ
と
を
え
ん
。
第
三
の
五
百
年
に
は
、
多
聞
読
誦
を
学
す
る
こ
と
堅
固
な
る

こ
と
を
え
ん
。
第
四
の
五
百
年
に
は
、
塔
寺
を
造
立
し
、
福
を
修
し
、
懺
悔
す
る
こ
と
堅
固
な
る
こ
と
を
え
ん
。

第
五
の
五
百
年
に
は
、
白
法
隠
滞
し
て
、
お
ほ
く
諍
訟
あ
ら
ん
。
す
こ
し
き
善
法
あ
り
て
堅
固
な
る
こ
と
を
え
ん
、

と
。」
わ
が
伝
教
大
師
の
作
と
考
え
ら
れ
た
『
末
法
灯
明
記
』
も
こ
の
説
を
採
っ
て
お
り
、『
教
信
行
証
』
に
引
用

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。〔
欄
外　

1473

〕
こ
こ
で
は
、
最
初
の
五
百
年
は
解
脱
堅
固
、
次
の
五
百
年
は
禅

定
堅
固
、
次
の
五
百
年
は
多
聞
堅
固
、
次
の
五
百
年
は
造
寺
堅
固
、
後
の
五
百
年
は
闘
諍
堅
固
に
し
て
白
法
隠
没

す
る
の
時
と
し
て
、
特
色
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
の
三
期
の
五
百
年
は
、
次
第
し
て
、
戒
と
定
と
慧
の

三
学
が
堅
固
に
と
ど
ま
る
時
で
あ
り
、
な
か
に
第
一
の
五
百
年
は
正
法
、
次
の
二
期
の
五
百
年
は
像
法
一
千
年
に
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当
り
、
こ
れ
ら
三
期
の
五
百
年
の
後
に
は
戒
定
慧
は
存
し
な
く
な
る
。
第
四
の
造
寺
堅
固
の
五
百
年
以
下
は
末
法

に
属
し
、
中
で
も
第
五
の
五
百
年
の
闘
諍
堅
固
と
い
う
の
は
、
多
く
の
人
々
が
た
た
か
い
、
あ
ら
そ
い
、
堅
く
こ

れ
を
執
っ
て
捨
て
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
そ
い
や
た
た
か
い
が
盛
ん
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
正
像
末
史
観
の
有
す
る
意
義
は
、『
安
楽
集
』
の
著
者
に
と
っ
て
も
、『
末
法
灯
明
記
』
の
著
者
に
と

っ
て
も
、
こ
の
史
観
、
こ
の
教
、
す
な
わ
ち
三
時
教
を
根
拠
と
し
て
、
自
己
の
属
す
る
時
代
、
こ
の
現
在
0

0

が
い
か

な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
い
な
、
こ
の
現
在
が
ま
さ
に
末
法
0

0

に
属
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
存
し
た
。
か
く
て
道

綽
は
、
右
に
記
し
た
如
く
五
期
の
五
百
年
を
区
分
し
た
後
、「
今
の
時
の
衆
生
を
は
か
る
に
、
す
な
は
ち
仏
、
世

を
去
り
て
の
ち
の
第
四
の
五
百
年
に
あ
た
れ
り
」〔
欄
外　

1461

〕
と
い
っ
て
、
そ
の
時
代
が
ま
さ
に
末
法
に
入

っ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
『
末
法
灯
明
記
』
の
著
者
は
、
正
法
五
百
年
像
法
一
千
年
の
後
は
末
法
に

属
す
る
と
述
べ
た
後
、「
問
ふ
、
も
し
し
か
ら
ば
今
の
世
は
ま
さ
し
く
い
づ
れ
の
時
に
か
あ
た
れ
る
や
。
答
ふ
、

滅
後
の
年
代
お
ほ
く
の
説
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
し
ば
ら
く
両
説
を
あ
ぐ
。
一
に
は
法
上
師
等
、
周
異
記
に
よ
り
て

い
は
く
、
仏
、
第
五
の
主
、
穆
王
満
五
十
三
年
壬
申
に
あ
た
り
て
入
滅
し
た
ま
ふ
。
も
し
こ
の
説
に
よ
ら
ば
、
そ

の
壬
申
よ
り
わ
が
延
暦
二
十
年
辛
巳
に
い
た
る
ま
で
、
一
千
七
百
五
十
歳
な
り
。
二
に
は
費
長
房
等
、
魯
の
春
秋

に
よ
ら
ば
、
仏
、
周
の
第
二
十
の
主
、
匡
王
班
四
年
壬
子
に
あ
た
り
て
入
滅
し
た
ま
ふ
。
も
し
こ
の
説
に
よ
ら
ば
、
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そ
の
壬
子
よ
り
わ
が
延
暦
二
十
年
辛
巳
に
い
た
る
ま
で
一
千
四
百
十
歳
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
今
の
時
の
ご
と
き

は
こ
れ
最
末
の
時
な
り
。
か
の
時
の
行
事
す
で
に
末
法
に
同
ぜ
り
。」
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
親
鸞
は
第
一
の

説
に
依
っ
て
現
在
（
元
仁
元
年
【
西
暦1224

】）
を
算
定
し
て
い
う
、「
三
時
教
を
按
ず
れ
ば
、
如
来
般
涅
槃
の
時

代
を
か
ん
が
ふ
る
に
、
周
の
第
五
の
主
穆
王
五
十
三
年
壬
申
に
あ
た
れ
り
。
そ
の
壬
申
よ
り
わ
が
元
仁
元
年
甲
申

に
い
た
る
ま
で
、
二
千
一
百
八
十
三
歳
な
り
。
ま
た
賢
劫
経
、
仁
王
経
、
涅
槃
経
等
の
説
に
よ
る
に
、
す
で
に
も

て
末
法
に
い
り
て
六
百
八
十
三
歳
な
り
。」
仏
滅
の
年
に
つ
い
て
は
今
日
に
お
い
て
も
種
々
の
異
説
が
あ
る
。
右

の
年
代
計
算
が
正
確
で
あ
る
か
否
か
は
、
い
ま
我
々
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
い
。
正
像
末
史
観
は
親
鸞
に
お
い
て

歴
史
の
単
に
客
観
的
に
見
ら
れ
た
時
代
区
分
と
し
て
把
握
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
主
体
的

0

0

0

に
把
握
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
問
題
は
本
来
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
現
在
0

0

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
が
問
題
に
な
る
こ
と
か
ら
し
て

我
々
は
過
去
の
歴
史
が
如
何
に
あ
っ
た
か
を
知
ろ
う
と
す
る
。
し
か
も
現
在
が
真
に
問
題
に
な
る
の
は
、
何
を
為

す
べ
き
か
が
、
従
っ
て
未
来
0

0

が
問
題
に
な
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
現
在
の
意
識
は
現
在
が
末
法
で
あ

る
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
死
を
現
在
に
自
覚
し
、
い
か
に
こ
れ
に
処
す
べ
き
か
と
い
う
自
覚
が
人
生
の
全
体
を
自

覚
す
る
可
能
性
を
与
え
る
如
く
、
現
在
は
末
法
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
歴
史
の
全
体
を
自
覚
す
る
可
能
性
を
与
え

る
の
で
あ
る
。



四
五
〇

現
在
が
末
法
の
時
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
親
鸞
に
と
っ
て
正
像
末
三
時
の
教
説
に
よ
っ
て
、
単
に
超
越
的
に
、

与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
時
代
の
歴
史
の
現
実
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
彼

の
時
代
は
政
治
的
動
揺
の
激
し
く
、
戦
乱
の
打
ち
続
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
宗
教
界
も
ま
た
決
し
て
平
穏
で
は
な

か
っ
た
。
承
元
の
法
難
に
は
親
鸞
も
連
累
し
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
彼
の
師
法
然
は
土
佐
に
流
さ
れ
、
彼
自
身

は
越
後
に
流
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
闘
諍
堅
固
」
は
彼
に
と
っ
て
切
実
な
体
験
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
彼
の
心
を

痛
め
た
の
は
高
潔
で
あ
る
べ
き
筈
の
僧
侶
の
蔽
い
難
い
倫
理
的
頽
廃
で
あ
っ
た
。
時
代
の
歴
史
的
現
実
わ
け
て
も

宗
教
界
の
状
態
は
、
ま
じ
め
な
求
道
者
を
し
て
も
は
や
世
は
末
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
末
法
思
想
は
鎌
倉
時
代
の
仏
教
の
著
し
い
特
色
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
時
代
に
お
け

る
宗
教
改
革
の
運
動
、
新
宗
教
の
誕
生
に
と
っ
て
共
通
の
思
想
的
背
景
と
な
っ
て
い
る
。
法
然
や
親
鸞
、
日
蓮
は

言
う
ま
で
も
な
く
、
栄
西
や
道
元
の
如
き
も
何
等
か
末
法
思
想
を
懐
い
て
い
た
。
法
然
上
人
の
反
対
者
で
あ
っ
た

明
恵
上
人
や
解
脱
上
人
如
き
で
す
ら
末
法
思
想
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
、
末
法
時
を
い
か
に
見
る
か
、
ま
た
如
何

に
こ
れ
に
処
す
べ
き
か
に
就
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
見
解
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

正
像
末
史
観
の
重
心
は
末
法
に
あ
る
。
そ
れ
は
末
法
史
観

0

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
親
鸞
の『
正
像
末
法
和
讃
』を
見
る
に
、



四
五
一

親
鸞

そ
の
五
十
八
首
の
悉
く
が
末
法
に
関
係
し
て
、
正
法
像
法
を
そ
れ
自
身
と
し
て
歌
っ
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
末
法

は
未
来
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
現
在
で
あ
る
。
こ
の
現
在
の
関
心
に
お
い
て
過
去
の
正
法
時
及
び
像
法
時

も
初
め
て
関
心
の
中
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
現
在
が
ま
さ
に
末
法
時
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
浄
土
0

0

は
未
来

に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

彼
は
ど
こ
ま
で
も
深
く
現
在
0

0

の
現
実
の
自
覚
の
上
に
立
っ
た
。
徒
ら
に
過
去
0

0

の
理
想
的
時
代
を
追
う
こ
と
は
彼
の
こ

と
で
は
な
か
っ
た
。

釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て

二
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ

正
像
の
二
時
は
お
は
り
に
き

如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ

釈
尊
は
す
で
に
入
滅
し
た
、
現
在
の
我
々
は
も
は
や
釈
尊
に
遺
さ
れ
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
彼
は
嘆
き

悲
し
む
の
で
あ
る
。
徒
ら
に
過
去
を
追
う
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
徒
ら
に
未
来
0

0

を
憧
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
遠
い
未

来
に
出
現
す
べ
し
と
伝
え
ら
れ
た
弥
勒
に
頼
る
こ
と
も
や
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

五
十
六
億
七
千
万
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弥
勒
菩
薩
は
と
し
を
へ
ん

ま
こ
と
の
信
心
う
る
ひ
と
は

こ
の
た
び
さ
と
り
を
ひ
ら
く
べ
し

現
在
の
こ
の
現
実
が
問
題
で
あ
る
。
釈
迦
は
す
で
に
死
し
、
弥
勒
は
未
だ
現
れ
な
い
。
今
の
時
は
い
わ
ば
無
仏
の
時

で
あ
る
。
過
去
の
理
想
も
未
来
の
理
想
も
現
在
に
お
い
て
自
証
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
意
味
を
有
し
な
い
。
現
在
の
現
実

の
自
覚
に
お
け
る
唯
一
の
真
実
は
現
在
が
ま
さ
に
末
法
の
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

時
代
の
歴
史
的
現
実
の
深
い
体
験
は
親
鸞
に
自
己
の
現
在
が
救
い
難
い
悪
世
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
た
。
し

か
も
彼
の
こ
の
体
験
を
最
も
よ
く
説
明
し
て
く
れ
る
も
の
は
正
像
末
の
歴
史
観
で
あ
る
。
正
像
末
三
時
の
教
説
は

歴
史
の
現
在
の
現
実
に
お
い
て
そ
の
真
理
性
の
証
明
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歴
史
観
は
歴
史
の
過
程
を
い
か

に
描
い
て
い
る
か
。『
末
法
灯
明
記
』
に
は
次
の
如
く
記
し
て
あ
る
。「
問
ふ
、
も
し
し
か
ら
ば
、
千
五
百
年
の
う

ち
の
行
事
い
か
ん
ぞ
や
。
答
ふ
、
大
術
経
に
よ
る
に
、
仏
涅
槃
の
の
ち
、
は
じ
め
の
五
百
年
に
は
、
大
迦
葉
等
の

七
賢
聖
僧
、
次
第
に
正
法
を
た
も
ち
て
滅
せ
ず
、
五
百
年
の
の
ち
、
正
法
滅
尽
せ
ん
と
。
六
百
年
に
い
た
り
て
、

九
十
五
種
の
外
道
き
ほ
ひ
お
こ
ら
ん
。
馬
鳴
、
世
に
い
で
て
、
も
ろ
も
ろ
の
外
道
を
伏
せ
ん
。
七
百
年
の
う
ち
に
、
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竜
樹
、
世
に
い
で
て
、
邪
見
の
幢
を
く
だ
か
ん
。
八
百
年
に
お
い
て
、
比
丘
縦
逸
に
し
て
、
わ
づ
か
に
一
二
、
道

果
を
う
る
も
の
あ
ら
ん
。
九
百
年
に
い
た
り
て
、
奴
を
比
丘
と
し
、
婢
を
尼
と
せ
ん
。
一
千
年
の
う
ち
に
、
不

浄
観
を
聞
〔
欄
外　

開
？
〕
か
ん
、
瞋
恚
し
て
欲
せ
じ
。
千
一
百
年
に
、
僧
尼
嫁
娶
せ
ん
、
僧
毘
尼
を
毀
謗
せ
ん
。

千
二
百
年
に
、
諸
僧
尼
等
と
も
に
子
息
あ
ら
ん
。
千
三
百
年
に
、
袈
裟
変
じ
て
白
か
ら
ん
。
千
四
百
年
に
、
四
部

の
弟
子
み
な
猟
師
の
ご
と
し
、
三
宝
物
を
売
ら
ん
。
こ
こ
に
い
は
く
、
千
五
百
年
に
拘
睒
弥
国
に
ふ
た
り
の
僧
あ

り
て
た
が
ひ
に
是
非
を
起
し
て
つ
い
に
相
殺
害
せ
ん
。
よ
り
て
教
法
竜
宮
に
お
さ
ま
る
。
涅
槃
の
十
八
お
よ
び
仁

王
等
に
ま
た
こ
の
文
あ
り
。
こ
れ
ら
の
経
文
に
准
ず
る
に
、
千
五
百
年
の
の
ち
戒
定
慧
あ
る
こ
と
な
し
。」
諸
種

の
経
文
は
、
釈
迦
の
死
後
、
や
が
て
正
法
が
滅
び
、
戒
を
持
す
る
者
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
。
か

く
て
「
た
と
え
ば
猟
師
の
身
に
法
衣
を
き
る
が
ご
と
し
」
と
い
い
、
或
は
「
妻
を
蓄
え
子
を
挟
む
」
と
い
い
、
ま

た
或
は
「
お
の
れ
が
手
に
児
の
ひ
ぢ
を
ひ
き
、
し
か
も
と
も
に
遊
行
し
て
酒
家
よ
り
酒
家
に
い
た
ら
ん
。」〔
欄
外

　

1500

〕
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
お
い
て
親
鸞
は
彼
の
時
代
、
そ
の
宗
教
界
の
現
実
に
引
合
せ
て
、

こ
れ
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
経
典
の
言
葉
は
末
法
時
を
告
げ
て
予
言
的
な
真
理
性

を
有
し
て
い
る
。
彼
は
自
己
の
体
験
を
顧
み
て
、
こ
の
真
理
性
に
驚
き
、
か
つ
こ
の
真
理
性
を
畏
れ
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
正
直
に
現
実
を
見
る
と
き
、「
た
と
い
末
法
の
な
か
に
持
戒
の
も
の
あ
ら
ば
、
す
で
に
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こ
れ
怪
異
な
り
。
市
に
虎
あ
ら
ん
が
ご
と
し
。
こ
れ
た
れ
か
信
ず
べ
き
や
。」〔
欄
外　

1484

〕
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
で
あ
ろ
う
。

正
法
五
百
年
は
大
迦
葉
等
の
七
賢
僧
の
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
小
乗
教
の
時
代
で
あ
る
。
馬
鳴
及
び
竜
樹
に
よ
っ
て

代
表
さ
れ
る
次
の
像
法
時
代
は
大
乗
教
特
に
自
力
教
の
時
代
で
あ
る
。
八
百
年
以
後
の
記
述
は
大
乗
教
が
次
第
に
衰

え
て
、
や
が
て
末
法
の
時
代
に
至
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

も
と
よ
り
親
鸞
は
末
法
の
教
説
に
お
い
て
時
代
に
対
す
る
単
に
客
観
的
な
批
判
を
見
出
し
た
の
で
は
な
い
。
彼

は
決
し
て
単
な
る
理
論
家
、
傍
観
者
で
は
な
か
っ
た
。
末
法
思
想
は
彼
に
お
い
て
あ
く
ま
で
も
主
体
的
に
把
握
さ

れ
た
。
歴
史
を
単
に
客
観
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
は
、
そ
も
そ
も
末
法
思
想
の
如
き
も
の
は
生
ま
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
た
だ
客
観
的
に
見
て
ゆ
け
ば
、
歴
史
に
お
け
る
進
歩
と
い
い
退
歩
と
い
っ
て
も
、
要
す
る
に
相
対
的
で
あ

り
、
進
歩
と
退
歩
と
は
単
に
程
度
上
の
こ
と
で
、
進
歩
の
反
面
に
は
退
歩
が
あ
り
、
ま
た
退
歩
の
反
面
に
は
進
歩

が
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
末
法
思
想
は
死
の
思
想
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
に
関
す
る
死
の
思

想
で
あ
る
。
死
は
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
き
初
め
て
そ
の
問
題
性
を
残
り
な
く
現
す
如
く
、
末
法
思
想
も
主
体

的
に
捉
え
ら
れ
る
と
き
初
め
て
そ
の
固
有
の
性
格
を
顕
に
す
る
の
で
あ
る
。
正
像
末
の
歴
史
観
は
親
鸞
に
と
っ
て

客
観
的
な
歴
史
叙
述
の
基
礎
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
、
二
千
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余
年
に
な
り
た
ま
ふ　

正
像
の
二
時
は
お
は
り
に
き　

如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
。」〔
欄
外　

42

〕
と
親
鸞
は
『
正

像
末
和
讃
』
に
い
っ
て
い
る
。
単
な
る
批
判
で
は
な
く
て
悲
泣
0

0

で
あ
る
。
救
い
難
い

0

0

0

0

現
実
が
身
に
し
み
て
歎
き
悲

し
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
親
鸞
に
と
っ
て
正
像
末
の
教
説
は
、
単
に
時
代
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
む
し
ろ
何
よ
り

も
自
己
自
身
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
意
味
し
た
。
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
自
己
の
外
部
、
自
己
の
周
囲
で
は
な

く
、
却
っ
て
自
己
自
身
で
あ
る
。「
浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も　

真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し　

虚
仮
不
実
の
わ
が

身
に
て　

清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
。」
と
彼
は
か
な
し
み
な
げ
く
の
で
あ
る
。
自
己
を
「
底
下
の
凡
愚
」
と
自

覚
し
た
彼
は
十
六
首
か
ら
な
る
『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
を
作
っ
た
が
、
我
々
は
こ
れ
が
『
正
像
末
和
讃
』
の
一
部
分

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
彼
は
時
代
に
お
い
て
自
己
を
自
覚
し
、
自
己
に
お
い
て
時

代
を
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
自
己
を
時
代
に
お
い
て
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
罪
を
時
代
の
責
任
に
転
嫁
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
己
の
罪
を
弁
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
時
代
は
ま
さ
に
末
法
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
時
代
の
悪
に

対
す
る
弁
解
で
は
な
い
。
時
代
を
末
法
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
現
象
を
教
法
の
根
拠
か
ら
理
解
す
る
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こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
時
代
の
悪
を
超
越
的
な
根
拠
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
時
代
の
悪
を
い
よ
い
よ
深
く
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
ま
た
自
己
を
時
代
に
お
い
て
自
覚
す
る
こ
と

は
、
自
己
の
罪
を
末
法
の
教
説
か
ら
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
超
越
的
根
拠
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
く
し
て

自
己
の
罪
を
い
よ
い
よ
深
く
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
も
罪
の
離
れ
難
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
考
え
る

ほ
ど
、
そ
の
罪
が
決
し
て
か
り
そ
め
の
も
の
で
な
く
、
何
か
超
越
的
な
根
拠
を
有
す
る
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。
こ
の
超
越
的
根
拠
を
示
す
も
の
が
末
法
の
思
想
で
あ
る
。

諸
種
の
経
文
は
末
世
に
お
い
て
は
正
法
が
滅
ん
で
戒
を
持
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
で
に
正

法
が
滅
び
、
戒
法
が
な
く
な
っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
時
代
に
は
も
は
や
「
破
戒
」
と
い
う
こ
と
す
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
戒
法
が
あ
っ
て
破
戒
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
破
る
べ
き
戒
法
が
な
け
れ
ば
破
戒
の
あ
ろ
う
筈
は

な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
時
代
の
特
徴
は
破
戒
で
は
な
く
、
ま
し
て
持
戒
で
は
な
く
、
却
っ
て
「
無
戒
」
で

あ
る
。『
末
法
灯
明
記
』
に
は
次
の
如
く
い
わ
れ
て
い
る
。「
し
か
れ
ば
す
な
は
ち
末
法
の
な
か
に
お
い
て
は
、
た

だ
言
教
の
み
あ
り
て
、
し
か
も
行
証
な
け
ん
。
も
し
戒
法
あ
ら
ば
破
戒
あ
る
べ
し
。
す
で
に
戒
法
な
し
、
い
づ
れ

の
戒
を
破
る
に
よ
り
て
か
、
し
か
も
破
戒
あ
ら
ん
や
。
破
戒
な
ほ
な
し
、
い
か
に
い
は
ん
や
持
戒
を
や
。
か
る
が

ゆ
へ
に
大
集
に
い
は
く
、
仏
涅
槃
の
の
ち
無
戒
く
に
に
み
た
ん
と
。」
像
法
の
季
、
末
法
の
時
代
は
無
戒
の
時
代
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で
あ
る
、
持
戒
の
比
丘
は
な
く
な
り
、
い
わ
ゆ
る
無
戒
名
字
の
比
丘
、
す
な
わ
ち
鬚
を
除か

り
髪
を
剃
っ
て
身
に
袈

裟
を
着
け
て
は
い
る
が
戒
を
持
す
る
こ
と
の
な
い
名
ば
か
り
の
僧
侶
に
な
る
。
僧
侶
で
あ
っ
て
肉
食
妻
帯
す
る
も

の
が
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
を
単
純
に
破
戒
と
見
て
非
難
攻
撃
す
る
こ
と
は
時
代
の
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
破
戒
と
無
戒
と
は
同
じ
で
な
い
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
方
無
戒
は
破
戒
以
下
で
あ
る
。
破
戒
者
は
戒
法
の
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
戒
法
の
畏
敬
す
べ
き
こ

と
を
知
っ
て
お
り
さ
え
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
彼
は
時
に
は
懺
悔
す
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に

無
戒
者
は
戒
法
の
存
在
す
ら
意
識
し
な
い
。
彼
は
平
然
と
し
て
無
慚
無
愧
の
生
活
を
し
て
い
る
。
無
戒
者
は
無
自

覚
者
で
あ
る
。「
非
僧
非
俗
」
と
称
し
た
親
鸞
は
自
己
の
身
に
お
い
て
無
戒
名
字
の
比
丘
を
見
た
。
そ
し
て
非
僧

非
俗
の
親
鸞
は
み
ず
か
ら
「
愚
禿
」
と
名
乗
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
「
愚
が
中
の
極
愚
、
狂
が
中
の
極
狂
、
塵
禿

の
有
情
、
低
下
の
最
澄
」
と
い
っ
た
伝
教
大
師
の
言
葉
に
深
い
共
鳴
を
感
じ
た
。
無
戒
は
破
戒
以
下
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
が
ま
ず
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
親
鸞
は
例
え
ば
肉
食
妻
帯
を
時
代
の
故
に
当
然
で
あ
る
と
し
て
弁
護
し

よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
彼
は
こ
れ
を
慚
愧
に
堪
え
ぬ
こ
と
と
考
え
た
に
相
違
な
い
。
し
か
る

に
無
戒
は
無
戒
と
し
て
は
無
自
覚
で
あ
る
。
か
か
る
無
自
覚
の
状
態
は
自
覚
的
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
戒

が
無
自
覚
で
あ
る
場
合
、
無
戒
は
破
戒
で
な
い
と
い
う
理
由
で
こ
れ
を
弁
護
す
る
こ
と
は
、
禽
獣
の
生
活
を
人
間
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の
生
活
よ
り
も
上
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。無
戒
は
い
か
に
し
て
自
覚
的
に
な
る
の
で
あ
る
か
。

無
戒
の
根
拠
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。し
か
る
に
こ
の
根
拠
は
正
像
末
の
歴
史
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

無
戒
と
い
う
状
態
の
成
立
の
根
拠
は
末
法
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
末
法
の
自
覚
は
必
然
的
に

正
法
時
の
自
覚
を
喚
び
起
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
正
像
末
の
歴
史
観
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
正
法
時
の
回
想
は
自
己

が
末
法
に
属
す
る
悲
し
さ
を
い
よ
い
よ
深
く
自
覚
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
無
戒
は
破
戒
以
下
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

破
戒
の
極
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
。
し
か
も
正
法
時
を
回
想
す
る
に
し
て
も
そ
し
て
い
か
に
こ
れ

に
合
致
し
よ
う
と
す
る
に
し
て
も
、
自
己
が
末
法
に
属
す
る
こ
と
は
い
か
に
も
な
し
難
い
。「
正
法
の
時
機
と
お

も
へ
ど
も　

底
下
の
凡
愚
と
な
れ
る
身
は　

清
浄
真
実
の
こ
こ
ろ
な
し　

発
菩
提
心
い
か
が
せ
ん
」
と
い
う
和
讃

は
、
こ
の
意
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
無
戒
が
破
戒
以
下
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
し
か
れ
ば
穢
悪
濁
世
の
群
生
、
末
代
の
旨
際
を
し
ら
ず
、
僧
尼
の
威
儀
を
そ
し
る
。
今
の
時
の
道
俗
、
お
の
れ
が
分

を
思
量
せ
よ
。」〔
欄
外　

1464

〕
と
親
鸞
は
い
っ
て
い
る
。

末
代
の
道
俗

し
か
し
他
面
、
無
戒
は
破
戒
と
同
じ
で
は
な
い
。
末
法
時
の
特
徴
は
破
戒
で
な
く
て
無
戒
で
あ
り
、
破
戒
は
む

し
ろ
像
法
時
の
特
徴
で
あ
る
。
正
法
、
像
法
、
末
法
は
、
順
を
追
う
て
、
持
戒
、
破
戒
、
無
戒
と
し
て
そ
の
特
徴
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を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
無
戒
は
持
戒
と
共
に
破
戒
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
末
法
時
は

正
法
時
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
末
法
時
に
お
い
て
は
、
持
戒
及
び
破
戒
の
時
期
で
あ
る
正
法
像
法
と
は

全
く
異
な
る
他
の
教
法

0

0

0

0

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。こ
の
と
き
教
法
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
正
法
時
、

従
っ
て
ま
た
像
法
時
と
は
全
く
別
の
、
む
し
ろ
逆
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
末
法
が
無
戒
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
か
く
の
如
き
他
の
教
法
が
現
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
無
戒
の
末
法
は
教

法
の
か
く
の
如
き
転
換
を
要
求
す
る
。
無
戒
の
時
は
ま
さ
に
無
戒
と
し
て
従
来
の
教
法
が
そ
の
歴
史
的
意
義
を
喪

失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
自
力
教
か
ら
他
力
教
へ
の
、
聖
道
教
か
ら
浄
土
教
へ

の
転
換
は
、
無
戒
時
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
必
然
で
あ
る
。
も
し
単
に
持
戒
と
破
戒
と
の
み
で
あ
る
な

ら
ば
、
か
か
る
転
換
の
必
然
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
と
き
に
は
破
戒
は
た
だ
持
戒
へ
、
従
来
の
正
法
へ
の
復

帰
で
あ
る
べ
き
の
み
で
あ
ろ
う
。
聖
道
門
の
自
力
教
か
ら
絶
対
他
力
の
浄
土
教
へ
の
転
換
は
親
鸞
に
お
い
て
末
法

の
歴
史
的
自
覚
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
転
換
は
徹
底
さ
れ
純
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『
教
行

信
証
』化
身
土
巻
に
お
け
る
三
願
転
入
の
自
督
に
続
い
て
正
像
末
の
歴
史
観
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
歴
史
観
に
基
づ
く
自
覚
が
三
願
転
入
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
三
願
転

入
に
い
う
三
願
に
お
い
て
、
第
十
九
願
す
な
わ
ち
修
諸
功
徳
の
願
は
自
力
の
諸
善
万
行
に
よ
っ
て
往
生
せ
ん
と
す
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る
も
の
と
し
て
持
戒
の
時
で
あ
る
正
法
時
に
、
第
二
十
願
は
念
仏
と
い
う
他
力
で
、
し
か
し
自
力
の
念
仏
に
よ
っ

て
往
生
せ
ん
と
す
る
も
の
と
し
て
正
法
と
末
法
と
の
中
間
に
あ
る
像
法
時
に
、
ま
た
第
十
八
願
は
絶
対
他
力
と
し

て
末
法
時
に
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

三
願
転
入
に
つ
い
て
は
次
の
章
に
お
い
て
論
じ
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
末
法
時
の
特
徴
で
あ
る
無
戒
と

い
う
こ
と
に
関
聯
し
て
親
鸞
の
思
想
の
ひ
と
つ
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
無
戒
と
い
う
こ
と

は
固
有
の
意
味
に
お
い
て
は
僧
侶
に
つ
い
て
い
わ
れ
、
元
来
持
戒
者
で
あ
る
べ
き
僧
侶
で
あ
っ
て
戒
を
持
す
る
こ

と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
し
僧
侶
が
無
戒
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
い
わ
ゆ
る
「
名
字
の
比

丘
」
で
あ
り
、
本
質
的
に
は
在
俗
者
と
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
浄
土
門
の
教
は
僧
俗
一
致
の
教
法

で
あ
る
。
こ
の
教
法
の
前
に
お
い
て
は
僧
侶
と
在
俗
者
と
は
本
来
平
等
で
あ
る
。
単
に
僧
俗
の
差
別
の
み
で
は
な

い
、
老
少
の
差
別
、
男
女
の
差
別
は
も
と
よ
り
、
賢
者
と
愚
者
と
の
差
別
も
、
善
人
と
悪
人
と
の
差
別
も
、
す
べ

て
意
義
を
有
し
な
く
な
る
。
宗
教
の
前
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
者
が
平
等
で
あ
る
。
恰
も
死
に
対
し
て
は
貴
賤
貧

富
を
論
ぜ
ず
、
す
べ
て
の
人
間
が
平
等
で
あ
る
よ
う
に
。
こ
の
平
等
は
も
と
よ
り
宗
教
的
な
平
等
で
あ
っ
て
、
外

面
的
な
社
会
的
平
等
で
は
な
い
。
宗
教
の
前
に
お
い
て
は
社
会
的
差
別
は
も
と
よ
り
道
徳
的
差
別
も
意
義
を
失
う

と
こ
ろ
に
宗
教
の
絶
対
性
が
あ
る
。
無
戒
と
い
う
こ
と
の
本
質
は
か
く
の
如
き
平
等
性
に
存
し
て
い
る
。
か
く
の
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鸞

如
き
平
等
性
は
人
間
を
「
群
衆
」
に
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
念
仏
は
各
人
の
し
の
ぎ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に

（「
往
生
は
一
人
一
人
の
し
の
ぎ
な
り
。」
蓮
如
上
人
『
御
一
代
記
聞
書
』）、
宗
教
は
め
い
め
い
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の

平
等
性
は
各
人
の
罪
の
意
識
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
真
実
の
姿
を
深
く
見
詰
め
た
者
に
と
っ
て

誰
が
自
己
は
他
よ
り
も
善
人
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
考
え
る
こ
と
は
ま
だ
自
覚
が
足
り
な
い
た
め

で
あ
る
。
自
己
の
罪
の
自
覚
に
お
い
て
超
越
的
な
も
の
、す
な
わ
ち
末
法
の
教
法
に
触
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。「
末

代
の
旨
際
を
知
り
」、「
お
の
れ
が
分
を
思
量
せ
よ
」
と
親
鸞
は
い
う
。
末
代
の
い
わ
れ
を
知
り
、
自
己
の
分
限
を

思
い
は
か
る
者
は
、
自
己
を
極
重
の
悪
人
と
し
て
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
末
代
の
旨
際
を
知
る
と
い

う
の
は
、
客
観
的
に
現
代
が
末
法
の
時
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
正
像
末
の
歴
史
観
は
歴
史

的
知
識
の
要
約
で
も
な
く
、
ま
た
歴
史
を
体
系
化
す
る
た
め
の
原
理
で
も
な
い
。
末
法
の
自
覚
は
自
己
の
罪
の
自

覚
に
お
い
て
主
体
的
に

0

0

0

0

超
越
的
な
も
の
に
触
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
は
何
人
も
自
己
を
底
下

の
凡
愚
と
し
て
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。弥
陀
の
本
願
は
か
く
の
如
き
我
々
の
救
済
を
約
束
し
て
い
る
。

如
来
の
救
済
の
対
象
は
ま
さ
に
か
く
の
如
き
悪
人
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
悪
人
正
機
」
と
称
し
て
い
る
。
悪
人
正
機

の
説
の
根
拠
は
末
法
思
想
で
あ
る
。
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し
か
ら
ば
何
故
に
教
は
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
。「
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は
在
世
正
法
の
た

め
に
し
て
、
ま
た
く
像
末
法
滅
の
時
機
に
あ
ら
ず
、
す
で
に
時
を
う
し
な
ひ
機
に
そ
む
け
る
な
り
。」〔
欄
外　

1452

〕
と
親
鸞
は
い
っ
て
い
る
。
従
来
の
教
は
聖
道
自
力
の
教
で
あ
り
、
こ
れ
は
釈
迦
牟
尼
仏
の
在
世
及
び
そ

の
感
化
力
の
存
し
た
正
法
時
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
末
法
の
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
教
は
こ
の
時
代

と
こ
の
時
代
に
お
け
る
衆
生
の
根
機
と
に
も
は
や
相
応
せ
ず
、
か
く
し
て
時
を
失
い
機
に
乖
く
故
に
こ
の
教
は
衰

微
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
浄
土
他
力
の
教
は
ま
さ
に
「
時
機
相
応
の
法
」
で
あ
る
。
そ
れ

は
末
法
と
い
う
時
機
と
こ
の
時
代
に
お
け
る
衆
生
の
根
機
と
に
相
応
す
る
教
で
あ
る
。
こ
の
時
代
と
人
間
と
の
た

め
に
仏
は
限
り
な
い
愛
を
も
っ
て
弥
陀
の
本
願
の
教
を
留
め
お
い
た
の
で
あ
る
。「
当
来
の
世
に
経
道
滅
尽
せ
ん

に
、
わ
れ
慈
悲
哀
愍
を
も
っ
て
特
に
こ
の
経
を
留
め
て
止
住
す
る
こ
と
百
歳
な
ら
し
め
ん
。
そ
れ
衆
生
あ
り
て
こ

の
経
に
あ
ふ
も
の
は
、
こ
こ
ろ
の
所
願
に
し
た
が
ひ
て
み
な
得
度
す
べ
し
。」〔
欄
外　

31

〕
と
い
わ
れ
て
い
る
。

道
綽
は
『
安
楽
集
』
に
「
当
今
は
末
法
に
し
て
、
こ
れ
五
濁
悪
世
な
り
、
た
だ
浄
土
の
一
門
の
み
あ
り
て
通
入
す

べ
き
路
な
り
。」〔
欄
外　

1463

〕
と
い
っ
て
い
る
。
も
し
機
と
教
と
時
と
が
一
致
し
な
い
な
ら
ば
、
修
め
難
く
、

入
り
難
い
。「
末
法
の
な
か
に
お
い
て
は
た
だ
言
教
の
み
あ
り
て
し
か
も
行
証
な
け
ん
。」〔
欄
外　

1474

〕
と
い

う
の
は
、
そ
の
法
が
時
機
不
相
応
の
聖
道
の
教
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、
か
か
る
時
こ
そ
浄
土
の
教
の
い
よ
い
よ
盛
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に
な
る
べ
き
と
き
で
あ
る
。「
ひ
そ
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
ひ
さ
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗

は
証
道
い
ま
盛
な
り
」〔
欄
外　

1623

〕
と
親
鸞
は
記
し
て
い
る
。

道
綽
に
依
れ
ば
、
聖
道
の
修
業
は
、
第
一
に
大
聖
を
去
る
こ
と
遥
遠
な
る
が
故
に
、
第
二
に
は
理
深
く
解
微
な
る
が

故
に
、
成
就
し
が
た
い
の
で
あ
る
。『
安
楽
集
』
上
三
十
八
丁
。

と
こ
ろ
で
浄
土
他
力
の
教
が
末
法
時
に
相
応
す
る
教
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
ま
さ
に
こ
の
教
を
相
対

的
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
聖
道
の
諸
教
は
、
そ
れ
が
単
に
在
世
正
法
の
時

に
の
み
相
応
し
て
、
像
末
法
滅
の
時
に
は
相
応
し
な
い
と
い
う
故
を
も
っ
て
、
単
に
相
対
的
な
も
の
と
見
ら
れ
、

方
便
の
教
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
教
の
歴
史
性
を
強
調
し
た
。
こ
れ
は
歴
史
主
義
で
あ

り
、
歴
史
主
義
は
一
個
の
相
対
主
義
で
は
な
い
か
。
他
力
の
教
が
も
し
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
も
は
や
真
実
の
教
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
真
理
は
、真
実
の
教
は
絶
対
性
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

他
力
教
の
絶
対
性
は
い
か
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
そ
し
て
そ
の
絶
対
性
は
そ
の
歴
史
性
と
如
何
に
し
て

矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
一
致
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て

釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む
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弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て

念
仏
往
生
さ
か
り
な
り

『
正
像
末
和
讃
』
の
首
め
に
は
次
の
讃
歌
が
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
。

弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し

本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な

摂
取
不
捨
の
利
益
に
て

無
上
覚
を
さ
と
る
な
り

こ
の
一
首
は
康
元
二
年
二
月
九
日
夜
、
夢
告
に
成
る
も
の
で
あ
る
、
と
親
鸞
は
み
ず
か
ら
記
し
て
い
る
。
時
に
彼
は

八
十
五
歳
で
あ
っ
た
が
、
夢
に
こ
の
和
讃
を
感
得
し
た
こ
と
が
『
正
像
末
和
讃
』
一
帖
の
製
作
の
縁
由
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
末
法
の
自
覚
と
浄
土
教
の
信
仰
と
が
彼
に
お
い
て
い
か
に
密
接
に
結
び
附
い
て
い
た
か
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
末
法
の
自
覚
は
罪
の
自
覚
で
あ
り
、
罪
の
自
覚
は
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
る
救
済
の
自
覚
で
あ
っ
た
。

無
明
長
夜
の
灯
炬
な
り

智
眼
く
ら
し
と
か
な
し
む
な

生
死
大
海
の
船
筏
な
り
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親
鸞

罪
障
お
も
し
と
な
げ
か
ざ
れ

と
彼
は
讃
詠
す
る
の
で
あ
る
。

末
法
意
識
と
浄
土
に
お
け
る
未
来
主
義

親
鸞
は
他
力
教
の
絶
対
性
を
先
ず
、
そ
れ
が
釈
迦
の
本
懐
教

0

0

0

「
出
世
の
本
懐
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
釈
迦
出
世
の
本
意
を
知
れ
と
は
親
鸞
に
お
け
る
内
面
の
叫
び
で
あ
っ
た
。
釈
迦

如
来
が
こ
の
世
に
現
れ
た
の
は
、『
法
華
経
』
の
「
方
便
品
」
の
中
に
い
う
如
く
「
一
大
事
因
縁
」
に
依
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
『
教
行
信
証
』
教
巻
に
お
い
て
親
鸞
は
、「
そ
れ
真
実
の
教
を
顕
は
さ
ば
、
す
な

は
ち
大
無
量
寿
経
こ
れ
な
り
。」〔
欄
外　

106
〕
と
掲
げ
、
釈
迦
如
来
の
出
世
の
本
懐
は
一
に
大
無
量
寿
経
、
す

な
わ
ち
弥
陀
の
本
願
の
法
門
を
説
く
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
如
来
、
世
に
興
出
し
た
ま
ふ
ゆ
ゑ
は
、

た
だ
弥
陀
の
本
願
海
を
と
か
ん
と
な
り　

五
濁
悪
時
の
群
生
海　

如
来
如
実
の
言
を
信
ず
べ
し
。」〔
欄
外　

501

〕

と
『
正
信
偈
』
に
頌
述
し
て
い
る
、
釈
迦
一
代
の
説
法
は
そ
の
種
類
極
め
て
多
く
、
八
万
四
千
の
法
門
が
あ
る
と

い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
多
種
多
様
の
説
法
も
つ
い
に
大
無
量
寿
経
を
説
く
た
め
で
あ
り
、
弥
陀
の
本
願
の
教
に

と
っ
て
他
の
す
べ
て
は
仮
の
も
の
、
方
便
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
釈
迦
の
「
出
世
の
大
事
」〔
欄
外　
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140
〕
は
限
り
な
い
慈
愛
を
も
っ
て
衆
生
を
救
わ
ん
が
た
め
に
弥
陀
の
慈
悲
の
教
を
説
く
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。こ
の
教
の
み
が
真
実
の
教
で
あ
る
。「
如
来
興
世
の
正
説
」で
あ
る
。し
か
も
こ
の
絶
対
的
真
理
の
開
示
は
我
々

に
お
い
て
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
受
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
て
三
界
を
矜
哀
し

た
ま
ふ
。
世
に
出
興
す
る
ゆ
ゑ
は
、
道
教
を
光こ
う
せ
ん闡

し
て
群
萌
を
す
く
ひ
、
め
ぐ
む
に
真
実
の
利
を
も
て
せ
ん
と
お

ぼ
し
て
な
り
。
無
量
億
劫
に
も
も
う
あ
ひ
が
た
く
、
み
た
て
ま
つ
り
が
た
き
こ
と
、
な
を
し
霊
瑞
華
の
と
き
あ
り

て
と
き
に
い
ま
し
い
づ
る
が
ご
と
し
。」〔
欄
外　

121

〕
と
『
大
量
無
寿
経
』
に
は
い
わ
れ
て
あ
る
。
親
鸞
は
「
如

来
興
世
の
本
意
に
は　

本
願
真
実
ひ
ら
き
て
ぞ　

難
値
難
見
と
と
き
た
ま
ひ　

猶
霊
瑞
華
と
し
め
し
け
る
」
と
讃

詠
し
た
。
弥
陀
の
本
願
の
教
の
絶
対
性
は
、
そ
れ
が
無
時
間
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
の
教
は
歴
史
的

に
釈
迦
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
我
々
に
お
け
る
こ
れ
が
信
受
も
歴
史
的
に
決
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
人
身
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
難
く
、
ま
た
仏
法
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
あ
い
難
い
。
い
ま
こ
の
受
け

難
い
人
身
を
受
け
、
こ
の
聞
き
難
い
法
を
聞
い
た
と
す
れ
ば
、
速
か
に
こ
れ
を
信
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

第
二
に
、
こ
の
教
の
絶
対
性
は
そ
の
永
遠
性
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。「
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は
在

世
正
法
の
た
め
に
し
て
、
ま
た
く
像
末
法
滅
の
時
機
に
あ
ら
ず
。
す
で
に
時
を
う
し
な
ひ
機
に
そ
む
け
る
な
り
。

浄
土
真
宗
は
在
世
正
法
像
末
法
滅
濁
悪
の
群
萌
、
ひ
と
し
く
悲
引
し
た
ま
ふ
を
や
。」〔
欄
外　

1452

〕
と
親
鸞
は
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親
鸞

い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
力
の
教
は
た
だ
釈
迦
在
世
及
び
滅
後
五
百
年
間
の
衆
生
の
機
根
の
す
ぐ
れ
た
時
代
に

の
み
相
応
す
る
教
で
あ
っ
て
、
像
法
、
末
法
と
い
う
機
根
の
劣
っ
た
時
代
に
は
相
応
し
な
い
教
で
あ
る
の
に
反
し

て
、
他
力
の
教
は
在
世
正
法
、
像
法
末
法
及
び
法
滅
の
時
代
に
亙
っ
て
、
煩
悩
に
穢
さ
れ
悪
業
に
繋
が
れ
る
人
々

を
一
様
に
大
慈
悲
を
も
っ
て
誘
引
し
給
う
教
で
あ
る
。
前
者
が
た
だ
在
世
正
法
の
時
代
に
限
ら
れ
て
い
る
の
に
反

し
て
、
後
者
は
在
世
正
法
像
法
末
法
法
滅
の
時
代
に
亙
っ
て
、
そ
の
故
に
す
べ
て
の
時
代
に
通
ず
る
の
で
あ
る
。

前
者
が
一
定
の
時
代
に
局
限
さ
れ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
後
者
は
時
代
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
永
遠
に
通
用
す
る

の
で
あ
る
。『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、「
当
来
の
世
に
、
経
道
滅
尽
せ
ん
に
、
わ
れ
慈
悲
哀
愍
を
も
っ
て
特
に
こ
の

経
を
留
め
て
止
住
す
る
こ
と
百
歳
な
ら
し
め
ん
。」〔
欄
外　

31

〕
と
あ
る
が
、
百
歳
と
い
う
の
は
い
つ
ま
で
も
と

い
う
意
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
浄
土
門
の
教
は
永
遠
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
絶
対
性
を
有
す
る
。
し
か
し
か

よ
う
な
永
遠
性
は
非
歴
史
的
で
は
な
い
。
こ
の
教
は
特
に
末
法
時
代
に
相
応
す
る
教
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
末
法
時

代
に
お
い
て
は
、
聖
道
の
教
が
「
時
を
失
い
機
に
乖
く
」
の
に
反
し
て
、
浄
土
門
の
教
は
ま
さ
に
こ
の
時
代
に
お

い
て
こ
そ
「
時
機
純
熟
の
真
教
」〔
欄
外　

141

〕
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
面
に
お
い
て
特
殊
的
に
末
法
の
時

代
に
相
応
す
る
と
同
時
に
他
面
に
お
い
て
普
遍
的
に
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
通
ず
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
教
の
真

に
具
体
的
な
絶
対
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
殊
的
で
あ
る
と
同
時
に
普
遍
的
で
あ
り
、
時
間
的
で
あ
る
と
同
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時
に
超
時
間
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
真
の
絶
対
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
第
三
に
、
こ
の
教
の
か
か
る
絶
対
性
、
す
な
わ
ち
歴
史
を
離
れ
る
の
で
は
な
く
却
っ
て
歴
史
の
中
に

お
い
て
歴
史
を
貫
く
絶
対
性
は
、
そ
の
伝
統
性
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
親
鸞
は
こ
の
伝
統
を
イ
ン
ド
の
竜
樹
、

天
親
、
支
那
の
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
日
本
の
源
信
、
源
空
の
七
人
の
祖
師
に
お
い
て
見
た
。
彼
は
『
高
僧
和
讃
』

を
作
っ
て
こ
れ
ら
七
祖
を
讃
詠
し
た
の
で
あ
る
。
釈
迦
の
出
世
の
本
懐
の
教
で
あ
る
弥
陀
の
本
願
の
教
は
処
と
時

と
を
隔
て
た
こ
れ
ら
の
高
僧
に
よ
っ
て
次
第
に
開
顕
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
は
こ
の
法
の
絶
対
性
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
伝
統
の
中
に
自
己
の
生
命
を
投
げ
込
ん
だ
。
彼
は
一
宗
の
開
祖
と
な
っ
た
が
、

自
身
は
何
等
新
し
い
宗
派
を
立
て
る
意
図
も
自
覚
も
有
し
な
か
っ
た
。「
故
聖
人
の
お
ほ
せ
に
は
、
親
鸞
は
弟
子

一
人
も
も
た
ず
と
こ
そ
お
ほ
せ
ら
れ
候
ひ
つ
れ
、
そ
の
ゆ
へ
は
、
如
来
の
教
法
を
十
分
衆
生
に
と
き
き
か
し
む
る

と
き
は
、
た
だ
如
来
の
御
代
官
を
ま
う
し
つ
る
ば
か
り
な
り
、
さ
ら
に
親
鸞
め
づ
ら
し
き
法
を
も
ひ
ろ
め
ず
、
如

来
の
教
法
を
わ
れ
も
信
じ
ひ
と
に
も
を
し
へ
き
か
し
む
る
ば
か
り
な
り
、
そ
の
ほ
か
は
な
に
を
を
し
へ
て
弟
子
と

い
は
ん
ぞ
と
お
ほ
せ
ら
れ
つ
る
な
り
。」〔
欄
外　

16
〕
と
蓮
如
は
書
い
て
い
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
は
た
だ
伝
統
が

問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
伝
統
は
彼
に
と
っ
て
生
死
を
賭
け
た
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
歎

異
鈔
』
に
は
次
の
如
く
記
し
て
あ
る
。「
親
鸞
に
を
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
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親
鸞

べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
う
ふ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
。
念
仏
は
ま
こ
と
に
浄
土

に
む
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
つ
る
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
総
じ
て
も
て
存
知

せ
ざ
る
な
り
。
た
と
ひ
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔

す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。そ
の
ゆ
へ
は
、自
余
の
行
も
は
げ
み
て
、仏
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
念
仏
を
ま
う
し
て
、

地
獄
に
お
ち
て
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ
、
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
と
い
う
後
悔
も
さ
ふ
ら
は
め
、
い
づ
れ
の
行
も
お

よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
。
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊

の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。
仏
説
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
善
導
の
御
釈
虚
言
し
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。
善
導

の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
、
法
然
の
お
ほ
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
。
法
然
の
お
ほ
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、
親
鸞
が
ま
う

す
む
ね
、
ま
た
も
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
歟
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
愚
身
が
信
心
に
を
き
て
は
か
く
の
ご

と
し
。
こ
の
う
え
は
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
ま
た
す
て
ん
と
も
、
面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
と

云
云
。」〔
欄
外　

救
済
と
伝
統　

伝
統
と
邂
逅
〕

『
正
信
偈
』
は
、

「
た
だ
こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し
」
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と
い
う
句
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。〔
欄
外　

伝
統
の
尊
重
〕

私
自
身
の
う
ち
に
お
い
て
一
念
即
多
念
、
多
念
即
一
念
の
真
実
の
称
名
が
相
続
せ
ら
れ
る
に
先
立
ち
、
既
に
歴
史
そ

の
も
の
が
一
つ
の
念
仏
の
主
体
で
あ
り
、
浄
土
教
の
祖
師
た
ち
に
お
い
て
脱
自
的
に
念
々
（
時
代
々
々
）
不
断
の
念

仏
を
現
実
に
行
じ
て
来
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従
っ
て
私
の
内
に
真
実
の
一
念
多
念
の
相
即
す
る
念
仏
の
大
行

が
行
じ
得
ら
れ
る
の
も
、
実
に
私
が
こ
の
歴
史
的
伝
承
に
生
き
る
こ
と
に
よ
る
。

親
鸞
の
信
楽
は
か
か
る
浄
土
教
の
歴
史
的
伝
承
に
お
い
て
成
就
す
る
。
か
か
る
歴
史
的
伝
承
は
本
願
力
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
。
本
願
力
は
他
力
の
概
念
の
核
心
。

右
の
如
く
に
し
て
、
正
像
末
の
歴
史
観
は
浄
土
教
史
観
と
ま
さ
に
表
裏
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
正

像
末
史
観
は
、
仏
滅
後
、
時
を
経
る
に
つ
れ
て
時
代
が
悪
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
、
上
古
に
理
想
的

状
態
を
お
き
降
る
に
し
た
が
っ
て
堕
落
し
て
ゆ
く
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
形
式
的
に
見
れ
ば
、
こ
れ
は
仏
教
以

外
に
も
よ
く
あ
る
思
想
で
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
は
時
と
共
に
進
歩
す
る
と
見
る
歴
史
観
と
は
相

反
す
る
方
向
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
が
単
純
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
の
に
対
し
て
後
者
は
単
純
な
ペ
シ

ミ
ズ
ム
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
か
か
る
単
純
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
親
鸞
の
も
の
で
は
な
い
。
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親
鸞

彼
に
と
っ
て
は
正
法
像
法
末
法
と
降
る
に
従
っ
て
時
代
が
悪
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
他
の
面
か

ら
見
れ
ば
、
真
実
の
教
で
あ
る
浄
土
教
が
次
第
に
開
顕
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
は
浄
土
教
の
開
顕
の
歴
史
で
あ
る
と
す
る
こ
の
史
観
は
、
も
と
よ
り
単
な
る
進
歩
主
義

乃
至
進
化
主
義
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
先
ず
第
一
に
、
こ
の
浄
土
教
史
観
は
そ
の
逆
の
面
と
し
て
つ
ね
に
正
像
末

史
観
を
含
ん
で
い
る
。
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
親
鸞
は
絶
え
ず
末
法
の
あ
さ
ま
し
さ
を
悲
し
み
、

自
己
の
罪
の
深
さ
を
歎
い
た
。
世
の
末
で
あ
る
と
い
う
深
刻
な
自
覚
が
逆
に
い
よ
い
よ
弥
陀
の
救
済
を
仰
ぎ
、
そ

の
真
実
を
信
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
点
か
ら
見
れ
ば
、
他
の
諸
点
に
お
い
て
は
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
が
、
彼

の
歴
史
観
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
終
末
観
に
類
似
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
『
御
本
書
』
ま
た
は
『
御
本
典
』
す
な
わ
ち
『
教
行
信
証
』
の
行
巻
の
終
、信
巻
の
前
に
附
せ
ら
れ
た
『
正

信
念
仏
偈
』、
或
は
い
わ
ゆ
る
『
略
文
類
』
ま
た
は
『
略
書
』
す
な
わ
ち
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
の
中
に
あ
る
『
念
仏
正

信
偈
』
は
浄
土
史
観
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
弥
陀
と
釈
迦
、及
び
浄
土
教
の
七
高
僧
が
経
す
な
わ
ち
『
大

無
量
寿
経
』
に
依
り
、
及
び
七
祖
の
著
述
で
あ
る
論
釈
に
依
っ
て
讃
述
さ
れ
て
い
る
。

浄
土
真
実
と
浄
土
方
便
と
の
対
応
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第
二
に
、
そ
れ
は
単
に
未
発
展
の
も
の
が
次
第
に
発
展
し
て
ゆ
く
と
い
う
進
化
の
過
程
で
は
な
い
。
浄
土
教
は

も
ち
ろ
ん
歴
史
に
お
い
て
次
第
に
開
顕
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
過
程
の
初
め
に
お
い
て
そ
れ
は
既
に
開
顕

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
開
顕
の
過
程
は
自
己
か
ら
出
て
自
己
へ
還
っ
て
く
る
運
動
で
あ
る
。
そ
れ

は
教
の
歴
史
的
な
自
己
運
動
と
も
い
う
べ
く
、
こ
の
点
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
概
念
の
発
展
と
類
似
し
て

い
る
。
し
か
も
こ
の
運
動
は
つ
ね
に

0

0

0

そ
の
根
柢
に
お
い
て
弥
陀
の
本
願
と
い
う
絶
対
的
な
も
の
に
接
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

第
三
に
、
し
か
し
な
が
ら
教
の
こ
の
展
開
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
概
念
の
自
己
運
動
と
も
本
質
的
に
異
な
っ
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
教
の
展
開
は
親
鸞
に
お
い
て
同
時
に
祖
師
た
ち
の
伝
統
の
継
承
の
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ

て
そ
れ
は
単
に
法
の
問
題
で
な
く
て
人
の
問
題
で
あ
っ
た
。
浄
土
教
史
観
は
七
祖
史
観

0

0

0

0

と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
浄
土
真
宗
で
は
、
竜
樹
、
天
親
、
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
源
信
、
源
空
の
七
祖
を
正
依
の
祖
師
と
し
、

更
に
菩
提
流
支
、
懐
感
禅
師
、
法
照
禅
師
、
少
康
禅
師
の
四
師
を
傍
依
の
祖
師
と
し
て
い
る
。〔
欄
外　

319

〕
菩

提
流
支
は
『
高
僧
和
讃
』
曇
鸞
章
に
、
懐
感
は
同
じ
く
源
信
章
に
、
法
照
、
少
康
の
二
人
は
同
じ
く
善
導
章
に
出

て
い
る
。
こ
れ
ら
四
師
を
摂
し
て
、
浄
土
教
史
観
は
七
祖
史
観
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
単
に
教
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親
鸞

法
が
問
題
で
な
く
人
間
が
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
単
な
る
哲
学
で
は
な
く
宗
教
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
の
如
く
、
理
念
の
展
開
の
道
具
に
過
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
。
人
に
お
い
て
法
が
見

ら
れ
る
と
同
時
に
法
に
お
い
て
人
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
法
は
人
間
の
実
存
に
か
か
わ
り
、
各

人
の
救
済
が
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
右
に
引
い
た
『
歎
異
鈔
』
の
文
が
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
法
と

人
と
は
二
つ
で
あ
っ
て
二
つ
で
は
な
い
。
親
鸞
に
と
っ
て
伝
統
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
こ
れ
を
深
く
自

己
の
う
ち
に
体
験
し
証
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
相
承
は
己
証
と
結
び
附
い
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
れ

に
よ
っ
て
彼
は
お
の
ず
か
ら
伝
統
の
う
ち
に
新
し
い
も
の
を
作
り
出
し
、
み
ず
か
ら
一
宗
の
祖
と
し
て
新
し
い
出

発
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
こ
の
伝
統
の
中
心
を
な
す
も
の
は
弥
陀
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
弥
陀
の
本
願
の
教
を
こ
の
世
に
示
し
た

の
は
釈
迦
で
あ
り
、
そ
こ
に
釈
迦
出
世
の
歴
史
的
意
義
が
あ
る
。
釈
迦
な
し
に
は
伝
統
は
な
く
、
弥
陀
な
し
に
は
伝

統
は
な
い
。
従
っ
て
本
典
及
び
略
書
の
両
偈
が
先
ず
弥
陀
及
び
釈
迦
に
つ
い
て
述
べ
、
つ
い
で
七
高
僧
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
と
法
と
は
二
つ
で
な
い
。
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現
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史
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親
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史
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史
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歴
史
の
自
覚

一

人
間
性
の
自
覚
は
親
鸞
に
お
い
て
歴
史
の
自
覚
と
密
接
に
結
び
附
い
て
い
る
。
歴
史
の
自
覚
に
よ
っ
て
人
間
性

の
自
覚
は
現
実
化
さ
れ
る
と
共
に
深
化
さ
れ
た
。
こ
の
彼
の
歴
史
的
自
覚
は
と
り
わ
け
末
法
思
想
を
基
礎
と
す
る

の
で
あ
る
。
末
法
思
想
は
仏
教
史
観
と
も
い
う
べ
き
正
像
末
三
時
の
教
に
属
し
て
い
る
。
そ
こ
で
我
々
は
ま
ず
こ

の
史
観
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

正
像
末
史
観
は
仏
滅
後
の
歴
史
を
正
法
、
像
法
、
末
法
の
三
つ
の
時
代
に
区
分
す
る
。
こ
の
三
時
の
際
限
に
つ

い
て
、
末
法
の
時
代
は
正
法
像
法
の
後
一
万
年
と
す
る
こ
と
は
諸
説
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
正
法
像
法

の
二
時
代
に
つ
い
て
は
、
或
い
は
正
法
五
百
年
像
法
千
年
と
い
い
、
或
い
は
正
法
千
年
像
法
五
百
年
と
い
い
、
或

い
は
正
法
五
百
年
像
法
五
百
年
と
い
い
、
或
い
は
正
法
千
年
像
法
千
年
と
い
っ
て
一
定
し
な
い
が
、
親
鸞
は
道
綽

の
伝
統
に
従
っ
て
正
法
五
百
年
像
法
一
千
年
末
法
一
万
年
の
説
を
採
っ
た
。『
教
行
信
証
』
は
道
綽
の
『
安
楽
集
』

を
引
い
て
記
し
て
い
る
。「
経
の
住
滅
を
弁
ぜ
ば
、
い
は
く
釈
迦
牟
尼
仏
一
代
、
正
法
五
百
年
、
像
法
一
千
年
、



四
七
六

末
法
一
万
年
に
は
衆
生
減
じ
尽
き
、
諸
経
こ
と
ご
と
く
滅
せ
ん
。
如
来
、
痛
焼
の
衆
生
を
悲
哀
し
て
、
特
に
こ
の

経
を
留
め
て
、止
住
せ
ん
こ
と
百
年
な
ら
ん
。」
化
巻
本

三
十
四
正
像
末
の
三
時
は
何
に
基
づ
い
て
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

元
来
こ
の
史
観
は
釈
迦
如
来
の
滅
後
、
時
を
隔
て
る
に
つ
れ
て
そ
の
感
化
力
が
次
第
に
衰
え
て
ゆ
く
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
が
、
慈
恩
は
こ
の
過
程
を
教
行
証
の
三
法
を
基
礎
と
し
て
原
理
的
に
区
分
し
て
い
る
。
仏
滅
後
の
初

の
時
代
に
は
教
と
行
と
証
と
が
共
に
存
在
す
る
。
教
法
は
世
に
あ
り
、
教
を
聞
く
者
は
能
く
修
行
し
、
修
行
す
る

者
は
能
く
証
果
を
得
る
。
こ
れ
を
正
法
と
名
附
け
る
。
正
は
い
わ
ば
証
の
意
味
で
あ
っ
て
、
証
が
あ
る
と
い
う
こ

と
が
こ
の
時
代
の
特
徴
で
あ
る
。
次
に
像
法
と
い
う
の
は
、
像
は
似
の
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
代
は
教
が
あ
り

行
が
あ
り
、
正
法
の
時
に
似
て
い
る
。
教
法
は
世
に
留
ま
り
、
教
を
聞
く
者
は
能
く
修
行
す
る
が
、
多
く
は
証
果

を
得
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
教
と
行
と
は
存
す
る
が
証
は
存
し
な
い
。
こ
れ
を
像
法
と
名
附
け
る
。
第
三
の
末
法
時

代
に
お
い
て
は
、
教
法
は
世
に
垂
れ
、
教
を
受
け
る
者
が
あ
っ
て
も
、
能
く
修
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
証
果
を

得
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
た
だ
教
の
み
存
し
て
行
も
証
も
存
し
な
い
。
末
は
微
の
意
味
で
あ
っ
て
、
教
が
あ
っ
て
も

な
い
が
如
く
で
あ
る
か
ら
、
末
法
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
末
法
一
万
年
に
お
い
て
諸
経
こ
と
ご
と
く

隠
没
す
る
と
き
、
如
来
は
か
か
る
末
代
の
衆
生
を
哀
れ
み
、
特
に
「
こ
の
経
」
即
ち
『
大
無
量
寿
経
』
を
世
に
留

め
て
百
歳
、
従
っ
て
無
量
歳
に
至
ら
し
め
給
う
の
で
あ
る
。
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親
鸞
は
ま
た
『
安
楽
集
』
に
依
っ
て
、
仏
滅
後
の
時
代
を
五
百
年
ず
つ
に
区
分
す
る
『
大
集
月
蔵
経
』
の
説
を

同
じ
個
所
化
巻
本

三
十
四
で
採
り
上
げ
て
い
る
。「
大
集
月
蔵
に
云
く
、
仏
減
度
の
後
の
第
一
の
五
百
年
に
は
、
わ
が
も
ろ

も
ろ
の
弟
子
、
慧
を
学
す
る
こ
と
堅
固
な
る
こ
と
を
え
ん
。
第
二
の
五
百
年
に
は
、
定
を
学
す
る
こ
と
堅
固
な
る

こ
と
を
え
ん
。
第
三
の
五
百
年
に
は
、多
聞
読
誦
を
学
す
る
こ
と
堅
固
な
る
こ
と
を
え
ん
。
第
四
の
五
百
年
に
は
、

塔
寺
を
造
立
し
、
福
を
修
し
、
懺
悔
す
る
こ
と
堅
固
な
る
こ
と
を
え
ん
。
第
五
の
五
百
年
に
は
、
白
法
隠
滞
し
て

多
く
諍
訟
あ
ら
ん
。
す
こ
し
き
善
法
あ
り
て
堅
固
な
る
こ
と
を
え
ん
、
と
。」
わ
が
伝
教
大
師
の
作
と
考
え
ら
れ

た
『
末
法
灯
明
記
』
も
こ
の
説
を
採
っ
て
お
り
、ま
た
『
教
行
信
証
』
化
巻
本

三
十
七
に
引
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
即

ち
こ
の
書
に
お
い
て
は
、
初
の
五
百
年
は
解
脱
堅
固
、
次
の
五
百
年
は
禅
定
堅
固
、
次
の
五
百
年
は
多
聞
堅
固
、

次
の
五
百
年
は
造
寺
堅
固
、
後
の
五
百
年
は
闘
諍
堅
固
に
し
て
白
法
隠
没
す
る
の
時
と
し
て
、
特
色
附
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
、
初
の
三
期
の
五
百
年
は
、
次
第
し
て
、
戒
と
定
と
慧
の
堅
固
に
と
ど
ま
る
時
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
第
一
の
五
百
年
は
正
法
、
次
の
二
期
の
五
百
年
は
像
法
一
千
年
に
当
り
、
こ
れ
ら
三
期
の
五
百
年
の
後

に
は
戒
定
慧
の
三
学
は
も
は
や
存
し
な
く
な
る
。
第
四
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三
願
転
入

親
鸞
は
自
己
の
宗
教
的
生
を
回
顧
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
こ
こ
を
も
て
愚
禿
釈
の
鸞
、
論
主
の
解
義
を
あ
ふ
ぎ
、
宗
師
の
勧
化
に
よ
り
て
、
ひ
さ
し
く
万
行
諸
善
の
仮
門
を
い

で
て
、
な
が
く
双
樹
林
下
の
往
生
を
は
な
る
。
善
本
徳
本
の
真
門
に
廻
入
し
て
、
ひ
と
へ
に
難
思
往
生
の
心
を
お
こ

し
き
。
し
か
る
に
今
こ
と
に
方
便
の
真
門
を
い
で
て
、
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
、
す
み
や
か
に
難
思
往
生
の
心
を

は
な
れ
て
、
難
思
議
往
生
を
と
げ
ん
と
お
も
ふ
。
果
遂
の
誓
ひ
、
ま
こ
と
に
ゆ
へ
あ
る
か
な
。」〔
欄
外　

1444

〕

こ
れ
は
『
教
行
信
証
』
化
巻
に
記
さ
れ
た
有
名
な
三
願
転
入
の
文
で
あ
る
。

こ
の
文
が
、
率
直
に
理
解
す
る
限
り
、
親
鸞
の
信
仰
生
活
の
歴
程
の
告
白
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
は
歴
史
的
事
実

0

0

0

0

0

の
叙
述
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
歴
史
は
、
初
め
「
万
行
諸
善
の
仮
門
」、
次
に
「
善
本
徳
本

の
真
門
」、
遂
に
「
選
択
の
願
海
」
と
い
う
、
三
つ
の
過
程
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
文
を
親
鸞
の
信
仰

の
歴
史
を
語
る
も
の
と
見
れ
ば
、
か
か
る
三
つ
の
転
化
、
わ
け
て
も
「
今
こ
と
に
方
便
の
真
門
を
い
で
て
」
と
い

う
そ
の
「
今
」
が
親
鸞
の
生
涯
の
い
か
な
る
年
代
に
当
る
か
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
れ
に
つ
い



四
七
九

親
鸞

て
は
種
々
の
異
説
が
あ
る
。
あ
る
者
は
こ
の
今
、
即
ち
親
鸞
が
「
選
択
の
願
海
に
転
入
」
し
た
時
を
も
っ
て
、
彼

が
二
十
九
歳
で
法
然
を
師
と
し
て
吉
水
に
入
室
し
た
時
で
あ
る
と
し
、
或
る
者
は
吉
水
入
室
以
後
に
あ
る
と
し
、

或
る
者
は
そ
れ
以
前
に
あ
る
と
し
、
或
る
者
は
『
教
行
信
証
』
製
作
の
当
時
に
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
種
の

解
釈
に
は
い
ず
れ
も
無
理
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
右
の
い
わ
ゆ
る
三
願
転
入
の
文
を
、
歴
史
的
事
実
と
は
関
係
な

く
純
粋
に
法
理
的

0

0

0

に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
右
の
三
願
転
入
の
文
を
純
粋
に
論
理
的

に
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

三
願
転
入
に
深
い
論
理
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
永
遠
な
る
法
理
が
あ
る
こ
と
は
、
我
々
も
ま
た
や
が
て
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
故
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
純
粋
に
法
理
的
に
解
釈
し
よ
う

と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
文
は
率
直
に
受
取
る
者
に
と
っ
て
は
疑
い
も
な
く
親
鸞
の
宗
教
的
生
の
歴
程

を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
事
実
の
告
白
で
あ
る
。
弥
陀
の
本
願
は
単
な
る
理
、
抽
象
的
な
真
理
で
は
な
い
。

そ
れ
は
生
け
る
真
理
と
し
て
自
己
を
証
し
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
証
し
は
、
こ
の
真
理
が
我
々
の
生
の
現
実
に
深

く
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
現
実
を
最
も
よ
く
解
き
明
か
す
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
法
と
機
、

真
理
と
現
実
、
永
遠
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
一
致
、
こ
の
不
思
議
な
一
致
こ
そ
我
々
を
し
て
弥
陀
の
本
願

を
い
よ
い
よ
仰
信
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
信
仰
の
径
路
を
思
い
廻
ら
す
と
き
、
親
鸞
は
そ
れ
が
不
思
議
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に
も
弥
陀
の
三
願
に
よ
っ
て
言
い
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
驚
き
且
つ
慶
ぶ
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
化
身
土

巻
に
お
い
て
、
第
十
九
願
と
二
十
願
と
に
つ
い
て
釈
意
し
つ
つ
き
た
彼
は
、
自
己
の
宗
教
的
生
の
歴
程
に
つ
い
て

告
白
す
る
の
で
あ
る
。
三
願
転
入
は
単
な
る
論
理
で
は
な
い
。
こ
の
論
理
が
深
く
現
実
の
中
に
あ
る
こ
と
を
自
己

に
お
い
て
見
出
し
た
も
の
が
右
の
文
で
あ
る
。
か
く
し
て
超
越
的
な
る
真
理
は
内
面
化
さ
れ
て
見
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
文
は
い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
歴
史
記
述
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
宗
教
的
告
白
で
あ
る
。

宗
教
的
告
白
は
一
面
懺
悔
で
あ
る
と
と
も
に
讃
歎
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
三
願
転
入
の
文
と
の
つ
な
が
り
に
お
い

て
、
そ
の
前
に
は
、

「
か
な
し
き
か
な
、垢
障
の
凡
愚
、無
際
よ
り
こ
の
か
た
、助
正
間
雑
し
、定
散
心
雑
す
る
が
ゆ
へ
に
、出
離
そ
の
期
な
し
。

み
づ
か
ら
流
転
輪
廻
を
は
か
る
に
、
微
塵
劫
を
超
過
す
れ
ど
も
、
仏
願
力
に
帰
し
が
た
く
、
大
信
海
に
い
り
が
た
し
。

ま
こ
と
に
傷
嗟
す
べ
し
、
ふ
か
く
悲
嘆
す
べ
し
。」〔
欄
外　

1442

〕

と
自
督
懺
悔
し
、
そ
し
て
三
願
転
入
の
文
に
直
ち
に
つ
い
で
、

「
こ
こ
に
ひ
さ
し
く
願
海
に
い
り
て
、
ふ
か
く
仏
恩
を
し
れ
り
。
至
徳
を
報
謝
せ
ん
が
た
め
に
、
真
宗
の
簡
要
を
ひ
ろ

ふ
て
、
つ
ね
に
不
可
思
議
の
徳
海
を
称
念
す
。
い
よ
い
よ
こ
れ
を
喜
愛
し
、
こ
と
に
こ
れ
を
頂
戴
す
る
な
り
。」〔
欄
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親
鸞

外　
1451

〕

と
自
督
仰
信
し
て
い
る
。
か
く
の
如
き
告
白
、
自
己
の
内
面
的
生
活
の
記
述
に
つ
い
て
機
械
的
に
年
代
の
順
序
を

決
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
無
意
味
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
無
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
年
代
的

0

0

0

解
釈
を
許
さ
な
い
。

体
験
と
論
理
と
の
一
つ
に
な
っ
た
文
に
お
い
て
年
代
を
穿
さ
く
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
詩
と
真

実
」
と
し
て
一
層
深
い
歴
史
に
属
し
て
い
る
。
だ
か
ら
と
て
そ
れ
は
歴
史
的
意
味
を
も
た
な
い
の
で
は
な
く
、
単

に
論
理
的
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
ぬ
の
で
な
い
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
年
代
的
と

い
う
こ
と
と
歴
史
的
と
い
う
こ
と
と
は
同
じ
で
な
い
。
三
願
転
入
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
は
時
間
的

秩
序
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
か
か
る
歴
史
的
時
間
は
暦
の
上
で
決
定
さ
れ
る
客
観
的
な
年
代
的
順
序
と
は
次
元

を
異
に
し
て
い
る
。
親
鸞
は
右
の
文
に
お
い
て
自
己
の
辿
り
つ
い
た
信
仰
の
立
場
か
ら
、
自
己
の
経
験
し
て
き
た

内
面
的
生
活
を
回
顧
し
て
そ
の
歴
史
を
叙
述
し
た
。
こ
の
回
顧
0

0

即
ち
歴
史
叙
述
は
、
信
仰
の
最
も
高
い
立
場
か
ら

よ
り
低
い
立
場
に
対
す
る
反
省
で
あ
り
、
従
っ
て
同
時
に
こ
れ
に
対
す
る
批
判
0

0

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
批
判
は
単

な
る
否
定
で
は
な
く
て
同
時
に
摂
取
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
回
顧
と
し
て
歴
史
的
で

あ
り
、
批
判
と
し
て
論
理
的
で
あ
る
。
現
実
の
歴
史
は
本
願
の
法
理
に
お
い
て
客
観
性

0

0

0

、
単
な
る
年
代
記
的
歴
史

以
上
の
客
観
性
を
与
え
ら
れ
、
本
願
の
法
理
は
歴
史
の
な
か
に
お
い
て
、
単
な
る
論
理
を
超
え
た
現
実
性

0

0

0

を
示
さ
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れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
客
観
性
の
故
に
自
己
の
歴
史
は
告
白
す
る
に
値
す
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
三
願
転

入
の
自
督
は
感
傷
と
は
全
く
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
た
か
か
る
現
実
性
の
故
に
本
願
の
法
理
は
仰
信
せ
ら
る

べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
三
願
と
は
何
を
い
う
の
で
あ
る
か
。
右
の
文
に
よ
れ
ば
「
万
行
諸
善
の
仮
門
」、
こ
れ
が
第
一
の
段
階
で

あ
る
。
こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
第
十
九
願
に
当
る
。
そ
の
文
に
曰
う
、

「
た
と
ひ
わ
れ
仏
を
え
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
菩
提
心
を
お
こ
し
、
も
ろ
も
ろ
の
功
徳
を
修
し
、
心
を
至
し
発
願

し
て
、
わ
が
国
に
生
ぜ
ん
と
お
も
は
ん
、
寿
終
の
と
き
に
の
ぞ
ん
で
、
た
と
ひ
大
衆
と
囲
遶
し
て
、
そ
の
人
の
ま
へ

に
現
ぜ
ず
ば
、
正
覚
を
と
ら
じ
。」〔
欄
外　

1285

〕

こ
の
文
に
依
っ
て
こ
の
第
十
九
願
は
「
修
諸
功
徳
の
願
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
お
り
、「
万
行
諸
善
」
と
い
う
は
こ

れ
を
指
し
て
い
る
。
弥
陀
の
本
願
は
生
の
現
実
に
徹
入
す
る
。
こ
の
願
、
詳
し
く
言
え
ば
、
道
心
を
お
こ
し
、
こ

れ
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
も
ろ
も
ろ
の
善
行
を
修
め
、
か
く
し
て
至
心
を
も
っ
て
発
願
し
、
そ
の
修
め
る
と
こ
ろ

の
善
行
を
も
っ
て
わ
が
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
す
る
衆
生
が
あ
る
と
き
、
そ
の
人
の
臨
終
に
も
し
観
音
勢
至
等
の

大
衆
と
と
も
に
そ
の
人
の
前
に
現
れ
て
来
迎
し
な
い
な
ら
ば
、
―
―
そ
こ
で
こ
の
願
は
臨
終
現
前
の
願
、
現
前
導
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親
鸞

生
の
願
、
来
迎
引
接
の
願
と
も
な
づ
け
ら
れ
る
―
―
わ
れ
は
正
覚
を
開
か
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
弥
陀
の
誓
い

は
、
現
実
に
か
く
の
如
き
人
間
の
存
在
す
る
こ
と
を
現
し
て
い
る
。
本
願
は
つ
ね
に
歴
史
的
現
実
（
機
）
に
相
応

す
る
と
こ
ろ
の
衆
生
済
度
の
愛
の
願
い
で
あ
る
。
ひ
と
は
邪
道
を
離
れ
て
仏
門
に
入
る
。
そ
の
と
き
彼
が
先
ず
為

そ
う
と
す
る
こ
と
は
何
で
あ
る
か
。
も
ろ
も
ろ
の
善
を
行
い
、
も
ろ
も
ろ
の
功
徳
を
積
む
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う

に
善
を
行
い
、
功
徳
を
積
む
の
で
な
け
れ
ば
浄
土
往
生
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
故
で
あ
る
。
彼
は
自
己
の
修

め
た
万
善
万
行
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
原
因
と
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
浄
土
往
生
が
遂
げ
ら
れ
る
と
考
え
る
。
こ

れ
は
理
義
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
も
明
白
な
理
義
は
な
い
。
こ
れ
以
外
に
理
義
は
あ
り
得
な
い
も
の
の
如
く
で

あ
る
。
彼
の
発
願
は
極
め
て
真
面
目
で
あ
る
。
彼
は
自
己
の
力
の
あ
ら
ん
限
り
善
行
を
修
め
、
功
徳
を
積
も
う
と

す
る
。
彼
の
努
力
は
極
め
て
真
面
目
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
真
面
目
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
彼
が
努
力
す
れ
ば
努

力
す
る
だ
け
、
彼
は
自
己
の
虚
し
さ
、
自
己
の
偽
り
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
外
か
ら
見
れ
ば
一
点
の
非
の
打
ち

ど
こ
ろ
の
な
い
生
活
に
も
、
内
に
省
み
る
と
き
虚
偽
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
自
覚
せ
ら
れ
る
。
他
人
の
不
幸
を
憐

れ
ん
で
物
施
し
を
す
る
者
に
、
自
己
の
優
越
を
誇
り
、
他
人
の
不
幸
を
喜
ぶ
心
が
裏
に
な
い
か
。
心
に
お
い
て
一

度
も
窃
盗
を
し
た
こ
と
の
な
い
者
、
姦
淫
を
し
た
こ
と
の
な
い
者
が
な
い
。
道
徳
を
守
る
こ
と
が
、
単
に
名
利
の

た
め
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
。
外
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
善
を
行
お
う
と
し
て
も
、
悪
心
は
絶
え
ず
裏
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か
ら
潜
ん
で
く
る
。
か
く
し
て
、

「
し
か
る
に
濁
世
の
群
萌
、
穢
悪
の
含
識
、
い
ま
し
九
十
五
種
の
邪
道
を
い
で
て
、
半
満
権
実
の
法
門
に
い
る
と
い
へ

ど
も
、
真
な
る
も
の
は
、
は
な
は
だ
も
て
か
た
く
、
実
な
る
も
の
は
、
は
な
は
だ
も
て
ま
れ
な
り
。
偽
な
る
も
の
は
、

は
な
は
だ
も
て
お
ほ
く
、
虚
な
る
も
の
は
、
は
な
は
だ
も
て
し
げ
し
。」〔
欄
外　

1281

〕

と
批
判
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
か
く
の
如
き
種
類
の
人
間
に
も
弥
陀
は
手
を
の
べ
る
。「
す
で
に
し
て
悲
願
い
ま
す
、
修
諸
功
徳
の

願
と
な
づ
く
。」〔
欄
外　

1283
〕
こ
れ
が
第
十
九
願
で
あ
る
。
こ
こ
に
得
ら
れ
る
往
生
は
「
双
樹
林
下
往
生
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
双
樹
は
沙
羅
双
樹
で
あ
っ
て
、
釈
迦
は
拘ク

シ

ナ
尸
那
城
外
の
沙
羅
双
樹
の
下
で
涅
槃
に
入
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
。
双
樹
林
下
往
生
と
い
う
の
は
自
力
修
善
の
人
々
の
往
生
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
願
の
本
旨

は
臨
終
現
前
と
か
来
迎
引
接
と
か
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
更
に
何
か
よ
り
深
い
意
味
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
我
々
の
思
惟
し
得
る
限
り
に
お
い
て
は
、
み
ず
か
ら
あ
ら
ゆ
る
善
行
を
励
み
、
こ
れ
を
差
し
向
け
て

浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
理
の
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
究
極
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
往
生

の
道
は
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
果
た
し
て
我
々
は
実
際
に
善
を
修
め

て
い
る
の
で
あ
る
か
。
深
く
省
み
れ
ば
省
み
る
ほ
ど
自
己
の
無
力
を
歎
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
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或
る
者
は
自
己
が
何
等
背
徳
の
行
為
の
な
い
こ
と
を
考
え
て
満
足
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
己
満
足
は
、
し

か
る
に
、
真
に
往
生
を
お
ほ
ふ i

心
が
な
い
こ
と
か
ら
来
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
さ
は
か
な
現
実
肯
定
に
も
と
づ
い
て

い
る
。
そ
こ
に
超
越
的
な
も
の
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
現
実
に
つ
い
て
の
認
識
の
不
足
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
外
か
ら
は
一
点
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
よ
う
に
見
え
る
生
活
を
し
な
が
ら
、
し
か
も
絶
え
ず
不

安
に
襲
わ
れ
、
絶
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
浄
土
往
生
の
ね
が
い
の
切
な
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て

修
諸
功
徳
の
願
は
、
自
力
の
観
念
を
放
棄
せ
し
め
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
無
力
に
対
す
る
自
覚
は
往

生
浄
土
の
ね
が
い
が
真
面
目
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
強
い
。そ
れ
故
に
真
実
な
る
も
の
は
こ
の
ね
が
い
の
み
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
親
鸞
は
第
十
九
願
を
「
至
心
発
願
の
願
と
な
づ
く
べ
き
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
願
の
真
意
は

ま
さ
に
こ
こ
に
存
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
第
十
九
願
の
趣
旨
が
至
心
発
願
に
あ
る
限
り
、
こ
れ
は
究
極
的
な

も
の
で
な
く
な
り
、
次
の
よ
り
高
い
段
階
に
廻
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

自
分
の
行
う
善
に
よ
っ
て
往
生
を
求
め
て
絶
望
し
た
者
は
い
か
に
す
べ
き
で
あ
る
か
。
こ
こ
に
弥
陀
は
手
を
さ

し
の
べ
給
う
。
こ
こ
に
願
が
あ
る
。
第
二
十
願
が
そ
れ
で
あ
る
。
曰
く
、

i
　「
お
ほ
ふ
」
を
筑
摩
版
は
「
お
も
う
」
と
。
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「
す
で
に
し
て
悲
願
い
ま
す
、
植
諸
徳
本
の
願
と
な
づ
く
。」〔
欄
外　

1401

〕

「
た
と
ひ
わ
れ
仏
を
え
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
わ
が
名
号
を
き
き
て
、
念
を
わ
が
国
に
か
け
て
、
も
ろ
も
ろ
の
徳

本
を
植
ゑ
て
、
心
を
至
し
廻
向
し
て
、
わ
が
国
に
生
ぜ
ん
と
お
も
は
ん
、
果
遂
せ
ず
ば
、
正
覚
を
と
ら
じ
。」〔
欄
外

　

1402
〕

先
の
三
願
転
入
の
文
に
お
い
て
「
善
本
徳
本
の
真
門
に
廻
入
し
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
願
に
相
応
す
る
。
こ
の
願

の
文
に
従
っ
て
、
そ
れ
は
「
係
念
定
生
の
願
」
と
も
「
不
果
遂
者
の
願
」
と
も
な
づ
け
ら
れ
る
。
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第
四
章　

宗
教
的
真
理

親
鸞
が
こ
こ
ろ
を
つ
く
し
て
求
め
た
の
は
「
真
実
」
で
あ
っ
た
。
彼
の
著
作
を
繙
く
者
は
到
る
処
に
お
い
て
こ

の
注
目
す
べ
き
言
葉
に
出
会
う
。『
教
行
信
証
』
と
い
う
外
題
で
知
ら
れ
る
彼
の
主
著
の
内
題
は
『
顕
浄
土
真
実

教
行
証
文
類
』
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
前
四
巻
は
「
顕
浄
土
真
実
教
文
類
」「
顕
浄
土
真
実
行
文
類
」

「
顕
浄
土
真
実
信
文
類
」「
顕
浄
土
真
実
証
文
類
」
と
い
う
よ
う
に
、一
々
真
実
と
い
う
言
葉
が
附
け
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
真
実
の
教
、
真
実
の
行
、
真
実
の
信
、
真
実
の
証
を
顕
す
こ
と
が
彼
の
生
涯
の
活
動
の
目
的
で
あ
っ
た
。

ま
こ
と
に
真
実
と
い
う
言
葉
は
親
鸞
の
人
間
、
彼
の
体
験
、
彼
の
思
想
の
態
度
、
そ
の
内
容
と
方
法
を
最
も
よ
く

現
す
も
の
で
あ
る
。
彼
が
明
ら
か
に
し
た
真
実
の
教
と
行
と
信
と
証
と
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
相
互
に

い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
私
の
研
究
の
全
体
を
通
じ
て
次
第
に
述
べ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

は
先
ず
一
般
に
真
実
と
い
う
も
の
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
一
般
的
性
格
を
論
じ
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
。宗

教
は
真
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
空
想
で
あ
っ
た
り
迷
信
で
あ
っ
た
り
し
て
は
な
ら
ぬ
。
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宗
教
に
お
い
て
も
、
科
学
や
哲
学
に
お
い
て
と
同
じ
く
、
真
理
が
問
題
で
あ
る
。
た
だ
宗
教
的
真
理
は
科
学
的
真

理
や
哲
学
的
真
理
と
そ
の
性
質
、
そ
の
次
元
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
宗
教
の
真
理
も
真
理
と
し
て
客

観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
客
観
性
は
あ
ら
ゆ
る
真
理
の
基
本
的
な
徴
表
で
あ
る
。
親
鸞
の
宗
教
は
し
ば
し
ば
体0

験0

の
宗
教
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
く
見
る
こ
と
は
或
る
意
味
に
お
い
て
は
正
し
い
。
宗
教
的
体
験
の
本
質
は
内0

面
性
0

0

で
あ
り
、
親
鸞
の
宗
教
は
仏
教
の
う
ち
恐
ら
く
最
も
内
面
的
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
し
か
し
体

験
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
主
観
的
な
も
の
、
心
理
的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
体
験
の
宗
教
と
い
う
こ

と
は
主
観
主
義
、
心
理
主
義
に
陥
る
こ
と
に
な
り
、
宗
教
は
真
理
で
あ
る
と
い
う
根
本
的
な
認
識
を
失
わ
せ
る
こ

と
に
な
り
易
い
の
で
あ
る
。
真
理
は
決
し
て
単
に
体
験
的
な
も
の
、
心
理
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
得

な
い
。
も
と
よ
り
宗
教
的
真
理
の
客
観
性
は
物
理
的
客
観
性
で
は
な
い
。
そ
の
客
観
性
は
経0

に
お
い
て
与
え
ら
れ

て
い
る
。
経
は
仏
説
の
言
葉
で
あ
る
。
信
仰
と
い
う
も
の
は
単
に
主
観
的
な
も
の
、
心
理
的
な
も
の
で
は
な
く
、

経
の
言
葉
0

0

と
い
う
超
越
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

に
関
係
し
て
い
る
。「
そ
れ
真
実
の
教
を
あ
ら
は
さ
ば
、
す
な
は
ち
大
無
量
寿

経
こ
れ
な
り
。」〔
欄
外　

106

〕
と
親
鸞
は
い
っ
て
い
る
。
経
は
釈
尊
の
説
い
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
真
実
性
は

釈
尊
の
自
証
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
釈
尊
は
歴
史
的
人
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
言
葉
は
い
か
に
し
て

真
の
客
観
性
、
真
の
超
越
性
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
釈
尊
の
自
証
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
真
の
客
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観
性
、
真
の
超
越
性
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
に
お
け
る
聖
道
門
は
釈
尊
を
理
想
と
す
る
。
そ
れ
は
釈
尊
に

よ
っ
て
自
証
さ
れ
た
法
を
自
己
自
身
に
お
い
て
自
証
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
経
の
言
葉
と
は
そ
れ
自
身
と
し
て
絶

対
性
を
有
し
な
い
。
か
く
し
て
そ
れ
は
宗
教
で
あ
る
よ
り
も
道
徳
乃
至
哲
学
で
あ
る
こ
と
に
傾
く
の
で
あ
る
。
聖

道
門
は
釈
尊
を
理
想
と
す
る
自
力
自
証
の
宗
教
と
し
て
、
そ
こ
に
真
の
超
越
性
は
存
し
な
い
。
し
か
る
に
浄
土

門
は
釈
尊
を
超
越
し
た
教
で
あ
る
。
親
鸞
は
真
実
の
教
で
あ
る
『
大
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
、「
如
来
の
本
願
を

と
く
を
経
の
宗
致
と
す
。
す
な
わ
ち
仏
の
名
号
を
も
て
経
の
体
と
す
る
な
り
。」〔
欄
外　

115

〕
と
い
っ
て
い
る
。

弥
陀
如
来
の
本
願
や
名
号
は
釈
尊
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
。
真
に
超
越
的
な
も
の
と
し
て
の
言
葉
は
釈
尊
の
言

葉
で
は
な
く
て
名
号
で
あ
る
。
名
号
は
最
も
純
な
る
言
葉
、
い
わ
ば
言
葉
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
こ
そ
真
に

超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
念
仏
は
言
葉
、
称
名
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
念
仏
は
如
来
か
ら
授
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
し
、
そ
の
超
越
性
を
顕
す
の
で
あ
る
。
本
願
と
名
号
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
経

は
本
願
を
説
く
こ
と
を
宗
致
と
し
、仏
の
名
号
を
体
と
す
る
故
を
も
っ
て
真
に
超
越
的
な
言
葉
で
あ
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
教
と
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
は
真
実
の
教
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
超
越
的
真
理
は
単
に
超
越
的
な
も
の
と
し
て
止
ま
る
限
り
真
実
の
教
で
あ
り
得
な
い
。
真
理
は

現
実
の
中
に
お
い
て
現
実
的
に
働
く
も
の
と
し
て
真
理
な
の
で
あ
る
。
宗
教
的
真
理
は
、
哲
学
者
の
い
う
が
如
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き
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
を
超
越
し
て
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
安
ら
う
普
遍
妥
当
性
の
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き

ぬ
。
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
現
実
へ
の
関
係
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
弥
陀
の
本
願
は
か
く
の
如
き
現

実
へ
の
関
係
に
お
い
て
普
遍
性
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
「
十
方
衆
生
」
の
普
遍
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第

十
八
、十
九
、二
十
の
三
つ
の
重
要
な
願
は
い
ず
れ
も
「
十
方
衆
生
」
と
い
う
語
を
含
ん
で
い
る
。
十
方
衆
生
と
い

う
現
実
の
普
遍
性
へ
の
関
係
は
、
本
願
に
お
い
て
、
後
天
的
に
附
け
加
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
も
と

も
と
本
願
の
う
ち
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
願
の
普
遍
性
は
単
に
経
験
的
普
遍
性
で
は
な
く
、
先
天
的

な
超
越
的
な
普
遍
性
で
あ
る
。
普
遍
性
は
真
理
の
基
本
的
な
徴
表
で
あ
る
が
、
単
に
経
験
的
な
普
遍
性
は
真
の
普

遍
性
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
し
か
し
ま
た
単
に
超
越
的
な
普
遍
性
は
現
実
と
の
関
係
を
欠
い
て
真
の
普
遍
性
の

意
義
を
有
し
な
い
。
本
願
の
普
遍
性
は
か
く
の
如
き
抽
象
的
な
普
遍
性
で
は
な
く
、
十
方
衆
生
の
普
遍
性
を
そ
れ

自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
、
現
実
的
普
遍
性
へ
の
傾
動
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
十
方
衆
生
の
普
遍
性
も
な
お
抽
象
的
で
あ
る
。
宗
教
に
お
い
て
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
が
救
わ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
理
論
の
幽
玄
も
論
理
の
透
徹
も
、
そ
の
教
法
が
自
己
を
救
う
も
の
で
あ
る
か
否

か
と
い
う
切
実
な
問
の
前
に
は
、
何
ら
の
権
威
も
有
し
な
い
。
自
己
は
十
方
衆
生
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
単
に
か
く
考
え
ら
れ
る
自
己
は
類
概
念
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
の
自
己
に
過
ぎ
ず
、
生
き
た
真
に
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現
実
的
な
自
己
で
は
な
い
。
十
方
衆
生
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
類
概
念
で
あ
る
。
宗
教
的
真
理
は
実
存
的
真
理
、

言
い
換
え
る
と
、
生
け
る
、
こ
の
現
実
の
自
己
を
救
う
真
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
親
鸞
が
求
め
た
教
法
は
ま
さ

に
か
く
の
如
き
実
存
的
真
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ

に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。」
と
『
歎
異
鈔
』
に
い
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
教
を
単
に
そ
の
普
遍
性
に
お
い
て

見
た
の
で
は
な
い
―
―
そ
れ
は
単
に
理
論
的
な
態
度
に
過
ぎ
な
い
―
―
彼
は
こ
れ
を
絶
え
ず
自
己
の
身
に
あ
て
て

考
え
た
の
で
あ
る
。『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
種
々
の
経
論
を
引
い
て
諄
々
と
し
て
教
法
を
説
き
去
り
説
き
来
る

親
鸞
は
、
諸
所
に
お
い
て
突
如
と
し
て
転
換
し
て
い
わ
ゆ
る
自
督
0

0

の
文
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
劇
的
な
転
換
の
意

味
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
自
督
の
文
は
電
撃
の
如
く
我
々
の
心
を
打
つ
。
今
や
彼
は
自
己
に
か
え
っ
て
客
観
的
普

遍
的
な
教
法
を
自
己
自
身
の
身
に
あ
て
て
考
え
る
の
で
あ
る
。〔
欄
外　

245

〕
自
督
と
は
自
己
の
領
解
す
る
と
こ

ろ
を
い
う
。
教
法
の
真
理
性
は
自
己
に
お
い
て
身
証
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
教
は
誰
の
た
め
で
も
な
い
、

自
己
一
人
の
た
め
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
十
方
の
衆
生
」
の
た
め
の
教
は
実
は
「
親
鸞
一
人
」
の
た
め
の
教
で
あ

る
。
普
遍
性
は
特
殊
性
に
転
換
す
る
。
か
か
る
転
換
を
な
し
お
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
性
も
ま
た
真
の
普
遍
性

に
な
る
の
で
あ
る
。
今
や
特
殊
性
に
転
換
し
た
普
遍
性
は
現
実
的
に
普
遍
性
を
獲
得
し
て
ゆ
く
。
教
を
み
ず
か
ら

信
じ
た
自
己
は
人
を
教
え
て
信
じ
さ
せ
る
。
い
わ
ゆ
る
自
信
教
人
信
の
過
程
に
お
い
て
十
方
衆
生
の
普
遍
性
が
実
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現
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
と
き
十
方
衆
生
は
も
は
や
類
概
念
の
如
き
抽
象
的
な
普
遍
で
は
な
く
、
自
己
の
う
ち
に
特

殊
性
を
そ
の
ま
ま
に
含
む
具
体
的
な
普
遍
と
な
る
。
そ
れ
は
同
朋
同
行
に
よ
っ
て
地
上
に
建
設
さ
れ
て
ゆ
く
仏
国

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

『
末
灯
鈔
』
に
収
め
ら
れ
た
慶
信
の
師
親
鸞
へ
の
消
息
の
中
に
は
、「
摂
取
不
捨
も
信
も
念
仏
も
、
人
の
た
め
と
お
ぼ

え
ら
れ
ず
候
」
と
あ
る
。

「
我
が
歳
き
は
ま
り
て
安
養
浄
土
に
還
帰
す
と
い
ふ
と
も
、
和
歌
の
浦
曲
の
片
雄
波
よ
せ
か
け
よ
せ
か
け
帰
ら
ん
に
同

じ
。
一
人
居
て
喜
ば
ば
二
人
と
思
ふ
べ
し
。
二
人
居
て
喜
ば
ば
三
人
と
思
ふ
べ
し
。
そ
の
一
人
は
親
鸞
な
り
。

わ
れ
な
く
も
法
は
尽
き
ま
じ
和
歌
の
浦

あ
を
く
さ
人
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
。」

と
い
わ
ゆ
る
『
御
臨
末
御
書
』
の
中
に
は
親
鸞
の
遺
言
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
親
鸞
一
人
」
の
た
め
の
も

の
と
思
わ
れ
た
救
済
の
教
は
、
救
済
の
成
立
す
る
と
同
時
に
そ
れ
が
も
と
も
と
「
十
方
衆
生
」
の
た
め
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
本
願
は
言
う
ま
で
も
な
く
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
。
経
に
依
れ
ば
、
こ
の
仏
は
仏
と
成
る
前
に
は
法
蔵
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親
鸞

菩
薩
と
い
い
、
世
自
在
王
仏
の
も
と
に
お
い
て
無
上
殊
勝
の
四
十
八
の
願
を
建
て
、
そ
れ
に
相
応
す
る
行
を
限
り

な
く
長
い
間
修
め
、
願
が
成
就
し
て
仏
と
成
っ
て
阿
弥
陀
仏
と
称
し
た
。
本
願
は
弥
陀
の
本
願
と
し
て
特
殊
の
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
仏
は
単
に
自
己
の
み
が
成
仏
す
る
こ
と
を
志
願
し
た
の
で
は
な
く
、
弘
く
世
と

共
に
救
わ
れ
ん
こ
と
を
誓
っ
た
の
で
あ
る
。
弥
陀
の
本
願
は
こ
の
仏
〔
以
下
欠
〕
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社
会
的
生
活

浄
土
真
宗
に
お
け
る
真
俗
二
諦
論
は
異
説
の
多
い
教
義
で
あ
る
。
い
ま
親
鸞
の
著
作
に
出
典
を
求
め
る
と
『
教

行
信
証
』
化
巻
に
『
末
法
灯
明
記
』
か
ら
次
の
如
く
引
か
れ
て
い
る
。「
そ
れ
一
如
に
範
衛
し
て
も
て
化
を
な
が

す
は
法
王
、
四
海
に
光
宅
し
て
も
て
風
に
乗
ず
る
は
仁
王
な
り
。
し
か
れ
ば
す
な
は
ち
仁
王
法
王
た
が
ひ
に
顕
れ

て
物
を
開
し
、
真
諦
俗
諦
は
た
が
ひ
に
よ
り
て
教
を
ひ
ろ
む
。」
法
王
す
な
わ
ち
大
法
の
王
と
仁
王
す
な
わ
ち
仁

徳
の
あ
る
帝
王
と
は
相
対
し
、
真
諦
と
俗
諦
と
の
区
別
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
真
諦
は
仏
法
0

0

を
、
俗
諦

は
王
法
0

0

を
い
う
の
で
あ
り
、
王
法
は
世
法
0

0

で
あ
り
、
故
に
ま
た
世
間
0

0

の
法
が
俗
諦
で
あ
り
、
出
世
間

0

0

0

の
法
が
真
諦

で
あ
る
。
右
の
文
は
真
諦
俗
諦
相
依
の
意
義
を
顕
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

真
諦
俗
諦
の
語
が
か
く
の
如
く
『
教
行
信
証
』
化
巻
に
お
い
て
時
代
を
勘
決
し
て
正
像
末
法
の
旨
際
を
開
示
す

る
に
あ
た
っ
て
、『
末
法
灯
明
記
』
の
文
に
依
っ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
真
俗
二
諦
の
教
義
は
末
法
思
想
に
関
係
し
て
、
そ
れ
故
に
そ
の
根
源
に
お
い
て
時
代
の
自
覚
に
従
い
、
歴
史
的

意
識
に
基
づ
い
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
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既
に
述
べ
た
如
く
、
末
法
時
の
特
徴
は
無
戒
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
道
俗
の
本
質
的
な
区
別
は
な
く

な
る
。
賢
愚
、
善
悪
、
凡
聖
、
老
少
、
男
女
の
区
別
も
意
義
を
な
く
す
る
。
そ
れ
は
聖
道
自
力
の
教
と
は
異
な
る

絶
対
的
な
教
が
出
現
す
べ
き
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
教
は
信
心
を
根
本
と
す
る
教
で
あ
る
。「
弥
陀
の
本

願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
ず
、
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
へ
は
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾

盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
。
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、

念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
へ
に
、
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き

が
ゆ
へ
に
。」
と
『
歎
異
鈔
』
に
は
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
真
諦
あ
る
い
は
仏
法
、
出
世
間
の
法
は
「
信
心

為
本
」
で
あ
る
。
往
生
の
た
め
に
は
他
の
善
は
要
な
く
、
念
仏
で
足
り
る
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
念
仏
者
は
、
僧

俗
を
分
た
ず
、
貴
賤
貧
富
を
論
ぜ
ず
、
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
末
法
時
に
お
け
る
無
戒
は
諸
善
万
行
を
廃
し

て
た
だ
念
仏
の
み
が
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
徴
表
で
あ
る
。＊

無
戒
と
い
う
こ
と
は
諸
善
万
行
の
力
を
奪
う
も

の
で
あ
り
、
そ
し
て
積
極
的
に
は
念
仏
一
行
の
絶
対
性
、
念
仏
の
同
一
性
、
平
等
性
を
現
す
も
の
で
あ
る
。
念
仏

は
あ
ら
ゆ
る
人
に
お
い
て
同
一
で
あ
り
平
等
で
あ
る
。
念
仏
の
行
者
は
た
が
い
に
「
御
同
朋
御
同
行
」
で
あ
る
。

か
か
る
御
同
朋
御
同
行
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

は
浄
土
真
宗
の
本
質
的
な
特
徴
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
信
者
の
社
会
的
生
活
に
お

け
る
態
度
の
根
本
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
兄
弟
主
義
の
根
柢
は
全
く
「
同
一
念
仏
無
別
道
故
」
で
あ
る＊
＊。
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し
か
も
念
仏
が
す
べ
て
の
人
に
お
い
て
平
等
で
あ
り
、
同
一
で
あ
る
の
は
、
こ
の
念
仏
が
自
力
の
念
仏
で
は
な
く

て
他
力
の
念
仏
で
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。
も
し
も
念
仏
が
自
力
の
念
仏
で
あ
る
な
ら
ば
、
各
人
の
念
仏
に
勝
劣
が

あ
り
、
平
等
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
念
仏
は
弥
陀
廻
向
の
念
仏
で
あ
る
が
故
に
、
同
一
で
あ
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
師
弟
の
差
別
さ
え
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
」

と
い
う
。「
専
修
念
仏
の
と
も
が
ら
の
、
わ
が
弟
子
、
ひ
と
の
弟
子
と
い
ふ
相
論
の
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
こ
と
、
も
て

の
ほ
か
の
子
細
な
り
。
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
そ
の
ゆ
へ
は
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
、
ひ
と
に
念

仏
を
ま
う
さ
せ
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ
、
弟
子
に
て
も
さ
ふ
ら
は
め
、
ひ
と
へ
に
弥
陀
の
御
も
よ
ほ
し
に
あ
づ
か
り
て
、

念
仏
ま
う
し
さ
ふ
ら
ふ
ひ
と
を
、
わ
が
弟
子
と
ま
う
す
こ
と
、
き
は
め
た
る
荒
凉
の
こ
と
な
り
。」
と
『
歎
異
鈔
』

は
記
し
て
い
る
。
同
朋
同
行
主
義
は
念
仏
は
弥
陀
廻
向
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
超
越
的
根
拠
を
も

っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
我
は
な
く
わ
が
弟
子
も
な
く
、
た
だ
教
法
の
み
が
人
を
尊
厳
な
ら
し
め
る
の
で
あ
っ
て
、

互
い
に
「
御
同
朋
御
同
行
」
と
し
て
相
敬
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
同
朋
思
想
は
、
念
仏
の
行
者
は
同
じ
縁
に
つ
な

が
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
あ
あ
弘
誓
の
強
縁
は
多
生
に
も
ま
う
あ
ひ

が
た
く
、
真
実
の
浄
信
は
、
億
劫
に
も
え
が
た
し
、
た
ま
た
ま
行
信
を
え
ば
と
ほ
く
宿
縁
を
よ
ろ
こ
べ
。」〔
欄
外

　

83

〕
と
『
教
行
信
証
』
総
序
に
は
い
わ
れ
て
い
る
。
弥
陀
の
法
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
重
縁
に
よ
る
の
で
あ
り
、
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如
来
の
方
か
ら
我
々
に
結
ば
れ
た
強
縁
に
よ
る
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
信
心
を
得
た
も
の
は
か
か
る
宿
縁
を
よ
ろ

こ
ぶ
べ
き
で
あ
り
、念
仏
の
行
者
は
か
か
る
宿
縁
に
お
い
て
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
原
始
歴
史
的
自
覚
に
お
い
て
、

同
朋
の
意
識
を
深
め
る
の
で
あ
る
。〔
欄
外
「『
た
ま
た
ま
』
原
始
歴
史
」〕『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、「
法
を
聞
き
て

よ
く
忘
れ
ず
、
見
て
敬
ひ
得
て
大
に
よ
ろ
こ
ば
ば
、
す
な
は
ち
わ
が
善
き
親
友
な
り
。」〔
欄
外　

18

〕
と
仏
は
述

べ
て
い
る
。

＊
「
問
て
い
は
く
、
聖
人
の
申
す
念
仏
と
、
在
家
の
も
の
の
申
す
念
仏
と
、
勝
劣
い
か
む
。
答
へ
て
い
は
く
、
聖
人
の

念
仏
と
、
世
間
者
の
念
仏
と
、
功
徳
ひ
と
し
く
し
て
、
ま
た
ま
た
か
は
り
あ
る
べ
か
ら
ず
。」〔
欄
外　

388

〕
と
法

然
は
書
い
て
い
る
。

＊
＊
曇
鸞
の
『
往
生
論
注
』
下
に
は
「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
無
き
が
故
に
、
遠
く
通
ず
る
に
、
そ
れ
四
海
の
う
ち

み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
」〔
欄
外　

93

〕
と
示
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
無
戒
と
い
う
時
代
の
特
徴
は
、
単
に
出
世
間
の
法
の
み
で
は
な
く
、
同
時
に
世
間
の
法
が
重
ん
じ
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
世
間
の
生
活
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
な
く
し
て
仏
法
を
行
ず
る
と
い
う
こ
と
に

無
戒
と
い
う
こ
と
の
積
極
的
意
義
が
あ
る
。
浄
土
門
の
教
が
易
行
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
出
世
間
の
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法
と
し
て
行
い
易
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
で
は
な
く
、
却
っ
て
生
活
と
信
仰
と
が
分
離
す
る
こ
と
な
く
、
生
活

が
念
仏
で
あ
り
、
念
仏
が
生
活
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
法
然
は
い
う
。

「
現
世
を
す
ぐ
べ
き
様
は
、
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
べ
し
。
念
仏
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
べ
く
ば
、
な
に

な
り
と
も
よ
ろ
づ
を
い
と
ひ
す
て
て
、
こ
れ
を
と
ど
む
べ
し
。
い
は
く
、
ひ
じ
り
で
申
さ
れ
ず
ば
、
め
を
ま
う
け

て
申
す
べ
し
。
妻
を
ま
う
け
て
申
さ
れ
ず
ば
、
ひ
じ
り
に
て
申
す
べ
し
。
住
所
に
て
申
さ
れ
ず
ば
、
流
行
し
て
申

す
べ
し
。
流
行
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、
家
に
居
て
申
す
べ
し
。
自
力
の
衣
食
に
て
申
さ
れ
ず
ば
、
他
人
に
た
す
け
ら

れ
て
申
す
べ
し
。
他
人
に
た
す
け
ら
れ
て
申
さ
れ
ず
ば
、自
力
の
衣
食
に
て
申
す
べ
し
。
一
人
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、

同
朋
と
と
も
に
申
す
べ
し
。
共
同
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、
一
人
籠
居
て
申
す
べ
し
。」〔
欄
外　

545

〕

さ
て
世
間
の
法
即
ち
俗
諦
は
、
浄
土
真
宗
の
宗
乗
学
者
に
よ
れ
ば
、「
信
心
為
本
」
に
対
し
て
「
王
法
為
本
」

で
あ
る
。
或
は
信
心
正
因
、
称
名
報
恩
に
対
し
て
、
王
法
為
本
、
仁
義
為
先
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
宗
祖

の
法
孫
蓮
如
上
人
の
『
御
文
章
』
に
「
こ
と
に
ま
づ
王
法
を
も
て
本
と
し
、
仁
義
を
さ
き
と
し
て
世
間
通
途
の
儀

に
順
じ
て
」
と
い
う
言
葉
に
出
づ
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
『
御
文
章
』
に
は
「
こ
と
に
ほ
か
に
は
王
法
を
も
て

お
も
て
と
し
、
内
心
に
は
他
方
の
信
心
を
ふ
か
く
た
く
は
へ
て
、
世
間
の
仁
義
を
も
て
本
と
す
べ
し
。
こ
れ
す
な
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は
ち
当
流
に
さ
だ
む
る
と
こ
ろ
の
お
き
て
の
お
も
む
き
な
り
と
こ
こ
ろ
う
べ
き
も
の
な
り
。」
と
い
い
、ま
た
「
そ

れ
国
に
あ
ら
ば
守
護
方
、
と
こ
ろ
に
あ
ら
ば
地
頭
方
に
を
ひ
て
、
わ
れ
は
仏
法
を
あ
が
め
信
心
を
え
た
る
身
な
り

と
い
ひ
て
、
疎
略
の
儀
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
。
い
よ
い
よ
公
事
を
も
は
ら
に
す
べ
き
も
の
な
り
。
か
く
の
ご

と
く
こ
こ
ろ
え
た
る
人
を
さ
し
て
、信
心
発
得
し
て
後
生
を
ね
が
ふ
念
仏
行
者
の
ふ
る
ま
ひ
の
本
と
ぞ
い
ふ
べ
し
。

こ
れ
す
な
は
ち
仏
法
王
法
を
む
ね
と
ま
も
れ
る
人
と
な
づ
く
べ
き
も
の
な
り
。」
と
い
い
、ま
た
『
御
一
代
記
聞
書
』

に
は
「
王
法
は
額
に
あ
て
よ
、
仏
法
は
内
心
に
深
く
蓄
よ
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
宗
祖
親
鸞
に
お
い
て
は
か
よ
う

な
定
式
は
見
出
さ
れ
な
い
。『
御
消
息
集
』
に
は
次
の
如
く
書
か
れ
て
い
る
。「
念
仏
ま
ふ
さ
ん
人
々
は
、
わ
が
御

身
の
料
は
お
ぼ
し
め
さ
ず
と
も
、
朝
家
の
御
た
め
、
国
民
の
た
め
に
、
念
仏
を
ま
ふ
し
あ
は
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
は

ば
、
め
で
た
ふ
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
往
生
を
不
定
に
お
ぼ
し
め
さ
ん
人
は
、
ま
ず
わ
が
身
の
往
生
を
お
ぼ
し
め
し
て
、

御
念
仏
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
わ
が
御
身
の
往
生
一
定
と
お
ぼ
し
め
さ
ん
人
は
、
仏
の
御
恩
を
お
ぼ
し
め
さ
ん
に
、
御

報
恩
の
た
め
に
、
御
念
仏
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
ま
ふ
し
て
、
世
の
な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
お
ぼ
し
め
す

べ
し
と
ぞ
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
ふ
。」〔
欄
外　

171

〕
こ
の
言
葉
は
普
通
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
如
く
王
法
為
本
の
思
想

を
現
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
仁
義
為
先
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
る
か
。
仁
義
の
思

想
は
言
う
ま
で
も
な
く
儒
教
に
出
づ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
儒
教
の
流
伝
と
共
に
国
民
道
徳
の
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基
本
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
『
教
行
信
証
』
化
巻
に
は
『
論
語
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。『
論
語
』
は
、

幾
多
の
書
か
ら
の
引
用
文
か
ら
成
っ
て
い
る
観
の
あ
る
『
教
行
信
証
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
外
典
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
親
鸞
が
い
か
に
論
語
を
重
ん
じ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
彼
は
世
間
の
法
に
つ
い

て
は
論
語
に
依
る
べ
き
こ
と
を
教
え
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
論
語
か
ら
と
ら
れ
た
文
は
、「
季
路
問
。
事
鬼
神
。
子
曰
。
不
能
事
。
人
焉
能
事
鬼
神
。」
で
あ
り
、「
季

路
と
は
く
、
鬼
神
に
つ
か
へ
ん
か
と
。
子
の
曰
く
、
つ
か
ふ
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
人
い
づ
く
ん
ぞ
よ
く
鬼
神
に
つ

か
へ
ん
や
と
。」
と
読
ま
せ
て
い
る
。
し
か
る
に
論
語
先
進
篇
で
は
こ
の
文
は
「
季
路
問
事
鬼
神
。
子
曰
。
未
能

事
人
。
焉
能
事
鬼
。」〔
欄
外　

先
進
第
十
一
〕
で
あ
り
、「
季
路
、
鬼
神
に
つ
か
ふ
る
を
問
う
。
子
曰
く
、
い
ま
だ

人
に
つ
か
ふ
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
い
づ
く
ん
ぞ
よ
く
鬼
に
つ
か
へ
ん
。」
と
読
ま
せ
、
ま
だ
人
間
に
対
し
て
さ
え

つ
か
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
が
ど
う
し
て
鬼
神
に
つ
か
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
い
う
意
味
に
解
せ
ら
れ

る
。
し
か
る
に
親
鸞
は
後
の
「
鬼
」
と
あ
る
の
を
「
鬼
神
」
と
し
、「
未
能
」
の
二
字
を
「
不
能
」
と
改
め
た
上
、「
未

能
事
人
。
焉
能
事
鬼
神
。」
を
「
不
能
事
。
人
焉
能
事
鬼
神
」
と
読
み
か
え
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
季

路
が
鬼
神
に
つ
か
え
る
べ
き
で
あ
る
か
と
尋
ね
た
の
に
対
し
、
孔
子
は
、
つ
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
人
間
は

鬼
神
以
上
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
よ
り
低
い
鬼
神
に
つ
か
え
得
る
筈
の
も
の
で
は
な
い
と
答
え
た
、
と
解
す
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る
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
に
先
立
っ
て
彼
は
種
々
の
文
を
挙
げ
て
鬼
神
を
貶
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
当
時

の
仏
教
が
こ
の
世
の
吉
凶
禍
福
に
心
を
迷
わ
し
、
卜
占
祭
祀
を
事
と
し
、
迷
信
邪
教
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
鋭
い
批
判
を
向
け
た
。『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
に
は
「
五
濁
増
の
し
る
し
に
は　

こ
の
世
の
道
俗
こ
と
ご
と
く　

外
儀
は
仏
教
の
す
が
た
に
て　

内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り
」
と
い
い
、
ま
た
「
か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ
の　

和

国
の
道
俗
み
な
と
も
に　

仏
教
の
威
儀
を
も
と
と
し
て　

天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
親

鸞
は
諸
経
典
を
根
拠
と
し
て
真
実
の
教
と
虚
偽
の
教
と
を
分
別
し
決
着
し
て
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誡
す
る
。『
涅

槃
経
』
に
は
「
仏
に
帰
依
せ
ん
者
は
つ
ゐ
に
ま
た
そ
の
余
の
も
ろ
も
ろ
の
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
」〔
欄
外　

1507

～1510

〕
と
い
い
、『
般
舟
三
昧
経
』
に
は
「
み
づ
か
ら
仏
に
帰
命
し
、
法
に
帰
命
し
、
比
丘
僧
に
帰
命
せ
よ
。

余
道
に
つ
か
ふ
る
こ
と
を
え
ざ
れ
、
天
を
拝
す
る
こ
と
を
え
ざ
れ
、
鬼
神
を
ま
つ
る
こ
と
を
え
ざ
れ
、
吉
良
日
を

み
る
こ
と
を
え
ざ
れ
。」
と
い
っ
て
、
仏
教
徒
の
帰
依
す
べ
き
は
た
だ
仏
と
法
と
僧
と
の
三
宝
で
あ
り
、
専
ら
仏

道
に
つ
か
え
て
、
天
を
拝
し
た
り
、
鬼
神
を
ま
つ
っ
た
り
、
日
の
吉
凶
を
卜
し
た
り
す
る
が
如
き
こ
と
を
し
て
は

な
ら
ぬ
と
教
え
て
い
る
。
か
か
る
迷
信
は
仏
教
の
否
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
念
仏
者
は
鬼
神
を
畏
れ
る
こ
と
を

要
し
な
い
。「
念
仏
者
は
無
礙
の
一
道
な
り
。
そ
の
い
は
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
天
神
地
祇
も

敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
礙
す
る
こ
と
な
し
。
罪
悪
も
業
報
も
感
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な



五
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き
ゆ
へ
に
、
無
礙
の
一
道
な
り
と
云
云
」
と
『
歎
異
鈔
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
迷
信
は
何
に
依
っ
て
生
ず
る
の

で
あ
る
か
。『
華
厳
経
』
に
は
「
占
相
を
は
な
れ
て
、
正
見
を
修
習
せ
し
め
、
決
定
し
て
ふ
か
く
罪
福
の
因
縁
を

信
ず
べ
し
。」〔
欄
外　

1562

〕
と
あ
る
。
迷
信
の
生
ず
る
の
は
正
見
を
欠
き
、
罪
福
の
因
縁
を
信
じ
な
い
故
で
あ

る
。
罪
福
の
因
縁
を
信
じ
な
い
者
は
、
自
己
の
幸
不
幸
を
天
や
鬼
神
の
星
辰
の
力
に
よ
る
も
の
と
考
え
、
か
く
し

て
天
を
拝
し
た
り
、
鬼
を
祠
っ
た
り
、
星
を
占
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
彼
等
は
果
た
し
て
真
に
超
越
的
な
も
の
に

帰
依
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
等
が
天
や
鬼
神
を
畏
れ
る
の
は
自
己
の
こ
の
世
に
お
け
る
感
性
的
な
幸
福
を

求
め
る
た
め
で
あ
る
。
彼
等
は
我
愛
、
我
慢
の
こ
こ
ろ
を
離
れ
ず
、
我
に
執
着
し
て
い
る
。『
起
信
論
』
に
は
「
外

道
の
所
有
の
三
昧
は
、
み
な
見
愛
我
慢
の
心
を
は
な
れ
ず
」〔
欄
外　

1573

〕
と
い
っ
て
い
る
。＊

か
く
し
て
迷
信

の
根
拠
は
我
愛
、
我
慢
の
こ
こ
ろ
で
あ
り
、
我
を
超
越
し
た
天
や
鬼
を
拝
し
て
い
る
者
は
実
は
我
を
拝
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
天
神
や
鬼
神
が
擬
人
的
に
表
象
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

＊
『
倶
舎
論
』
に
は
、「
衆
人
、
所
逼
を
怖
れ
て
多
く
諸
仙
の
園
苑
、
及
び
叢
林
、
孤
樹
、
制
多
等
に
帰
依
す
」〔
欄

外　

1507

〕
と
あ
る
が
、
迷
信
の
起
原
は
我
々
の
生
の
「
所
逼
」、
災
害
、
無
常
等
の
生
の
窮
迫
を
怖
れ
て
、
現

在
の
欲
楽
を
求
め
る
と
こ
ろ
か
ら
邪
神
淫
祠
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

偶
像
崇
拝
や
庶
物
崇
拝
は
人
間
が
人
間
以
下
の
邪
神
や
自
然
物
の
奴
隷
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
全
く
の
邪
道
で
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あ
る
。
か
よ
う
な
邪
道
が
盛
ん
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
末
法
時
の
悲
し
さ
で
あ
る
。『
首
楞
厳
経
』
に
い
う
、「
わ

が
滅
度
の
の
ち
、
末
法
の
な
か
に
、
こ
の
魔
民
お
ほ
か
ら
ん
、
こ
の
鬼
神
お
ほ
か
ら
ん
、
こ
の
妖
邪
お
ほ
か
ら
ん
。

世
間
に
熾
盛
に
し
て
、
善
知
識
と
称
し
て
、
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
し
て
愛
見
の
坑
に
お
と
さ
し
め
ん
。
菩
提
の
路

を
失
し
、
眩
惑
無
識
に
し
て
、
お
そ
ら
く
は
心
を
失
せ
し
め
ん
。
所
過
の
と
こ
ろ
に
、
そ
の
家
耗
散
し
て
、
愛
見

の
魔
と
な
り
て
、
如
来
の
種
を
失
せ
ん
。」〔
欄
外　

1563

〕

と
こ
ろ
で
親
鸞
は
拝
天
、
祠
鬼
、
占
星
等
の
迷
信
に
つ
い
て
論
ず
る
に
当
り
、
特
に
『
弁
正
論
』
を
引
い
て
、

道
家
の
思
想
を
批
判
し
て
い
る
。
道
家
の
思
想
は
多
く
迷
信
を
生
ぜ
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
右
の

『
論
語
』
か
ら
の
引
用
は
鬼
神
に
事
え
る
こ
と
の
非
な
る
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
親
鸞
が
儒
教
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
を
重
ん
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

仏
教
と
外
教
と
は
ど
こ
ま
で
も
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
道
家
の
如
き
は
虚
無
恬
淡
を
説
い
て
一
見
仏
教
の
根

本
思
想
と
等
し
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
親
鸞
は
『
弁
正
論
』
を
引
い
て
批
判
を
加
え
て
い
る
。
儒
教

の
説
く
と
こ
ろ
は
正
し
い
に
し
て
も
、「
た
だ
こ
れ
世
間
の
善
」〔
欄
外　

1612

〕
に
過
ぎ
な
い
。
仏
教
は
絶
対
的

で
あ
る
。
こ
の
絶
対
的
真
理
に
対
し
て
そ
の
余
の
教
は
す
べ
て
邪
教
で
あ
る
。〔
欄
外　

1612

〕『
涅
槃
経
』
に
は

道
に
九
十
六
種
が
あ
っ
て
、
た
だ
仏
の
一
道
の
み
が
正
道
で
あ
り
、
他
の
九
十
五
種
は
み
な
外
道
で
あ
る
と
述
べ
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て
い
る
。「
九
十
五
種
み
な
世
を
汚
す
、
た
だ
仏
の
一
道
の
み
ひ
と
り
清
閑
な
り
」〔
欄
外　

891

〕
と
善
導
は
い

っ
て
い
る
。
仏
教
と
そ
の
他
の
教
と
の
価
値
の
差
別
は
絶
対
的
で
あ
る
。
我
々
は
先
ず
こ
の
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。
仏
教
は
絶
対
的
真
理
で
あ
り
、
他
の
教
の
真
理
は
相
対
的
価
値
を
有
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
も
、
相
対
的

真
理
は
そ
の
相
対
的
価
値
に
お
い
て
い
か
に
高
ま
る
に
し
て
も
、
ま
た
そ
の
す
べ
て
を
加
え
合
せ
て
も
絶
対
的
真

理
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

我
々
に
と
っ
て
何
よ
り
も
必
要
な
こ
と
は
ま
ず
こ
の
絶
対
的
真
理
を
把
捉
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は

た
だ
超
越
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
信
と
は
か
く
の
如
き
超
越
を
意
味
し
て
い
る
。
相
対
的
真
理

か
ら
絶
対
的
真
理
へ
は
非
連
続
的
で
あ
る
。こ
れ
に
反
し
て
絶
対
的
真
理
か
ら
相
対
的
真
理
へ
は
連
続
的
で
あ
る
。

前
者
は
後
者
の
根
拠
と
し
て
こ
れ
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
は
信
巻
に
お
い
て
『
浄
土
論
注
』
か
ら
次
の
文

を
引
い
て
い
る
。「
も
し
諸
仏
菩
薩
、
世
間
出
世
間
の
善
道
を
説
き
て
、
衆
生
を
教
化
す
る
ひ
と
ま
し
ま
さ
ず
ば
、

あ
に
仁
義
礼
智
信
あ
る
こ
と
を
知
ら
ん
や
。
か
く
の
ご
と
き
世
間
の
一
切
善
法
み
な
断
じ
、
出
世
間
の
一
切
賢
聖

み
な
滅
し
な
ん
。」〔
欄
外　

970

〕
す
な
わ
ち
世
間
の
法
た
る
仁
義
礼
智
信
の
五
常
も
ま
た
仏
道
に
お
さ
ま
る
の

で
あ
る
。
仏
法
が
あ
る
に
よ
っ
て
世
間
の
道
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
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五

親
鸞

〔
断
片
〕

一　

人
間
性
の
自
覚

二　

歴
史
の
自
覚

三　

宗
教
意
識
の
展
開
（
三
願
転
入
）

宗
教
の
論
理
的
構
造
（
教
行
信
証
）

四　

真
理
論

五　

行
業
論

六　

信
仰
論

七　

救
済
論

九　

社
会
的
社
会
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人
罪
悪
意
識

１　
『
観
経
』

２　

厭
離
穢
土
、
忻
求
浄
土　

生
死
甚
難
厭　

仏
法
復
難
忻
『
玄
義
分
』

　

無
常
…
…
…
…
…
超
現
世
的

　

↓

　

罪
悪
…
…
…
…
…
現
在
的

　

↓　

／

　

↓　
　

無
常
＝
厭
欣
…
…
超
現
在
的
―
現
世
的

　

疑
心

３　

機
の
深
信

○
厭
欣

自
利
真
実
に
つ
い
て
、
ま
た
二
種
あ
り
。

一
に
は
厭
離
真
実
。

聖
道
門
、
難
行
道
。
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竪
出
、
自
力
。

竪
出
と
は
難
行
道
の
教
な
り
、
厭
離
を
も
て
本
と
す
。

自
力
の
心
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。

二
に
は
忻
求
真
実
。

浄
土
門
、
易
行
道
。

横
出
、
他
力
。

横
出
と
は
易
行
道
な
り
、
忻
求
を
も
て
本
と
す
。
な
に
を
も
て
の
ゆ
ゑ
に
、
願
力
に
よ
り
て
生
死
を
厭
捨
せ

し
む
る
が
ゆ
ゑ
な
り
と
。

『
愚
禿
鈔
』
下
文
集 251-2

「
帰
去
来
魔
郷
不
可
停
曠
劫
来
流
転
六
道
尽
皆
逕
到
処
無
余
楽
唯
聞
愁
歎
声
畢
此
生
平
後
入
彼
涅
槃
城
。」

『
定
善
義
』　

証
巻
一
〇
三
三

「
不
得
外
現
賢
善
精
進
之
相
内
懐
虚
仮
貧
瞋
邪
偽
奸
詐
百
端
悪
性
難
侵
事
同
蛇
蝎
雖
起
三
業
名
為
雑
毒
之
善
亦
名
虚
仮
之

行
不
名
真
実
業
也
」　
『
散
善
義
』

至
誠
心
釈　
　

信
巻
六
一
七



五
〇
八

仏
性
論

１　

人
間
の
本
質
的
考
案

＼
正
因
仏
性

三
因
仏
性　

了
因
仏
性

／
縁
因
仏
性

イ　

本
具
仏
性

＼
理
仏
性

理
行
仏
性　
　
　
　
　
　
　
　

性
得
の
機

／
行
仏
性　
　

  　
　
　
　
　

／　

所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＼　

被

ロ　

罪
悪
生
死
の
凡
夫　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

＼　
　

の

２　

現
象
的
考
察　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

機

善
悪
の
性
の
差
別
あ
り

３　

信
仰
内
容
と
し
て
の
考
察

＼
縁
因
、
了
因
仏
性
／　

受

信
心
仏
性
説　
　
　
　
　
　
　
　
　

／
法

／
行
因
仏
性　
　
　
　

＼
の

正
了
縁
を
総
括
す
＼　

機

信
心
正
因



五
〇
九

親
鸞

信
後
に
も
罪
悪
な
き
に
あ
ら
ず
。

仏
性
の
開
顕
は
浄
土
に
於
て
で
あ
る
。

△
信
心
仏
性

「
信
心
よ
ろ
こ
ぶ
そ
の
ひ
と
を

如
来
と
ひ
と
し
と
と
き
た
ま
ふ

大
信
心
は
仏
性
な
り

仏
性
す
な
は
ち
如
来
な
り
」〔
欄
外　

文
集17

〕

ま
た
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
、

「
こ
の
一
切
有
情
の
心
に
、
方
便
法
身
の
誓
願
を
信
楽
す
る
が
ゆ
へ
に
、
こ
の
信
心
す
な
は
ち
仏
性
な
り
。
こ
の
仏
性

す
な
は
ち
法
性
な
り
。
法
性
す
な
は
ち
法
身
な
り
。」

同
箇
所
に
、

「
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。
こ
の
如
来
、微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
へ
り
。
す
な
わ
ち
一
切
群
生
海
の
こ
こ
ろ
な
り
。

草
木
国
土
こ
と
ご
と
く
成
仏
す
と
と
け
り
。」〔
欄
外　

文
集125

〕

『
教
行
信
証
』
七
四
一
以
下
、
信
巻
信
楽
釈

『
涅
槃
経
』
を
引
い
て
、
四
無
量
心
、
大
信
心
、
一
子
地
を
仏
性
と
す
―
―
行
仏
性
を
強
調



五
一
〇

行
巻
一
乗
海
釈

『
涅
槃
経
』
を
引
い
て
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
。　

四
四
四
頁

「
無
明
お
ほ
へ
る
を
以
て
の
故
に
見
る
こ
と
を
得
る
こ
と
あ
た
は
ず
」

真
仏
土
巻　

一
一
五
八
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
の
仏
性
論

仏
性
者
猶
如
虚
空
非
過
去
非
未
来
非
現
在
…
…
…
我
言
仏
性
未
来
。
…
…
衆
生
仏
性
雖
現
在
無
不
可
言
無
。

△
仏
性
ノ
関
顕
ハ
未
来
。

真
仏
土
巻
一
二
三
五
に
曰
く
、

「
惑
染
の
衆
生
こ
こ
に
し
て
性
を
み
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
煩
悩
に
覆
は
る
る
が
故
に
。
…
…
か
る
が
故
に
知
ん
ぬ
、

安
楽
仏
国
に
い
た
れ
ば
、
即
ち
か
な
ら
ず
仏
性
を
あ
ら
は
す
。」

和
讃
に
曰
く
、
如
来
す
な
わ
ち
涅
槃
な
り

涅
槃
を
仏
性
と
な
づ
け
た
り

凡
地
に
し
て
は
さ
と
ら
れ
ず



五
一
一

親
鸞

安
養
に
い
た
り
て
証
す
べ
し
〔
欄
外　

文
集16

〕

△
罪
悪
意
識罪

業
も
と
よ
り
か
た
ち
な
し

妄
想
顛
倒
の
な
せ
る
な
り

心
性
も
と
よ
り
き
よ
け
れ
ど

こ
の
世
は
ま
こ
と
の
ひ
と
ぞ
な
き
〔
欄
外　

文
集59

〕

信
巻
三
心
釈
に　

七
二
五
頁

「
一
切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
乃
至
今
日
今
時
に
い
た
る
ま
で
、
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な

く
、
虚
仮
謟
偽
に
し
て
真
実
の
心
な
し
」

△
仏
性
ハ
単
ニ
内
在
的
ナ
ラ
ズ

唯
心
の
浄
土
、
自
性
の
弥
陀

（
己
心
の
弥
陀
）

信
巻
別
序　

五
四
八
頁

「
し
か
る
に
末
代
の
道
俗
、
近
世
の
宗
師
、
自
性
唯
心
に
し
づ
み
て
、
浄
土
の
真
証
を
貶
す
。
定
散
の
自
心
に



五
一
二

迷
う
て
、
金
剛
の
真
信
に
く
ら
し
。」

△
彼
土
得
証
、
指
方
立
相

⇔
此
土
入
聖

於
安
養
浄
刹
入
聖
証
果
名
浄
土
門

化
身
土
巻
一
三
六
五

○
菩
提
心

信
巻
七
八
四

無
上
菩
提
心
―
―
願
作
仏
心
―
―
度
衆
生
心

信
巻
七
九
一

廻
向
之
名
義
―
―
お
の
れ
が
所
集
の
一
切
の
功
徳
を
も
て
、
一
切
衆
生
に
施
与
し
た
ま
ひ
て
、
共
に
仏
道
に
む

か
は
し
め
た
ま
ふ
な
り
。

『
論
注
』　

同
出

菩
提
心
は
縁
慮
心
、
事
心
に
し
て
第
一
義
心
、
理
心
に
あ
ら
ず

信
巻
八
三
九



五
一
三

親
鸞

信
○
信
の
構
造

過
去｜

１　

三
信
分
相　

大
経　

信
巻
五
八
九　
　

         　

現
在｜

未
来

至
心

聞
其
名
号

因
願
三
信

信
楽

信
心
歓
喜
乃
至
一
念

成
就
之
文

欲
生

至
心
廻
向

過
去
／

２　

三
信
即
一　

信
楽 

 
 

 
　

現
在

未
来
＼

本
願
三
信
―
―
機
受
一
信
楽
―
―
信
心
歓
喜



五
一
四

３　

承
上
起
下

信
楽

信
心
歓
喜
乃
至
一
念

至
心

至
心
廻
向
（
成
上
起
下
）

欲
生

願
生
彼
国
等

現
在
／

過
去

未
来
＼（
媒
介
者
）

△



五
一
五

親
鸞

欲
生
は
信
楽
を
体
と
し
、
信
楽
は
至
心
を
体
と
し
、
至
心
は
至
徳
の
尊
号
を
体
と
す
。

○
信
の
一
念

　

信
巻　

八
〇
〇
頁

　
「
一
念
と
い
う
は
、
こ
れ
信
楽
開
発
の
時
尅
の
極
促
を
あ
ら
は
し
、
広
大
難
思
の
慶
心
を
あ
ら
は
す
な
り
」　

即8

得
往
生



五
一
六

信
巻　

八
〇
八
頁

「
一
念
と
い
う
は
、
信
心
に
二
心
な
き
が
ゆ
ゑ
に
一
念
と
い
ふ
。
こ
れ
を
一
心
と
な
づ
く
。
一
心
は
す
な
は

ち
清
浄
報
土
の
真
因
な
り
。」〔
欄
外　

二
義
ア
リ
〕

時
尅
の
極
促

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
瞬
間
、
永
遠
。

無
内
容
な
ら
ず
―
―
広
大
難
思
の
慶
心

一
念
は
時
間
的
の
意
味
な
ら
ず
。

『
論
注
』
信
巻
九
七
一

○
聞
信信

巻　

八
〇
八
頁

然
経
言
聞
者
衆
生
聞
仏
願
生
起
本
末
無
有
疑
心

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

是
日
聞
也　

言
信
心
者
則
本
願
力
廻
向
之
信
心
也

信
心
は
聞
思
の
信
に
し
て
修
慧
の
信
に
あ
ら
ず
、
即
ち
所
聞
の
法
が
能
聞
の
信
と
な
り
た
る
も
の
な
り

ロ
ゴ
ス
―
―
語
る
に
対
す
る
聞
く
。



五
一
七

親
鸞

△
信
―
信
不
具
足

「
信
に
ま
た
二
種
あ
り
。
一
に
は
聞
よ
り
生
ず
。
二
に
は
思
よ
り
生
ず
。
こ
の
人
の
信
心
は
、
聞
よ
り
し
て

し
か
も
生
じ
て
思
よ
り
生
ぜ
ず
。
こ
の
故
に
な
づ
け
て
信
不
具
足
と
す
。
ま
た
二
種
あ
り
。
一
に
は
道
あ
り

と
信
ず
。
二
に
は
得
者
を
信
ず
。
こ
の
人
の
信
心
は
た
だ
道
あ
り
と
信
じ
て
、
す
べ
て
得
道
の
人
あ
り
と
信

ぜ
ず
。
こ
れ
を
名
け
て
信
不
具
足
と
す
と
い
へ
り
」

信
巻
七
四
八　

涅
槃
経
の
文

○
金
剛
の
信
心
と
摂
取
不
捨　
　

教
六
九
四

「
摂
取
の
光
と
ま
う
す
は
、
無
礙
光
仏
の
御
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
を
さ
め
と
り
た
ま
ふ
ゆ
ゑ
に
、
金
剛
の
信
心

と
ま
を
す
な
り
」　
『
唯
信
鈔
文
意
』

「
こ
の
信
心
の
人
を
真
の
仏
弟
子
と
い
へ
り
。
こ
の
人
を
正
念
に
住
す
る
人
と
す
。
こ
の
人
は
、
摂
取
し

て
す
て
た
ま
は
ざ
れ
ば
、
金
剛
心
を
得
た
る
人
と
ま
を
す
な
り
。」 

『
末
灯
鈔
』

「
真
実
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
申
す
も
、
金
剛
の
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
申
す
も
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
ゑ
に
ま
を
す

な
り
。」  

『
末
灯
鈔
』



五
一
八

〇
四
海
兄
弟

「
同
一
念
仏
無
別
道
故
遠
通
四
海
之
内
皆
為
兄
弟
也
」　
『
論
注
』
証
巻
一
〇
二
四

救
○
安
心
の
す
が
た
。
確
実
性
の
感
情

「
し
か
れ
ば
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の
広
海
に
浮
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
し
づ
か
に
、
衆
禍
の
な
み
転

ず
。」〔
欄
外　

教410

〕

「
超
世
の
悲
願
き
き
し
よ
り

わ
れ
ら
は
生
死
の
凡
夫
か
は

有
漏
の
穢
身
は
か
は
ら
ね
ど

心
は
浄
土
に
あ
そ
ぶ
な
り
」　

帖
外
和
讃
97
頁

○
宗
教
的
法
悦

現
生
十
益

信
巻　

八
一
二
頁



五
一
九

親
鸞

○
自
然業

道
自
然

願
力
自
然

無
為
自
然

〇
「
業
道
自
然
」

「
善
悪
自
然
に
し
て
行
ひ
を
追
う
て
生
ず
る
と
こ
ろ
た
り
、
窈
窈
冥
冥
と
し
て
別
離
ひ
さ
し
く
長
し
、
道
路
お

な
じ
か
ら
ず
し
て
会
ひ
み
る
こ
と
期
な
し
。」〔
欄
外35

〕

「
天
道
自
然
に
し
て
蹉
跌
す
る
を
得
ず
、
か
る
が
ゆ
ゑ
に
自
然
の
三
塗
無
量
の
苦
悩
あ
り
。
そ
の
中
に
展
転
し

て
世
世
劫
を
累
ね
て
出
づ
る
期
あ
る
こ
と
な
く
、
解
脱
を
得
が
た
し
。」〔
欄
外　

42

〕

無
量
寿
経

○
願
力
自
然



五
二
〇

「
必
ず
超
絶
し
て
去
る
こ
と
を
得
て
、
安
養
国
に
往
生
せ
よ
。
横
に
五
悪
趣
を
截
り
て
、
悪
趣
自
然
に
閉
ぢ
、

道
に
昇
る
こ
と
窮
極
な
か
ら
ん
。往
き
や
す
く
し
て
人
な
し
。そ
の
国
逆
違
せ
ず
、自
然
の
牽
く
と
こ
ろ
た
り
。」

〔
欄
外　

34

〕 

無
量
寿
経

尊
号
真
像
銘
文　

文
集
79
―
80

信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば

念
仏
成
仏
自
然
な
り

自
然
は
す
な
は
ち
報
土
な
り

証
大
涅
槃
う
た
が
は
ず
。　

文
集
34

歴
〇
七
祖
出
現
の
使
命
は
要
す
る
に
、

「
印
度
西
天
の
論
家
、
中
夏
、
日
域
の
高
僧
、
大
聖
興
世
の
正
意
を
あ
ら
は
し
、
如
来
の
本
誓
、
機
に
応
ぜ
る
こ

と
を
あ
か
す
。」〔
欄
外　

教510

〕



五
二
一

親
鸞

○
真
実

「
一
切
群
生
海
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
乃
至
今
日
今
時
に
い
た
る
ま
で
、
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
く
、
虚

仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の
心
な
し
。」

「
た
ま
た
ま
浄
信
を
獲
ば
、
こ
の
心
顛
倒
せ
ず
、
こ
の
心
虚
偽
な
ら
ず
、
こ
こ
を
も
て
極
悪
深
重
の
衆
生
、
大
慶

喜
心
を
得
て
、
も
ろ
も
ろ
の
聖
尊
の
重
愛
を
獲
る
な
り
。」

「
真
心
を
開
闡
す
る
は
、
大
聖
矜
哀
の
善
巧
よ
り
顕
彰
せ
り
。」

「
真
実
と
い
う
は
即
ち
こ
れ
如
来
な
り
。
如
来
は
即
ち
こ
れ
真
実
な
り
。
真
実
は
即
ち
こ
れ
虚
空
な
り
。
虚
空
は

即
ち
こ
れ
真
実
な
り
。
真
実
は
即
ち
こ
れ
仏
性
な
り
。
仏
性
は
即
ち
こ
れ
真
実
な
り
。」

信
巻
『
涅
槃
経
』
の
文

「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
み
な
も
て
そ
ら
ご
と
た
は
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る

こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま
す
」

『
歎
異
鈔
』　

文
集
二
〇
九

○
必
得
往
生



五
二
二

「
必
は
か
な
ら
ず
と
い
ふ
、
か
な
ら
ず
と
い
ふ
は
、
自
然
の
こ
こ
ろ
を
あ
ら
は
す
。
自
然
は
は
じ
め
て
は
か

ら
は
ず
と
な
り
。」

尊
号
真
像
銘
文
末　

文
集
85

「
必
得
往
生
と
い
ふ
は
、
不
退
の
く
ら
ゐ
に
至
る
こ
と
を
得
る
こ
と
を
あ
ら
は
す
。
経
に
は
即
得
と
い
へ
り
。

釈
に
は
必
定
と
い
へ
り
。
即
の
言
は
願
力
を
き
く
に
よ
り
て
報
土
の
真
因
決
定
す
る
時
尅
の
極
促
を
光
闡
す

る
な
り
。
必
の
言
は
審
な
り
、
然
な
り
、
分
極
な
り
、
金
剛
心
成
就
の
か
ほ
ば
せ
な
り
。」　

行
巻
三
一
四
頁

『
大
経
』
願
成
就
の
文　
　

即
得
往
生
住
不
退
転
親
樹
『
易
行
品
』　　

即
時
入
必
定

現
生
正
定
衆
の
義

善
導
の
六
字
釈

「
言
南
無
者
即
是
帰
命
亦
是
発
願
廻
向
之
義
言
阿
弥
陀
仏
者
即
是
其
行
以
斯
義
政
必
得
往
生

8

8

8

8

」

『
玄
義
分
』　

行
巻
二
九
三
引

○　

超
越横

出　
　

要
門
自
力
教　

迂
遠
な
根
機
各
別
の
果
を
得
る



五
二
三

親
鸞

漸
教

横
超　
　

憶
念
本
願
離
自
力
之
心

頓
中
之
頓　

真
中
之
真　

乗
中
之
一
乗

化
巻
一
三
六
七

超
―
頓
悟
頓
証　

他
力
の
本
願
を
信
じ
て
自
力
の
計
ら
ひ
心
を
離
れ
る
の
で
あ
る
、
こ
の
時
、
如
来
の
広
大
な
る
功
徳
智

出
―
漸
悟
漸
証　
　

慧
は
、
す
べ
て
我
等
の
功
徳
智
慧
と
な
り
て
、
仏
凡
一
体
の
妙
趣
を
得
る
の
で
あ
る
。

竪
超
竪
出
に
対
す
。

「
超
と
い
う
は
迂
に
対
し
、
廻
に
対
す
る
の
こ
と
ば
な
り
。」

信
巻
八
四
二

横
超
釈

一
念
須
臾
頃
速
疾
超
証
無
上
正
真
道　

故
曰
横
超
也　
　

信
巻
八
四
二

竪
超　
即
身
是
仏

即
身
成
仏　

自
力
な
り
。
竪
出　
自
力
の
な
か
の
漸

教
歴
劫
修
業
な
り

横
超　
如
来
の
誓
願

他
力
な
り
　

横
出　
他
力
の
な
か
の
自
力

な
り
定
散
諸
行
な
り

『
愚
禿
鈔
』
下　

文
集
二
五
一



五
二
四

横
超
―
―
願
力
廻
向
之
信
楽
、
願
作
仏
心

横
ノ
大
菩
提
心　

横
超
ノ
金
剛
心

信
巻
七
八
四

横
超
は
願
力
自
然 

 
 

 

信
巻
八
四
六

△
廻
向
は
超
越
と
内
在
の
体
験

○
信
心
と
滅
罪

三
在
釈　
『
論
注
』　

信
巻
九
七
〇

在
心
、
在
縁
、
在
決
定

心
―
―
信
心
歓
喜

縁
―
―
聞
其
名
号

決
定
―
―
即
得
往
生
住
不
退
転



五
二
五

親
鸞

△
五
逆
、
謗
法

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
と
い
ふ
は
、
唯
除
は
、
た
だ
の
ぞ
く
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら

ひ
謗
法
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
ん
と
な
り
。
こ
の
ふ
た
つ
の
つ
み
の
お
も
き
こ
と
を
し
ら
し
め
て
十
方
一

切
の
衆
生
、
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
と
し
ら
せ
ん
と
な
り
。」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
銘
文
』

摂
取
と
抑
止

○
易
行

△
単
に
「
行
じ
易
い
」
と
い
う
便
宜
的
な
功
利
的
な
意
味
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
真
実
の
大
道
に
入
る
時
は
、

自
と
自
然
法
爾
の
道
理
の
道
理
に
て
易
行
と
い
う
結
果
を
も
ち
来
す
の
で
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
教
の
真
実
な
る

こ
と
を
反
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

化
巻
一
三
六
五

△
易
と
勝



五
二
六

△
易
往
無
有
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
巻
八
四
六

△
易
行
道
と
難
行
道　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
巻
二
三
六

○
往　

生
△
功
利
的
な
る
べ
か
ら
ず
、

「
若
し
人
、
無
上
菩
提
心
を
発
せ
ず
し
て
、
た
だ
か
の
国
土
の
受
楽
無
間
な
る
を
聞
き
て
、
楽
の
た
め
の
故
に
、

生
ぜ
ん
と
願
せ
ば
、
ま
た
ま
さ
に
往
生
を
得
ざ
る
べ
き
な
り
。
こ
の
故
に
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切

衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
す
る
が
故
に
と
い
へ
り
」　

曇
鸞

「
極
楽
は
た
の
し
む
と
聞
き
て
参
ら
ん
と
願
ひ
の
ぞ
む
人
は
仏
に
な
ら
ず
、
弥
陀
を
た
の
む
人
は
仏
に
な
る
」

御
一
代
聞
書
末　

一
二
二
条



五
二
七

親
鸞

○
懺
悔
と
讃
仰

無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て

ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も

弥
陀
の
廻
向
の
み
名
な
れ
ば

功
徳
は
十
分
に
み
ち
た
ま
ふ
。

「
念
々
称
名
常
懺
悔
」善

導

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

無
常

無
常
と
い
う
語
は
ま
ず
す
べ
て
の
物
（
世
間
の
一
切
有
為
法
）
の
生
滅
変
化
し
て
刹
那
も
常
住
の
相
な
き
を
い

う
。
そ
し
て
次
に
死
も
ま
た
無
常
の
一
な
れ
ば
こ
れ
を
無
常
と
い
う
。



五
二
八

無
常
―
―
死

「
人
、
世
間
愛
欲
の
中
に
あ
り
て
、
独
り
生
れ
、
独
り
死
し
、
独
り
去
り
、
独
り
来
り
、
行
に
当
り
て
苦
楽
の

地
に
至
り
趣
く
。
身
み
づ
か
ら
こ
れ
を
う
け
て
、
代
る
も
の
あ
る
こ
と
な
し
。」

『
大
無
量
寿
経
』
35

無
常
（
死
）
―
―
発
菩
提
心

「
ソ
レ
、
オ
モ
ン
ミ
レ
ハ
、
人
間
ハ
タ
ヽ
電
光
朝
露
ノ
ユ
メ
マ
ボ
ロ
シ
ノ
ア
ヒ
タ
ノ
タ
ノ
シ
ミ
ゾ
カ
シ
、
タ
ト

ヒ
マ
タ
、
栄
華
栄
耀
ニ
フ
ケ
リ
テ
、
オ
モ
フ
サ
マ
ノ
コ
ト
ナ
リ
ト
イ
フ
ト
モ
、
ソ
レ
ハ
タ
ヽ
五
十
年
乃
至
百
年

ノ
ウ
チ
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
モ
シ
タ
ヽ
イ
マ
モ
无
常
ノ
カ
セ
キ
タ
リ
テ
サ
ソ
ヒ
ナ
ハ
、
イ
カ
ナ
ル
病
苦
ニ
ア
ヒ
テ
カ

ム
ナ
シ
ク
ナ
リ
ナ
ン
ヤ
、
マ
コ
ト
ニ
死
セ
ン
ト
キ
ハ
、
カ
ネ
テ
タ
ノ
ミ
ヲ
キ
ツ
ル
妻
子
モ
財
宝
モ
、
ワ
カ
身
ニ

ハ
ヒ
ト
ツ
モ
ア
ヒ
ソ
フ
コ
ト
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
サ
レ
ハ
死
出
ノ
山
路
ノ
ス
ヱ
、
三
塗
ノ
大
河
ヲ
ハ
、
タ
ヽ
ヒ
ト

リ
コ
ソ
ユ
キ
ナ
ン
ヌ
レ
、
コ
レ
ニ
ヨ
リ
テ
タ
ヽ
フ
カ
ク
ネ
カ
フ
ヘ
キ
ハ
後
生
ナ
リ
、
マ
タ
タ
ノ
ム
ヘ
キ
ハ
弥
陀

如
来
ナ
リ
、
信
心
決
定
シ
テ
、
マ
イ
ル
ヘ
キ
ハ
安
養
ノ
浄
土
ナ
リ
ト
オ
モ
フ
ヘ
キ
ナ
リ
。」〔
欄
外　

御
文46

〕



五
二
九

親
鸞

善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
に
お
け
る
日
没
無
常
偈
を
説
い
て
、

「
人
間
忽
忽
と
し
て
衆
務
を
営
み
、
年
命
の
日
夜
に
去
れ
る
こ
と
を
覚
ら
ず
。
灯
の
風
の
中
に
滅
び
な
ん
こ

と
期
し
難
き
が
如
し
。
忙
忙
た
る
六
道
定
趣
な
し
。
未
だ
解
脱
し
て
苦
海
を
出
る
こ
と
を
得
ず
。
い
か
ん
し

て
か
安
然
と
し
て
驚
懼
せ
ざ
る
。
各
聞
け
強
健
有
力
の
時
に
、
自
策
自
励
し
て
常
住
を
求
め
よ
。」〔
欄
外　

486(242,6)
〕

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母

種
々
に
善
巧
方
便
し

わ
れ
ら
が
無
上
の
信
心
を

発
起
せ
し
め
た
ま
ひ
け
り

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―



五
三
〇

る
。教

あ
る
い
は
法
の
本
質
は
永
遠
の
真
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
を
超
え
た
、
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に

そ
れ
が
我
々
人
間
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
救
済
の
力
と
し
て
働
き
得
る
た
め
に
は
、

時
間
の
世
界
の
中
へ
降
り
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
永
遠
の
真
理
は
歴
史
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
そ
こ
に
釈
迦
の
存
在
の
意
味
が
あ
る
。
釈
迦
が
こ
の
世
に
現
れ
た
の
は
、
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
の
「
出
世

の
本
懐
」
は
何
に
存
す

　
　

―
―
―
―
―
―
―
―

時
間
、
空
間

同
時
代
性
の
問
題

消
滅
、
瞬
間
、
流
れ
に
あ
ら
ず
。（
持
続
性
な
し
）

現
在
即
永
遠



五
三
一

親
鸞

未
来
像
の
欠
乏

穢
れ
と
罪　

超
越
、
―
―
決
断
、
行
為
、

論
理
的
秩
序
の
欠
乏

時
間
を
量
る
、

　
　

―
―
―
―
―
―
―
―

遠
近
法
な
し

多
元
的
中
心

次
元
な
し
―
―
論
理
的
秩
序
の
欠
乏

随
筆
的
思
考
、

東
洋
的
象
徴
主
義
―
―
虚
無
主
義

個
人
主
義
―
―
合
理
主
義



五
三
二

　
　

―
―
―
―
―
―
―
―

1944
（
昭
和
19
）
年
６
月
６
日
伊
沢
幸
平
氏
（
元
創
元
社
編
集
部
員
）
宛
三
木
清
の
書
簡

さ
て
昨
年
で
あ
っ
た
か
弘
文
堂
か
ら
出
た
親
鸞
に
つ
い
て
の
本
が
あ
る
筈
で
す
が
、
何
と
か
手
に
入
り

ま
せ
ん
か
。
も
し
入
手
困
難
で
あ
れ
ば
、
誰
か
持
っ
て
い
る
人
が
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
寸
借
覧
し
た
い

の
で
す
。
一
週
間
も
借
り
ら
れ
れ
ば
結
構
で
す
。
右
で
き
ま
し
た
ら
、
お
手
数
な
が
ら
お
世
話
願
い
ま
す
。

私
も
こ
の
頃
親
鸞
に
つ
い
て
ぼ
つ
ぼ
つ
書
い
て
い
ま
す
。
い
つ
出
来
あ
が
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
せ
い

ぜ
い
勉
強
す
る
つ
も
り
で
す
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。

第
十
八
巻
編
者
桝
田
啓
三
郎
が
『
親
鸞
』
の
執
筆
時
期
の
推
定
の
傍
証
に
な
る
と
し
て
『
第
十
九

巻
月
報
』
に
載
せ
て
い
る
。

　
　

―
―
―
―
―
―
―
―



五
三
三

親
鸞

本
文
の
構
成

全
体
の
構
想
と
目
さ
れ
る
断
片
を
基
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
頁
数
は
本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
の
も
の
。

「
一
　
人
間
性
の
自
覚
」
に
当
た
る
と
見
做
さ
れ
る
原
稿
は
三
種
あ
る
。

第
一
部
　
宗
教
的
意
識
の
展
開

第
一
章
　
人
間
性
の
自
覚
と
宗
教

第
一
節
　
諸
論

と
始
ま
る
も
の
五
枚
（
原
稿
用
紙
は
、「
大
日
本
出
版
株
式
会
社
」）
四
三
八
〜
四
三
九
頁
。

第
一
章
　
人
間
性
の
自
覚

一
で
始
ま
り
第
一
ペ
ー
ジ
に
は
四
行
の
み
書
か
れ
、次
の
ペ
ー
ジ
は
二
と
し
て
書
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
十
六
枚（「
大

日
本
出
版
株
式
会
社
」）
四
四
〇
〜
四
四
四
頁
。

親
鸞

第
一
章
　
人
間
　
愚
禿
の
心

で
始
ま
る
三
十
五
枚
（「
大
日
本
出
版
株
式
会
社
」）
四
二
四
〜
四
三
七
頁
。



五
三
四

「
二
　
歴
史
の
自
覚
」
に
当
た
る
と
見
做
さ
れ
る
原
稿
は
四
種
あ
る
。

第
二
章
　
歴
史
の
自
覚

と
言
う
書
き
出
し
で
一
枚
だ
け
の
も
の
二
枚
（「
大
日
本
出
版
株
式
会
社
」）、
四
七
四
頁
。

歴
史
の
自
覚

　
一と

い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
も
の
九
枚
（「
大
日
本
出
版
株
式
会
社
」）、
四
七
五
〜
四
七
七
頁
。

同
じ
く
「
歴
史
の
自
覚
」
と
始
ま
る
、
本
文
に
採
用
さ
れ
た
も
の
八
十
六
枚
（「
大
日
本
出
版
株
式
会
社
」）、
こ
れ

に
は
九
箇
所
十
五
枚
の
別
紙
が
綴
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
等
は
分
節
の
末
に
一
ポ
イ
ン
ト
小
さ
い
文
字
で

挿
入
さ
れ
て
い
る
。
四
四
五
〜
四
七
三
頁
。

「
三
　
宗
教
意
識
の
展
開
（
三
願
転
入
）」
に
当
た
る
と
見
做
さ
れ
る
原
稿
は
、「
三
願
転
入
」
の
題
で
二
十
四
枚
（
三

木
清
用
紙
）
あ
る
。
四
七
八
〜
四
八
六
頁
。

「
四
　
真
理
論
」
に
当
た
る
と
見
做
さ
れ
る
原
稿
は
、

第
四
章
　
宗
教
的
真
理

と
言
う
書
き
出
し
で
、
十
八
枚
（「
大
日
本
出
版
株
式
会
社
」）、
一
枚
は
注
で
一
ポ
イ
ン
ト
小
さ
い
文
字
で
挿
入
。



五
三
五

親
鸞 四

八
七
〜
四
九
三
頁
。

「
九
　
社
会
的
社
会
」
に
当
た
る
と
見
做
さ
れ
る
原
稿
は
、「
社
会
的
社
会
0

0

」
は
誤
記
と
見
て
、

社
会
的
生
活

と
言
う
題
で
、
三
十
四
枚
（「
大
日
本
出
版
株
式
会
社
」）、
内
三
枚
は
綴
じ
込
み
。
四
九
四
〜
五
〇
四
頁
。

「
五
　
行
業
論
」「
六
　
信
仰
論
」「
七
　
救
済
論
」は
、原
稿
は
な
く
、断
片「
信
」「
救
」な
ど
が
関
連
す
る
と
見
ら
れ
る
。

断
片
の
構
成

全
体
の
目
次
と
見
做
さ
れ
る
も
の
一
枚
（
三
木
清
用
箋
）

赤
字
で
「
人
」
と
欄
外
に
印
し
、
綴
じ
ら
れ
た
も
の
十
三
枚
（
三
木
清
用
箋
）

赤
字
で
「
信
」
と
欄
外
に
印
し
、
綴
じ
ら
れ
た
も
の
十
枚
（
三
木
清
用
箋
）

赤
字
で
「
救
」
と
欄
外
に
印
し
、綴
じ
ら
れ
た
も
の
六
枚
（
一
枚
は
三
木
清
用
紙
、二
枚
は
三
木
清
用
箋
、他
三
枚
は
「
大

日
本
出
版
株
式
会
社
」）

赤
字
で
「
歴
」
と
欄
外
に
印
し
、
綴
じ
ら
れ
た
も
の
一
枚
（
三
木
清
用
箋
）

以
下
は
欄
外
記
入
な
く
、
見
出
し
に
丸
印
が
つ
い
た
も
の
、



五
三
六

「
真
実
」
三
枚
（
三
木
清
用
箋
）

「
必
得
往
生
」
二
枚
（
三
木
清
用
箋
）

「
超
越
」
三
枚
（
三
木
清
用
箋
）

「
信
心
と
滅
罪
」
二
枚
（
三
木
清
用
箋
）

「
易
行
」
二
枚
（
三
木
清
用
箋
）

「
往
生
」
二
枚
（
三
木
清
用
箋
）

「
懺
悔
と
讃
仰
」
一
枚
（
三
木
清
用
箋
）

欄
外
記
入
も
な
く
丸
印
も
無
い
も
の

「
無
常
」
の
見
出
し
が
あ
る
も
の
五
枚
（
三
木
清
用
紙
）

引
用
文
一
枚
（
三
木
清
用
箋
）

２
の
ペ
ー
ジ
番
号
が
あ
り
前
後
に
文
が
続
い
て
い
た
と
見
え
る
も
の
一
枚
（
三
木
清
用
紙
）

「
時
間
、
空
間
」
の
見
出
し
の
覚
書
一
枚
（「
布
教
研
究
所
原
稿
用
紙
」）

他
の
目
的
の
覚
書
と
見
え
る
も
の
一
枚
（「
布
教
研
究
所
原
稿
用
紙
」）
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親
鸞

解
題

「
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
」

第
一
巻
収
録
「
読
書
遍
歴
」
三
六
三
ペ
ー
ジ
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
手
書
き
原
稿

か
ら
、
第
一
八
巻
編
者
桝
田
啓
三
郎
が
、
二
、三
の
誤
植
の
訂
正
と
、
脱
字
を
補
い
、
若
干
の
仮
名
遣
い
を
改
め
た
も

の
が
、
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
手
記
」

初
出　
『
学
生
評
論
』1947

（
昭
和22
年
）
一
月

手
書
き
原
稿
は
な
く
、
謄
写
版
刷
り
の
物
が
残
さ
れ
て
い
て
、
日
本
大
学
図
書
館
宮
城
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。
そ
れ
を
元
に
桝
田
が
、
漢
字
・
仮
名
を
三
木
慣
用
の
も
の
に
改
め
た
も
の
が
、
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
哲
学
的
人
間
学
」

『
岩
波
全
書
』
の
一
冊
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
が
、
完
成
せ
ず
抛
棄
さ
れ
た
が
、
手
書
き
原
稿
は
な
く
、
校
正
刷
り
が
残
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さ
れ
た
。
桝
田
に
よ
る
と
、
三
校
刷
り
ま
で
あ
る
も
の
と
初
校
と
が
混
ざ
っ
て
い
る
が
、
最
終
稿
ま
で
行
っ
た
も
の

と
し
て
、
本
文
を
構
成
し
た
。
細
か
な
字
句
修
正
な
ど
は
措
き
、
内
容
的
に
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
校
異
と
し

て
収
録
し
た
、
と
い
う
。
桝
田
は
、1933

（
昭
和
８
）
年
秋
か
ら
始
め
、1937

（
昭
和
12
）
年
春
に
断
念
し
た
の

で
は
と
言
う
。
校
異
を
本
文
中
に
挿
入
し
た
の
は
ｐ
ｄ
ｆ
作
成
者
で
あ
る
。。

「
親
鸞
」

初
出　
『
展
望
』
創
刊
号　

唐
木
順
三
編

三
木
の
死
後
、
埼
玉
の
疎
開
先
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
、
他
の
原
稿
に
混
ざ
っ
て
あ
っ
た
も
の
、
警
視
庁
に
押
収
さ

れ
て
い
て
、
自
由
法
曹
団
の
手
で
回
収
さ
れ
遺
族
に
も
ど
っ
た
原
稿
よ
り
な
る
。
い
く
つ
か
の
断
片
よ
り
な
る
が
、

桝
田
が
編
輯
し
た
も
の
で
あ
る
。
桝
田
は
、1943

（
昭
和
18
）
年
末
か
ら
、1945

（
昭
和
20
）
年
三
月
検
挙
直
前

ま
で
書
き
続
け
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
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