
Der Mensch hat die zwei widerspüchlichen Seinsarten, einerseits die Arte, die dem 

wahren Ganzen offen ist, andererseits die Arte, die in sich geschlossen und für sich 

zum Ganzen geworden ist. Dieser Widerspruch ist nie zu lösen. Aber die bisherige 

Anschauung vom Menschen hat seine Natur auf eine der Arten gesetzt, und darauf sein 

ganzes Sein erklärt. Nishida steht weder konsequent auf dem Standpunkt der Indifferenz 

noch konsequent der Differenz, sondern will auf dem Standpunkt der Indifferenz, 

während er in der Tat auf dem der Differenz steht. Das ist ein klarer Widerspruch, den das 

menschliches Sein unvermeidlich trägt. Aber er war sich dessen unbewußt. Daß dieser 

Widerspruch nicht zu lösen ist, heißt, daß wir den Menschen ohne Grenzen(im „Ungrund“) 
nicht versthen können. Wir können Mensch sein, wenn wir ohne Grenzen die ohne 

Grenzen nicht zu lösende Menschheit übernehmen.

Nishidas Anschauung vom Menschen bei „Studie über das Gute“
─ Gott,Mensch,Welt ─

 Yukihito SANO　
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は
じ
め
に

　

人
間
と
は
何
か
︒
ま
ず
こ
の
問
い
の
出
処
が
問
わ
れ
る
︒
あ
る

い
は
こ
の
問
い
を
聞
い
た
者
が
こ
の
問
い
を
ど
う
受
け
取
っ
た
か

が
問
わ
れ
る
︒
人
間
は
問
い
を
出
し
た
処
︑
受
け
取
っ
た
処
か
ら

し
か
︑
そ
の
問
い
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
の
問
い

を
そ
れ
な
し
に
は
生
き
て
い
け
な
い
よ
う
な
問
い
と
し
て
発
し
︑

あ
る
い
は
受
け
取
っ
て
い
る
か
︒
人
間
に
つ
い
て
の
深
い
葛
藤
や

混
迷
︑
矛
盾
︑
不
条
理
に
発
し
た
重
い
問
い
と
し
て
発
し
︑
あ
る

い
は
受
け
取
っ
て
い
る
か
︒
ま
ず
は
そ
の
こ
と
が
問
わ
れ
る
︒
そ

う
し
て
人
間
と
い
う
も
の
が
こ
う
し
た
深
い
混
迷
を
抱
え
た
も
の

で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
こ
の
問
い
な
し
に
生
き
て
い
け
る
人
間
は
本

来
一
人
も
い
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
問
い
に
目
覚

め
る
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
︒
人
間
と
は
何
か
と

い
う
問
い
が
︑
人
間
に
と
っ
て
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
問
い
で
あ
る

こ
と
を
ま
ず
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
答
え
を
学
ぶ
の
で
は
な

く
︑
問
い
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
に
は
自
ら
が

深
い
混
迷
を
抱
え
た
人
間
と
い
う
身
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
ま
ず

は
目
覚
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　

人
間
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
う

る
者
が
人
間
で
あ
る
︑
と
一
応
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
で
は

そ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
う
る
人
間
と
は
ど
の
よ
う
な
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
︒
そ
れ
が
次
な
る
問
い
と
な
る
︒
人
間
と
は
何

か
を
問
う
て
い
る
者
は
人
間
で
あ
る
︒
し
か
し
人
間
と
は
何
か
と

い
う
問
い
も
︑
そ
の
問
い
を
探
究
す
る
こ
と
も
︑
そ
の
問
い
に
答

え
る
こ
と
も
︑
人
間
を
出
た
処
︑
あ
る
い
は
人
間
を
超
え
た
処
か

ら
の
視
点
が
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
人
間
と
は

何
か
と
い
う
問
い
自
体
が
︑
す
で
に
人
間
を
超
え
た
処
か
ら
起
こ

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
う
し
た
問
い
は
︑
問
い
か
け

と
し
て
常
に
他
者
を
想
定
し
て
い
る
︒
た
だ
一
人
で
自
問
自
答
す

る
場
合
で
す
ら
︑
そ
れ
は
他
者
と
し
て
の
自
分
へ
の
問
い
か
け
で

あ
る
︒
こ
う
し
て
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
い
も
︑
そ
の
問
い
を

探
究
す
る
こ
と
も
︑
そ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
も
︑
人
間
を
超
え
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た
処
か
ら
︑
人
間
に
起
こ
り
︑
そ
う
し
て
そ
れ
は
自
分
を
含
め
た

他
者
︑
共
同
体
に
向
け
て
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と

は
取
り
も
直
さ
ず
︑
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
い
の
中
で
︑
人
間

を
超
え
た
視
点
の
も
と
に
︑
人
間
が
見
出
さ
れ
︑
問
わ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
し
か
も
そ
の
問
い
の
中
で
︑
自
分
と
他
者

と
が
共
に
問
う
と
い
う
あ
り
方
が
見
出
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒

　

人
間
を
超
え
た
視
点
と
︑
そ
の
視
点
の
内
に
見
出
さ
れ
た
人
間

と
は
何
か
と
問
う
自
分
と
︑
そ
の
問
い
を
聞
き
︑
共
に
問
う
他
者
︑

こ
の
三
者
が
同
じ
自
分
と
い
う
人
間
の
中
に
成
立
し
て
い
る
︒
こ

の
事
態
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
人
間
を

超
え
た
視
点
と
し
て
は
︑
人
間
を
対
象
化
し
︑
客
観
的
に
考
察
す

る
立
場
が
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
こ
う
し
た
視
点
自
体
が
人
間
の

視
点
で
あ
っ
て
︑
さ
ら
に
具
体
的
に
は
そ
の
人
間
の
使
用
言
語
を

含
め
た
歴
史
的
文
化
︑教
育
や
環
境
に
制
約
さ
れ
た
視
点
で
あ
る
︒

共
に
問
う
他
者
に
つ
い
て
も
︑
そ
う
し
た
視
点
に
と
っ
て
の
他
者

で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
我
々
は
自
分
と
し
て
の
人
間
の
枠
を
超
え

出
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
そ
の
外
と

い
う
も
の
が
あ
り
う
る
︒
閉
じ
る
と
い
う
こ
と
は
常
に
そ
の
外
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
外
に
開
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
こ
と
は
実
際
に
起

こ
る
︒
そ
れ
が
人
間
を
超
え
た
視
点
と
の
関
連
で
言
え
ば﹁
突
破
﹂

で
あ
り
︑
そ
の
瞬
間
わ
れ
わ
れ
は
﹁
人
間
な
ら
ざ
る
領
域
﹂
に
晒

さ
れ
る
︒
ま
た
共
に
問
う
他
者
と
の
関
連
で
言
え
ば
︑そ
れ
は﹁
通

じ
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
﹁
人
間
な
ら
ざ
る
領
域
﹂
に
開
か
れ
て
あ
る
こ
と
と
︑
同
時
に

閉
じ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
が
︑
究
極
的
な
知
と
無
知
を
形
成
し
︑
そ

れ
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
知
が
可
能
に
な
る
︒人
間
が﹁
人

間
と
は
何
か
﹂
を
問
い
う
る
の
は
︑
人
間
を
ど
こ
か
で
す
で
に
知

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
人
間
を
問
う
こ
と
も

探
究
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
と
同
時

に
人
間
と
は
何
か
を
本
当
は
何
も
知
ら
な
い
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば

そ
れ
は
問
い
に
な
り
よ
う
が
な
い
︒
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
知
っ
て
い

る
と
思
い
込
ん
で
い
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
改
め
て
問
い
に
な

り
う
る
︒﹁
人
間
と
は
何
か
﹂
と
い
う
問
い
が
問
い
と
し
て
成
り

立
ち
う
る
の
は
︑
こ
う
し
た
究
極
的
な
知
と
無
知
と
︑
人
間
的
な

知
が
同
時
に
成
立
し
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
︒

　

ま
た
﹁
他
者
﹂
と
通
じ
て
い
る
こ
と
と
︑
同
時
に
通
じ
て
い
な

い
こ
と
が
︑
究
極
的
な
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
﹂
と
﹁
孤
独
﹂

を
形
成
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
可
能
と
な
る
︒
本
来
的
な
﹁
通
じ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
い
る
が
故
に
﹁
孤
独
﹂
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
孤
独
を

知
っ
て
い
る
が
故
に
﹁
通
じ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
︒﹁
通
じ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
一
歩
も
出
た
こ
と
が
な
い
者
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は
﹁
通
じ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
知
り
よ
う
が
な
い
︒
ま
た
﹁
孤
独
﹂

を
一
歩
も
出
た
こ
と
が
な
い
者
も
﹁
孤
独
﹂
と
い
う
こ
と
を
知
り

よ
う
が
な
い
︒
こ
う
し
て
通
じ
る
と
い
う
こ
と
と
孤
独
を
知
っ
て

い
る
者
の
み
が
な
し
う
る
︑
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
︑
関
わ
り
︑
繋
が
り
が
可
能
と
な
る
︒

　
﹁
突
破
﹂や﹁
通
じ
る
﹂と
い
う
こ
と
は
︑時
間
の
内
に
は
な
い﹁
瞬

間
﹂
に
お
い
て
生
起
す
る
が
︑
そ
の
こ
と
自
体
は
我
々
が
時
間
の

中
で
︑
我
々
の
経
験
と
し
て
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
し
か

顕
に
な
ら
な
い
︒
そ
の
意
味
で
は
我
々
は
自
分
と
い
う
人
間
を
出

る
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
い
︒
我
々
人
間
は
人
間
経
験
の
領
域
を

一
歩
も
出
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
我
々
の
人
間

経
験
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
﹁
突
破
﹂
や
﹁
通
じ
る
﹂
と
い
っ

た
人
間
経
験
を
超
え
た
根
本
経
験
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
︒

　

と
こ
ろ
で
人
間
と
は
何
か
を
問
う
際
に
︑
人
間
を
二
つ
の
開
け

に
よ
っ
て
開
か
れ
た
全
体
に
お
い
て
捉
え
る
見
方
と
︑﹁
人
間
な

ら
ざ
る
領
域
﹂
と
﹁
他
者
﹂
と
を
言
語
的
に
自
ら
の
内
に
含
む
︑

そ
れ
自
身
全
体
で
あ
る
閉
じ
た
﹁
人
間
﹂
と
し
て
捉
え
る
見
方
と

が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
開
い
て
い
る
こ
と
と
閉
じ
て
い
る
こ
と
い

う
︑
人
間
を
成
立
さ
せ
て
い
る
具
体
的
な
統
一
に
お
け
る
︑
二
つ

の
等
根
源
的
な
有
り
方
を
分
離
し
て
ど
ち
ら
か
一
方
を
﹁
人
間
﹂

な
い
し
﹁
本
来
の
人
間
﹂
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
︑﹁
人

間
﹂
の
見
方
の
相
違
で
あ
る
︒
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑

﹁
閉
じ
て
い
る
﹂人
間
の
有
り
方
を
通
じ
て
し
か
︑﹁
開
い
て
い
る
﹂

人
間
の
有
り
方
は
顕
に
な
ら
な
い
し
︑
逆
に
﹁
開
い
て
い
る
﹂
人

間
の
有
り
方
が
﹁
閉
じ
て
い
る
﹂
人
間
の
有
り
方
を
究
極
的
に
可

能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

本
論
考
で
は
︑
西
田
幾
多
郎
が
﹃
善
の
研
究
﹄﹁
第
四
編
宗
教
﹂

に
お
い
て
︑人
間
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
を
︑

上
記
二
つ
の
見
方
と
そ
れ
ら
の
関
係
に
即
し
て
考
察
す
る
こ
と
を

通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
︒︵
注
一
︶

第
一
章　

宗
教
的
要
求

　

第
一
段
落
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
宗
教
的
要
求

は
自
己
に
対
す
る
要
求
で
あ
る
︑
自
己
の
生
命
に
つ
い
て
の
要
求

で
あ
る
﹂︒
こ
こ
で
い
き
な
り
宗
教
的
要
求
が
自
己
に
対
し
て
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
さ
ら
に
我
々

は
﹁
宗
教
﹂
編
が
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
︑
そ
の

こ
と
の
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
宗
教
は
神
が
始
め
る

も
の
で
も
︑
自
己
が
始
め
る
も
の
で
も
な
い
︒
あ
る
い
は
神
と
自

己
と
が
始
め
か
ら
あ
っ
て
︑
そ
の
間
を
宗
教
が
結
ぶ
︑
と
い
う
の

で
も
な
い
︒
宗
教
は
端
的
に
宗
教
的
要
求
か
ら
始
ま
る
︒
宗
教
は

要
求
と
し
て
自
己
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
自
己
に
対
し
て
端
的
に

起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
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続
け
て
﹁
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限
な
る
こ
と

を
覚
知
す
る
と
共
に
︑
絶
対
無
限
の
力
に
合
一
し
て
こ
れ
に
由
り

て
永
遠
の
真
生
命
を
得
ん
と
欲
す
る
の
要
求
で
あ
る
﹂
と
述
べ
ら

れ
る
︒
主
語
は
宗
教
的
要
求
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
こ
れ
が
宗
教
的

要
求
の
内
容
で
あ
る
︒
始
め
に
内
容
が
あ
る
の
で
は
な
い
︒
宗
教

は
ま
ず
自
己
に
対
す
る
端
的
な
要
求
と
し
て
起
こ
っ
て
く
る
︒
強

い
要
求
︑
願
い
と
し
て
聞
き
届
け
ら
れ
る
︒
そ
の
中
で
そ
の
内
容

が
聞
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
﹁
自
己
﹂
は
﹁
相
対
的

に
し
て
有
限
な
る
﹂
者
と
し
て
覚
知
さ
れ
て
く
る
︒
自
己
は
自
己

を
超
え
た
視
点
の
内
に
お
い
て
し
か
顕
に
な
ら
な
い
︒
自
己
を
超

え
た
と
こ
ろ
か
ら
自
己
に
対
し
て
起
こ
っ
て
く
る
要
求
の
中
で
︑

﹁
自
己
﹂
が
照
ら
し
出
さ
れ
て
く
る
︒

　

上
に
引
用
し
た
文
の
主
語
は
宗
教
的
要
求
で
あ
る
︒
し
た
が
っ

て
要
求
は
二
つ
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
第
一
の
要
求
が

﹁
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限
な
る
こ
と
を
覚
知
せ

よ
﹂
と
い
う
要
求
で
あ
り
︑
第
二
の
要
求
が
﹁
絶
対
無
限
の
力
に

合
一
し
て
こ
れ
に
由
り
て
永
遠
の
真
生
命
を
得
ん
と
欲
せ
よ
﹂
と

い
う
要
求
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
自
己
を
超
え
て
自
己
に
対
し

て
起
こ
っ
て
く
る
要
求
の
出
処
は
﹁
絶
対
無
限
の
力
﹂
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
︒
絶
対
無
限
の
力
が
自
己
に
︑
自
ら
と
合
一
し
て
永

遠
の
真
生
命
を
得
ん
と
欲
せ
よ
︑
と
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

続
い
て
﹁
パ
ウ
ロ
が
既
に
﹃
わ
れ
生
け
る
に
あ
ら
ず
キ
リ
ス
ト
我

に
あ
り
て
生
け
る
な
り
﹄
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
肉
的
生
命
の
凡
て

を
十
字
架
に
釘
づ
け
了
り
て
独
り
神
に
由
り
て
生
き
ん
と
す
る
の

情
で
あ
る
﹂
と
あ
る
の
も
︑
宗
教
的
要
求
の
内
容
で
あ
る
︒
そ
の

よ
う
な
情
を
起
こ
せ
︑
と
い
う
要
求
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
要
求
の

主
体
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
︑
神
で
あ
る
︒
さ
ら
に
﹁
真
正
の
宗
教

は
自
己
の
変
換
︑
生
命
の
革
新
を
求
め
る
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
叙

述
が
続
く
︒
こ
こ
で
は
要
求
の
主
語
が
明
確
に
﹁
真
正
の
宗
教
﹂

に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
真
正
の
宗
教
﹂
も
自
己
を
超
え
た
と
こ

ろ
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
要
求
の
出
処
で
あ
る
︒
続
い
て
﹁
キ
リ
ス

ト
が
﹃
十
字
架
を
取
り
て
我
に
従
わ
ざ
る
者
は
我
に
協
わ
ざ
る
者

な
り
﹄
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
一
点
な
お
自
己
を
信
ず
る
の
念
あ
る

間
は
い
ま
だ
真
正
の
宗
教
心
と
は
い
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
あ

る
︒
こ
こ
で
も
宗
教
的
要
求
の
出
処
が
︑
具
体
的
な
宗
教
に
即
し

て
﹁
キ
リ
ス
ト
﹂
と
い
う
よ
う
に
例
示
さ
れ
て
い
る
︒
か
く
し
て

自
己
を
超
え
て
自
己
に
呼
び
掛
け
要
求
す
る
者
は
︑
絶
対
無
限
の

力
で
あ
り
︑
真
正
の
宗
教
で
あ
り
︑
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
で
言
え

ば
神
で
あ
り
︑
キ
リ
ス
ト
な
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
要
求
の

内
容
は
︑
第
一
に
﹁
肉
的
生
命
の
凡
て
を
十
字
架
に
釘
づ
け
お
え

よ
﹂︑﹁
自
己
を
信
ず
る
念
を
棄
て
よ
﹂
と
い
う
要
求
で
あ
り
︑
第

二
に
﹁
独
り
神
に
由
り
て
生
き
ん
と
す
る
の
情
を
起
こ
せ
﹂
と
い

う
要
求
で
あ
る
︒

　

こ
れ
を
受
け
て
第
二
段
落
で
は
︑﹁
現
世
利
益
の
為
に
神
に
祈
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る
﹂︑﹁
往
生
を
目
的
と
し
て
念
仏
す
る
﹂︑﹁
神
助
を
頼
み
︑
神
罰

を
恐
れ
る
﹂と
い
っ
た﹁
利
己
心
﹂の
変
形
に
す
ぎ
な
い
宗
教
︑﹁
自

己
の
安
心
の
為
﹂
に
求
め
ら
れ
る
宗
教
な
ど
が
︑﹁
真
正
の
宗
教

心
﹂
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
︒
そ
う
し
て
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
る
︒﹁
我
々
は
自
己
の
安
心
の
為
に
宗
教
を
求
め
る
の

で
は
な
い
︑
安
心
は
宗
教
よ
り
来
る
結
果
に
す
ぎ
な
い
︒
宗
教
的

要
求
は
我
々
の
已
ま
ん
と
欲
し
て
已
む
能
わ
ざ
る
大
な
る
生
命
の

要
求
で
あ
る
︑
厳
粛
な
る
意
志
の
要
求
で
あ
る
﹂︒
宗
教
を
求
め

る
の
は﹁
我
々
﹂で
あ
る
が
︑そ
の
よ
う
な
要
求
の
出
処
は﹁
我
々
﹂

で
は
な
い
︒
そ
れ
は
﹁
我
々
の
已
ま
ん
と
欲
し
て
已
む
能
わ
ざ

る
﹂
要
求
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
我
々
の
肉
的
生
命
を
超
え
た

﹁
大
な
る
生
命
の
要
求
﹂
で
あ
り
︑﹁
厳
粛
な
る
意
志
の
要
求
﹂
な

の
で
あ
る
︒﹁
の
﹂
は
主
格
的
意
味
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

大
な
る
生
命
が
要
求
す
る
の
で
あ
り
︑
厳
粛
な
る
意
志
が
要
求
す

る
の
で
あ
る
︒

　

第
三
段
落
で
は
こ
う
し
た
自
己
と
し
て
の
我
々
の
要
求
で
あ
る

個
人
的
欲
求
が
︑
宗
教
的
要
求
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
必
然
的
な

過
程
が
述
べ
ら
れ
る
︒
ま
ず
﹁
個
人
的
生
命
﹂
と
し
て
の
﹁
自
己
﹂

を
中
心
と
し
て
﹁
凡
て
を
統
一
し
て
行
く
こ
と
即
ち
自
己
を
維
持

発
展
す
る
こ
と
が
我
々
の
精
神
的
生
命
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
︑﹁
こ

の
統
一
が
破
れ
た
と
き
に
は
︑
た
と
い
肉
体
に
お
い
て
生
き
て
い

る
に
も
せ
よ
︑
精
神
に
お
い
て
は
死
せ
る
も
同
然
と
な
る
﹂
と
さ

れ
る
︒
こ
れ
は
人
間
が
︿
物
語
﹀
を
必
要
と
し
︑︿
物
語
﹀
な
し

に
は
生
き
て
い
け
な
い
︑
と
も
言
い
換
え
う
る
で
あ
ろ
う
︒

　

し
か
し
こ
う
し
た
﹁
個
人
的
欲
求
を
中
心
と
し
て
凡
て
を
統
一

す
る
こ
と
﹂
は
で
き
ず
︑﹁
我
々
は
更
に
大
な
る
生
命
を
求
め
ね

ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
る
﹂
と
さ
れ
る
︒
こ
う
し
て
﹁
共
同
的
精
神
﹂

が
発
生
す
る
が
︑
こ
こ
で
も
な
お
﹁
自
己
﹂
は
棄
て
ら
れ
て
は
い

な
い
︒﹁
我
々
は
客
観
的
世
界
に
対
し
て
主
観
的
自
己
を
立
し
こ

れ
に
由
り
て
前
者
を
統
一
せ
ん
と
す
る
間
は
︑
そ
の
主
観
的
自
己

は
い
か
に
大
な
る
に
も
せ
よ
︑
そ
の
統
一
は
い
ま
だ
相
対
的
た
る

を
免
れ
な
い
﹂
と
あ
る
の
は
こ
う
し
た
段
階
の
こ
と
を
言
っ
て
い

る
で
あ
ろ
う
︒
な
る
ほ
ど
共
同
的
精
神
︵
客
観
的
精
神
︶
と
主
観

的
自
己
と
を
統
一
す
る
場
合
に
は
︑
自
己
が
共
同
的
精
神
に
向
け

て
自
ら
を
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
そ
こ
に
お
い
て
︿
よ
り

大
な
る
自
己
﹀
が
見
て
取
ら
れ
て
い
る
が
故
に
︑
こ
う
し
た
段
階

も
﹁
自
己
﹂
に
よ
る
統
一
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し

て
さ
ら
に
大
な
る
統
一
を
求
め
る
﹁
要
求
の
極
点
﹂
が
﹁
宗
教
的

要
求
﹂
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
宗
教
的
要
求
に
よ
っ
て
﹁
絶
対
的
統

一
﹂
が
得
ら
れ
る
︒
し
か
し
こ
う
し
た
﹁
絶
対
的
統
一
﹂
は
こ
れ

ま
で
と
異
な
り
﹁
た
だ
全
然
主
観
的
統
一
を
棄
て
て
客
観
的
統
一

に
一
致
す
る
こ
と
に
由
り
て
得
ら
れ
る
﹂
と
さ
れ
る
︒

　

第
四
段
落
で
は
第
三
段
落
と
は
逆
に
︑
意
識
統
一
の
要
求
の
頂

点
と
し
て
の
宗
教
的
要
求
が
意
識
統
一
の
要
求
の
根
本
で
あ
る
こ
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と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
上
の
﹁
客
観
的
統
一
﹂
が
﹁
大
な

る
統
一
﹂
の
極
ま
る
所
と
し
て
﹁
客
観
的
実
在
﹂
と
呼
ば
れ
て
い

る
が
︑
こ
れ
は
﹁
神
﹂
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
て
こ
の
統
一

︵
客
観
的
統
一
︑
神
︶
は
﹁
主
客
の
合
一
に
至
っ
て
そ
の
頂
点
に

達
す
る
﹂
と
さ
れ
る
︒﹁
客
観
的
実
在
と
い
う
の
も
主
観
的
意
識

を
離
れ
て
別
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
︑
意
識
統
一
の
結
果
︑
疑

わ
ん
と
欲
し
て
疑
う
能
わ
ず
︑
求
め
ん
と
欲
し
て
こ
れ
以
上
に
求

む
る
の
途
な
き
も
の
を
い
う
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
﹁
主
客
の

合
一
﹂と
は
︑信
の
原
因
と
な
る﹁
見
神
の
事
実
﹂で
あ
る
︒﹁
自
己
﹂

が
破
れ
た
所
で
﹁
神
﹂
を
見
た
︑
見
た
が
故
に
﹁
信
じ
る
﹂
ほ
か

に
途
は
な
い
の
で
あ
る
︒

　

次
い
で
こ
の
﹁
意
識
統
一
の
頂
点
即
ち
主
客
合
一
の
状
態
﹂
が

﹁
意
識
の
根
本
的
要
求
﹂
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑﹁
意
識
本
来
の
状

態
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
こ
の
﹁
意
識
本
来
の
状
態
﹂
を
説
明
し

て
︑
そ
れ
は
小
児
の
境
涯
の
ご
と
く
︑﹁
未
だ
主
客
の
分
離
な
く
︑

物
我
一
体
︑
唯
︑
一
事
実
あ
る
の
み
で
あ
る
︒
我
と
物
が
一
な
る

が
故
に
更
に
真
理
の
求
む
べ
き
者
な
く
︑
欲
望
の
満
す
べ
き
者
も

な
い
︑
人
は
神
と
共
に
あ
り
︑
エ
デ
ン
の
花
園
と
は
か
く
の
如
き

者
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

　
﹁
然
る
に
意
識
の
分
化
発
展
す
る
に
従
い
主
客
相
対
立
し
︑
物

我
相
背
き
︑
人
生
是
に
お
い
て
要
求
あ
り
︑
苦
悩
あ
り
︑
人
は
神

よ
り
離
れ
︑
楽
園
は
長
え
に
ア
ダ
ム
の
子
孫
よ
り
鎖
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
﹂
が
︑﹁
意
識
は
い
か
に
分
化
発
展
す
る
に
し
て
も
到
底

主
客
合
一
の
統
一
よ
り
離
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
﹂
と
さ
れ
る
︒
す

な
わ
ち
﹁
意
識
本
来
の
状
態
﹂
に
お
い
て
﹁
要
求
﹂
は
な
く
︑
要

求
は
意
識
の
分
化
発
展
に
伴
い
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
際

﹁
要
求
﹂
は
﹁
意
識
﹂
の
要
求
と
︑
そ
う
し
た
意
識
の
背
後
で
︑

意
識
を
﹁
意
識
本
来
の
状
態
﹂
か
ら
離
す
ま
い
と
す
る
﹁
意
識
の

根
本
的
要
求
﹂
の
両
面
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
上
の
﹁
物

我
相
背
き
︑
人
生
こ
こ
に
お
い
て
要
求
あ
り
﹂
と
言
わ
れ
る
場
合

の
﹁
要
求
﹂
は
﹁
意
識
﹂
上
の
意
識
統
一
の
要
求
で
あ
る
が
︑
そ

れ
は
同
時
に
意
識
の
背
後
で
働
い
て
い
る﹁
意
識
の
根
本
的
要
求
﹂

で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
意
識
は
意
識
で
あ
る
と
同
時

に
そ
の
根
本
を
も
意
味
し
て
い
る
︒

　

と
こ
ろ
で﹁
意
識
成
立
の
要
件
﹂は
二
つ
あ
る
︒第
一
の
要
件
が
︑

第
四
段
落
冒
頭
に
﹁
元
来
︑
意
識
の
統
一
と
い
う
の
は
意
識
成
立

の
要
件
で
あ
っ
て
﹂と
あ
る
よ
う
に﹁
意
識
の
統
一
﹂で
あ
り
︑﹁
統

一
無
き
意
識
は
無
も
同
然
で
あ
る
﹂
と
言
わ
れ
る
︒
第
二
の
要
件

が
︑﹁
意
識
の
分
化
発
展
は
統
一
の
他
面
で
あ
っ
て
や
は
り
意
識

成
立
の
要
件
で
あ
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
﹁
意
識
の
分
化
発
展
﹂
で

あ
る
︒
第
四
段
落
冒
頭
で
は
﹁
意
識
は
内
容
の
対
立
に
由
り
て
成

立
す
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
の
内
容
が
多
様
な
れ
ば
な
る
程
一
方
に

お
い
て
大
な
る
統
一
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
﹂と
言
わ
れ
て
い
た
︒

意
識
は
常
に
こ
の
両
面
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
意
識
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成
立
の
要
件
﹂が
意
識
の
根
本
に
お
い
て
見
ら
れ
る
な
ら
ば
︑﹁
真

実
在
の
根
本
的
方
式
︵
第
二
編
第
五
章
︶﹂
と
な
る
︒

　

さ
て
宗
教
的
要
求
は
一
方
に
お
い
て
︑
我
々
の
意
識
的
な
意
識

統
一
の
要
求
で
あ
る
と
と
も
に
︑
他
方
に
お
い
て
意
識
の
根
本

で
あ
る
﹁
大
な
る
生
命
﹂
か
ら
の
要
求
で
も
あ
る
こ
と
に
な
っ

た
︒
第
五
段
落
で
は
﹁
か
く
し
て
宗
教
的
要
求
は
人
心
の
最
深
最

大
な
る
要
求
で
あ
る
﹂︑
と
ま
ず
は
一
般
的
に
述
べ
ら
れ
る
︒
こ

こ
で
は
﹁
要
求
﹂
の
主
体
は
﹁
人
心
﹂
で
あ
る
︒﹁
人
心
﹂
は
意

識
な
い
し
自
己
と
︑
そ
の
背
後
の
﹁
大
な
る
生
命
﹂
を
含
め
て
言

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
次
い
で
自
己
の
要
求
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
我
々
は
種
々
の
肉
体
的
要
求
や
ま
た
精
神

的
要
求
を
も
っ
て
い
る
︒
し
か
し
そ
は
皆
自
己
の
一
部
の
要
求
に

す
ぎ
な
い
︑
独
り
宗
教
は
自
己
そ
の
も
の
の
解
決
で
あ
る
﹂︒
こ

こ
で
は
﹁
自
己
の
一
部
﹂
と
﹁
自
己
そ
の
も
の
﹂
が
対
比
さ
れ
て

い
る
︒
前
者
が
個
人
的
欲
求
の
中
心
と
し
て
の
自
己
で
あ
り
︑
後

者
が
そ
う
し
た
自
己
を
含
む
ま
る
ご
と
の
自
己
で
あ
る
︒
す
な
わ

ち
自
己
も
こ
こ
で
は
人
心
同
様
両
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
こ
の
文
を
さ
ら
に
説
明
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

る
︒﹁
我
々
は
知
識
に
お
い
て
ま
た
意
志
に
お
い
て
意
識
の
統
一

を
求
め
主
客
の
合
一
を
求
め
る
﹂︒
こ
れ
は
自
己
︵
あ
る
い
は
自

己
の
一
部
︶
に
よ
る
意
識
的
な
要
求
で
あ
る
︒﹁
し
か
し
こ
は
な

お
半
面
の
統
一
に
過
ぎ
な
い
︑
宗
教
は
こ
れ
ら
の
統
一
の
背
後
に

お
け
る
最
深
の
統
一
を
求
め
る
の
で
あ
る
︑
知
意
未
分
以
前
の
統

一
を
求
め
る
の
で
あ
る
﹂︒先
の
意
識
的
な
要
求
は
統
一
の﹁
半
面
﹂

に
過
ぎ
な
い
︑
と
言
う
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
も
う
一
つ
の
﹁
半

面
﹂
が
︑
そ
う
し
た
意
識
的
統
一
の
﹁
背
後
に
お
け
る
最
深
の
統

一
﹂
を
求
め
る
要
求
で
あ
り
︑
そ
の
要
求
の
主
体
は
﹁
宗
教
﹂
に

な
っ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
宗
教
﹂
は
意
識
の
背
後
に
お
け
る
要
求
の

主
体
と
し
て
︑﹁
大
な
る
生
命
﹂
な
い
し
﹁
厳
粛
な
る
意
志
﹂
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
我
々
の
意
識
的
な
要
求
が
同

時
に
そ
の
背
後
に
お
い
て
そ
う
し
た
意
識
を
超
え
た
も
の
の
要
求

だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

　

そ
こ
で
﹁
我
々
の
凡
て
の
要
求
は
宗
教
的
要
求
よ
り
分
化
し
た

も
の
で
︑
ま
た
そ
の
発
展
の
結
果
こ
れ
に
帰
着
す
る
と
い
っ
て
よ

い
﹂
と
述
べ
ら
れ
る
︒
我
々
は
そ
の
都
度
肉
体
的
精
神
的
な
要
求

を
抱
え
て
い
る
︒
そ
の
都
度
何
を
し
た
い
か
は
分
か
る
︒
し
か
し

本
当
に
何
を
し
た
い
の
か
︑
と
な
る
と
そ
う
は
ゆ
か
な
い
︒
本
当

の
要
求
︑
そ
れ
は
我
々
の
意
識
を
超
え
た
﹁
大
な
る
生
命
﹂
の
要

求
だ
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
都
度
の
意
識
的
な
要
求
も
﹁
大

な
る
生
命
﹂
の
要
求
た
る
宗
教
的
要
求
か
ら
分
化
し
た
も
の
で
あ

り
︑
そ
の
発
展
の
結
果
ま
た
宗
教
的
要
求
に
帰
着
す
る
︑
と
い
う

の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
︒

我
々
の
卑
近
な
そ
の
都
度
の
要
求
が
そ
の
ま
ま
実
は
宗
教
的
要
求

だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
︒
だ
と
す
れ
ば
こ
れ
は
あ
ま
り
に
安
直
な
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考
え
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
れ
に
続
い
て
﹁
人
智
の
未
だ
開
け
な

い
時
は
人
々
反
っ
て
宗
教
的
で
あ
っ
て
︑
学
問
道
徳
の
極
致
は
ま

た
宗
教
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
る
﹂
と
あ
る
︒
そ
こ
か

ら
考
え
る
な
ら
ば
︑我
々
の
生
活
に
お
け
る
全
て
の
要
求
は
︑﹁
人

智
の
未
だ
開
け
な
い
時
﹂
は
神
ま
た
は
神
々
の
要
求
に
基
づ
い
て

考
え
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
学
問
道
徳
︵
人
智
︶
が
発
展
す
る
に

つ
れ
︑
我
々
の
要
求
は
神
ま
た
は
神
々
の
要
求
か
ら
分
化
し
離
れ

て
い
っ
た
が
︑
学
問
道
徳
の
極
致
は
宗
教
的
要
求
に
帰
着
す
る
こ

と
に
な
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
前
半
は
理
解
可
能

で
あ
る
︒
し
か
し
後
半
が
理
解
不
能
で
あ
る
︒
学
問
道
徳
の
極
致

と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
学
問
道
徳
が
そ
の
究
極
に
至
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
そ
う
し
た
極
致
に
お
い
て

我
々
の
要
求
が
宗
教
的
要
求
に
帰
着
す
る
︑
と
は
ど
う
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
か
︒
再
び
原
始
の
状
態
に
返
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
︒

　

学
問
道
徳
の
極
致
と
は
︑我
々
が
一
層
大
な
る
統
一
を
求
め
る
︑

そ
の
極
点
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
極
点
と
は
主
客
の
合
一

た
る
﹁
見
神
の
事
実
﹂
で
あ
る
︒
ま
ず
自
己
を
立
て
︑
か
か
る
主

観
的
自
己
が
真
理
を
求
め
る
︒
そ
う
し
た
学
問
が
︑
そ
の
最
後
の

と
こ
ろ
で
無
知
に
晒
さ
れ
︑
主
観
的
統
一
と
し
て
の
自
己
が
破
ら

れ
る
︒
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
主
客
の
絶
対
的
統

一
が
現
成
し
︑
か
く
し
て
真
理
が
気
付
き
と
い
う
仕
方
で
与
え
ら

れ
る
︒
あ
る
い
は
ま
ず
自
己
を
立
て
︑
か
か
る
主
体
的
自
己
が
善

を
求
め
る
︑
そ
う
し
た
道
徳
が
︑
そ
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
悪
と
罪

に
晒
さ
れ
︑
そ
う
し
た
自
己
が
破
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
か
え

っ
て
赦
し
が
訪
れ
る
︒

　

し
か
し
学
問
道
徳
の
極
致
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
て

も
︑
そ
う
し
た
極
致
に
お
い
て
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宗
教
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
学
問
道
徳
を
棄
て
﹁
人
智
の

開
け
な
い
時
﹂
の
宗
教
に
帰
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
あ
ら

ゆ
る
分
別
的
な
知
を
棄
て
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う

か
︒
し
か
し
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
ろ
う
︒

　

真
理
や
赦
し
が
与
え
ら
れ
た
︑
と
い
う
根
本
経
験
は
﹁
真
理
が

与
え
ら
れ
た
﹂︑﹁
赦
し
が
与
え
ら
れ
た
﹂
と
い
う
言
明
に
よ
っ
て

の
み
顕
と
な
る
︒
し
か
し
そ
う
し
た
言
明
は
す
で
に
自
己
の
意
識

的
な
統
一
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
統
一
は

さ
ら
に
大
な
る
統
一
に
向
か
っ
て
分
裂
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒学
問
道
徳
の
発
展
に
こ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
こ
と
は
な
い
︒

我
々
は
一
面
に
お
い
て
こ
う
し
た
意
識
の
経
験
の
領
域
を
一
歩
も

出
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

　

し
か
も
こ
う
し
た
そ
の
都
度
の
意
識
統
一
は
︑
第
一
に
意
識
が

自
分
の
た
め
に
作
り
出
し
た
自
分
に
都
合
の
良
い
物
語
で
あ
る
と

い
う
点
で
︑
第
二
に
よ
り
大
な
る
統
一
に
向
け
て
必
ず
破
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
︑
我
々
の
そ
の
都
度
の
意
識
統
一
も
要
求
も
︑
そ
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の
非
真
理
性
が
暴
露
さ
れ
必
ず
崩
れ
る
と
い
う
意
味
で
︑
偽
で
あ

る
︒
そ
の
意
味
で
は
﹁
真
理
が
与
え
ら
れ
た
﹂︑﹁
赦
し
が
与
え
ら

れ
た
﹂
と
い
う
言
明
は
︑
す
で
に
偽
で
あ
り
︑
偽
善
で
あ
る
︒

　

あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
要
求
は
︑
肉
体
的
な
要
求
で
あ
れ
精
神
的

な
要
求
で
あ
れ
必
ず
崩
れ
る
︒
満
足
を
得
て
意
識
統
一
が
達
成
さ

れ
て
も
︑
さ
ら
に
次
な
る
要
求
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
し
か

も
そ
れ
が
求
め
る
統
一
は
︑
自
己
が
作
っ
た
自
己
の
た
め
の
自
己

に
都
合
の
良
い
物
語
で
あ
り
︑
畢
竟
偽
で
あ
る
︒
そ
れ
が
死
に
至

る
ま
で
続
く
︒
歴
史
的
な
進
展
に
お
い
て
も
そ
れ
は
世
界
の
終
り

ま
で
続
く
だ
ろ
う
︒
ま
た
ど
の
よ
う
な
夢
や
理
想
も
そ
れ
を
達
成

し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
︑
気
づ
か
ぬ
犠
牲
や
思
わ
ぬ
結
果
を
引
き

起
こ
す
︒
我
々
は
あ
の
世
や
真
実
の
世
界
を
思
い
描
く
こ
と
な

く
︵
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
世
界
を
思
い
描
く
こ
と
は
人
間
に
と

っ
て
楽
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
の
よ
う
に
思
い
描
い
て
い
る
こ
と

自
体
こ
の
世
の
出
来
事
に
他
な
ら
な
い
か
ら
︶︑
こ
の
世
を
唯
一

の
現
実
世
界
と
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
拘
ら
ず
︑
こ

の
世
に
真
実
は
な
い
︒
一
切
は
偽
で
あ
り
︑
虚
仮
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
︑
我
々
は
こ
の
世
で
生
き
て
い
く
他
は
な
い
︒﹁
個
人
的
生

命
は
必
ず
外
は
世
界
と
衝
突
し
内
は
自
ら
矛
盾
に
陥
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
﹂
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
衝
突
と
矛
盾
の
極
点
に
お
い
て
宗
教

的
要
求
が
起
こ
っ
て
く
る
︒
大
な
る
統
一
を
求
め
る
主
観
的
な
意

識
統
一
の
途
が
全
く
断
た
れ
た
所
で
そ
れ
は
起
こ
っ
て
く
る
︒
そ

の
意
味
で
﹁
宗
教
的
要
求
は
か
か
る
要
求
の
極
点
﹂
な
の
で
あ
る
︒

　

そ
れ
故
我
々
の
そ
の
都
度
の
意
識
的
な
要
求
が
そ
の
ま
ま
実
は

宗
教
的
要
求
な
の
だ
︑
な
ど
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
言
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
︒
そ
の
都
度
の
要
求
が
崩
れ
て
い
く
︑
そ
の
限
り
に

お
い
て
そ
れ
は
実
は
そ
の
ま
ま
宗
教
的
要
求
に
通
じ
て
い
る
の
で

あ
る
︒

　

人
間
は
意
識
統
一
が
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
︒
物
語
が
な

け
れ
ば
生
き
て
は
行
か
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
は
絶
え
ず
大
な
る

統
一
に
向
け
て
分
化
発
展
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
し
か

し
そ
う
し
た
生
き
方
の
矛
盾
が
極
点
に
達
し
た
時
︑
宗
教
的
要
求

が
起
こ
る
︒
こ
う
し
た
過
程
は
自
分
を
ご
ま
か
す
こ
と
が
な
け
れ

ば
必
然
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
︑

西
田
は
第
一
章
の
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
を
次
の
文
で
結
ん
で
い
る
︒

　
﹁
世
に
は
往
々
何
故
に
宗
教
が
必
要
で
あ
る
か
な
ど
尋
ね
る
人

が
あ
る
︒
し
か
し
か
く
の
如
き
問
い
は
何
故
に
生
き
る
必
要
が
あ

る
か
と
い
う
と
同
一
で
あ
る
︒
宗
教
は
己
の
生
命
を
離
れ
て
存
す

る
の
で
は
な
い
︑
そ
の
要
求
は
生
命
そ
の
も
の
の
要
求
で
あ
る
︒

か
か
る
問
い
を
発
す
る
の
は
自
己
の
生
涯
の
真
面
目
な
ら
ざ
る
を

示
す
も
の
で
あ
る
︒
真
摯
に
考
え
真
摯
に
生
き
ん
と
欲
す
る
者
は

必
ず
熱
烈
な
る
宗
教
的
要
求
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
﹂︒

　

宗
教
的
要
求
と
は
発
心
︵
発
菩
提
心
︶
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ

一
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は
我
々
を
超
え
た
処
か
ら
我
々
に
起
こ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
︒

そ
れ
は
﹁
自
分
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
助
け
て

く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
自
己
の
願
い
で
あ
り
な
が
ら
︑﹁
自
己
の
相

対
的
に
し
て
有
限
な
る
こ
と
を
覚
知
し
て
︑
絶
対
無
限
の
力
に
合

一
し
て
こ
れ
に
由
り
て
永
遠
の
真
生
命
を
得
ん
と
欲
せ
よ
﹂
と
い

う
大
な
る
生
命
の
要
求
で
あ
る
︒
人
間
は
意
識
統
一
を
ど
こ
ま
で

も
求
め
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
う
し
た
生
き
方

が
︑
罪
や
虚
無
に
晒
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
う
し
た
深
い
矛
盾

や
不
条
理
を
抱
え
て
い
る
︒
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
宗
教
的
要
求
が

人
間
の
身
に
起
こ
り
う
る
︒
宗
教
﹁
的
﹂
要
求
と
は
︑
我
々
が
宗

教
﹁
を
﹂
要
求
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
同
時
に
そ
の
根
本
に
お
い
て

宗
教
﹁
が
﹂
我
々
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
か
か
る
宗
教
的
要

求
の
頂
点
に
お
い
て
︑
自
己
が
破
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
二
つ
の
要

求
が
一
つ
に
な
る
と
き
︑
絶
対
的
統
一
が
現
成
す
る
︒﹁
自
分
の

力
で
は
も
う
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
︒
助
け
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い

う
自
己
の
願
い
の
出
処
が
︑
脱
自
的
な
突
破
を
通
じ
て
﹁
我
々
の

自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限
な
る
こ
と
を
覚
知
し
て
︑
絶
対

無
限
の
力
に
合
一
し
て
こ
れ
に
よ
り
て
永
遠
の
真
生
命
を
得
ん
と

欲
せ
よ
﹂
と
い
う
﹁
大
な
る
生
命
﹂
の
願
い
で
あ
り
︑
そ
の
願
い

が
自
己
の
要
求
の
背
後
で
︑
常
に
我
々
に
届
い
て
い
た
こ
と
に
気

づ
く
︒
そ
れ
が
﹁
疑
わ
ん
と
欲
し
て
疑
う
能
わ
ず
︑
求
め
ん
と
欲

し
て
こ
れ
以
上
に
求
む
る
途
な
き
も
の
﹂と
の
合
一
で
あ
り
︑﹁
見

神
の
事
実
﹂
で
あ
ろ
う
︒

第
二
章　

宗
教
の
本
質

　

宗
教
は
ま
ず
要
求
と
し
て
聞
き
届
け
ら
れ
る
︒
そ
の
要
求
の
内

に
そ
の
要
求
の
内
容
が
聞
か
れ
て
く
る
︒﹁
ど
う
し
た
い
の
か
﹂︑

﹁
何
が
願
い
な
の
か
﹂︑
そ
れ
が
要
求
の
内
容
で
あ
る
︒
そ
う
し
た

自
己
の
要
求
の
内
に
神
の
要
求
を
聞
き
取
る
こ
と
が
宗
教
的
要
求

の
頂
点
で
あ
る
︒
同
じ
一
つ
の
要
求
が
自
己
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も

の
か
ら
神
が
発
し
た
も
の
へ
と
変
換
す
る
︒
こ
れ
を
可
能
に
す
る

の
が
﹁
自
己
の
変
換
﹂
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
変
換
を
求
め
る
宗
教

を
西
田
は
﹁
真
正
の
宗
教
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒
そ
う
し
て
あ
る
宗

教
を
真
正
に
す
る
も
の
︑
そ
れ
を
西
田
は
﹁
宗
教
の
本
質
﹂
と
呼

ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒

　

宗
教
は
予
め
ど
こ
か
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
︒
宗
教
は

常
に
宗
教
的
要
求
の
内
容
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
故
﹁
宗

教
と
は
神
と
人
と
の
関
係
で
あ
る
﹂
と
言
わ
れ
る
︒
宗
教
は
要
求

と
い
う
関
係
の
内
に
聞
き
開
か
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
上

で
西
田
は
﹁
神
﹂
を
﹁
宇
宙
の
根
本
と
見
て
お
く
の
が
最
も
適
当

で
あ
ろ
う
と
思
う
︑
し
か
し
て
人
と
は
我
々
個
人
的
意
識
を
さ
す

の
で
あ
る
﹂
と
一
応
押
さ
え
て
お
く
︒
そ
う
し
て
﹁
こ
の
両
者
の

関
係
の
考
え
方
に
由
っ
て
種
々
の
宗
教
が
定
ま
っ
て
く
る
の
で
あ

る
︒
然
ら
ば
如
何
な
る
関
係
が
真
の
宗
教
的
関
係
で
あ
ろ
う
か
﹂

一
一



と
︑﹁
宗
教
の
本
質
﹂
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒

　

そ
う
し
て
﹁
も
し
神
と
我
と
は
そ
の
根
柢
に
お
い
て
本
質
を
異

に
し
︑
神
は
単
に
人
間
以
上
の
偉
大
な
る
力
と
い
う
如
き
者
と
す

る
な
ら
ば
︑
我
々
は
こ
れ
に
向
か
っ
て
毫
も
宗
教
的
動
機
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
ぬ
﹂
と
述
べ
る
︒
何
故
な
ら
﹁
本
質
を
異
に
せ
る

者
の
相
互
の
関
係
は
利
己
心
の
外
に
成
り
立
つ
こ
と
は
で
き
な

い
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
﹁
凡
て
の
宗
教
の
本
に
は
神
人
同

性
の
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
即
ち
父
子
の
関
係
が
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
﹂
と
︑
ま
ず
宗
教
と
宗
教
で
な
い
も
の
を
区
別
す
る
︒
次

い
で
真
の
宗
教
と
そ
う
で
な
い
宗
教
を
区
別
し
︑
真
の
宗
教
に
お

い
て
﹁
神
は
宇
宙
の
根
本
で
あ
っ
て
兼
ね
て
我
等
の
根
本
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
す
る
︒

　

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
神
と
我
の
根
柢
が
本

質
的
に
同
性
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
︑
宇
宙
と
我
等

︵
我
︶
の
根
本
︵
根
柢
︶
が
神
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
換

言
す
れ
ば
神
と
人
の
関
係
が
父
子
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
父
も
子
も
共
に
同
じ
血
を
引
く
人
間
で
あ
る
と

い
う
点
で
同
性
で
あ
る
が
︑
父
は
子
の
根
源
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒

　

第
二
段
落
は
﹁
神
人
そ
の
性
を
同
じ
う
し
︑
人
は
神
に
お
い
て

そ
の
本
に
帰
す
と
い
う
の
は
凡
て
の
宗
教
の
根
本
的
思
想
で
あ
っ

て
︑
こ
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
に
し
て
始
め
て
真
の
宗
教
と
称
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
﹂
と
︑
前
段
落
を
受
け
て
真
の
宗
教
の

条
件
を
繰
り
返
し
述
べ
た
後
︑
真
の
宗
教
の
内
で
﹁
最
深
な
る
も

の
﹂
は
何
か
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
有
神
論
に
対

す
る
汎
神
論
の
優
位
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
西
田
に

よ
れ
ば
有
神
論
と
は﹁
神
は
宇
宙
の
外
に
超
越
せ
る
者
で
あ
っ
て
︑

外
よ
り
世
界
を
支
配
し
人
に
対
し
て
も
外
か
ら
働
く
よ
う
に
考
え

る
﹂
も
の
で
あ
り
︑
汎
神
論
と
は
﹁
神
は
内
在
的
で
あ
っ
て
︑
人

は
神
の
一
部
で
あ
り
神
は
内
よ
り
人
に
働
く
と
考
え
る
﹂
も
の
で

あ
る
︒
引
き
続
き
第
三
段
落
で
は
︑﹁
我
々
の
神
と
は
天
地
こ
れ

に
由
り
て
位
し
万
物
こ
れ
に
由
り
て
育
す
る
宇
宙
の
内
面
的
統
一

力
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑こ
の
外
に
神
と
い
う
べ
き
も
の
は
な
い
﹂

と
西
田
の
考
え
る
汎
神
論
の
神
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
る
︒
こ
れ
に

対
し
西
田
が
批
判
す
る
有
神
論
と
は
超
自
然
的
︑
超
理
性
的
に
擬

人
化
さ
れ
た
人
格
神
を
神
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
︒

　

次
い
で
我
々
と
神
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
我
々
は
こ
の

自
然
の
根
柢
に
お
い
て
︑
ま
た
自
己
の
根
柢
に
お
い
て
直
ち
に
神

を
見
れ
ば
こ
そ
神
に
お
い
て
無
限
の
暖
か
さ
を
感
じ
︑﹃
我
は
神

に
お
い
て
生
く
﹄
と
い
う
宗
教
の
真
髄
に
達
す
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
あ
る
﹂︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
自
然
と
自
己
の
根
柢
は
︑︿
そ
こ
に

お
い
て
神
を
見
る
と
こ
ろ
﹀
で
あ
る
︒
し
か
し
︿
そ
こ
に
お
い
て

神
を
見
る
と
と
こ
ろ
﹀
と
し
て
の
神
の
根
柢
は
同
時
に
神
で
あ
っ

た
︒
し
た
が
っ
て
﹁
我
々
の
自
己
の
根
柢
﹂
が
神
で
あ
る
︑
と
い

一
二



う
の
が
神
と
人
の
第
一
の
関
係
で
あ
る
︒

　

テ
キ
ス
ト
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒﹁
神
に
対
す
る
真

の
敬
愛
の
念
は
た
だ
こ
の
中
よ
り
出
で
く
る
こ
と
が
で
き
る
︒
愛

と
い
う
の
は
二
つ
の
人
格
が
合
し
て
一
と
な
る
の
謂
い
で
あ
り
︑

敬
と
は
部
分
的
人
格
が
全
人
格
に
対
し
て
起
こ
す
感
情
で
あ
る
﹂︒

そ
う
し
て
敬
に
つ
い
て
は
﹁
我
々
の
精
神
が
神
の
部
分
的
意
識
﹂

で
あ
る
こ
と
︑
ま
た
愛
に
つ
い
て
は
﹁
我
々
の
精
神
は
神
と
同
一

体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
ま
ず
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
﹁
我
々
の
精
神
﹂
は
﹁
我
は
神
に
お

い
て
生
く
﹂
と
い
う
宗
教
の
真
髄
か
ら
出
で
き
た
も
の
だ
︑
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
即
ち
こ
の
﹁
我
々
の
精
神
﹂
は
自
己
の
根
柢
に

お
け
る
︑
換
言
す
れ
ば
神
に
お
け
る
自
己
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
我
々

の
精
神
﹂
に
つ
い
て
︑
そ
れ
が
﹁
神
の
部
分
的
意
識
﹂
で
あ
る
︑

と
い
う
の
が
神
と
人
の
第
二
の
関
係
で
あ
り
︑﹁
神
と
同
一
体
﹂

で
あ
る
と
い
う
の
が
第
三
の
関
係
で
あ
る
︒﹁
我
々
の
精
神
﹂
と

神
と
の
関
係
は
︑
部
分
と
全
体
の
関
係
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
の
部

分
が
同
時
に
全
体
で
あ
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
一
即

一
切
︑
一
切
即
一
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
が
︑
こ
の
関
係
は
む
し

ろ
宗
教
的
要
求
に
お
け
る
二
つ
の
要
求
に
対
応
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
︒
即
ち
﹁
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限
な
る
こ
と

を
覚
知
﹂
せ
よ
︑と
い
う
第
一
の
要
求
の
頂
点
に
お
い
て
︑﹁
我
々

の
精
神
が
神
の
部
分
的
意
識
﹂
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
﹁
絶
対
無
限
の
力
に
合
一
し
て
こ
れ
に
由
り
て
永
遠
の
真
生

命
を
得
ん
と
欲
﹂
せ
よ
︑と
い
う
第
二
の
要
求
の
頂
点
に
お
い
て
︑

﹁
我
々
の
精
神
は
神
と
同
一
体
﹂
で
あ
る
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
︒

　

第
四
段
落
で
は
﹁
最
深
の
宗
教
は
神
人
同
体
の
上
に
成
立
す
る

こ
と
が
で
き
︑
宗
教
の
真
意
は
こ
の
神
人
合
一
の
意
義
を
獲
得
す

る
に
あ
る
﹂
と
こ
の
章
で
の
結
論
が
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
即
ち
我
々

は
︵
の
？
︶
意
識
の
根
柢
に
お
い
て
自
己
の
意
識
を
破
り
て
働
く

堂
々
た
る
宇
宙
的
精
神
を
実
験
す
る
に
あ
る
の
で
あ
る
﹂︒﹁
実
験
﹂

と
は
実
際
に
経
験
す
る
の
意
で
あ
る
︒﹁
神
を
見
︑
こ
れ
を
信
ず

る
と
共
に
︑
こ
こ
に
自
己
の
真
生
命
を
見
出
し
無
限
の
力
を
感
ず

る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
信
︵
信
念
︶
と
は
か
か
る
﹁
直
観
﹂

と
﹁
活
力
﹂
に
基
づ
い
て
﹁
信
ぜ
ざ
ら
ん
と
欲
し
て
信
ぜ
ざ
る
あ

た
わ
ざ
る
信
念
を
内
よ
り
得
る
﹂
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒

第
三
章　

神

　

宗
教
は
宗
教
的
要
求
か
ら
始
ま
る
︒
そ
れ
故﹁
第
四
編　

宗
教
﹂

は
﹁
第
一
章　

宗
教
的
要
求
﹂
か
ら
始
ま
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
結

論
は
﹁
宗
教
的
要
求
は
人
心
の
最
深
最
大
な
る
要
求
で
あ
る
﹂
と

い
う
一
文
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
際
﹁
人
心
﹂
は
﹁
自

己
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
︑
自
己
を
超
え
た
﹁
大
な
る
生
命
﹂
で
あ

る
︒
自
己
か
ら
の
要
求
と
大
な
る
生
命
か
ら
の
要
求
が
一
つ
に
な

一
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る
と
こ
ろ
に
︑
宗
教
的
要
求
の
頂
点
と
し
て
の
見
神
の
事
実
︑
神

人
合
一
が
現
成
す
る
︒
第
二
章
は
﹁
宗
教
の
本
質
﹂
と
題
さ
れ
て

い
る
︒
教
義
と
か
儀
式
と
い
っ
た
宗
教
の
外
形
に
対
す
る
宗
教
の

本
旨
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
な
し
に
は
宗
教
が
宗
教
と
は
言

わ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
西
田
は
さ
ら
に
﹁
最

深
の
宗
教
﹂
の
本
質
を
考
察
す
る
︒
そ
の
結
論
は
次
の
一
文
に
集

約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒﹁
か
く
最
深
の
宗
教
は
神
人
同
体
の
上
に

成
立
す
る
こ
と
が
で
き
︑
宗
教
の
真
意
は
こ
の
神
人
合
一
の
意
義

を
獲
得
す
る
に
あ
る
の
で
あ
る
﹂︒
す
な
わ
ち
﹁
最
深
の
宗
教
の

本
質
﹂は﹁
宗
教
的
要
求
﹂の
頂
点
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
︑

そ
の
真
意
も
か
か
る
頂
点
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ

の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
最
深
の
宗
教
の
真
意
の
内
容
が
︑
続

く
﹁
第
三
章　

神
﹂︑﹁
第
四
章　

神
と
世
界
﹂
で
あ
る
︒
西
田
は

最
深
の
宗
教
の
真
意
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
聞
き
取
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
︒

　

第
一
段
落
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
神
と
は
こ
の

宇
宙
の
根
本
を
い
う
の
で
あ
る
︒
上
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
余
は
神

を
宇
宙
の
外
に
超
越
せ
る
造
物
者
と
は
見
ず
し
て
︑
直
ち
に
こ
の

実
在
の
根
柢
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
神
と
宇
宙
と
の
関
係
は
芸
術

家
と
そ
の
作
品
と
の
如
き
関
係
で
は
な
く
︑
本
体
と
現
象
と
の
関

係
で
あ
る
﹂︒﹁
宇
宙
﹂
は
﹁
実
在
﹂
と
同
義
で
あ
る
︒
こ
こ
で
﹁
根

柢
﹂
な
い
し
﹁
根
本
﹂
が
明
確
に
﹁
本
体
﹂
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
る
︒﹁
神
﹂
が
﹁
本
体
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹁
宇
宙
﹂
な

い
し
﹁
実
在
﹂
が
﹁
現
象
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
実
在
が
現
象
と

呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
不
整
合
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
︒

　

続
い
て
﹁
宇
宙
は
神
の
所
作
物
で
は
な
く
︑
神
の
表
現

m
anifestation 

で
あ
る
︒
外
は
日
月
星
辰
の
運
行
よ
り
内
は
人
心

の
機
微
に
至
る
ま
で
悉
く
神
の
表
現
で
な
い
も
の
は
な
い
︑
我
々

は
此
等
の
物
の
根
柢
に
お
い
て
一
々
神
の
霊
光
を
拝
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
﹂︑
と
あ
る
︒﹁
日
月
星
辰
の
運
行
﹂
が
﹁
自
然

現
象
﹂
で
あ
り
︑﹁
人
心
の
機
微
﹂
が
﹁
精
神
現
象
﹂
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
﹁
現
象
﹂
が
﹁
実
在
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
︑
そ
れ

が
﹁
凡
て
の
人
工
的
仮
定
を
去
り
︑
疑
う
に
も
も
は
や
疑
い
よ
う

の
な
い
︑
直
接
の
知
識
︵
第
二
編
第
一
章
第
二
段
落
︶﹂
だ
か
ら

で
あ
る
︒﹁
意
識
を
離
れ
て
外
界
に
物
が
存
在
し
︑
意
識
の
背
後

に
心
な
る
物
が
あ
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
働
き
を
な
す
︵
同
︶﹂︑
と
い

う
よ
う
な
仮
定
を
持
ち
込
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
換
言
す
れ

ば
﹁
直
覚
的
経
験
の
事
実
即
ち
意
識
現
象
に
つ
い
て
の
知
識
︵
同

第
三
段
落
︶﹂
だ
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
西
田
は
﹃
善
の
研
究
﹄

に
お
け
る
﹁
実
在
﹂
概
念
に
正
確
に
従
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て

上
の
﹁
自
然
現
象
﹂
は
決
し
て
自
然
に
つ
い
て
の
人
間
の
一
定
の

見
方
で
あ
る
︿
自
然
観
﹀
で
は
な
い
し
︑﹁
精
神
現
象
﹂
も
︿
人

間
観
﹀
で
は
な
い
︒
何
故
そ
う
い
え
る
の
か
︒﹁
神
の
霊
光
を
拝
﹂

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
自
然
観
や
人
間
観
が
破
れ
て
い
る
か
ら

一
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で
あ
る
︒

　

第
二
段
落
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
ニ
ュ
ー
ト
ン
や

ケ
プ
レ
ル
が
天
体
運
行
の
整
斉
を
見
て
敬
虔
の
念
に
打
た
れ
た
と

い
う
よ
う
に
我
々
は
自
然
の
現
象
を
研
究
す
れ
ば
す
る
程
︑
そ
の

背
後
に
一
つ
の
統
一
力
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
﹂︒
こ
こ
で
自
然
研
究
は
自
然
の
統
一
力
に
出
会
い
︑
敬
虔

の
念
に
打
た
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
古
い
自
然

観
が
破
ら
れ
て
﹁
知
識
の
統
一
﹂
が
得
ら
れ
︑
こ
れ
に
基
づ
い
て

新
し
い
自
然
観
が
生
ま
れ
る
︒﹁
学
問
の
進
歩
と
は
か
く
の
如
き

知
識
の
統
一
を
云
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
﹂︒﹁
知
識
の
統
一
﹂

と
は
自
然
観
形
成
以
前
の
自
然
現
象
の
統
一
そ
の
も
の
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
︒

　
﹁
か
く
外
は
自
然
の
根
柢
に
お
い
て
一
つ
の
統
一
力
の
支
配
を

認
む
る
よ
う
に
︑
内
は
人
心
の
根
柢
に
お
い
て
も
一
つ
の
統
一
力

の
支
配
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
人
心
は
千
状
万
態
殆
ど
定
法
な
き

が
如
く
に
見
ゆ
る
も
︑
こ
れ
を
達
観
す
る
時
は
古
今
に
通
じ
東
西

に
亙
り
て
偉
大
な
る
統
一
力
が
支
配
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
﹂︒

こ
こ
で
も
人
心
に
お
け
る
統
一
力
の
偉
大
さ
に
打
た
れ
て
い
る
︒

古
い
人
間
観
が
破
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
統
一
力
が
人
間
観
以
前
の

精
神
現
象
の
統
一
力
で
あ
る
︒
そ
れ
故
自
然
現
象
や
精
神
現
象
は

実
在
な
の
で
あ
る
︒

　

続
い
て
﹁
更
に
進
ん
で
考
え
る
時
は
︑
自
然
と
精
神
と
は
全
然

没
交
渉
の
者
で
は
な
い
︑
彼
此
密
接
の
関
係
が
あ
る
︒
我
々
は
こ

の
二
者
の
統
一
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︑
即
ち
こ
の
二
者
の

根
柢
に
更
に
大
な
る
唯
一
の
統
一
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
哲
学

も
科
学
も
皆
こ
の
統
一
を
認
め
な
い
者
は
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か

し
て
こ
の
統
一
が
即
ち
神
で
あ
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
る
︒

　

第
三
段
落
で
は
﹁
物
体
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
﹂
と
主
張
す
る

唯
物
論
や
科
学
者
に
対
す
る
反
論
が
展
開
さ
れ
る
︒
そ
の
結
論
は

﹁
か
か
る
説
明
の
背
後
に
も
我
々
の
主
観
的
統
一
な
る
者
の
潜
ん

で
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
即
ち

唯
物
論
も
科
学
的
世
界
観
も
論
で
あ
る
以
上
主
観
的
統
一
だ
と
い

う
の
で
あ
る
︒

　

こ
れ
を
受
け
て
第
四
段
落
で
は
﹁
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
ケ
プ
レ
ル
が

見
て
以
て
自
然
現
象
の
整
斉
と
な
す
所
の
者
も
そ
の
実
は
我
々
の

意
識
現
象
の
整
斉
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
す
べ
て
の
現
象
が
意
識
現
象

に
還
元
さ
れ
る
︒
次
い
で
﹁
意
識
は
す
べ
て
統
一
に
由
り
て
成
立

す
る
の
で
あ
る
﹂
と
意
識
的
な
意
識
統
一
に
言
及
す
る
︒
こ
の

統
一
は
さ
し
あ
た
り
そ
の
都
度
の
︿
自
然
観
﹀
で
あ
り
︿
人
間

観
﹀
で
あ
る
︒﹁
し
か
し
て
こ
の
統
一
と
い
う
の
は
︑
小
は
各
個

人
の
日
々
の
意
識
間
の
統
一
よ
り
︑
大
は
総
べ
て
の
人
の
意
識
を

結
合
す
る
宇
宙
的
意
識
統
一
に
達
す
る
の
で
あ
る
﹇
意
識
統
一
を

個
人
的
意
識
内
に
限
る
は
純
粋
経
験
に
加
え
た
る
独
断
に
す
ぎ
な

い
﹈﹂︒
こ
の
﹁
大
﹂
は
︿
自
然
観
﹀
と
︿
人
間
観
﹀
を
含
め
た
︿
宇

一
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宙
観
﹀
な
い
し
︿
世
界
観
﹀
の
突
破
に
よ
る
す
べ
て
の
現
象
︑
即

ち
実
在
の
統
一
で
あ
る
︒
個
々
の
意
識
統
一
は
そ
の
突
破
に
よ
っ

て
す
べ
て
の
現
象
の
統
一
に
至
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
れ
故
に

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
自
然
界
と
い
う
の
は
か
く
の
如
き

超
個
人
的
統
一
に
由
り
て
成
れ
る
意
識
の
一
体
系
で
あ
る
︒
我
々

が
個
人
的
主
観
に
由
り
て
自
己
の
経
験
を
統
一
し
︑
さ
ら
に
超
個

人
的
主
観
に
由
り
て
各
人
の
経
験
を
統
一
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ

て
︑
自
然
界
は
こ
の
超
個
人
的
主
観
の
対
象
と
し
て
生
ず
る
の
で

あ
る
﹂︒
個
人
的
主
観
に
よ
る
統
一
が
破
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
︑

超
主
観
的
な
い
し
超
個
人
的
主
観
に
よ
る
統
一
が
現
成
す
る
︒
そ

れ
が
自
然
界
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
精
神
界
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
ろ
う
︒﹁
そ
れ
で
自
然
界
の
統
一
と
い
う
の
も
畢
竟
意
識
統
一

の
一
種
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
言
わ
れ
る
︒
こ
の
意
識
統
一
は
意
識
的

な
意
識
統
一
︑︿
世
界
観
﹀
で
は
な
い
︒
そ
れ
が
破
れ
た
と
こ
ろ

に
現
成
す
る
意
識
現
象
の
統
一
で
あ
る
︒

　

続
い
て
テ
キ
ス
ト
で
は
﹁
元
来
精
神
と
自
然
と
二
種
の
実
在
が

あ
る
の
で
は
な
い
﹂
の
に
ど
う
し
て
こ
の
二
種
の
区
別
が
生
ず
る

か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
即
ち
﹁
直
接
経
験
の
事
実
に
お
い
て
は

主
客
の
対
立
な
く
︑
精
神
物
体
の
区
別
な
く
︑
物
即
心
︑
心
即
物
︑

唯
一
箇
の
現
実
あ
る
の
み
で
あ
る
﹂が
︑﹁
一
方
よ
り
見
れ
ば
﹂﹁
実

在
の
体
系
の
衝
突
﹂
に
よ
っ
て
︑
他
方
よ
り
み
れ
ば
﹁
発
展
上
よ

り
﹂︑﹁
そ
の
統
一
作
用
の
方
面
が
精
神
と
考
え
ら
れ
︑
こ
れ
が
対

象
と
し
て
こ
れ
に
対
抗
す
る
方
面
が
自
然
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
﹂︵
こ
の
両
方
面
か
ら
の
考
察
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し

く
考
察
す
る
︶︒し
か
し﹁
両
者
共
に
同
一
種
の
実
在
﹂で
あ
り
︑﹁
孰

れ
か
一
方
に
偏
せ
る
も
の
は
抽
象
的
で
不
完
全
な
る
実
在
﹂
と
さ

れ
る
︒﹁
か
か
る
実
在
は
両
者
の
合
一
に
お
い
て
始
め
て
完
全
な

る
具
体
的
実
在
と
な
る
﹂
の
で
あ
る
が
︑
両
者
が
合
一
さ
れ
る
の

は
︑
両
者
が
共
に
﹁
直
接
経
験
の
事
実
﹂
な
い
し
﹁
意
識
現
象
﹂

と
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
︒

　

か
く
し
て
第
五
段
落
で
は
︑
自
然
と
精
神
の
統
一
で
あ
る
宇
宙

な
い
し
﹁
実
在
の
根
柢
た
る
神
と
は
︑
こ
の
直
接
経
験
の
事
実
即

ち
我
々
の
意
識
現
象
の
根
柢
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂と
言
わ
れ
る
︒

そ
れ
故
﹁
宇
宙
と
神
と
の
関
係
は
︑
我
々
の
意
識
現
象
と
そ
の
統

一
と
の
関
係
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
る
︒
そ
う
し
て
﹁
こ
の
比
較
は
単

に
比
喩
で
は
な
く
し
て
事
実
で
あ
る
︒
神
は
我
々
の
意
識
の
最
大

最
終
の
統
一
者
で
あ
る
︑
否
︑
我
々
の
意
識
は
神
の
意
識
の
一
部

で
あ
っ
て
︑
そ
の
統
一
は
神
の
統
一
よ
り
来
る
の
で
あ
る
﹂
と
述

べ
ら
れ
る
︒
宇
宙
の
根
柢
が
神
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
で
宇
宙
と
は

あ
ら
ゆ
る
実
在
で
あ
り
︑
そ
れ
は
我
々
の
意
識
現
象
に
還
元
さ
れ

た
︒
だ
と
す
れ
ば
我
々
の
意
識
現
象
の
根
柢
︑
即
ち
﹁
我
々
の
意

識
の
最
大
最
終
の
統
一
者
﹂
が
神
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　

慎
重
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹁
我
々
の
意
識
現
象
﹂

は
︿
我
々
の
意
識
的
な
意
識
統
一
﹀
で
は
な
い
︒
か
か
る
統
一
が

一
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突
破
さ
れ
た
所
に
開
か
れ
る
意
識
統
一
で
あ
る
︒
そ
れ
を
統
一
し

て
い
る
者
が
神
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
統
一
の
仕
方
は
︑
我
々

の
意
識
が
神
の
意
識
の
部
分
で
あ
り
な
が
ら
︑
神
人
同
体
で
あ
る

と
い
う
仕
方
で
あ
っ
た
︒
換
言
す
れ
ば
︑
自
己
の
﹁
相
対
的
に
し

て
有
限
な
る
こ
と
を
覚
知
﹂
し
︑﹁
絶
対
無
限
の
力
に
合
一
し
て

こ
れ
に
由
り
て
永
遠
の
真
生
命
を
得
﹂
る
︑
と
い
う
仕
方
で
あ
っ

た
︒
議
論
は
常
に
直
接
経
験
な
い
し
純
粋
経
験
の
領
域
で
な
さ
れ

て
い
る
︒

　
﹁
多
く
の
宗
教
家
﹂
は
有
神
論
の
立
場
に
立
ち
︑
西
田
が
真
正

に
し
て
最
深
の
宗
教
と
考
え
る
汎
神
論
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
を

西
田
は
承
知
し
て
い
る
︒
反
対
す
る
根
拠
は
第
一
に
神
の
﹁
人
格

性
﹂
を
な
く
す
こ
と
︑
第
二
に
神
の
﹁
超
越
性
﹂
を
害
う
こ
と
︑

第
三
に
﹁
悪
の
根
源
﹂
を
神
に
帰
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
︑
で
あ

る
︵
第
二
章
第
二
段
落
︶︒
テ
キ
ス
ト
で
は
こ
の
後
第
三
章
と
第

四
章
に
わ
た
り
︑
西
田
の
考
え
る
汎
神
論
の
神
が
︑﹁
人
格
神
﹂︑

し
か
も
﹁
個
人
的
人
格
神
﹂
で
あ
り
︑﹁
超
越
神
﹂
で
あ
り
︑﹁
悪

の
根
源
﹂
を
説
明
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
く
︒

　

前
の
段
落
で
神
と
は
宇
宙
︵
実
在
︶
の
根
柢
で
あ
り
︑
宇
宙
と

は
意
識
現
象
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
︑
神
と
は
意
識
現
象

の
根
柢
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
︒
そ
れ

を
受
け
て
第
六
段
落
で
は
﹁
宇
宙
の
統
一
者
で
あ
り
実
在
の
根
柢

た
る
神
﹂
は
︑
第
一
に
人
格
神
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
︒
即
ち
意
識
現
象
な
い
し
﹁
精
神
現
象
と
は
所
謂
知
情
意
の

作
用
で
あ
っ
て
﹂︑﹁
そ
の
背
後
に
一
の
統
一
力
﹂
が
あ
る
︒﹁
こ

の
統
一
力
を
人
格
と
名
づ
く
る
な
ら
ば
︑
神
は
宇
宙
の
根
柢
た
る

一
大
人
格
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂と
さ
れ
る
︒﹁
根
柢
﹂︑﹁
背

後
﹂
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑
議
論
は
常
に
直
接
経
験

な
い
し
純
粋
経
験
の
領
域
で
な
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
︒
こ
の
﹁
根
柢
﹂︑﹁
背
後
﹂
は
﹁
人
格
的
表
現
﹂
と

い
う
内
容
を
統
一
す
る
者
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒

し
た
が
っ
て
精
神
現
象
の
背
後
の
統
一
力
た
る
﹁
人
格
﹂
も
︑我
々

の
意
識
的
な
自
己
で
は
な
く
︑
直
覚
な
い
し
知
的
直
観
の
自
己
で

あ
る
︒
自
己
の
﹁
相
対
的
に
し
て
有
限
な
る
こ
と
を
覚
知
す
る
と

共
に
︑
絶
対
無
限
の
力
に
合
一
し
て
こ
れ
に
由
り
て
永
遠
の
真
生

命
を
得
﹂
て
い
る
者
の
人
格
で
あ
る
︒

　

そ
れ
故
に
﹁
し
か
し
か
く
い
う
も
余
は
或
る
一
派
の
人
々
の
考

う
る
よ
う
に
︑
神
は
宇
宙
の
外
に
超
越
し
︑
宇
宙
の
進
行
を
離
れ

て
別
に
特
殊
な
る
思
想
︑
意
志
を
有
す
る
我
々
の
主
観
的
精
神
の

如
き
者
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
︒
神
に
お
い
て
は
知
即
行
︑
行

即
知
で
あ
っ
て
︑
実
在
は
直
ち
に
神
の
思
想
で
あ
り
ま
た
意
志
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
言
わ
れ
る
︒﹁
知
即
行
︑
行
即
知
﹂
と
は

ま
さ
に
知
的
直
観
の
有
り
方
で
あ
る
︒
即
ち
神
の
人
格
と
は
我
々

の
知
的
直
観
に
お
け
る
人
格
に
他
な
ら
ず
︑
有
神
論
の
信
奉
者
が

一
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主
張
す
る
よ
う
な
︑
我
々
の
主
観
的
精
神
に
お
け
る
人
格
に
擬
す

べ
き
も
の
で
は
な
い
︑
と
言
う
の
で
あ
る
︒
そ
れ
故
に
第
八
段
落

で
は
︑
明
確
に
神
は
﹁
宇
宙
の
根
柢
に
お
け
る
一
大
知
的
直
観
と

見
る
こ
と
が
で
き
︑
ま
た
宇
宙
を
包
括
す
る
純
粋
経
験
の
統
一
者

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　

テ
キ
ス
ト
で
は
イ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ル
ス
が
﹁
人
格
の
要
素
と
し
て

自
覚
︑
意
志
の
自
由
︑
及
び
愛
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
﹂
こ
と
に

因
ん
で
︑
神
の
人
格
と
主
観
的
精
神
の
人
格
の
比
較
が
︑
自
覚
︑

意
志
の
自
由
︑
愛
に
即
し
て
な
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
に
自
覚
に
つ

い
て
は
﹁
真
の
自
覚
﹂
と
︑﹁
反
省
﹂
な
い
し
﹁
知
的
反
省
﹂
に

よ
る
自
覚
と
が
区
別
さ
れ
る
︒
前
者
が
︿
神
の
自
覚
﹀︑
後
者
が

︿
主
観
的
精
神
の
自
覚
﹀
で
あ
る
︒
反
省
に
よ
る
自
覚
と
は
﹁
部

分
的
意
識
体
系
が
全
意
識
の
中
心
に
お
い
て
統
一
せ
ら
る
る
場
合

に
伴
う
現
象
﹂︑﹁
意
識
の
中
心
を
求
む
る
作
用
﹂
で
あ
る
と
さ
れ

る
︒
難
解
な
表
現
で
あ
る
が
︑﹁
部
分
的
意
識
体
系
﹂
は
そ
れ
だ

け
で
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
り
︑
散
乱
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
が
他
な
ら

ぬ
自
分
の
意
識
と
し
て
統
一
さ
れ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
︒
そ

う
し
て
そ
の
中
心
が
自
己
で
あ
る
︒
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
︑

︿
ペ
ン
が
あ
る
﹀
等
々
の
部
分
的
意
識
体
系
が
︑︿
ペ
ン
を
見
て
い

る
の
は
自
分
だ
﹀
と
い
う
仕
方
で
自
分
を
中
心
に
し
て
統
一
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
際
ま
ず
自
分
︵
自
己
︶
が
あ
っ
て
︑
そ
れ

が
意
識
の
統
一
作
用
を
行
う
の
で
は
な
い
︒
意
識
の
統
一
作
用
が

自
己
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒﹁
自
己
と
は
意
識
の
統
一
作
用

の
外
に
な
い
︑
こ
の
統
一
が
か
わ
れ
ば
自
己
も
か
わ
る
︑
こ
の
外

に
自
己
の
本
体
と
い
う
よ
う
の
者
は
空
名
に
す
ぎ
ぬ
﹂︒
そ
う
し

て
こ
の
統
一
作
用
が
反
省
に
よ
っ
て
感
覚
さ
れ
︑
そ
こ
に
︿
我
有

り
﹀
と
い
う
が
ご
と
き
自
己
意
識
が
得
ら
れ
︑
か
く
し
て
︿
ペ
ン

を
見
て
い
る
の
は
自
分
だ
﹀
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
我
々

が
内
に
省
み
て
一
種
特
別
な
る
自
己
の
意
識
を
得
る
よ
う
に
思
う

が
︑
そ
は
心
理
学
者
の
い
う
如
く
こ
の
統
一
に
伴
う
感
情
に
す
ぎ

な
い
﹂︒

　

こ
の
箇
所
の
解
釈
に
も
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
ま
ず

知
覚
が
与
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
を
意
識
と
し
て
統
一
し
よ
う
と
い

う
働
き
が
起
こ
る
︒
こ
の
働
き
は
知
覚
︵Perzeption

︶
に
対

し
て
こ
れ
を
統
一
す
る
働
き
と
し
て
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
統
覚

︵transzendentale A
pperzeption

︶
に
相
当
す
る
と
考
え
て
よ
い
︒

こ
う
し
た
統
一
作
用
が
自
己
と
し
て
意
識
さ
れ
る
︵﹁
私
は
考
え

る
︑
私
は
有
る
︵Ich denke, ich bin.

︶﹂︶
が
︑
そ
れ
は
こ
の
統

一
に
伴
う
感
情
に
す
ぎ
な
い
︒
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
統
覚
の
表
象

は
﹁
現
存
在
の
感
情
﹂
す
な
わ
ち
︿
私
は
有
る
︑
と
い
う
感
じ
﹀

に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
︵
注
二
︶︒
次
い
で
﹁
こ
の
統
一
そ

の
も
の
は
知
識
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
で
き
ぬ
︑
我
々
は
此
者
と

な
っ
て
働
く
こ
と
は
で
き
る
が
︑
こ
れ
を
知
る
こ
と
は
で
き
ぬ
﹂

と
述
べ
ら
れ
る
︒
統
一
作
用
と
し
て
の
自
己
は
︿
私
は
有
る
︑
と

一
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い
う
感
じ
﹀
と
い
う
仕
方
で
意
識
は
で
き
る
の
だ
が
︑
こ
れ
を
対

象
化
し
て
知
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
か
か
る

自
己
が
対
象
︑
客
観
と
し
て
経
験
を
離
れ
て
そ
れ
だ
け
で
存
在
す

る
実
体
で
あ
る
︑
と
は
主
張
で
き
な
い
︒
こ
う
し
た
誤
れ
る
推
理

を
デ
カ
ル
ト
が
な
し
た
︑と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
言
い
分
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
自
我
は
自
我
自
身
を
対
象
化
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き

る
が
︑
そ
の
場
合
対
象
化
さ
れ
た
自
我
は
自
我
そ
の
も
の
︵
自
我

自
体
︶
で
は
な
く
︑
現
象
と
し
て
の
自
我
に
な
っ
て
い
る
︒
現
象

と
し
て
の
自
我
は
︑
デ
カ
ル
ト
が
そ
う
考
え
た
よ
う
な
超
越
論
的

な
実
在
で
は
な
く
︑
経
験
的
な
実
在
で
あ
る
︒

　

テ
キ
ス
ト
で
は
そ
こ
か
ら
直
ち
に
﹁
真
の
自
覚
﹂
へ
と
叙
述
が

移
っ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
こ
で
は﹁
主
観
的
精
神
﹂の
自
覚
が﹁
真

の
自
覚
﹂
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

み
た
い
︒

　
﹁
主
観
的
精
神
﹂
の
自
覚
の
理
論
で
は
ど
う
し
て
も
解
け
な
い

問
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
第
一
に
ど
う
し
て
自
分
と
異
な

る
も
の
︵
現
象
我
︶
を
﹁
自
分
﹂
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
︒

第
二
に
そ
も
そ
も
何
故
意
識
統
一
の
感
情
を
﹁
自
分
﹂
で
あ
る
と

名
づ
け
得
た
の
か
︒
と
り
あ
え
ず
こ
の
二
つ
の
問
い
が
生
ず
る
︒

現
象
我
に
つ
い
て
は
︿
私
は
人
間
で
あ
る
﹀︑︿
私
は
夫
で
あ
る
﹀

等
の
規
定
が
可
能
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
多
分
動
物
に
は

不
可
能
で
あ
る
︒﹁
統
一
の
感
情
﹂
な
ら
ば
多
分
動
物
に
も
あ
る

だ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
れ
を
﹁
自
分
﹂
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
判
断

は
︑
動
物
は
多
分
し
て
い
な
い
︒
こ
う
し
た
問
い
は
直
ち
に
我
々

を
︿
人
間
と
は
何
か
﹀
と
い
う
問
い
に
導
く
︒

　

そ
れ
に
対
し
て
は
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
に
答
え
る
以
外
に
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
人
間
は
本
来
﹁
自
分
﹂
と
は
何

か
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︑
と
︒
こ
の
﹁
知
﹂
は
経
験
的
な

知
で
は
あ
り
え
な
い
︒
こ
の
知
は
知
的
直
観
な
い
し
直
覚
で
あ
る

他
は
な
い
︒
そ
れ
は
﹁
自
分
﹂
に
関
し
て
言
え
ば
﹁
真
の
自
覚
﹂

で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
と
等
根
源
的
に
︑
人
間
は
本
来
﹁
自
分
﹂

に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
知
を
全
く
見
失
っ
て
い
る
︑
全
く
持
ち
え

な
い
︑
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

我
々
は
真
の
自
覚
と
し
て
の
知
的
直
観
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
自
分

と
は
何
か
を
探
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に

我
々
は
そ
う
し
た
知
を
全
く
持
っ
て
い
な
い
か
ら
ど
こ
ま
で
も
探

究
す
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
こ
う
し
た
問
い
と
探
究
が
成
り
立
つ

の
は
︑
さ
し
あ
た
り
我
々
が
﹁
自
分
﹂
と
は
何
か
を
知
っ
て
い
る

と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
︒

　

意
識
統
一
に
伴
う
感
情
に
基
づ
く
︿
我
有
り
﹀
は
︑
決
し
て
自

分
が
︿
確
か
に
あ
る
﹀
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な

い
︒
西
田
も
﹁
我
々
が
内
に
省
み
て
一
種
特
別
な
る
自
己
の
意
識

を
得
る
よ
う
に
思
う
が
﹂
と
︑
確
言
は
し
て
い
な
い
︒
ま
た
別
の

箇
所
で
は
﹁
我
々
が
内
に
省
み
て
何
だ
か
自
己
と
い
う
一
種
の
感

一
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情
が
あ
る
が
如
く
に
感
ず
る
の
は
真
の
自
己
で
な
い
︒
此
の
如
き

自
己
は
何
の
活
動
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
︵
第
二
編
第
九
章
第
五

段
落
︶﹂
と
明
言
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
統
一
作
用
で
あ
り
︑
ど
こ

ま
で
も
統
一
の
要
求
で
あ
る
︒
裏
を
返
せ
ば
す
で
に
分
裂
に
晒
さ

れ
て
い
る
︒
知
覚
が
与
え
ら
れ
た
時
点
で
す
で
に
分
裂
を
抱
え
込

ん
で
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︿
我
有
り
﹀
は
︑︿
我
有
る
こ
と
を
欲

す
﹀
で
あ
り
︑
そ
れ
故
に
ま
た
︿
我
有
る
や
無
し
や
を
知
ら
ず
﹀

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
統
一
作
用
の
感
情
に
基
づ
く
︿
自
分
が
あ

る
﹀
は
︑︿
自
分
が
あ
る
か
な
い
か
分
か
ら
な
い
﹀
と
い
う
不
安

と
同
時
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
自
分
が
あ
る
︑
自
分
が
自
分
で
あ
る

と
い
っ
た
真
の
自
覚
は
な
い
︒
そ
れ
故
に
人
間
は
自
分
な
ら
ざ
る

他
者
の
内
に
自
分
を
見
出
し
て
︑
こ
れ
を
自
分
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
︒
こ
う
し
て
自
分
は
現
象
我
を
自
分
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と

に
な
る
︒
し
か
し
こ
こ
に
も
真
の
自
覚
は
な
い
︒﹁
主
観
的
精
神
﹂

の
自
覚
の
内
に
は
﹁
真
の
自
覚
﹂
は
な
い
︒
し
か
し
﹁
真
の
自
覚
﹂

が
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
﹁
主
観
的
精
神
﹂
の
自
覚
も
あ
り
得
な
い

の
で
あ
る
︒

　
﹁
真
の
自
覚
﹂
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
真
の

自
覚
は
寧
ろ
意
志
活
動
の
上
に
あ
っ
て
知
的
反
省
の
上
に
な
い
の

で
あ
る
︒
も
し
神
の
人
格
に
お
け
る
自
覚
と
い
う
な
ら
ば
︑
こ
の

宇
宙
現
象
の
統
一
が
一
々
そ
の
自
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒︵
中

略
︶
万
物
は
神
の
統
一
に
由
り
て
成
立
し
︑
神
に
お
い
て
は
凡
て

が
現
実
で
あ
る
︑
神
は
常
に
能
働
的
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
凡
て
が

自
己
で
あ
っ
て
自
己
の
外
に
物
な
き
が
故
に
自
己
の
意
識
は
な
い

の
で
あ
る
﹂︒﹁
真
の
自
覚
﹂
に
お
い
て
は
﹁
主
観
的
精
神
﹂
の
自

覚
に
お
け
る
よ
う
な
﹁
特
別
な
る
自
己
の
意
識
は
な
い
﹂︒
そ
れ

故
こ
の
﹁
自
覚
﹂
は
﹁
直
覚
﹂
な
い
し
﹁
覚
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
が

相
応
し
い
で
あ
ろ
う
︒

　

我
々
は
知
的
直
観
を
有
し
︑
か
つ
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
的
創
造
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
考

え
る
こ
と
で
そ
れ
を
形
に
し
︑
顕
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
同
様

に
知
的
直
観
を
有
し
︑
か
つ
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
こ
と

に
よ
っ
て
生
成
的
創
造
的
に
意
志
し
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
れ
ら
は
個
々
の
思
想
で
あ
り
行
為
で
あ
る
が
︑
人
間
は
そ
も
そ

も
﹁
自
分
﹂
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
知
的
直
観
︵
真
の
自
覚
︶
を

持
っ
て
い
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
を
全
く
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
生
成
的
創
造
的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
生
か

さ
れ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

　

イ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ル
ス
が
挙
げ
た
人
格
の
第
二
の
要
素
は
﹁
意
志

の
自
由
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
も
西
田
は
﹁
真
の
自
由
﹂
と

﹁
選
択
的
意
志
﹂
の
自
由
を
区
別
し
て
い
る
︒
前
者
が
神
の
意
志

の
自
由
で
あ
り
︑
後
者
が
主
観
的
精
神
に
お
け
る
意
志
の
自
由
で

あ
る
︒﹁
真
の
自
由
﹂に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
真

の
自
由
と
は
自
己
の
内
面
的
性
質
よ
り
働
く
と
い
う
所
謂
必
然
的

二
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自
由
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂︒﹁
神
は
万
有
の
根
本
で
あ
っ

て
︑
神
の
外
に
物
あ
る
こ
と
な
く
︑
万
物
悉
く
神
の
内
面
的
性
質

よ
り
出
ず
る
が
故
に
神
は
自
由
で
あ
る
︑
こ
の
意
味
に
お
い
て
は

神
は
実
に
絶
対
的
に
自
由
で
あ
る
﹂︒こ
れ
に
対
し﹁
選
択
的
意
志
﹂

の
自
由
に
つ
い
て
は
︑﹁
全
く
原
因
の
な
い
意
志
﹂︑﹁
不
定
的
な

る
自
由
意
志
﹂
と
述
べ
ら
れ
︑﹁
此
の
如
き
も
の
は
自
己
に
お
い

て
も
全
く
偶
然
の
出
来
事
で
あ
っ
て
︑
自
己
の
自
由
的
行
為
と
は

感
ぜ
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
う
し
て
二
つ
の
自

由
の
違
い
が
我
々
の
意
識
状
態
に
即
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

る
︒﹁
選
択
的
意
志
と
い
う
が
如
き
は
寧
ろ
不
完
全
な
る
我
々
の

意
識
状
態
に
伴
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
を
以
て
神
に
擬
す

べ
き
も
の
で
は
な
い
︒
例
え
ば
我
々
が
充
分
に
熟
達
し
た
事
柄
に

お
い
て
は
少
し
も
選
択
的
意
志
を
入
る
る
の
余
地
が
な
い
︑
選
択

的
意
志
は
疑
惑
︑矛
盾
︑衝
突
の
場
合
に
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
﹂︒

こ
れ
に
よ
っ
て
﹁
真
の
自
由
﹂
が
知
的
直
観
に
基
づ
く
意
志
で
あ

り
︑
選
択
的
意
志
の
自
由
が
﹁
不
完
全
な
る
我
々
の
意
識
状
態
に

伴
う
﹂
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒

　

こ
こ
で
も
﹁
真
の
自
由
﹂
に
よ
っ
て
始
め
て
選
択
的
意
志
の
自

由
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
み
た
い
︒
人
間
は
自
分
の
有
り

方
を
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
時
に
自
由
で
あ
る
と
感
じ

る
︒
そ
の
意
味
で
選
択
的
意
志
の
自
由
の
内
に
自
由
を
認
め
る
︒

ま
た
実
際
意
志
に
関
し
て
の
み
い
う
な
ら
ば
︑
我
々
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
も
意
志
で
き
る
︒
空
を
飛
ぶ
こ
と
や
不
死
で
さ
え
意
志
で

き
る
︒
そ
の
意
味
で
我
々
は
選
択
的
意
志
の
自
由
の
内
に
完
全
な

る
自
由
を
認
め
︑
そ
う
し
た
自
由
を
我
々
が
持
っ
て
い
る
と
思
っ

て
い
る
︒
し
か
し
そ
の
よ
う
な
意
志
を
規
定
す
る
根
拠
は
常
に
自

愛
で
あ
る
︒
自
己
存
在
の
確
認
と
い
う
仕
方
で
し
か
意
志
を
規
定

で
き
な
い
︒
そ
れ
は
人
間
が
根
本
的
に
︑
自
分
が
存
在
し
て
い
る

か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
不
安
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
︒
し
か
も
そ
の
自
己
存
在
の
確
認
を
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
状

況
や
人
間
関
係
︑
世
界
や
伝
統
︑
言
語
を
含
め
た
文
化
︑
制
度
の

中
で
行
う
他
は
な
い
︒
ど
の
よ
う
な
有
り
方
を
選
ぶ
に
せ
よ
︑
自

分
の
有
り
方
を
状
況
や
世
界
の
方
か
ら
決
め
ざ
る
を
得
な
い
︒
人

間
は
こ
う
し
た
有
り
方
か
ら
決
し
て
自
由
で
は
な
い
︒
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
人
間
は
与
え
ら
れ
た
状
況
の
中
で
自
分
の
有
り
方
を
選
び

取
り
︑
決
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
人
間
は
こ
う
し
た
選

択
的
意
志
の
自
由
を
一
歩
も
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ

て
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
自
ら
の
行
為
に
関
し
て
そ
の
責
任
を
免
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
そ
の
意
志
の
規
定
根
拠
は
︑
不
安
を

抱
え
る
自
己
の
状
況
に
関
す
る
知
で
あ
る
︒
人
間
は
自
分
の
物
語

を
必
要
と
し
︑
そ
の
物
語
を
守
り
抜
こ
う
と
す
る
︒
人
間
は
こ
う

し
た
あ
り
方
を
一
歩
も
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
人
間
は
自
分
の

有
り
方
を
自
分
で
決
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る

に
も
拘
ら
ず
︑
人
間
と
い
う
有
り
方
を
一
歩
も
出
る
こ
と
が
で
き

二
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な
い
︒
ど
う
し
て
人
間
は
こ
の
よ
う
な
矛
盾
︑
不
条
理
を
抱
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

　

そ
れ
は
人
間
が
本
来
︑
完
全
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
同
時
に
完
全

に
自
分
の
有
り
方
を
自
分
で
決
め
て
い
る
︑
と
い
う
自
由
の
有
り

方
を
知
っ
て
い
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
を
全
く
見
失
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
︒
こ
う
し
た
自
由
を
見
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
間
は
自

分
が
完
全
に
状
況
に
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
︑
そ
の
こ
と

を
見
ず
に
自
分
が
自
由
に
自
ら
を
選
ん
で
い
る
と
思
い
込
み
︑
選

択
的
意
志
の
自
由
を
主
張
す
る
か
︑
そ
う
し
た
自
由
を
否
定
し
て

決
定
論
に
陥
る
他
は
な
い
︒
し
か
も
こ
の
ど
ち
ら
か
を
人
間
は
自

ら
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
そ
う
し
た
選
択
も
そ
の
人
間
が

置
か
れ
た
状
況
か
ら
︑
そ
の
人
間
が
必
要
と
す
る
物
語
か
ら
決
ま

っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

　

し
た
が
っ
て
人
間
は
選
択
的
意
志
の
自
由
し
か
持
ち
え
な
い

が
︑
そ
れ
は
決
し
て
真
の
自
由
で
は
な
い
︒
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ

う
し
た
自
由
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
︑
人
間
が
真
の
自
由
を
本

質
的
に
知
っ
て
い
る
と
同
時
に
︑
本
質
的
に
全
く
知
ら
な
い
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　

あ
る
事
柄
を
為
す
場
合
︑
自
分
が
そ
の
事
柄
の
枠
の
中
に
完
全

に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
ず
し
て
自
由
を
主
張
す
る
者
は
︑

そ
の
事
柄
に
お
い
て
自
由
で
は
な
い
︒
あ
る
事
柄
に
お
い
て
自
由

に
な
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
そ
の
事
柄
の
内
に
自
分
が
完
全
に
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
こ
と
を
自
覚
す
る

必
要
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
そ
の
事
柄
を
為
す
そ
の
都
度
に
お

い
て
︑
選
択
的
意
志
の
自
由
を
行
使
し
︑
何
を
為
す
べ
き
か
を
自

ら
に
問
い
つ
つ
︑
自
ら
の
有
り
方
を
選
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
人
間
に
は
そ
れ
し
か
で
き
な
い
︒
そ
こ
に
﹁
疑
惑
︑矛
盾
︑

衝
突
﹂
が
起
こ
る
︒
そ
う
し
た
有
り
方
を
通
じ
て
こ
れ
ま
で
の
自

ら
の
有
り
方
が
突
破
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
︒
そ
れ
が
あ

る
事
柄
に
つ
い
て
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
あ
る
事
柄
に
お

い
て
﹁
熟
達
﹂
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
の

み
人
間
は
自
分
が
あ
る
事
柄
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す

る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
う
し
て
﹁
わ
れ
わ
れ
が
充
分
に
熟
達
し
た

事
柄
に
お
い
て
は
少
し
も
選
択
的
余
地
を
入
る
る
の
余
地
が
な
﹂

く
な
っ
て
い
く
︒
そ
の
時
に
﹁
真
の
自
由
﹂
が
現
成
す
る
︒
そ
れ

は
あ
る
事
柄
を
知
的
に
直
観
し
て
い
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
︒
そ

れ
故
に
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

　
﹁
勿
論
誰
も
い
う
如
く
知
る
と
い
う
中
に
は
已
に
自
由
と
い
う

こ
と
を
含
ん
で
お
る
︑
知
は
即
ち
可
能
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒
し
か
し
そ
の
可
能
と
は
必
ず
し
も
不
定
的
可
能
の
意
味
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
い
︒
知
と
は
反
省
の
場
合
に
の
み
い
う

べ
き
で
は
な
い
︑
直
覚
も
知
で
あ
る
︒
直
覚
の
方
が
む
し
ろ
真
の

知
で
あ
る
︒
知
が
完
全
と
な
れ
ば
な
る
程
反
っ
て
不
定
的
可
能
は

な
く
な
る
の
で
あ
る
﹂︒

二
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人
生
全
般
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
︒
自
分
が
自
由

だ
と
思
っ
て
い
る
者
は
自
分
が
完
全
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
か
な
い
︒
そ
の
者
は
真
に
自
由
で
あ
る
の
で
は
な
い
︒
人
間

が
自
由
で
あ
り
う
る
の
は
︑
人
間
が
人
間
の
身
で
あ
る
こ
と
を
決

し
て
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
場
合
の
み
で
あ

る
︒
人
間
が
人
間
の
身
で
あ
る
こ
と
を
学
び
︑
習
熟
す
る
と
こ
ろ

に
底
が
抜
け
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
︒
人
間
を
生
き
る
こ
と
の

一
歩
一
歩
に
お
い
て
底
が
抜
け
︑﹁
随
処
に
主
と
作
り
︑
立
処
皆

真
な
り
﹂
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
︒
そ
こ
に
﹁
真
の
自
由
﹂
が
訪

れ
る
︒そ
れ
は︿
人
間
と
は
何
か
﹀に
つ
い
て
の
知
的
直
観
を
得
て
︑

そ
れ
に
導
か
れ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
生
か
さ
れ
て
生

き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
宗
教
的
要
求
の
頂
点
に
お
い
て
﹁
自

己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限
な
る
こ
と
を
覚
知
す
る
と
共
に
︑

絶
対
無
限
の
力
に
合
一
し
て
こ
れ
に
由
り
て
永
遠
の
真
生
命
を
得

︵
第
一
章
第
一
段
落
︶﹂
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
神
人
合
一
に
お

い
て
﹁
直
ち
に
神
を
見
︑
こ
れ
を
信
ず
る
と
共
に
︑
こ
こ
に
自
己

の
真
生
命
を
見
出
し
無
限
の
力
を
感
ず
る︵
第
二
章
第
四
段
落
︶﹂︑

そ
の
﹁
活
力
﹂
が
﹁
真
の
自
由
﹂
な
の
で
あ
る
︒

　

人
格
の
第
三
の
要
素
は
﹁
愛
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
西
田

は
真
の
愛
す
な
わ
ち
﹁
神
の
愛
﹂
に
つ
い
て
述
べ
る
に
止
ま
っ
て

い
る
︒
即
ち
﹁
か
く
神
に
は
不
定
的
意
志
即
ち
随
意
と
い
う
こ
と

が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
︑
神
の
愛
と
い
う
の
も
神
は
或
る
人
々
を

愛
し
︑
或
る
人
々
を
憎
み
︑
或
る
人
々
を
栄
え
し
め
︑
或
る
人
々

を
亡
ぼ
す
と
い
う
如
き
偏
狭
の
愛
で
は
な
い
﹂︒
神
の
愛
は
﹁
平

等
普
遍
﹂
で
あ
っ
て
︑﹁
神
の
他
愛
は
即
ち
そ
の
自
愛
﹂
で
あ
り
︑

﹁
我
々
が
自
己
の
手
足
を
愛
す
る
が
如
く
に
神
は
万
物
を
愛
す
る
﹂

と
さ
れ
て
い
る
︒こ
れ
に
対
す
る﹁
主
観
的
人
間
精
神
﹂の
愛
と
は
︑

﹁
随
意
﹂に
基
づ
く﹁
偏
狭
の
愛
﹂と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

　
﹁
愛
﹂
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
み
で

あ
る
が
︑
こ
こ
で
も
人
間
は
人
間
の
愛
し
か
持
ち
え
な
い
こ
と
︑

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
う
し
た
愛
は
真
の
愛
が
な
け
れ
ば
成
り
立
ち

え
な
い
こ
と
を
示
し
て
み
た
い
︒
神
に
お
い
て
は
﹁
凡
て
が
自
己

で
あ
っ
て
自
己
の
外
に
物
な
き
が
故
に
︵
第
六
段
落
︶﹂︑
自
他
の

区
別
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
︑
愛
に
お
い
て
も
自
他
の
区
別
が
な

い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
主
観
的
精
神
に
と
っ
て
は
自

他
の
区
別
こ
そ
が
根
本
で
あ
る
︒
神
の
愛
同
様
に
自
愛
が
他
愛
で

あ
り
︑
他
愛
が
自
愛
で
あ
る
に
し
て
も
︑
そ
れ
は
自
他
の
区
別
を

基
礎
に
し
て
い
る
︒
他
者
を
愛
す
る
の
は
他
者
の
内
に
自
己
を
見

い
だ
す
か
ら
で
あ
り
︑
自
己
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
他
者
を
愛
す

る
の
で
あ
る
︒
そ
の
内
に
自
己
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
他

者
を
人
間
は
愛
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
主
観
的
精
神
と
し
て
の
人

間
に
お
い
て
他
愛
は
つ
ね
に
自
愛
を
伴
っ
て
い
る
︒
自
愛
が
形
を

変
え
て
他
愛
に
な
っ
て
い
る
︒
自
ら
の
命
を
擲
っ
て
他
者
を
助
け

る
の
も
︑
そ
の
他
者
が
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
人
間
で
あ
る
か
︑

二
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そ
う
し
た
行
為
の
内
に
自
分
自
身
を
見
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
︒
何
故
そ
う
な
る
か
と
言
え
ば
︑
主
観
的
精
神
と
し
て
の
人
間

は
他
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
で
︑
孤
独
を
抱
え
︑
自
分
が
存

在
し
て
い
る
の
か
︑
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
︑
と
い

っ
た
不
安
を
抱
え
て
お
り
︑
し
か
も
こ
う
し
た
孤
独
や
不
安
を
抱

え
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
人
間
は
何
か
と
繋
が
り
︑

そ
の
何
か
の
内
で
自
己
の
存
在
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
︒
こ
う
し

た
孤
独
と
不
安
を
抱
え
た
人
間
の
愛
は
︑
自
愛
を
根
本
と
せ
ざ
る

を
得
な
い
︒
た
と
え
自
分
の
愛
す
る
他
者
や
自
分
を
虜
に
し
た
思

想
の
た
め
に
自
分
は
ど
う
な
っ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
場
合
で

も
︑
と
い
う
よ
り
そ
う
い
う
場
合
こ
そ
︑
人
間
は
自
愛
か
ら
自
由

で
は
な
い
︒
そ
れ
は
同
時
に
そ
れ
以
外
の
も
の
を
憎
み
︑
あ
る
い

は
無
視
す
る
︑
少
な
く
と
も
同
程
度
に
は
扱
わ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
人
間
の
愛
は
こ
う
し
た
も
の
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒

咄
嗟
の
場
合
で
す
ら
人
間
は
自
愛
か
ら
自
由
で
は
な
い
︒
咄
嗟
の

行
為
の
内
に
自
分
自
身
を
見
出
し
て
い
る
︒

　

し
か
も
こ
う
し
た
仕
方
で
の
自
己
存
在
の
確
保
は
必
ず
崩
れ

る
︒
自
分
の
存
在
を
支
え
る
不
変
な
る
も
の
な
ど
こ
の
世
に
は
存

在
せ
ず
︑
ま
た
自
ら
の
死
に
よ
っ
て
孤
独
と
不
安
の
内
に
投
げ
返

さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
有
り
方

を
批
判
し
て
く
る
声
︑
真
の
愛
を
求
め
よ
と
い
う
声
が
我
々
の
内

に
あ
っ
て
︑
こ
う
し
た
愛
の
有
り
方
を
心
の
底
か
ら
よ
し
と
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
︒

　

人
間
の
愛
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
自
ら
を
成
就
で
き
な
い
︒
に

も
拘
ら
ず
人
間
は
こ
う
し
た
愛
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒
人

間
の
愛
は
大
き
な
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

し
た
が
っ
て
自
分
の
愛
の
内
に
神
の
愛
の
ご
と
き
︿
無
償
の
愛
﹀

を
見
い
だ
し
︑
生
身
の
人
間
に
こ
う
し
た
愛
が
可
能
な
の
だ
と
主

張
す
る
人
は
︑
決
し
て
こ
う
し
た
人
間
の
愛
か
ら
自
由
に
な
る
こ

と
は
な
い
︒

　

そ
れ
で
も
こ
う
し
た
人
間
的
な
愛
と
は
異
な
っ
た
人
間
同
士
の

結
び
つ
き
が
あ
る
︒
そ
れ
は
孤
独
や
不
安
︑
抱
え
き
れ
な
い
悲
し

み
や
矛
盾
を
抱
え
た
﹁
人
間
﹂
を
見
出
す
こ
と
に
よ
る
結
び
つ
き

で
あ
る
︒
自
分
の
内
に
そ
う
し
た
﹁
人
間
﹂
を
見
出
し
て
︑
同
じ

よ
う
な
悲
し
み
や
矛
盾
を
抱
え
た
他
者
と
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
し
︑
他
者
の
内
に
そ
う
し
た
﹁
人
間
﹂
を
見
出
し
て
︑
自

分
も
同
じ
よ
う
に
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
︑
と
い
う
よ
う
に
結
び
つ
く

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
人
間
的
な
愛
か
ら
一
歩
も
出
る

こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
悲
し
み
や
矛
盾
を
抱
え
た
者
同
士
が
同

じ
﹁
人
間
﹂
と
し
て
寄
り
添
っ
て
い
く
と
い
う
人
間
同
士
の
結
び

つ
き
が
人
間
に
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
﹁
人
間
﹂
を
見
出
す
視
点
は
人
間
を
超

え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
自
己
を
超
え
た
﹁
大

な
る
生
命
﹂
の
視
点
で
あ
り
︑そ
の
視
線
は
人
間
に
対
す
る
要
求
︑

二
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願
い
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
て
そ
の
願
い
と
は
﹁
自
己
が
そ
の
相
対

的
に
し
て
有
限
な
る
こ
と
を
覚
知
﹂
せ
よ
︑と
い
う
願
い
で
あ
り
︑

﹁
絶
対
無
限
の
力
に
合
一
し
て
こ
れ
に
由
り
て
永
遠
の
真
生
命
を

得
﹂
よ
︑
と
い
う
願
い
で
あ
る
︒
こ
の
願
い
が
人
間
の
愛
を
批
判

し
て
く
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
こ
の
要
求
︑
願
い
が
神
の
愛
で

あ
る
︒

　

人
間
は
こ
う
し
た
神
の
愛
を
本
質
的
に
知
っ
て
い
る
と
同
時
に

そ
れ
を
全
く
見
失
っ
て
い
る
︒
そ
れ
故
に
人
間
は
本
質
的
に
孤
独

や
不
安
を
抱
え
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
し
て
人
間
的
な
愛
に
生
き
ざ

る
を
得
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
は
必
ず
崩
れ
る
︒
そ
の
こ
と
を
通
じ

て
人
間
が
抱
え
る
悲
し
さ
や
矛
盾
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
︒
そ
の
光

は
人
間
を
超
え
た
神
の
愛
で
あ
り
︑
神
の
愛
の
内
に
﹁
人
間
﹂
が

見
出
さ
れ
︑
こ
う
し
て
人
間
と
人
間
が
﹁
人
間
﹂
と
し
て
結
び
つ

く
こ
と
が
許
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
神
の
愛
に
触
れ
る
の
が
宗
教
的

要
求
の
頂
点
と
し
て
の
神
人
合
一
︑
見
神
の
事
実
と
し
て
の
知
的

直
観
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
神
の
人
格
と
主
観
的
精
神
の
人
格
の
比
較
を
︑
自

覚
︑
意
志
の
自
由
︑
愛
に
即
し
て
行
っ
た
後
︑
テ
キ
ス
ト
第
八
段

落
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
以
上
論
じ
た
様
に
︑
神
は

人
格
的
で
あ
る
と
い
う
も
直
ち
に
こ
れ
を
我
々
の
主
観
的
精
神
と

同
一
に
見
る
こ
と
は
で
き
ぬ
︑
寧
ろ
主
客
の
分
離
な
く
物
我
の
差

別
な
き
純
粋
経
験
の
状
態
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る
﹂︒

　

こ
の
あ
た
り
も
慎
重
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒宇
宙︵
実

在
︶
の
根
柢
が
神
で
あ
っ
た
︒
宇
宙
に
は
自
然
現
象
と
精
神
現

象
が
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
共
に
実
在
と
し
て
の
意
識
現
象
に
還
元

さ
れ
た
︒
そ
う
し
て
意
識
現
象
を
統
一
す
る
も
の
が
人
格
と
呼
ば

れ
︑
こ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
神
が
宇
宙
の
根
柢
に
お
け
る
一
大

人
格
と
さ
れ
た
︒
議
論
は
常
に
意
識
現
象
︵
純
粋
経
験
︶
レ
ベ
ル

で
行
わ
れ
て
い
る
︒
根
柢
と
か
背
後
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い

る
に
し
て
も
︑
そ
れ
は
統
一
力
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
︑
反
省
と

そ
の
背
後
な
い
し
根
柢
の
純
粋
経
験
と
い
う
関
係
で
は
な
い
︒
純

粋
経
験
に
お
い
て
は
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
か
っ
た
︑
主
＝
客
で

あ
っ
た
が
︑
そ
う
し
た
純
粋
経
験
に
お
け
る
主
︵
統
一
力
︶
が
人

格
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
こ
で
は
︑
神
は
﹁
主

客
の
分
離
な
く
物
我
の
差
別
な
き
純
粋
経
験
の
状
態
に
比
す
べ
き

も
の
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
主
客
同
一
︵
純
粋
経
験
︶
の
全
体
が
人

格
︵
主
︶
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

　

次
い
で
テ
キ
ス
ト
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
こ
の
状

態
が
実
に
我
々
の
精
神
の
始
め
で
あ
り
終
わ
り
で
あ
り
︑
か
ね
て

ま
た
実
在
の
真
相
で
あ
る
﹂︒﹁
実
在
の
真
相
﹂
に
お
け
る
﹁
真
相
﹂

は
言
葉
の
強
い
意
味
に
お
い
て
︑
す
な
わ
ち
反
省
の
背
後
と
し
て

の
﹁
根
柢
﹂
の
意
味
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
こ
こ
で
西
田
は
純
粋
経

験
が
始
め
で
あ
り
中
途
で
あ
り
終
わ
り
で
あ
り
︑
要
す
る
に
全
て

で
あ
る
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
す
ぐ
に
明
ら

二
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か
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　

始
め
と
し
て
の
純
粋
経
験
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

る
︒﹁
キ
リ
ス
ト
が﹃
心
の
清
き
者
は
神
を
見
る
﹄と
い
い
︑ま
た﹃
嬰

児
の
若
く
に
し
て
天
国
に
入
る
﹄
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
か
か
る
時

我
々
の
心
は
最
も
神
に
近
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
﹂︒
し
か
し
こ

こ
か
ら
純
粋
経
験
の
領
域
外
に
出
て
反
省
の
領
域
に
入
る
こ
と
に

な
る
︒﹁
純
粋
経
験
と
い
う
も
単
に
知
覚
的
意
識
を
さ
す
の
で
は

な
い
︒
反
省
的
意
識
の
背
後
に
も
統
一
が
あ
っ
て
︑
反
省
的
意
識

は
こ
れ
に
由
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
︑
即
ち
こ
れ
も
ま
た
一
種

の
純
粋
経
験
で
あ
る
﹂︒
純
粋
経
験
の
厳
密
な
統
一
が
破
ら
れ
て

反
省
的
意
識
の
領
域
に
入
っ
た
︒
し
か
し
そ
れ
を
統
一
し
て
い
る

も
の
が
背
後
に
あ
る
︒
こ
れ
は
知
識
の
対
象
と
な
ら
な
い
自
己
と

し
て
の
純
粋
経
験
で
あ
る
︒
こ
の
自
己
が
対
象
を
統
一
し
よ
う
と

す
る
と
こ
の
統
一
が
意
識
さ
れ
る
︒
し
か
し
自
己
が
思
惟︵
反
省
︶

に
徹
し
て
い
く
な
ら
ば
︑こ
の
統
一
は
意
識
さ
れ
な
く
な
る
︒﹁
思

惟
で
あ
っ
て
も
︑
そ
が
自
由
に
活
動
し
発
展
す
る
時
に
は
殆
ど
無

意
識
的
注
意
の
下
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
︑
意
識
的
と
な

る
の
は
反
っ
て
こ
の
進
行
が
妨
げ
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
︵
第
一
編

第
二
章
第
三
段
落
︶﹂︒
し
た
が
っ
て
﹁
思
惟
の
作
用
も
純
粋
経
験

の
一
種
で
あ
る
︵
同
第
二
段
落
︶﹂
こ
と
に
な
る
︒
テ
キ
ス
ト
で

は
続
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
我
々
の
意
識
の
根
柢
に

は
い
か
な
る
場
合
に
も
純
粋
経
験
の
統
一
が
あ
っ
て
︑
我
々
は
こ

の
外
に
跳
出
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
﹂︒
こ
の
﹁
跳
出
で
き
ぬ
﹂
こ

と
を
把
握
す
る
の
が
知
的
直
観
で
あ
り
︑
純
粋
経
験
の
﹁
終
り
﹂

を
成
す
︒﹁
い
か
な
る
場
合
に
も
﹂
と
あ
る
よ
う
に
﹁
疑
惑
︑矛
盾
︑

衝
突
の
場
合
﹂
も
我
々
は
純
粋
経
験
の
下
に
あ
る
︑
と
い
う
﹁
根

本
的
直
覚
﹂
が
﹁
宗
教
的
覚
悟
﹂
と
し
て
の
知
的
直
観
で
あ
る
︒

そ
れ
故
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
︒﹁
神
は
か
か
る
意
味
に
お
い
て

宇
宙
の
根
柢
に
お
け
る
一
大
知
的
直
観
と
見
る
こ
と
が
で
き
︑
ま

た
宇
宙
を
包
括
す
る
純
粋
経
験
の
統
一
者
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
﹂︒
こ
の
純
粋
経
験
︑
す
な
わ
ち
意
識
を
統
一
し
て
い
る
も
の

は
決
し
て
知
識
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
︒﹁
そ
れ
で
神
の
精
神
と

い
う
如
き
こ
と
は
︑
一
方
よ
り
見
れ
ば
い
か
に
も
不
可
知
的
で
あ

る
が
︑
ま
た
一
方
よ
り
見
れ
ば
反
っ
て
我
々
の
精
神
と
密
接
し
て

い
る
の
で
あ
る
︒
我
々
は
こ
の
意
識
統
一
の
根
柢
に
お
い
て
直
ち

に
神
の
面
影
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
︒﹁
密
接
し
て
い
る
﹂
と
か
﹁
接
す
る
﹂
と
い
っ
た
表
現
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
神
人
合
一
に
お
い
て
真
の
自
己
と
真
の

神
が
見
︵
ま
み
︶
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
の

純
粋
経
験
の
領
域
か
ら
一
旦
反
省
の
領
域
に
出
て
︑
再
び
知
的
直

観
に
お
い
て
純
粋
経
験
の
直
覚
に
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
全
て
が

純
粋
経
験
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

　

第
九
段
落
で
は
こ
う
し
た
人
格
神
が
個
人
的
人
格
神
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
そ
の
﹁
個
人
性
﹂
は
す
で

二
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に
述
べ
た
ご
と
く
﹁
不
定
的
自
由
意
志
﹂
で
は
な
く
︑﹁
一
般
的

な
る
者
が
己
自
身
を
限
定
す
る
の
謂
い
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
る
︒
神

が
自
己
を
限
定
し
て
︑
ま
さ
に
現
に
有
る
と
お
り
の
宇
宙
と
し
て

自
己
を
表
現
し
て
い
る
︑
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
て
第

十
段
落
で
は
こ
う
し
た
﹁
神
性
的
精
神
の
存
在
と
い
う
こ
と
は
単

に
哲
学
上
の
議
論
で
は
な
く
し
て
︑
実
地
に
お
け
る
心
霊
的
経
験

の
事
実
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
︑﹁
実
在
は
精
神
的
で
あ
っ
て
我
々
の

精
神
は
そ
の
一
小
部
分
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
︑
我
々
が
自
己
の

小
意
識
を
破
っ
て
一
大
精
神
を
感
得
す
る
の
は
毫
も
怪
し
む
べ
き

理
由
が
な
い
︒
我
々
の
小
意
識
の
範
囲
を
固
執
す
る
の
が
反
っ
て

迷
い
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
︒
偉
人
に
は
必
ず
右
の
よ
う
に
常
人
よ

り
一
層
深
遠
な
る
心
霊
的
経
験
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
﹂と
︑

詩
人
テ
ニ
ス
ン
や
文
学
者
シ
モ
ン
ヅ
ら
の
名
を
挙
げ
な
が
ら
こ
の

章
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒こ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
的
要
求
も
見
神
︑

神
人
合
一
も
西
田
の
根
本
経
験
で
あ
る
こ
と
が
ハ
ッ
キ
リ
す
る
で

あ
ろ
う
︒

第
四
章　

神
と
世
界

　

第
一
段
落
で
は
ま
ず
こ
れ
か
ら
の
手
法
が
提
示
さ
れ
る
︒﹁
純

粋
経
験
の
事
実
が
唯
一
の
実
在
で
あ
っ
て
神
は
そ
の
︵
唯
一
の
実

在
の
：
引
用
者
︶
統
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
神
の
性
質
及
び
世
界

と
の
関
係
も
す
べ
て
我
々
の
純
粋
経
験
の
統
一
即
ち
意
識
統
一
の

性
質
及
び
こ
れ
と
そ
の
内
容
と
の
関
係
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き

る
﹂︒
類
比
は
︿
神
の
性
質
﹀
対
︿
世
界
︵
宇
宙
︑
唯
一
実
在
︶﹀

と︿
純
粋
経
験︵
意
識
︶の
統
一
の
性
質
﹀対︿
純
粋
経
験
の
内
容
﹀

で
あ
る
︒
後
者
の
関
係
に
よ
っ
て
前
者
の
関
係
が
分
か
る
︑
と
い

う
の
が
こ
こ
で
の
手
法
で
あ
る
︒
と
は
い
え
各
類
比
の
前
項
は
す

で
に
﹁
人
格
﹂︑﹁
個
人
性
﹂
と
し
て
一
部
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒

　

第
一
に
︑
意
識
統
一
が
﹁
全
く
知
識
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
で

き
ぬ
﹂
が
﹁
一
切
は
こ
れ
に
由
り
て
成
立
す
る
が
故
に
能
く
一
切

を
超
絶
し
て
い
る
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
︑
中
世
の
﹁
消
極
的
神

学
︵
否
定
神
学
︶﹂
に
お
け
る
神
や
︑
ク
ザ
ヌ
ス
の
﹁
神
は
有
無

を
も
超
絶
し
︑
神
は
有
に
し
て
ま
た
無
な
り
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う

な
神
︑
ベ
ー
メ
の
﹁
物
な
き
静
け
さ
﹂︑﹁
無
底
﹂︑﹁
対
象
な
き
意

志
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
神
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
神
の
性
質
が

導
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
西
田
の
考
え
る
汎
神
論
の

神
が
超
越
神
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
な
お
純
粋

経
験
の
統
一
は
今
ま
で
﹁
根
柢
﹂
な
ど
と
い
わ
れ
て
き
た
が
︑
そ

れ
が
こ
こ
で
超
絶
︵
超
越
︶
の
関
係
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
て
お
き
た
い
︒
ま
た
意
識
統
一
の
こ
う
し
た
性
質
か
ら
︑
時
間

空
間
を
超
絶
し
た
﹁
永
久
﹂︑﹁
遍
在
﹂︑﹁
全
知
全
能
﹂
と
い
っ
た

神
の
性
質
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒

　

第
一
段
落
で
は
類
比
か
ら
﹁
神
の
性
質
﹂
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

が
︑
第
二
段
落
で
は
神
と
世
界
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
第

二
七



一
段
落
で
意
識
統
一
の
内
容
に
対
す
る
︑
お
よ
び
神
の
世
界
に
対

す
る
否
定
的
な
超
越
性
が
示
さ
れ
た
︒
第
二
段
落
で
は
こ
れ
と
は

反
対
に
︑
類
比
の
前
項
と
後
項
の
関
係
は
﹁
同
一
実
在
の
両
方
面

に
す
ぎ
な
い
﹂
と
さ
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
﹁
有
を
離
れ
た
る
無
は
真

の
無
で
な
い
︑
一
切
を
離
れ
た
る
一
は
真
の
一
で
な
い
︑
差
別
を

離
れ
た
る
平
等
は
真
の
平
等
で
な
い
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ

て
否
定
的
な
超
絶
神
と
い
え
ど
も
︑﹁
神
が
な
け
れ
ば
世
界
は
な

い
よ
う
に
︑
世
界
が
な
け
れ
ば
神
も
な
い
﹂︒
ま
た
﹁
意
識
内
容

は
統
一
に
由
っ
て
成
立
す
る
が
︑
ま
た
意
識
内
容
を
離
れ
て
統
一

な
る
者
は
な
い
﹂︒
両
者
の
関
係
は
ま
さ
に
﹃
即
非
﹄
の
関
係
と

い
っ
て
よ
い
︒

　

次
の
叙
述
は
我
々
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ

る
︒﹁
す
べ
て
意
識
現
象
は
そ
の
直
接
経
験
の
状
態
に
お
い
て
は

唯
一
つ
の
活
動
で
あ
る
が
︑
こ
れ
を
知
識
の
対
象
と
し
て
反
省
す

る
こ
と
に
由
っ
て
そ
の
内
容
が
種
々
に
分
析
せ
ら
れ
差
別
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
︒
も
し
そ
の
発
展
の
過
程
よ
り
い
え
ば
︑
ま
ず
全
体

が
一
活
動
と
し
て
衝
動
的
に
現
わ
れ
た
も
の
が
矛
盾
衝
突
に
由
っ

て
そ
の
内
容
が
反
省
せ
ら
れ
分
別
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
余
は
是

に
お
い
て
も
ベ
ー
メ
の
語
を
想
い
起
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒

氏
は
対
象
な
き
意
志
と
も
い
う
べ
き
発
現
以
前
の
神
が
己
自
身
を

省
み
る
こ
と
即
ち
己
自
身
を
鏡
と
な
す
こ
と
に
由
っ
て
主
観
と
客

観
と
が
分
か
れ
︑
こ
れ
よ
り
神
及
び
世
界
が
発
展
す
る
と
い
っ
て

い
る
﹂︒

　

最
初
の
一
文
は
反
省
の
立
場
に
落
ち
て
い
る
︒
知
識
の
対
象
に

な
ら
な
い
も
の
を
知
識
の
対
象
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
唯
一
つ

の
活
動
﹂
は
別
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
第

二
文
か
ら
は
そ
う
で
は
な
い
︒﹁
ま
ず
全
体
が
一
活
動
と
し
て
衝

動
的
に
現
わ
れ
た
﹂
と
い
う
の
は
︑﹁
全
体
﹂
と
い
う
知
識
の
対

象
に
な
ら
な
い
も
の
を
対
象
化
し
た
の
で
は
な
い
︒
意
識
の
立
場

に
落
ち
て
は
い
な
い
︒
全
体
の
立
場
に
立
ち
続
け
て
い
る
︒﹁
唯

一
実
在
の
唯
一
活
動
︵
第
二
編
第
六
章
第
一
段
落
︶﹂
の
立
場
に

立
ち
切
っ
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
は
ベ
ー
メ
を
引
き
合
い
に
出
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
﹁
唯

一
実
在
の
成
立
す
る
形
式
︵
同
第
四
章
第
一
段
落
︶﹂
が
﹁
ま
ず

全
体
が
含
蓄
的
に
現
わ
れ
る
︑
そ
れ
よ
り
そ
の
内
容
が
分
化
発
展

す
る
︑
し
か
し
て
こ
の
分
化
発
展
が
終
わ
っ
た
時
実
在
の
全
体
が

実
現
せ
ら
れ
完
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
一
言
に
て
い
え
ば
︑
一

つ
の
者
が
自
分
自
身
に
て
発
展
完
成
す
る
の
で
あ
る
︵
同
第
二
段

落
︶﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒﹁
ま
ず
全
体
が
一
活
動
と
し
て
衝

動
的
に
現
わ
れ
た
﹂
と
い
う
の
は
﹁
ま
ず
全
体
が
含
蓄
的
に
現
わ

れ
﹂
た
︑
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
し
か
も
こ
の
﹁
方
式
﹂
は

意
志
や
思
惟
に
つ
い
て
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
が
︵
同
︶︑
こ
う

し
た
意
志
や
思
惟
の
根
柢
に
あ
る
も
の
を
直
覚
す
る
こ
と
が
﹁
知

的
直
観
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︵
第
一
編
第
四
章
第
六
段
落
︶

二
八



よ
う
に
︑
こ
の
立
場
に
立
ち
切
る
こ
と
が
﹁
知
的
直
観
﹂
な
の
で

あ
る
︒
我
々
が
何
か
分
か
ら
な
い
が
︑
衝
動
的
含
蓄
的
な
も
の
に

導
か
れ
て
生
成
的
創
造
的
に
意
志
し
思
惟
し
て
い
る
場
合
︑
こ
う

し
た
知
的
直
観
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
反
省
の
立
場

と
知
的
直
観
の
立
場
が
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒

両
者
を
つ
な
ぐ
﹁
も
し
そ
の
発
展
の
過
程
よ
り
い
え
ば
﹂
の
意
味

が
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
︒

　

続
く
第
三
段
落
で
は
﹁
元
来
︑
実
在
の
分
化
と
そ
の
統
一
と
は

一
あ
っ
て
二
あ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
︒
一
方
に
お
い
て
統
一
と

い
う
こ
と
は
︑
一
方
に
お
い
て
分
化
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑﹁
元
来
﹂
の
純
粋
経
験
に
立
ち
戻
っ
て
考

察
を
開
始
し
て
い
る
︒﹁
自
然
は
核
も
殻
も
持
た
ぬ
︑
す
べ
て
が

同
時
に
核
で
あ
り
殻
で
あ
る
﹂︵
ゲ
ー
テ
︶︑﹁
神
は
即
ち
世
界
︑

世
界
は
即
ち
神
﹂︑﹁
神
す
ら
も
失
っ
た
所
に
真
の
神
を
見
る
の
で

あ
る
﹂︵
エ
ッ
カ
ル
ト
︶
と
い
っ
た
表
現
は
︑﹁
具
体
的
真
実
在
即

ち
直
接
経
験
の
事
実
に
お
い
て
は
分
化
と
統
一
と
は
唯
一
の
活
動

で
あ
る
﹂
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
次
の

文
章
が
続
く
︒

　
﹁
右
の
如
き
状
態
に
お
い
て
は
天
地
唯
一
指
︑
万
物
我
と
一
体

で
あ
る
が
︑
さ
き
に
も
い
っ
た
よ
う
に
︑
一
方
よ
り
見
れ
ば
実
在

体
系
の
衝
突
に
よ
り
︑
一
方
よ
り
見
れ
ば
そ
の
発
展
の
必
然
的
過

程
と
し
て
実
在
体
系
の
分
裂
を
来
す
よ
う
に
な
る
︑
即
ち
所
謂
反

省
な
る
者
が
起
こ
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂︒﹁
さ
き
に
も
い
っ

た
よ
う
に
﹂
と
は
二
つ
の
立
場
が
併
記
さ
れ
て
い
た
上
記
引
用
文

を
さ
す
︒そ
の
中
の﹁
も
し
そ
の
発
展
の
過
程
よ
り
い
え
ば
﹂が﹁
一

方
よ
り
見
れ
ば
そ
の
発
展
の
必
然
的
過
程
と
し
て
﹂
に
対
応
し
て

い
る
︒﹁
実
在
体
系
の
分
裂
﹂
が
再
び
二
つ
の
立
場
か
ら
見
ら
れ

て
い
る
︒

　
﹁
実
在
体
系
の
衝
突
﹂
に
つ
い
て
は
以
下
の
叙
述
が
参
照
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹁
実
在
に
は
種
々
の
体
系
が
あ
る
︑
即
ち

種
々
の
統
一
が
あ
る
︑
此
の
体
系
的
統
一
が
相
衝
突
し
相
矛
盾
し

た
時
︑
こ
の
統
一
が
明
ら
か
に
意
識
の
上
に
現
わ
れ
て
く
る
の
で

あ
る
︵
第
二
編
第
九
章
第
三
段
落
︶﹂︒
叙
述
は
実
在
の
側
か
ら
な

さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
う
し
た
実
在
の
衝
突
が
意
識
の
立
場
に
ど
う

現
わ
れ
て
い
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
故
に
﹁
例
え
ば

我
々
の
意
志
活
動
に
つ
い
て
見
て
も
︑
動
機
の
衝
突
の
な
い
時
に

は
無
意
識
で
あ
る
︑
即
ち
所
謂
客
観
的
自
然
に
近
い
の
で
あ
る
︒

し
か
し
動
機
の
衝
突
が
著
し
く
な
る
に
従
っ
て
意
志
が
明
瞭
に
意

識
せ
ら
れ
︑自
己
の
心
な
る
者
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る︵
同
︶﹂

と
い
う
よ
う
な
叙
述
が
続
く
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
体
系
の
衝
突
の
原

因
を
探
る
次
の
文
章
で
は
再
び
実
在
の
立
場
に
立
つ
︒﹁
然
ら
ば

何
処
よ
り
こ
の
体
系
の
矛
盾
衝
突
が
起
こ
る
か
︑
こ
は
実
在
そ
の

も
の
の
性
質
よ
り
起
こ
る
の
で
あ
る
︒
嘗
て
い
っ
た
よ
う
に
︑
実

在
は
一
方
に
お
い
て
無
限
の
衝
突
で
あ
る
と
共
に
︑
一
方
に
お
い

二
九



て
ま
た
無
限
の
統
一
で
あ
る
︒
衝
突
は
統
一
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

半
面
で
あ
る
︒
衝
突
に
由
っ
て
我
々
は
更
に
一
層
大
な
る
統
一
に

進
む
の
で
あ
る
︵
同
︶﹂︒
こ
こ
で
は
﹁
実
在
体
系
の
衝
突
﹂
が
二

つ
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
︑
実
在
の
立
場
の

方
か
ら
意
識
の
立
場
が
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒

　

そ
う
し
て
宗
教
編
の
先
に
引
用
し
た
個
所
に
続
く
部
分
で
も
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
し
か
し
翻
っ
て
考
え
て
見
れ
ば
︑

分
裂
と
い
い
反
省
と
い
い
別
に
か
か
る
作
用
が
あ
る
の
で
は
な

い
︑
皆
是
統
一
の
半
面
た
る
分
化
作
用
の
発
展
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
︒
分
裂
や
反
省
の
背
後
に
は
更
に
深
遠
な
る
統
一
の
可
能
性

を
含
ん
で
い
る
︑
反
省
は
深
き
統
一
に
達
す
る
途
で
あ
る
︵﹁
善

人
な
お
往
生
す
︑
い
か
に
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
﹂
と
い
う
語
が
あ

る
︶︒
神
は
そ
の
最
深
な
る
統
一
を
現
わ
す
に
は
ま
ず
大
い
に
分

裂
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂︒
こ
の
分
裂
の
中
に
統
一
を
見
る
の
が
知
的

直
観
で
あ
り
︑
最
深
の
統
一
を
見
る
知
的
直
観
が
宗
教
的
覚
悟
で

あ
る
︒
即
ち
こ
こ
で
も
分
裂
や
反
省
の
立
場
が
知
的
直
観
の
立
場

に
回
収
さ
れ
て
い
る
︒

　

こ
う
し
た
叙
述
を
踏
ま
え
︑第
四
段
落
で
は
﹁
我
々
の
個
人
性
﹂

は
﹁
虚
偽
の
仮
相
で
あ
っ
て
︑
泡
沫
の
如
く
全
く
無
意
義
の
者
﹂

で
は
な
く
︑﹁
反
っ
て
神
の
発
展
の
一
部
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
︑

即
ち
そ
の
分
化
作
用
の
一
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
﹂
と
さ
れ
る
︒

﹁
凡
て
の
人
が
各
自
神
よ
り
与
え
ら
れ
た
使
命
を
も
っ
て
生
ま
れ

て
き
た
﹂
の
で
あ
り
︑﹁
各
自
の
発
展
は
即
ち
神
の
発
展
を
完
成

す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
意
味
に
お
い
て
我
々
の
個
人
性
は
永
久
の

生
命
を
有
し
︑
永
遠
の
発
展
を
成
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
﹂︒
ま
た
﹁
神
は
無
限
の
愛
な
る
が
故
に
︑
凡
て
の
人
格
を

包
含
す
る
と
共
に
凡
て
の
人
格
の
独
立
を
認
め
る
﹂
と
も
言
わ
れ

て
い
る
︒
し
か
し
こ
う
し
た
叙
述
も
安
易
に
受
け
取
っ
て
は
な
ら

な
い
︒
こ
う
し
た
叙
述
は
あ
く
ま
で
﹁
固
よ
り
神
よ
り
離
れ
て
独

立
せ
る
個
人
性
と
い
う
者
は
な
か
ろ
う
﹂
と
い
う
厳
し
い
条
件
が

付
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
神
よ
り
独
立
せ
る
個

人
性
を
主
張
す
る
者
に
と
っ
て
は
依
然
個
人
性
は﹁
虚
偽
の
仮
相
﹂

で
あ
り
︑﹁
泡
沫
の
如
く
全
く
無
意
義
の
者
﹂
で
あ
る
︒
そ
う
し

て
人
間
は
一
面
に
お
い
て
こ
う
し
た
主
張
を
な
す
意
識
の
立
場
を

一
歩
も
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
れ
故
﹁
我
々
の
個
人
性
﹂
に

関
す
る
こ
こ
で
の
叙
述
は
意
識
の
立
場
で
は
な
く
︑
宗
教
的
直
覚

の
立
場
で
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

同
様
の
趣
旨
で
西
田
は
最
後
に﹁
悪
の
根
本
﹂に
つ
い
て
も
︑﹁
元

来
絶
対
的
に
悪
と
い
う
べ
き
者
は
な
い
︑
物
は
総
べ
て
そ
の
本
来

に
お
い
て
は
善
で
あ
る
︑
実
在
は
即
ち
善
で
あ
る
﹂
と
ま
ず
﹁
元

来
﹂︑
即
ち
純
粋
経
験
で
の
有
り
方
を
述
べ
る
︵
第
五
段
落
︶︒
次

い
で﹁
悪
は
実
在
体
系
の
矛
盾
衝
突
よ
り
起
こ
る
﹂が
そ
れ
は﹁
実

在
の
分
化
作
用
に
基
づ
く
も
の
で
実
在
発
展
の
一
要
件
﹂
で
あ
る

と
す
る
︒
最
後
に
﹁
罪
を
知
ら
ざ
る
者
は
真
に
神
の
愛
を
知
る
こ

三
〇



と
は
で
き
な
い
︒
不
満
な
く
苦
悩
な
き
者
は
深
き
精
神
的
趣
味
を

解
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
︒
罪
悪
︑
不
満
︑
苦
悩
は
我
々
人
間
が
精

神
的
向
上
の
要
件
で
あ
る
︑
さ
れ
ば
真
の
宗
教
家
は
此
等
の
者
に

お
い
て
神
の
矛
盾
を
見
ず
し
て
反
っ
て
深
き
神
の
恩
寵
を
感
ず
る

の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
ア
ダ
ム
の
堕
落
が
あ
っ
て
こ
そ

キ
リ
ス
ト
の
救
い
が
あ
り
︑
従
っ
て
無
限
な
る
神
の
愛
が
明
ら
か

と
な
っ
た
︵
第
三
段
落
︶﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
神
の
愛
を
現

わ
す
た
め
に
は
人
間
の
罪
や
不
満
︑
苦
悩
を
介
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
う
し
た
表
現
も
意
識
の

立
場
で
自
分
に
都
合
の
良
い
理
説
と
し
て
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な

い
︒
こ
こ
で
も
﹁
固
よ
り
悪
は
宇
宙
の
統
一
進
歩
の
作
用
で
は
な

い
か
ら
︑
そ
れ
自
身
に
お
い
て
目
的
と
す
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と

は
勿
論
で
あ
る
﹂
と
い
う
厳
し
い
条
件
が
付
い
て
い
る
こ
と
を
見

落
と
し
て
は
な
ら
な
い
︒
悪
は
実
在
体
系
の
矛
盾
衝
突
に
よ
っ
て

起
こ
る
︒
そ
の
時
に
一
面
に
お
い
て
人
間
は
反
省
の
立
場
に
立
っ

て
お
り
︑
そ
れ
自
身
を
目
的
と
し
て
悪
と
な
る
︒
こ
う
し
た
悪
を

善
し
と
す
る
︒
そ
う
し
て
こ
の
立
場
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

悪
の
根
源
に
関
す
る
西
田
の
説
明
は
あ
く
ま
で
宗
教
的
知
的
直
覚

に
お
け
る
も
の
︑
赦
し
や
回
心
の
刹
那
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

終
章　

西
田
の
人
間
観

　

テ
キ
ス
ト
で
は
第
五
章
と
し
て
﹁
知
と
愛
﹂
が
収
録
さ
れ
て
い

る
が
︑
こ
の
論
文
は
元
来
別
の
機
会
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た

め
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
︒
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
も
と
に

西
田
の
人
間
観
の
根
本
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
︒

　
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
よ
う
に
人
間
は
︑
人
間
を
超
え
た
領

域
と
他
者
を
含
め
た
真
の
全
体
に
開
か
れ
た
有
り
方
と
︑
自
己
の

内
に
閉
じ
て
そ
れ
自
体
が
全
体
に
な
っ
た
有
り
方
と
い
う
二
つ
の

矛
盾
し
た
等
根
源
的
な
有
り
方
を
そ
の
具
体
的
な
統
一
に
お
い
て

持
っ
て
い
る
︒
こ
の
矛
盾
は
解
け
な
い
︒
思
弁
的
な
い
し
即
非
と

い
う
仕
方
で
︑
あ
る
い
は
言
語
に
言
い
現
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い

直
接
性
と
い
う
仕
方
で
︑
矛
盾
の
ま
ま
に
統
一
さ
れ
て
い
る
︑
と

い
っ
た
表
現
で
仮
に
こ
の
矛
盾
を
解
い
た
気
に
な
っ
て
い
る
の
な

ら
ば
︑
矛
盾
は
矛
盾
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
こ
の
矛
盾

が
解
け
な
い
と
は
︑
端
的
に
人
間
が
分
か
ら
な
い
︑
ど
こ
ま
で
も

︵
底
な
し
に
︑
無
底
的
に
︶
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
の
人
間
観
の
中
に
は
人
間
の
本
性
を
い
ず
れ

か
一
方
に
定
位
さ
せ
て
︑
そ
こ
か
ら
人
間
存
在
の
全
体
を
解
明
︑

説
明
し
よ
う
と
試
み
︑
そ
の
結
果
二
つ
の
人
間
観
の
相
異
を
動
か

し
難
い
対
立
の
内
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
よ

う
に
思
う
︒

　

そ
う
し
た
試
み
に
お
い
て
︑
人
間
は
知
的
直
観
の
立
場
︑
即
ち

三
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意
識
本
来
の
状
態
な
い
し
本
来
の
自
己
の
立
場
に
立
ち
切
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
︑
あ
る
い
は
人
間
は
孤
独
や
不
安
と
い
っ
た
︑
抱

え
き
れ
な
い
苦
し
み
︑
悲
し
み
︑
矛
盾
︑
葛
藤
を
抱
え
た
迷
い
の

身
︑
意
識
的
存
在
で
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
自
力
で
は
一
歩
も
出
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
か
︑
と
い
う
よ
う
な
問
い
も
生
じ
て
く
る
︒
し

か
し
一
見
正
反
対
に
見
え
る
二
つ
の
立
場
も
そ
れ
ぞ
れ
徹
底
す
る

な
ら
ば
︑同
じ
よ
う
な
有
り
方
に
行
き
つ
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒

即
ち
前
者
の
立
場
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
︑
意
識
本
来
の
有
り
方
や

悟
り
と
い
っ
た
有
り
方
を
残
さ
ず
︑
そ
の
都
度
意
識
の
有
り
方
に

成
り
切
り
︑
徹
し
て
い
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
悟
り
に
執

着
し
そ
の
残
滓
を
残
す
よ
う
な
こ
と
で
は
立
ち
切
っ
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
︒
分
別
の
立
場
を
超
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
︒
こ
う

し
て
迷
い
の
身
で
あ
る
﹁
人
間
﹂
を
生
き
切
る
そ
の
一
歩
一
歩
に

お
い
て
底
が
抜
け
て
い
く
︒
後
者
の
立
場
を
徹
底
し
︑
外
に
悟
り

を
求
め
よ
う
と
せ
ず
︑
迷
い
の
身
で
あ
る
人
間
︑
意
識
的
存
在
に

帰
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
こ
に
そ
の
都
度
﹁
人
間
﹂
を
見
出
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
都
度
人
間
を
超
え
た
視

点
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
︑
一
歩
一
歩
に
お
い
て
意
識

的
存
在
で
あ
る
こ
と
が
破
ら
れ
︑
永
遠
の
真
生
命
を
生
き
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
︒

　

こ
れ
に
対
し
不
徹
底
と
な
る
場
合
に
は
両
者
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の

特
性
に
よ
る
依
存
と
慢
心
と
生
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
前
者
に

お
い
て
は
本
来
の
自
己
や
悟
り
に
対
す
る
固
執
が
依
存
と
な
り
︑

そ
こ
に
慢
心
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
︒
後
者
に
お
い
て
は
他
者
と
し

て
の
絶
対
者
に
対
す
る
依
存
と
︑
そ
う
し
た
有
り
方
に
対
す
る
慢

心
が
生
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
い
ず
れ
も
意
識
の
立
場
に
落
ち

て
お
り
︑
そ
こ
を
徹
し
て
い
く
こ
と
︑
あ
る
い
は
そ
う
し
た
立
場

に
﹁
帰
る
﹂
こ
と
が
さ
ら
な
る
宗
教
的
要
求
と
な
る
だ
ろ
う
︒

　

西
田
の
場
合
は
ど
う
か
︒
自
己
は
さ
し
あ
た
り
﹁
個
人
的
欲
求

を
中
心
と
し
て
凡
て
を
統
一
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
第
一
章
第
三

段
落
︶﹂
と
考
え
ら
れ
て
い
る
意
識
的
な
自
己
で
あ
る
︒
こ
の
自

己
が
変
換
さ
れ
﹁
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限
な
る
こ
と
を

覚
知
す
る
と
共
に
︑
絶
対
無
限
の
力
に
合
一
し
て
こ
れ
に
由
り
て

永
遠
の
真
生
命
を
得
﹂
た
自
己
が
︑
神
の
部
分
と
い
う
仕
方
で
神

と
合
一
し
た
真
の
自
己
で
あ
る
︒

　

神
は
世
界
︵
宇
宙
︑
実
在
︶
の
根
柢
で
あ
る
が
︑
こ
の
根
柢
と

は
統
一
力
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
実
在
は
意
識
現

象
に
他
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
︑
神
と
世
界
の
関
係
は
意
識
統
一
と

そ
の
内
容
と
の
関
係
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
︒
そ
の

際
こ
の
意
識
統
一
そ
の
も
の
は
知
識
の
対
象
と
な
ら
ず
︑
反
っ
て

一
切
は
こ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
故
に
︑
神
と
世
界
︑
意
識
統

一
と
意
識
内
容
と
の
関
係
は
一
方
に
お
い
て
超
絶
の
関
係
で
あ
る

と
さ
れ
な
が
ら
︑
他
方
で
内
容
を
離
れ
た
統
一
は
あ
り
得
な
い
が

故
に
︑
両
者
の
関
係
は
同
一
実
在
の
両
方
面
と
さ
れ
た
︒
超
絶
の

三
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関
係
と
は
差
別
相
で
あ
り
︑
こ
れ
は
反
省
に
よ
っ
て
生
ず
る
︒
し

か
し
こ
う
し
た
立
場
も
宗
教
的
な
知
的
直
観
の
立
場
︵
神
人
合
一

の
真
の
自
己
の
立
場
︶
か
ら
発
展
の
必
然
的
過
程
と
見
ら
れ
る
に

至
っ
た
︒
こ
う
し
て
反
省
の
立
場
と
知
的
直
観
の
立
場
の
並
行
的

な
記
述
が
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
結
局
す
べ
て
を
知
的
直
観
の
立
場

か
ら
説
明
す
る
の
が
︑
西
田
の
立
場
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
純
粋
経

験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
た
い
︵
序
︶﹂
と
い

う
西
田
が
﹁
大
分
前
か
ら
も
っ
て
い
た
考
え
﹂
に
沿
っ
た
も
の
で

あ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
超
越
の
側
面
が
知
的
直
観
の
内
部
で
単
な

る
統
一
力
と
し
て
内
在
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て

意
識
の
立
場
は
根
本
的
に
解
消
し
︑
人
間
が
意
識
の
立
場
を
一
歩

も
出
ら
れ
な
い
と
い
う
側
面
が
背
後
に
退
く
こ
と
に
な
る
︒
西
田

の
汎
神
論
的
立
場
は
こ
う
し
て
生
ず
る
︒

　

こ
れ
は
知
的
直
観
に
立
ち
切
る
立
場
の
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か

し
立
ち
切
る
と
は
知
的
直
観
の
残
滓
を
残
さ
ず
意
識
の
立
場
へ
と

徹
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
神
は
常
に
自
己
の
根
柢

で
あ
っ
て
︑﹁
神
す
ら
も
失
っ
た
所
に
真
の
神
を
見
る
︵
第
四
章

第
三
段
落
︶﹂
と
い
う
表
現
が
あ
る
に
は
あ
っ
て
も
︑
そ
う
し
た

神
無
き
と
こ
ろ
は
﹁
専
心
デ
ィ
ア
ナ
の
銀
龕
を
作
り
つ
つ
パ
ウ
ロ

の
教
え
を
省
み
な
か
っ
た
と
い
う
銀
工
︵
同
︶﹂
に
言
及
が
あ
る

だ
け
で
そ
の
方
向
で
の
積
極
的
な
展
開
は
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
む

し
ろ
逆
に
︑
西
田
は
自
ら
の
汎
神
論
を
﹁
個
々
の
万
物
そ
の
ま
ま

が
直
ち
に
神
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
︑
ス
ピ
ノ
ー
ザ
哲
学
に

お
い
て
も
万
物
は
神
の
差
別
相
で
あ
る
︵
第
二
章
第
二
段
落
︶﹂

と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
︒
即
ち
西
田
の
汎
神
論
は
︑
宇
宙

を
﹁
神
の
表
現
﹂
と
見
る
汎
神
論
︑
全
て
を
神
の
統
一
の
相
に
お

い
て
見
る
汎
神
論
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
西
田
が
︑
神
を
自
己
の

根
柢
に
お
い
て
自
己
を
含
め
た
す
べ
て
の
実
在
の
統
一
力
と
し
て

経
験
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
の
中
で
自
己
も
﹁
相
対
的
に

し
て
有
限
﹂
な
る
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
西
田

は
か
か
る
経
験
を
﹁
実
地
に
お
け
る
心
霊
的
経
験
の
事
実
﹂
だ
と

し
て
い
る
︒
し
か
し
西
田
の
根
本
経
験
に
お
い
て
神
人
関
係
は
父

子
関
係
と
し
て
経
験
さ
れ
て
お
り
︑
知
的
直
観
の
根
柢
が
神
と
さ

れ
て
い
る
限
り
︑
そ
の
底
が
抜
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い

だ
ろ
う
︒

　

こ
う
し
て
西
田
の
立
場
は
神
を
絶
対
的
な
他
者
と
見
る
立
場
に

近
づ
く
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
そ
う
か
と
い
っ
て
ど
う
し
て
も
個

人
的
欲
求
を
中
心
と
し
て
全
て
を
統
一
し
よ
う
と
し
て
し
ま
う
︑

そ
う
し
た
意
識
の
立
場
に
立
っ
て
も
い
な
い
︒
全
て
を
知
的
直
観

の
立
場
で
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
い
わ
ば
救
わ
れ
た
立
場

か
ら
全
て
を
説
明
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
宗
教
的
な
知
的
直
観
に

お
い
て
さ
え
︑
人
間
が
絶
え
ず
意
識
の
立
場
に
落
ち
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
自
覚
が
な
い
︒
こ
の
こ
と
は
純
粋
経
験
を
唯
一
実
在
と

し
て
考
究
の
出
立
点
に
設
定
し
え
た
と
い
う
点
に
す
で
に
表
れ
て
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い
た
︒︿
純
粋
経
験
有
り
﹀
は
す
で
に
判
断
で
あ
り
︑
意
識
の
立

場
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
思
惟
︵
哲
学
︶
の
立
場
で
西
田
は
純
粋
経

験
を
考
察
し
て
い
る
︒
西
田
自
身
一
面
に
お
い
て
意
識
の
立
場
を

一
歩
も
出
て
は
い
な
い
︒
そ
う
し
た
立
場
で
意
識
を
超
え
た
純
粋

経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
設
定
し
て
も
︑
そ
の
こ
と
自
体
が
意

識
の
中
で
の
設
定
に
す
ぎ
な
い
︒
真
実
在
が
ど
こ
か
に
あ
る
と
い

う
の
は
︑
不
安
を
抱
え
た
人
間
に
と
っ
て
は
都
合
の
良
い
設
定
で

あ
り
︑
こ
れ
は
一
種
の
依
存
で
あ
り
︑
逃
避
で
あ
る
と
さ
え
考
え

ら
れ
る
︒

　

西
田
の
立
場
は
知
的
直
観
の
立
場
に
徹
し
た
も
の
で
も
意
識
の

立
場
に
徹
し
た
も
の
で
も
な
い
︒
そ
れ
は
意
識
の
立
場
に
立
ち
な

が
ら
知
的
直
観
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
矛
盾
︑
分
別
の
立
場
に
立

ち
な
が
ら
無
分
別
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
矛
盾
︑
哲
学
の
立
場
で

宗
教
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
︵
た
だ
し
こ
れ
は
哲
学

が
分
別
差
別
性
︑
媒
介
性
を
本
質
と
し
︑
宗
教
が
無
分
別
無
差
別

性
︑
直
接
性
を
そ
の
本
旨
と
す
る
と
い
う
そ
れ
自
身
分
別
的
な
前

提
を
受
け
入
れ
た
上
で
の
矛
盾
で
あ
る
︶︒
こ
れ
は
人
間
存
在
が

抱
え
る
矛
盾
で
あ
る
が
︑
西
田
が
こ
の
矛
盾
に
自
覚
的
で
あ
る
と

は
言
え
な
い
︒
自
覚
的
で
あ
っ
た
な
ら
ば
決
し
て
意
識
や
反
省
の

立
場
を
知
的
直
観
の
立
場
に
回
収
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
立
場
を
語
る
こ
と
が
す
で
に
意
識
の
立
場

で
あ
る
こ
と
︑
し
か
も
こ
う
し
た
意
識
の
立
場
で
の
言
説
に
拠
ら

な
け
れ
ば
知
的
直
観
の
立
場
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
こ
と
に
十
分

に
自
覚
的
で
あ
っ
た
な
ら
ば
︑
知
的
直
観
の
立
場
と
等
根
源
的
な

意
識
の
立
場
の
正
当
な
必
然
性
を
主
張
し
た
で
あ
ろ
う
︒世
界︵
宇

宙
︶
と
神
︑
意
識
内
容
と
意
識
の
統
一
︑
有
と
無
︑
一
切
︵
多
︶

と
一
︑
差
別
と
平
等
を
単
に
同
一
実
在
の
両
方
面
と
見
る
の
み
な

ら
ず
︑
両
者
の
間
の
超
絶
性
を
も
強
調
し
た
で
あ
ろ
う
︒
同
一
実

在
の
両
方
面
と
見
る
の
が
﹃
即
︵
同
一
︶﹄
と
し
て
の
知
的
直
観

の
立
場
で
あ
り
︑
両
者
の
間
に
超
絶
性
を
見
る
の
が
﹃
非
︵
区

別
︶﹄
と
し
て
の
意
識
な
い
し
反
省
の
立
場
に
他
な
ら
な
い
︒
換

言
す
れ
ば
神
の
宇
宙
に
対
す
る
︑
意
識
統
一
の
意
識
内
容
に
対
す

る
︑
無
の
有
に
対
す
る
︑
一
の
多
に
対
す
る
︑
平
等
の
差
別
に
対

す
る
︑
内
在
性
と
同
時
に
超
越
性
を
強
調
し
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
う

し
て
汎
神
論
的
な
側
面
と
同
時
に
︑
超
越
神
論
的
な
側
面
を
も
強

調
し
た
で
あ
ろ
う
︒
宇
宙
同
様
に
我
々
の
個
人
性
に
つ
い
て
も
︑

神
よ
り
離
れ
て
独
立
せ
る
個
人
性
を
主
張
す
る
意
識
や
反
省
の
立

場
に
と
っ
て
は
﹁
虚
偽
の
仮
相
で
あ
っ
て
︑
泡
沫
の
如
く
全
く
無

意
義
の
者
﹂
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
﹁
悪
の

根
本
﹂
に
つ
い
て
も
反
省
や
意
識
の
立
場
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い

人
間
の
根
源
悪
に
つ
い
て
の
厳
し
い
表
現
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
︵
こ
の
後
新
カ
ン
ト
派
と
の
接
触
を
通
じ
て
西
田
は
反
省
の

立
場
の
正
当
な
必
然
性
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な

る
︶︒

三
四



　

人
間
は
深
い
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
︒
こ
の
矛
盾
を
解
く
こ
と
は

で
き
な
い
︒解
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
は
人
間
が
ど
こ
ま
で
も︵
底

な
し
に
︑
無
底
的
に
︶
分
か
ら
な
い
︑
底
抜
け
に
深
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
分
か
ら
な
い
﹂
と
い
う
仕
方
で
﹁
分
か
っ

て
し
ま
う
﹂
こ
と
を
も
突
破
す
る
底
の
抜
け
た
﹁
分
か
ら
な
さ
﹂

で
あ
る
︒
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
分
か
ら
な
い
自
分
を
受
け
止
め
て

い
く
他
な
い
︒
ど
こ
ま
で
も
分
か
ら
な
い
自
分
を
受
け
止
め
る
と

は
︑
そ
う
し
た
自
分
を
ど
こ
ま
で
も
愛
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒
そ
れ
は
同
時
に
ど
こ
ま
で
も
分
か
ら
な
い
自
分
に
愛
さ
れ

導
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
何
故
な
ら
冒
頭
で
も
述

べ
た
よ
う
に
︑
我
々
は
ど
こ
ま
で
も
分
か
ら
な
い
自
分
を
ど
こ
か

で
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
探
究
が
可
能
と

な
る
か
ら
で
あ
る
︒
自
分
を
愛
せ
な
い
︑
受
け
止
め
ら
れ
な
い
と

い
う
の
は
自
分
を
ど
こ
か
で
分
か
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
︒
人
間
は
自
分
が
存
在
し
て
い
る
か
︑
し
て
い
な
い
の
か
︑

自
分
が
何
者
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
不
安
を
抱
え
て
い
る
か
ら
絶

え
ず
自
己
存
在
の
確
認
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
し
か
し
自
己
存
在

の
確
認
を
し
よ
う
に
も
そ
の
自
己
と
は
何
か
が
本
当
は
ど
こ
ま
で

も
分
か
ら
な
い
︒
分
か
ら
な
い
か
ら
手
っ
取
り
早
く
何
か
で
定
義

し
よ
う
と
す
る
︒
し
か
し
自
己
存
在
の
確
認
と
い
う
こ
と
を
︑
ど

こ
ま
で
も
分
か
ら
な
い
自
分
を
ど
こ
ま
で
も
受
け
止
め
︑
愛
し
て

い
く
と
い
う
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
︑
一
見
自
己
中
心
的
に
し
か

見
え
な
い
自
己
存
在
の
確
認
の
た
め
に
︑
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
分

か
ら
な
い
自
分
を
︑
人
生
を
︑
他
人
を
︑
仕
事
を
︑
理
想
を
愛
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
︒
何
が
で
き
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
ど
こ

ま
で
も
い
い
仕
事
を
し
た
い
︑
い
い
物
を
作
り
た
い
と
思
え
る
︒

こ
れ
に
対
し
自
分
を
︑
人
生
を
︑
他
人
を
︑
仕
事
を
︑
理
想
を
何

か
分
か
っ
た
も
の
と
し
て
︑
そ
れ
に
自
己
存
在
の
確
認
を
求
め
る

な
ら
ば
︑
そ
れ
は
偽
で
あ
り
︑
崩
れ
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
︒
人
間
は
た
え
ず
分
か
っ
た
気
に
な
り
な
が
ら
も
︑
ど
こ
ま
で

も
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
の
み
人
間
で
あ
り
う
る
の

か
も
し
れ
な
い
︒
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