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パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
に
お
け
る
存
在
論
の
基
礎
構
造

本目

津

序

本
論
の
目
的
は
、

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
存
在
論
の
構
造
を
解
明
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て

『
組
織
神
学
』
全
体
を
貫
く
論
理
を
解
明
す
る
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
『
組
織
神
学
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
が
「
存
在
論

的
神
学
」

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
は
今
さ
ら
改
め
て
言
わ
れ
る
ま
で
も
な
い
、
分
か
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
存
在
論
的
神
学
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
ろ
う
か
。
最
も
単
純
に
取
れ
ば
、

そ
れ
は
存
在
論
を
そ
の
探
求
の
論
理
あ
る
い
は
方
法
と

し
て
用
い
て
い
る
神
学
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

一
口
に
存
在
論
と
言
っ
て
も
、

そ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら

現
代
に
至
る
ま
で
の
広
大
な
歴
史
的
広
が
り
と
多
様
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
内
ど
れ
を
取
る
か
に
よ
っ
て
、
存
在
論
に
お
い
て

用
い
ら
れ
る
基
本
用
語
で
あ
る
「
存
在
¥

「
本
質
」
、

「
実
存
」
な
ど
の
持
フ
評
価
と
意
味
合
い
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
く
る
。
例
を
挙
げ
れ

lま

ヘ
l
ゲ
ル
の

「
実
存
」
と
キ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の

実
存

は
お
よ
そ
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
し
、
「
実
存
が
先
行
す
る
」

サ
ル
ト
ル
の
本

質
と
、
「
実
存
に
先
行
す
る
」
ト
マ
ス
の
本
質
は
こ
れ
ま
た
正
反
対
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
は
存
在

論
的
で
あ
る
」
と
言
っ
た
だ
け
で
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
の
何
た
る
か
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
な
ら
ず
、
む
し
ろ
各
人
が
抱
い
て



い
る
存
在
論
を
巡
る
前
理
解
に
よ
っ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
解
釈
が
曲
げ
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
に
注
目
す
る
理
由
は
も
う
一
つ
あ
る
。
『
組
織
神
学
』
は
「
問
い
と
答
え
の
相
関
の
方
法
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

(1) 

ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
言
う
と
、
聞
い
の
部
分
が
哲
学
的
(
存
在
論
的
)
な
議
論
を
、
答
え
の
部
分
が
神
学
的
な
議
論
を
担
っ
て
い
る
。
無
論
、

両
者
は
別
個
の
も
の
で
は
な
く
、
緊
密
な
結
び
付
き
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
前
半
の
哲
学
的
な
議
論
の
部
分
は
従
来
足
早
に
通
り

過
ぎ
ら
れ
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
を
全
体
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
哲
学
の
部
分
に

も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
本
論
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
に
お
け
る
存
在

論
の
構
造
を
、
第
二
部
「
存
在
と
神
」

の
前
半
「
存
在
と
神
問
題
」
(
回
巳
ロ
m
g
ι

↓r
P
5色
。
ロ
。
問
。
。
己
)

の
展
開
を
な
る
べ
く
丁
寧
に

辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
が
、
こ
の
よ
う
な
限
定
を
課
し
た
以
上
、
本
論
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
組
織
神
学
』
の
包
括
的
な
研
究
を

行
お
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
あ
く
ま
で
そ
の
「
出
発
点
¥
「
す
べ
て
の
議
論
の
大
前
提
」
の
解
明
の
努
力
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、

出
発
点
や
前
提
な
し
で
到
達
点
も
展
開
も
、
従
っ
て
全
体
も
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
り
、

そ
の
確
認
は
『
組
織
神
学
』
の
理
解
の
た
め
の
不

可
欠
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

存
在
論
の
概
観

A 

『
組
織
神
学
』
に
お
け
る
存
在
論
の
占
め
る
位
置

と
こ
ろ
で
、
本
論
に
入
る
前
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
全
体
の
中
で

「
第
一
部
存
在
と
神

I
存
在
と
神
問
題
」

は
ど
の
よ
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う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
は

「
理
性
と
啓
示
」
、

「
存
在
と
神
」
、
「
実
存
と
キ
リ
ス
ト
」
、

「
生
と
霊
」
、

「
歴
史
と
神
の
国
」

の
五
部
構

268 

成
に
な
っ
て
い
る
が
、

「
こ
の
部
分
[
存
在
と
神
]

は
存
在
の
基
本
的
構
造
構
造
の
輪
郭
を
描
き
、
こ
の
構
造
に
含
ま
れ
て
い
る
問
題
に
対

す
る
答
え
(
他
の
す
べ
て
の
答
え
を
規
定
す
る
答
え
)
を
与
え
る
」
(
『
組
織
神
学
』
第
一
巻
℃
・
笥
w

八
三
頁
。
以
下
、
『
組
織
神
学
』
第
一
巻
、

第
二
巻
、
第
三
巻
は
そ
れ
ぞ
れ
め
コ
、
め
守
口
、
め
コ
ロ
と
略
記
し
、
英
語
版
の
頁
数
を
℃
・
:
:
:
、
日
本
語
版
の
頁
数
を
:
:
:
頁
、
ド
イ
ツ
語

版
の
頁
数
を
伊
:
:
:
と
そ
れ
ぞ
れ
表
記
す
る
)
。
『
組
織
神
学
』
に
お
い
て
、
人
間
の
実
存
は
自
己
矛
盾
あ
る
い
は
自
己
疎
外
の
性
質
を
持
つ

て
い
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
、

そ
こ
か
ら
二
つ
の
部
門
、
す
な
わ
ち
本
質
に
あ
る
人
間
(
あ
る
べ
き
姿
)
を
取
り
扱
う
部
門
と
、
自
己
疎
外

的
実
存
に
お
い
て
あ
る
人
間
(
あ
る
べ
き
で
な
い
姿
)
を
取
り
扱
う
部
門
が
立
て
ら
れ
る
。
こ
の
両
者
は
、
前
者
が
第
二
部
「
存
在
と
神
」

と
し
て
、
後
者
が

「
実
存
と
キ
リ
ス
ト
」
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

そ
し
て
第
三
の
部
円
で
あ
る
「
生
と
霊
」
に
お
い
て
は
、
本
質
と
実
存
と

が
複
雑
か
つ
動
的
な
統
一
を
な
し
て
い
る
も
の
と
し
て
の
生
が
扱
わ
れ
る
(
「
歴
史
と
神
の
国
」
に
つ
い
て
は
後
述
)
。
こ
の
よ
う
な
構
成
を

見
て
も
、
第
二
部
「
存
在
と
神
」
が
後
続
す
る
議
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

そ
こ
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
な
し

に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
こ
を
正
し
く
理
解
し
さ
え
す
れ
ば
後
続
す
る
議
論
も
す
べ
て
「
読
め
て
」

来
る
、

と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、

一
つ
の
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

「
生
と
霊
」

の
部
門
を
説
明
す
る
に
際
し
、

「
実
存
的
特
徴
も
本
質
的
特

徴
と
同
じ
く
抽
象
で
あ
り
、
現
実
に
お
い
て
両
者
は
『
生
』
と
呼
ば
れ
る
複
雑
で
動
的
な
統
一
に
お
い
て
現
れ
る
」
(
匂
コ
℃
・
ミ
w

八
三
頁
、

傍
点
筆
者
)
と
い
う
無
視
で
き
な
い
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
指
摘
か
ら
、

「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
『
存
在
と
神
問
題
』

で
展
開
し
て
い
る
議

論
は
非
現
実
的
で
あ
る
」

と
い
う
批
判
は
的
外
れ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
質
(
「
存
在
と
神
」

で
議
論
さ
れ
る
事
柄
)
と
実
存
(
「
実
存

と
キ
リ
ス
ト
」
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
事
柄
)
が
相
侯
っ
て
い
る
の
が
現
実
だ
、

と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
は
っ
き
り
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
ー
ー
ー
確
か
に
、

よ
く
注
意
し
て
読
ま
な
い
と
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
は
あ
る
が
。



B 

全
体
の
構
成

『
組
織
神
学
』
第
一
部
「
存
在
と
神
」

の
前
半
「
存
在
と
神
問
題
」

に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
、
存
在
に
関
す
る
議
論
の
全
体
の
構
成
は
、

以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

(1)
存
在
論
的
基
礎
構
造

(
2
2
2
c
Z
)

(2)
存
在
論
的
構
造
を
構
成
す
る
諸
原
理
(
司
ユ
R
-
1
2
)

(3)
実
存
の
諸
条
件
で
あ
る
よ
う
な
、
存
在
の
諸
性
格

(
n
F
R
R件
。
号
斥
ω)

(4)
存
在
と
認
識
の
諸
範
鴎

(g志
向
。
号
ω)

こ
れ
ら
四
つ
が
、
存
在
論
的
諸
概
念

(
8
5
8
Z
)
の
四
つ
の
層

(-2己
)
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。
以
下
、

こ
れ
ら
を
各
章
で
順
を
追
っ

て
辿
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
に
各
々
に
つ
い
て
簡
単
に
概
略
し
て
お
こ
う
。

第
一
レ
ベ
ル
は

「
存
在
論
的
基
礎
構
造
」

で
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
存
在
論
的
問
い
は
、
「
問
う
」
「
主
体
」
と
「
問
わ
れ
る
」

「
客
体
」

そ
れ
は
さ
ら
に
存
在
の

と
を
前
提
と
し
て
お
り
、

「
主
観
ー
客
観
」
構
造
を
前
提
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
れ
は
存
在
の
根
本
的

区
分
と
し
て
の

「
自
己
ー
世
界
」
構
造
を
前
提
と
す
る
。
こ
れ
が
も
っ
と
も
根
本
的
な
存
在
論
の
構
造
、

レ
ベ
ル
ー
と
な
る
。

第
二
レ
ベ
ル
の

「
存
在
論
的
構
造
を
構
成
す
る
諸
原
理
」
と
は
、
「
A

個
別
化
ー
参
与
」

(
E
e
i
E邑
g
z
g，
宮
同
誌
の
ぜ
注
。
ロ
)
、
「

B

態
l
形
式
」

富山、

EB-a'守
口
出
)
、

の
三
対
の
両
極
的
諸
要
素
で
あ
り
、

「
三
つ
の
両
極
性
の
う

C 

(号。。品。
EE門町
ω
民ロ山、)

自
由
l
運
命
」

ち
第
一
の
要
素
[
各
々
の
前
者
]

は
存
在
者
の
自
己
関
係
性
す
な
わ
ち
自
ら
そ
の
も
の
で
あ
る
そ
れ
の
存
在
の
力
を
表
し
、

」
れ
に
対
し
、

第
二
の
要
素
[
各
々
の
後
者
]

は
存
在
者
の
帰
属
性
す
な
わ
ち
そ
れ
が
存
在
者
の
宇
宙
の
一
部
分
で
あ
る
性
格
を
表
現
し
て
い
る
」

同
)
・

H
G
F

二
O
六
頁
)
。
こ
れ
ら
は
、

レ
ベ
ル
1
に
あ
る
基
礎
構
造
の
両
極
的
性
格
(
自
己
ー
世
界
お
よ
び
主
観
ー
客
観
)
を
分
け
持
っ
て
い
る 動

パウル・ティリッヒの神学における存在論の基礎構造

(
匂
吋
円
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が
ゆ
え
に
、
も
っ
と
も
高
度
は
類
概
念
と
は
な
り
得
な
い
で
、
そ
の
下
に
あ
る
諸
原
理
と
な
る
(
他
方
、
歴
史
自
然
の
よ
う
な
対
概
念
は
、

必
ず
し
も
両
極
的
す
な
わ
ち
一
方
な
く
し
て
他
方
な
し
の
関
係
で
は
な
く
排
他
的
に
捕
ら
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
、

原
理
と
は
な
ら
な

270 

い
、
と
二
一
一
口
う
。
こ
れ
は
、
第
五
部
「
歴
史
と
神
の
国
」
を
『
組
織
神
学
』
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
、

と
い
う
こ
と
を
巡
る

議
論
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
発
言
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
。

と
は
、
実
存
す
る
存
在
の
力
(
℃
。
当

q
え

g
E
m
z
a互
)
、
ま
た
、

本
質
存
在
と
実
存
存
在
と
の
聞
の
差
異
を
表
す
諸
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
存
在
論
に
お
い
て
本
質
存
在
と
実
存
存
在
と
の
二
重
性

第
三
レ
ベ
ル
の

「
実
存
の
諸
条
件
で
あ
る
よ
う
な
存
在
の
諸
性
格
」

が
一
観
察
さ
れ
、
ま
た
一
方
の
他
方
に
対
す
る
、

ま
た
双
方
の
存
在
そ
れ
自
体
に
対
す
る
関
係
が
問
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
最
初
に
存
在

と
非
存
在
の
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
、
二
番
目
に
有
限
と
無
限
の
問
題
が
、
三
番
目
に
有
限
性
と
諸
範
鴎
[
レ
ベ
ル

4
]
が、

四
番
目
に
有
限

性
と
存
在
論
的
諸
原
理
[
レ
ベ
ル

3
に
お
け
る
レ
ベ
ル

2
]
が
、
最
後
に
本
質
存
在
と
実
存
存
在
の
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
る
、

と
い
う
順
序

で
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

最
後
の
、
第
四
レ
ベ
ル

「
存
在
と
認
識
の
諸
範
時
」
に
お
い
て
は
、
範
時
と
呼
ば
れ
る
、
思
惟
と
存
在
と
の
基
本
的
諸
形
式
(
よ
り
正
確

に
言
え
ば
、
思
惟
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
存
在
の
諸
形
式
)
が
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
時
間

(
E
B
O
)
、
空
間

(ω
志
の
め
)
、
因
果
律

(
g
g色
守
)
、

実
体

2
5
2
8
2
)
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
レ
ベ
ル

3
の
議
論
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
(
た
だ
し
本
論
文

で
は
全
体
の
流
れ
を
尊
重
し
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
詳
論
は
省
略
す
る
)
。

以
下
、
各
レ
ベ
ル
を
順
に
概
観
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、

い
か
な
る
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
う
。



II 

レ
ベ
ル
1

|

|
存
在
論
的
基
礎
構
造

A 

存
在
論
的
基
礎
構
造
|
|
自
己
世
界

(1)
出
発
点
と
し
て
の
人
聞
い
存
在
の
構
造
を
意
識
す
る
存
在
者

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
自
ら
の
存
在
論
を
論
じ
始
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
最
初
に
「
す
べ
て
の
存
在
は
存
在
の
構
造
に
参
与
し
て
い
る
が
、

だ
人
間
だ
け
が
直
接
そ
の
構
造
を
意
識
し
て
い
る
。
:
:
:
人
間
は
:
:
:
存
在
論
的
聞
い
を
聞
い
、
自
己
意
識

(ω
⑦

-E巧
m
R
g
g
ω
)

の
中
に

存
在
論
的
答
え
を
見
出
し
得
る
存
在
で
あ
る
」

と
コ
一
一
口
う
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
文
は
、
存
在
の
構
造
な
る
も
の
が
ど
こ

か
人
間
の
外
に
存
在
し
、

「
存
在
の
構
造
に
参
与
」

と
は
、
こ
の

そ
れ
を
人
聞
が
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

場
合
「
人
間
は
そ
れ
ら
諸
構
造
の
中
で
生
活
し
、

そ
れ
ら
を
通
し
て
行
動
し
て
い
る
」

さ
ら
に
「
そ
れ
ら
[
存
在
の

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

は
彼
自
身
な
の
で
あ
る
」
(
め
吋
ザ
・
H
A
出
'
H
G
P

二
一
一
一
二
二
頁
)
と
さ
え
言
わ
れ
る
。

の
存
在
論
的
探
求
の
出
発
点
と
し
て
立
て
ら
れ
幻
。

か
く
し
て
人
間
存
在
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

諸
構
造
]

」
の
、
人
聞
が

「
存
在
の
構
造
の
中
に
在
り
つ
つ
そ
の
存
在
の
構
造
を
意
識
す
る
と
い
う
在
り
方
を
す
る
存
在
と
し
て
の
人
間
」

と
い
〉
つ

在
り
方
を
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
後
に
続
く
す
べ
て
の
議
論
の
大
前
提
と
な
る
。

そ
こ
か
ら
、
存
在
の
構
造
の
中
に
「
存
在
の
構
造

の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
識
」

「
意
識
さ
れ
る
存
在
の
構
造
」

「
意
識
さ
れ
る
も
の
」

と
い
〉
つ
、

と

と
い
〉
つ
、

「
意
識
す
る
も
の
」

と

一
元
的
二
元
性
あ
る
い
は
二
元
的
一
元
性
と
で
も
呼
び
得
る
よ
う
な
構
造
が
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
が
、
存
在
論
的
基
礎
構
造
と
し
て
の
自

己
世
界
、

お
よ
び
認
識
論
的
基
礎
構
造
と
し
て
の
主
観
ー
客
観
の
基
礎
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
図
示
し
た
の
が

で
あ
る
。

[図
1
]

た
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の構造
の構造

の構造存在の構造

図 1

の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の

在
在
在
在
在
在
在
在
在
在
在
在

存
存
存
存
存
存
存
存
存
存
存
存

(2)
自

己

世

界
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」の、

「
存
在
の
構
造
の
中
に
あ
り
つ
つ
そ
の
存
在
の
構
造
を
意
識
す
る
」

と
い
〉
つ

在
り
方
は
、
意
識
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
自
己
l

世
界
と
い
う
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ

っ
て
存
在
論
的
基
礎
構
造
と
呼
ば
れ
る
形
を
と
る
。

「
人
間
は
、
彼
が
属
す
る
世
界
を

持
つ
も
の
と
し
て
自
己
自
身
を
経
験
す
る
」

(めコ司・

5
P
二
一
二
頁
)
。
や
は
り
こ
こ

で
も
、
自
己
と
世
界
を
異
他
的
に
捕
ら
え
る
の
で
は
な
く
「
彼
が
属
す
る
世
界
を
持
つ
」

と
い
う
一
元
的
二
元
性
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

」
の
こ
と
は
、
以
下
の
引
用
に

よ
っ
て
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
、

「
自
己
で
あ
る
と
は
何
ら
か
の
意
味
で
他
の
一
切
か

ら
分
離
し
て
い
る
こ
と
、
他
の
一
切
に
対
立
し
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
を
観
察
し
、

そ
れ

に
働
き
か
け
得
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
自
己
は
自
己
が
観
察

す
る
も
の
に
自
分
が
属
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
自
己
は
そ
の
『
中
に
あ
る
』

の
で
あ
る
」

(め吋同日
}
-
H
吋
0

・
二
一
三
百
(
)
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
自
己
(
忠
岡
)
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、

自
我
(
め
問
。
)
よ
り
も
広
い
意
味
を
持
つ
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
自
己
意
識
的

自
我
(
デ
カ
ル
ト
の
言
う
コ
ギ
タ
チ
オ
)
お
よ
び
そ
の
基
礎
す
な
わ
ち
下
意
識
あ
る
い

は
無
意
識
を
包
括
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
第
二
に
、
自
己
と
は
中
心
自
己
性

(ω
巳同'のめロ可『め円山口。
ωω)

と
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
無
機
物
の
単

純
な
刺
激
↓
反
応
で
さ
え
、
も
し
そ
の
反
応
が
構
造
的
全
体

(ω
守
口
の
吉
川
己
認

gr)
に



よ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
類
比
的
に
で
は
あ
る
が
そ
の
自
己
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
従
っ
て
自
己
性
は
程
度
の
差
こ
そ
あ

れ
す
べ
て
の
個
体
的
諸
存
在
に
言
わ
れ
得
る
。

た
だ
し
「
人
間
は
自
己
意
識
の
形
式
に
お
い
て
彼
自
身
を
『
所
有
す
る
』
。
彼
は
自
我
的
自

己
(
布
。
，
活
再
)
を
所
有
し
て
い
る
」

こ
れ
は
、
自
我
的
自
己
に
お
い
て
人
間
は
そ
の
主
体
で
あ
り
つ
つ
客
体

(
'
凶
同
J
H
U
-
H
吋
(
)
W

二
二
二
百
(
)
。

で
も
あ
る
、

と
い
う
意
味
に
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

」の、

と
い
う
、
他
と
は
異
な
る
人
間
の
自
己
の
性
質
は
ま
た
、
自
己
が
そ
の

と
こ
ろ
の

「
中
に
あ
る
」

「
自
我
的
自
己
を
所
有
す
る
」

も
の
の
性
質
の
差
異
に
も
反
映
す
る
。
す
べ
て
の
自
己
(
と
少
な
く
と
も
類
比
的
に
は
言
い
得
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
諸
存
在
)

は
そ
の
環

境
の
中
に
あ
る
。

そ
し
て
、
自
己
と
い
う
こ
と
が
類
比
的
に
す
べ
て
の
存
在
に
つ
い
て
言
わ
れ
得
る
が
ゆ
え
に
、
や
は
り
類
比
的
に
で
は
あ

る
が
す
べ
て
の
存
在
は
そ
の
環
境
の
中
に
あ
り
つ
つ
そ
の
環
境
を
持
つ
、

し
か
し
、
十
分
に
発
達
し
た
自
我
的
自
己
を
持

と
言
わ
れ
得
る
。

つ
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
単
な
る
環
境
で
な
く
世
界
の
中
に
あ
り
つ
つ
世
界
を
持
つ
、

と
言
わ
れ
る
。

で
は
、
環
境
と
世
界
は
ど
う
違
う
か
。
環
境
も
世
界
も
、
共
に
自
己
に
と
っ
て
、

そ
の
中
に
い
つ
つ
、
あ
る
い
は
属
し
つ
つ
し
か
も
そ
れ

を
持
つ
、

と
い
う
仕
方
で
相
互
的
な
も
の
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
環
境
と
世
界
を
分
け
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
内

g
s
g
が

「
秩
序
」
を
、

ま
た
ラ
テ
ン
語
の
ミ
ミ
ミ
お
尽
き
が

二
つ
に
な
っ
た
も
の
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
世
界
は

「
秩
序
あ
る
一
つ
の
全
体
」

と
い
〉
つ

で
あ
る
、

こ
と
で
あ
る
。

「
人
間
は
自
我
的
自
己
を
持
っ
て
い
る
ゆ
え
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
環
境
を
超
越
す
る
。
:
:
:
世
界
は
一
つ
の
構
造
、
す
な
わ

(
め
コ
司
・
見
。
温
二
一
四
頁
)
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
構
造

的
全
体
と
し
て
の
世
界
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
能
力
の
基
本
的
表
現
は
、
人
間
が
言
語
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ち
多
様
性
の
統
一
で
あ
る
。
:
:
:
世
界
は
:
:
:
構
造
的
全
体
で
あ
る
」

「
人
聞
は
最
も
制

限
を
受
け
た
環
境
に
お
い
て
さ
え
も
宇
宙

(
g
-
2
3。
)
を
所
有
し
て
い
る
。
彼
は
世
界
を
所
有
し
て
い
る
。
普
遍
者
の
力
と
し
て
の
言
語

(
吾
め
℃
。
巧

q
。
同
ロ
ロ
日
〈

2ω
巳
)

一
つ
の
世
界
を
持
つ
こ
と
の
基
本
的
表
現
で
あ
る
」

(
め
吋
阿
古
・
]
{
一
1
0
・
二
一

は
、
人
聞
が
そ
の
環
境
を
超
越
し
、

四
頁
)
。

と
い
う
二
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
の
文
に
お
い
て
は
、
己
口
町
2
2
2包
括
『

g])
と
い
う
語
が

「
宇
宙
」

と

「
普
遍
」

が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
言
語
に
よ
っ
て
人
は
普
遍
(
よ
り
正
確
に
言
え
ば
普
遍
概
念
)
を
持
ち
、

そ
う
い
う
仕
方
で
宇
宙
を
持
つ
、

と
い
〉
つ

パウル・ティリッヒの神学における存在論の基礎構造Zア3



こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
う
と
、
言
語
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
性
格
に
よ
っ
て
世
界
は
一
つ
の
構
造
、
す
な
わ
ち
多
様
で
あ
り
つ
つ
し

か
も
一
つ
の
統
一
で
あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
表
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「犬」

と
い
う
言
葉
は
、
目
の
前
に
い
る
一
匹
の
個
別
的
、

274 

特
殊
的
な
犬
を
指
す
と
同
時
に
、
所
与
的
な
犬
を
越
え
た
普
遍
概
念
で
も
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
自
分
の
環
境
の
中
に
お
い
て
出
会
わ
れ

る
あ
の
犬
や
こ
の
犬
に
拘
束
さ
れ
て
は
い
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
普
遍
概
念
を
用
い
る
者
は
個
別
的
具
体
的
な
犬
を
超
越
し
て
い
る
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
自
己
l

世
界
の
記
述
が
、
両
者
を
二
元
的
に
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
企
て
を
反
駁
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ニ
一
一
口
〉
つ
、

「
世
界
な
し
に
は
自
己
は
空
虚
な
形
式
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
己
意
識
に
は
何
の
内
容
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

:
:
:
世
界
意
識
な
く
し
て
自
己
意
識
は
な
く
、
ま
た
そ
の
逆
も
真
で
あ
る
」
(
め
コ
司
・
口
ゲ
二
一
五
頁
)
。

B 

認
識
論
的
基
礎
構
造
|
|
主
観
客
観

(1)
主
観
的
理
性
と
客
観
的
理
性

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

「
世
界
の
中
に
あ
り
つ
つ
世
界
を
意
識
す
る
自
己
」

と
い
う
意
識
の
構
造
は
、
ま
た
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
構
造
で

、
も
中
の
る
、

と
一
三
一
口
う
(
め
コ
℃
・
HA6・
二
一
二
頁
)
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
仕
方
で
あ
る
。

理
的
構
造
は
客
観
的
理
性
、
ま
た
精
神
の
合
理
的
構
造
は
主
観
的
理
性
と
呼
ば
れ
た
が

「
第
一
部

理
性
と
啓
示
」

に
お
い
て
、
実
在
の
合

(
め
コ
℃

-aw
九
三
頁
)
、
こ
れ
は

「
自
己
世
界
」
・

の
文
脈
で
は
、

「
理
性
は
自
己
を
一
つ
の
自
己
す
な
わ
ち
一
つ
の
中
心
を
も
っ
た
構
造
に
す
る
、

ま
た
理
性
は
世
界
を
一
つ
の
世
界
す
な
わ

ち
一
つ
の
構
造
を
持
っ
た
全
体
と
す
る
」
(
め
コ
官
・
口
ゲ
二
一
六
百
九
)
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

な
し
に
は
世
界
は
混
沌
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
:
:
:
し
か
し
理
性
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
自
己
と
世
界
と
が
相
互
依
存
し
て
存
在
す
る
。

「
理
性
な
し
に
は
、
存
在
の
ロ
ゴ
ス

自
己
が
そ
の
合
理
的
構
造
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
の
自
己
の
機
能
は
精
神
す
な
わ
ち
主
観
的
理
性
の
担
い
手
で
あ
る
。
精
神
に
よ
っ
て
眺
め
ら



れ
る
世
界
は
、
実
在
す
な
わ
ち
客
観
的
理
性
の
担
い
手
で
あ
る
」

(
め
コ
℃
-
H

、
ぷ
二
一
六
百
(
)
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。

や
や
難
渋
な
議
論
で
は
あ
る
が
、
分
か
り
ゃ
す
く
言
え
ば
、
主
観
的
理
性
(
ロ
ゴ
ス
)
を
持
っ
た
自
己
に
対
し
て
、
客
観
的
理
性
(
ロ
ゴ

ス
)
を
持
っ
た
世
界
が
一
つ
の
構
造
(
ロ
ゴ
ス
)
を
持
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

」
の
こ
と
か
ら
、

「
理
性

「
世
界
」

と
し
て
表
れ
る
、

と
啓
示
」

と
い
う
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
命
題
は
理
解
可

で
言
わ
れ
る
脱
白
的
な

(
0
2
E片
付
)
理
性
が
主
観
客
観
構
造
を
越
え
た
理
性
で
あ
る
、

能
と
な
る
。

そ
れ
は
、
主
観
的
理
性
も
客
観
的
理
性
も
共
に
包
括
す
る
存
在
の
ロ
ゴ
ス
的
・
合
理
的
構
造
の
認
識
(
あ
る
い
は
直
観
)
、

い
う
仕
方
で
主
観
的
理
性
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。

」
う
し
て
、
先
の
自
己
ー
世
界
と
い
う
存
在
論
的
基
礎
構

造
が
主
観
ー
客
観
と
い
う
認
識
論
的
基
礎
構
造
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
己
世
界
↓
主
観
客
観
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
た
存
在
の
構
造
に
つ
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
一
言
葉
を

用
い
て
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
、

「
基
礎
的
存
在
論
的
構
造
は
存
在
で
は
な
く
、
存
在
と
言
葉
す
な
わ
ち
存
在
が
捕
ら
え
ら
れ
る
ロ
ゴ
ス

と
の
統
一
で
あ
る
」

(
旬
コ
℃
・

Ha二
二
八
頁
)
。

に
お
い
て

」
の
こ
と
を
図
示
し
た
の
が

で
あ
る
が
、

」
れ
が

「
自
己
ー
世
界
」

[図
2
]

用
い
ら
れ
た
図
と
同
じ
構
造
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
自
己
ー
世
界
と
主
観
l
客
観
と
は
、
意
識
と
認
識
の
違
い
こ

そ
あ
れ
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(2)
主
観
ー
客
観
の
対
立
の
克
服

(

a

)

神
認
識

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
主
観
ー
客
観
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
決
し
て
二
律
背
反
的
、

二
項
対
立
的
な
も
の
と
は
決
し
て
な
ら
な
い
。

彼
に
お
い
て
は
、
主
観
(
的
理
性
)

は
単
な
る
観
る
主
体
で
は
な
い
し
、
客
観
(
的
理
性
)
も
ま
た
単
な
る
観
ら
れ
る
客
体
で
は
な
い
。
両

者
共
に
同
じ
理
性
(
ロ
ゴ
ス
)

つ
ま
り
、
客
観
と
主
観
は
確
か
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

そ
れ
は
相
互
に
断
絶
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
へ
と
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
も
な
ほ
。

の
二
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
な
の
で
あ
る
。

今
日
、
客
観
と
は
独
立
し
た
存
在
を
持
つ
も
の
、
主
観
と
は
精
神
の
中
に
そ
の
内
容
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ と
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図2

理性理性理性理性理性理性理性理性理性
理性理性理性理性理性理性理性理性理性
理性理性理性理性理性理性理性理性理件
理性理性理性理性理性
理性理性
理性理性
理性理性
理性理性
理性理性
理性理性
理性
理性
理性

lま

「
我
々
は
こ
の
現
在
の
用
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
た
そ
れ
を
も

越
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
め
同
d
H

℃
-
H
吋

N
W

二
一
六
百
(
)
と
一
言
う
。

276 

の

越
え
行
き
(
す
な
わ
ち
主
観
と
客
観
と
の
峻
別
の
越
え
行
き
)

は
、
ま
ず
も
っ
て

神
認
識
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
認
識
行
為
に
お
い
て
そ
の
認
識
の
対

象
が
客
観
と
み
な
さ
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
も
し
神
が
一
つ
の
客

観
と
し
て
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
存
在
と
さ
れ
る
な
ら
、
神
は
存
在
そ
の
も
の

(テ

ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
神
の
定
義
)

「
も
し
神
に
つ
い
て
の

で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。

認
識
が
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
人
間
を
通
し
て
自
ら
を
知
る
と
こ
ろ
の
神
の
こ
と

な
の
で
あ
る
。
神
は
た
と
え
論
理
的
対
象
と
な
る
と
し
て
も
、
神
は
ど
こ
ま
で
も

主
体
の
ま
ま
で
あ
る
」

(切コ℃・口
N
W

二
一
七
頁
)
。
分
か
り
に
く
い
表
現
か
も
し

れ
な
い
が
、

こ
の
文
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
客
観
的
ロ
ゴ
ス
を
認
識
す

る
の
は
主
観
的
ロ
ゴ
ス
な
の
で
あ
り
、

そ
う
い
う
意
味
で
ロ
ゴ
ス
す
な
わ
ち
神
は

単
な
る
認
識
さ
れ
る
客
体
で
は
な
く
認
識
す
る
主
体
で
も
あ
る
、

と
い
う
意
味
に

解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
神
は

「
主
観
ー
客
観
構
造
に
先
行
す

る
」
の
で
あ
り
、

「
神
を
対
象
化
す
る
こ
と
で
き
な
い
」

(
め
同
J
H
H
)
・一戸吋

N
'

の
で
あ
る

口
ω
・
二
一
七
頁
)
。

(3)
主
観
l
客
観
の
対
立
の
克
服

(b)
モ
ノ
は
単
な
る
モ
ノ
で
は
な
い

さ
ら
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
客
観
へ
と
解
消
さ
れ
な
い
と
い
う
性
格
を
、
す
べ
て



の
諸
存
在
へ
と
拡
大
す
る
。
先
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
類
比
的
に
自
己
性
を
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
み
な
し
て
い
る
、

い
う
こ
と
に
触
れ
た
が
、

そ
の
論
理
的
必
然
的
帰
結
と
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
主
観
性
を
付
与
す
る
こ
と
と
な
る
。

近
の
自
然
主
義
が
か
つ
て
の
還
元
主
義
的
方
法
、
例
え
ば
す
べ
て
の
も
の
を
物
理
的
諸
対
象
と
そ
の
運
動
と
に
還
元
す
る
方
法
を
否
認
す
る

仕
方
は
、
主
観
性
を
客
観
性
か
ら
奪
う
こ
と
の
不
可
能
性
へ
の
洞
察
の
増
大
を
暗
示
し
て
い
る
」

(
め
コ
℃
・
可
ω
二
二
八
頁
)
。

「
日
用
の
道

具
で
さ
え
も
単
な
る
事
物
で
は
な
い
。

い
か
な
る
も
の
も
単
な
る
事
物
と
し
て
ま
た
主
観
性
の
な
い
単
な
る
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
た
は

取
り
扱
わ
れ
る
運
命
に
抵
抗
す
る
」
(
何
ヨ
ロ
ミ
め
『
ユ
ミ
ぢ
♀
ω
包
括
ロ
2
B
o
z
-可
FEmω
・開
s
q
F
E
m
H・2
2
3
F
O
皆件。。
5
0
E
m
gロ
ω
E
q包

。「門司
g
宮内山

g
m凶

B
q
o
p
E
m
w
g
m
g
。
Z
0
2
4〈
FWFFmwω
ロ。

ωロ
σす
の
民

i
q・)(め同
J8・H
吋

ωw
二
一
八
百
(
)
。

「
い
か
な
る
も
の
も
単
な
る
事
物

(
Z。
岳
山
口
問
・
・
・

2
E
2
0守
山
岳
宮
間
)
。
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
自
己
!
世
界
の
構
造
に
参
与
し
て
い
る
か
ら
、
自
己
関
係

性
は
普
遍
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
す
べ
て
の
も
の
の
結
合
を
可
能
に
し
て
い
る
。
何
物
も
絶
対
的
に
異
他
的

(
2
5口
問
。
)
で
は
な
い
。

で
は
な
い

比
験
的
な
仕
方
で
言
う
な
ら
ば
、
我
々
が
事
物
を
見
る
よ
う
に
、
事
物
も
ま
た
我
々
を
見
返
し
、
我
々
か
ら
の
受
容
を
期
待
し
、
認
識
的
結

合
に
お
い
て
我
々
が
よ
り
豊
か
に
な
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」

(
め
コ
匂
・
ミ
w

一
一
二
頁
)
と
も
言
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
発
言
は
、
ご
く
素
朴
に
考
え
る
な
ら
ば
、

「
自
己
主
張
」
す
る
、
と
い
う
程
度
の
意
味
に
も
受
け
取
れ
る
。

モ
ノ
も
ま
た

し
、
も
し
我
々
が
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ

1
パ
!
の
二
つ
の
根
源
語
(
「
我
と
汝
」
と

「
我
と
そ
れ
」
)
と
い
う
概
念
を
こ
こ
に
あ
て
は
め
て
み
る

と
ど
う
な
る
か
、

と
しh

っ

と
とを

弓考
ええ
るて
でみ
あ る
う(な
J~2 ら

tf 

「
そ
れ
」

と
の
間
の
区
別
を
あ
る
意

そ
れ
は
、

モ
ノ
と
人
格
と
の
問
、

「汝」

と

味
で
否
定
す
る
理
論
で
あ
る
、

モ
ノ
を
主
観
な
き
単
な
る
操
作
の
対
象
と
し
て
の
客
観
的
事
物
と
し
て
扱
っ
て
は
な

ら
な
い

l
l
こ
の
主
張
は
、

「
洗
練
さ
れ
た
物
活
論
」

と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
し
、
初
期
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
も
あ
る
い
は

可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
重
要
な
こ
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
汝
と
そ
れ
と
の
聞
の
関
係
は
画
然
と
区
別
さ
れ
る
対

照
関
係
で
は
な
く
連
続
し
て
い
る
関
係
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
誤
解
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
両
者
は
門
目
。
句

g
に

よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
関
係
で
あ
る
、

」
の
【
目
。
慢

2
の
相
違
と
い
う
こ
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
Eヨ
耳支

し
か
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存
在
論
的
探
求
の
足
掛
か
り
と
し
て
人
間
の
分
析
を
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
決
し
て
意
外
な
こ
と
で
は
な
い
。

か
つ
て
ラ
イ
ン

ホ
ー
ル
ド
・
ニ

l
バ
!
は
人
間
の
探
求
と
し
て
自
己
の
ア
ナ
ト
ミ
!
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
が
、

そ
の
輩
み
に
な
ら
っ
て
言
え
ば
、
テ
ィ
リ

278 

ッ
ヒ
は
人
間
「
存
在
」

の
ア
ナ
ト
ミ

1
を
行
っ
て
い
る
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
人
間
を
手
掛
か
り

と
し
て
存
在
論
的
探
求
の
手
掛
か
り
と
す
る
、
と
言
う
場
合
、
そ
れ
は
他
の
何
と
も
違
う
独
自
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
の
探
求
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
存
在
の
探
求
の
た
め
の
方
法
論
と
し
て
の
人
間
存
在
の
ア
ナ
ト
ミ
!
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
人

間
と
人
間
以
外
の
も
の
と
の
聞
に
画
然
た
る
区
別
を
設
け
ず
(
原
理
的
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
)
、
人
間
に
お
い
て
言
い
得
る
こ
と

が
事
物
に
お
い
て
も
類
比
的
に
言
い
得
る
、
と
主
張
し
(
そ
れ
は
こ
の
後
の

「
存
在
論
的
基
礎
構
造
を
構
成
す
る
諸
要
素
」

の
記
述
に
お
い

て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
)
、
人
間
存
在
に
お
い
て
解
明
さ
れ
た
存
在
の
構
造
が
人
間
以
外
の
も
の
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
テ
ィ
リ

ッ
ヒ
の
方
法
論
の
必
然
的
帰
結
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
プ

l
パ
ー
の
よ
う
に
「
我
汝
」

と

「
我
ー
そ
れ
」
を
根
源
語
と

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
で
も
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
人
間
を
モ
ノ
扱
い
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
モ

ノ
を
モ
ノ
扱
い
し
な
い
こ
と
の
勧
め
と
し
て
、

て
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

」
の
こ
と
は
以
下
の
発
言
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
翻
り
と
し
て
人
間
の
モ
ノ
化
へ
の
抵
抗
も
な
さ
れ
る
よ
う
な
主
張
と
し

「
存
在
の
『
自
己
ー
世
界
』
の
構
造
と
理
性
の

『
主
観
ー
客
観
』
の
構
造
か
ら
出
発
す
る
存
在
論
は
、
主
観
を
客
観
に
明
け
渡
す
[
す
な
わ
ち
認
識
の
客
体
を
『
モ
ノ
』
化
す
る
]
危
険
か

ら
防
衛
さ
れ
て
い
る
」
(
め
コ
℃
・
口
弁
二
一
八
頁
)
。

C 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
の
諸
特
質

(1)
全
包
括
的
特
質

以
上
の
議
論
か
ら
我
々
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
が
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
諸
特
質
を
持
っ
た
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し



'こ、
A

O

」，，、
uv第

一
に
、
人
間
存
在
の
考
究
に
お
い
て
解
明
さ
れ
た
存
在
の
構
造
は
人
間
以
外
の
諸
存
在
を
含
め
た
全
寄
在
を
包
括
す
る
よ
う
な
「
存
在
」

の
構
造
な
の
で
あ
り
、

そ
う
い
う
意
味
で
、
人
間
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
存
在
の
構
造
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て

言
わ
れ
得
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
物
に
お
い
て
す
ら
「
自
己
」
や
「
主
観
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、

『
組
織
神
学
』

の
中
で
人
格
性
や
歴
史
と
い
っ
た
、
極
め
て
人
間
的
な
も
の
も
無
機
物
に
適
用
さ
れ
な
い
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
こ
と
の
論
理

的
背
景
で
も
あ
る
。

こ
れ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
を
何
回
中
古
巳

5
-
5
に
な
る
よ
う
強
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
人
聞
を
(
例
え
ば
プ

1

バ
!
の
言
う
「
二
つ
の
根
源
語
」

「
本
質
的
」

に
他
の
諸
存
在
と
異
な
る
独
自
的
な
も
の
と
し
て
捕
ら
え
る
こ
と
を
禁

の
よ
う
な
仕
方
で
)

じ
る
も
の
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、

」
の
こ
と
は
、
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
が
新
し
い

『
人
間
』

『
存
在
』

で
あ
り
新
し
い

で
は
な
い
の
か
、

の
論
理
的
背
景
で
も
あ
る
。

第
二
に
、
人
間
存
在
を
手
掛
か
り
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
、
人
間
の
意
識
に
現
れ
て
く
る
も
の
を
手
掛
か
り
と
す

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
に
関
す
る
議
論
は
本
質
的
に
人
間
の
意
識
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
の

分
析
で
あ
り
、

」
の
こ
と
は
彼
が

「
神
学
は
そ
の
す
べ
て
の

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
本
質
的
に
現
象
学
的
で
あ
る
、

基
本
概
念
に
対
し
て
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
弘
司

8
・5
P
二
二
四
頁
)
と
言
う
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
彼

が
現
象
学
的
方
法
を
採
る
こ
と
は
、
存
在
論
的
基
礎
構
造
の
分
析
が
要
求
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

第
三
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
付
し
て
い
る
、
見
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
留
保
で
あ
る
。

「
基
礎
的
存
在
論
的
構
造
は
導
出
さ
れ
得

、、、
A

、

中
ん

u

、U

そ
れ
は
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
め
コ
℃
・
口
戸
二
一
九
頁
)
。
こ
れ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
存
在
論
的
基
礎
構
造
の
議
論
で
主

張
し
た
自
己
ー
世
界
の
枠
組
み
は
、

さ
ら
に
湖
っ
て
そ
の
根
拠
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
探
求
が
そ
れ
以
上
湖
っ
て
進
む
こ
と
が
で
き
な

い
限
界
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
表
白
で
あ
る
と
見
な
し
得
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
考
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
な
の
で
あ
り
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
行
う
い
か
な
る
思
索
も
探
求
も
、

こ
の
構
造
を
承
認
し
た
上
で
な
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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III 

レ
ベ
ル
2

|

|
存
在
論
的
基
礎
構
造
を
構
成
す
る
諸
原
理

A 

両
極
性
と
は
何
か

動
態
形
式
、
自
由
運
命
と
い
う
三
対
の
諸
原
理
が
、
両
極
的
な
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
次
に
議
論
す
る
の
は
、
存
在
論
的
基
礎
構
造
を
構
成
す
る
諸
原
理
で
あ
る
が
、
先
述
の
通
り
、
こ
こ
で
は
個
別
化
ー
参
与
、

そ
こ
で
、
先
に
進
む
前
に
、
両
極
性
と
は
何

性
を
あ
ら
わ
す
。

し
か
し
こ
の
両
極
性
は
、

「
存
在
は
、
存
在
を
問
う
光
に
お
い
て
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
主
観
と
客
観
と
い
う
構
造
的
両
極

よ
り
全
体
的
な
両
極
性
|
|
自
己
と
世
界
と
い
う
両
極
性
ー
ー
の
認
識
的
側
面
な
の
で
あ
る
」
。

か
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

先
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
自
己
ー
世
界
の
関
係
を
、
二
元
的
一
元
性
と
い
う
い
さ
さ
か
た
ど
た
ど
し
い
表
現
で
説
明
し
た
が
、
テ
ィ
リ

ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
そ
れ
こ
そ
両
極
性
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
通
常
こ
の
両
極
性
と
い
う
語
は
、

シ
ー
ソ
ー
や
ヤ
ジ
ロ
ベ
エ
あ
る
い
は
磁
石

と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
捕
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
間
違
い
と
は
言
え
な
い
が
、

し
か
し
こ
の
語
が
指
し
示
し
て
い

る
の
は
、
何
は
さ
て
お
き
自
己
と
世
界
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
相
互
依
存
性
、
相
互
帰
属
性
、

「
内
に
立
ち
つ
つ
外
に
立
つ
」

よ
う
な
在
り

方
を
指
す
の
で
あ
る
。
な
お
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
両
極
性
に
似
た
用
語
と
し
て
、
暖
昧
性

(gzmcS)
と
い
う
用
語
を
第
四
部
「
生
と
霊
」

で
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
一
一
つ
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
暖
昧
性
と
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
な
本
質
ー
実
容
の
聞
の
よ
う
な
関
係

で
あ
り
、
本
質
は
実
存
に
存
在
の
力
を
付
与
し
支
え
る
と
同
時
に
そ
れ
を
裁
き
、
実
存
は
本
質
を
表
現
す
る
と
同
時
に
そ
れ
に
矛
盾
し
て
い

る
、
と
い
う
よ
う
な
、
支
え
つ
つ
裁
く
、
則
し
つ
つ
逆
ら
う
、
肯
定
し
つ
つ
否
定
す
る
、

と
い
う
よ
う
な
関
係
で
あ
る
。

そ
れ
は
両
義
的

(
N
3
5
2巴
各
)
な
関
係
で
あ
り
、
両
義
性
は
両
極
性
で
は
な
い
。



B 

個
別
化
と
参
与

(1)
議
論
の
構
成

先
の
レ
ベ
ル

1

「
存
在
論
的
基
礎
構
造
」

に
お
い
て
は
、
な
ぜ
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
の
構
造
が
意
識
さ
れ
ま
た
認
識
さ
れ

る
の
か
、

い
わ
ば
あ
ら
ゆ
る
存
在
論
的
議
論
に
先
行
す
る
図
。
当
の
議
論
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
続
く
レ
ベ
ル

2
で
は
議
論

と
い
〉
つ
、

は
当
『
巳
に
、
す
な
わ
ち
意
識
あ
る
い
は
認
識
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
出
て
く
る
構
造
へ
と
移
る
。

そ
れ
は
存
在
の
構
造
の
意
識
・
認
識
が
成

り
立
つ
構
造
の
問
題
か
ら
、

そ
の
内
容
へ
と
議
論
が
移
る
、

と
言
っ
て
も
い
い
。
こ
の
レ
ベ
ル

2
に
お
い
て
真
っ
先
に
扱
わ
れ
る
の
は
個
別

化
ー
参
与
の
両
極
性
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
議
論
の
構
造
は

[図
3
]
の
通
り
で
あ
る
。
個
別
化
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
は
、
個
別
化
の
次
元

に
お
け
る
個
別
性
と
参
与
性
が
、

そ
し
て
参
与
の
次
元
に
お
け
る
個
別
性
と
参
与
性
が
論
じ
ら
れ
る
。

そ
う
い
う
仕
方
で
、
両
者
の
両
極
的

性
格
が
論
じ
ら
れ
る
、

と
い
う
の
が
本
項
「
個
別
化
と
参
与
」

の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
で
あ
る
。

(2)
個
別
化
の
次
元
に
お
け
る
個
別
性
と
参
与
性

(
a
)

個
別
化
の
次
元
に
お
け
る
個
別
性

ま
ず
個
別
化
(
正
確
に
言
う
と
個
別
化
の
次
元
に
お
け
る
個
別
性
と
参
与
性
、

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の

と
い
う
文
脈
に
お
け
る
個
別
性
)

議
論
は
実
際
に
は
レ
ベ
ル

1
の
議
論
と
レ
ベ
ル

2
の
議
論
を
架
橋
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
述
べ
ら
れ
た
、
自

己
ー
世
界
お
よ
び
主
観
ー
客
観
と
い
う
「
内
に
立
ち
つ
つ
外
に
立
つ
」
構
造
を
展
開
し
つ
つ
、
個
別
化
と
参
与
が
議
論
さ
れ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
個
別
化

(zeiι
ロ
丘
町
色
。
ロ
)
あ
る
い
は
個
別
性

(
z
e
i
ι
5ロ
守
)
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
に
賛
同
し
つ

つ

「
相
違
の
イ
デ
ア

(pmuEg
丘
岳
民

2
8
2
)

い
る
。
個
別
化
は
:
:
:
存
在
論
的
要
素
で

は
『
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
行
き
渡
っ
て
』
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図3

im--一一別性としての人格。

参与性:ロゴス的世界への参与。

!日:人一におし一個別的人格

参与性:人格的交わり。

個 個別化
別一一一の
化 次元

参 参与
一一一の

与 次元

あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
性
質

Es--q)
で
も
あ
る
」
(
め
コ
℃
・
口
P
二
二

O
頁
)
と

そ
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
あ
る
存
在
が
一
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

282 

二日

T

つ。
他
の
諸
存
在
と
は
何
ら
か
の
仕
方
で
区
別
さ
れ
る
特
定
の
存
在
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、

と
言
っ
て
手
に
取
っ
た
石
は
、
あ
の
石
で
も
そ
の
石

「
個
別
的
で
あ
る
」
と
は
そ
う
い
う
イ

「
こ
の
石
」

で
も
な
い
石
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て

メ
1
ジ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
個
別
的
で
あ
る
と
は
、
他
に
解
消
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
、
他
の
諸
中
心
と
は
区
別
さ
れ
る
一
つ
の
中
心
を
持
っ
て
い
る
(
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
は
そ
れ
を
空
間
的
広
が
り
を
持
た
な
い
数
学
点
の
イ
メ
ー
ジ
で
捕
ら
え
て
い
る
)
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
れ
を
古
門

E
E
g一
-
と
い
う
単
語
か
ら
説
明
す
る
。

目白色玄門
-cm-
と
い
う
語
は
、
個
人
と
同
時
に
個
物
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
語
源
的
に

は

「
分
割
不
可
能
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
個
別
的
で
あ
る
イ
コ

1

ル
分
割
不
可
能
な
中
心
を
持
つ
、

と
い
う
事
態
を
指
示
し
て
い
る
、

と
言
う
。
こ
の
よ

う
な
、
個
別
的
で
あ
る
H

中
心
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
言
い
表
す
た
め
に
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
は
、

「
自
己
」

と
い
う
単
語
を
用
い
て

2
-
r
g
g
B巳

す
で
に
登
場
し
た

宮
山
口
問
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。

」
の
諸
民
と
は
、
す
で
に
言
わ
れ
た
よ
う
に
、

い
わ
ゆ
る
人
格
的
「
自
己
」

だ
け
を

指
す
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
芹
湾
民
と
い
う
単
語
が
示
す
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
的

存
在
は
、
人
格
的
な
も
の
で
あ
れ
非
人
格
的
な
も
の
で
あ
れ
、

自
体

自
身
」

と
呼
ば
れ
得
る
よ
う
な
他
と
解
け
合
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
一



つ
の

2
E
q
へ
と
中
心
化
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
(
そ
れ
は
他
と
は
区
別
さ
れ
る

Eeiι5-
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
)
、

そ
の
よ
う

な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
称
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
招
冒
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
道
端
の
石
こ
ろ
か
ら
人
間
ま
で
普
遍
的

な
性
質
で
あ
り
、

「
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
は
類
比
的
に
自
己
性
を
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
め
コ
司
・
円
吋
♂

そ
の
こ
と
を
指
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

二
二

O
頁
)
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
す
べ
て
の
存
在
に
お
い
て
個
別
性
す
な
わ
ち
個
体
そ
れ
自
体
の
特
殊
性
、
個
体
問
の
差
異
性
の
度
合
い
が
共

通
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
動
植
物
に
お
い
て
は
個
物
よ
り
も
種
や
類
の
方
が
よ
り
支
配
的
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
、
例
え
ば
男

性
と
か
白
人
と
か
い
っ
た
一
般
性
の
中
に
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
個
別
性
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
、
独
自
的
で
あ
り
交

換
不
可
能
、
侵
犯
不
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
保
護
さ
れ
ま
た
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
べ
き
個
別
的
な
人
間
(
個
人
)

は
、
法
に
よ
れ
ば
尊
重

さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
よ
う
な
存
在
を
「
法
的
用
法
に
従
っ
て
」

二
一
頁
)
)
。

(
古

2
8ロ
)
と
呼
ぶ

(め吋日開)・一ミ♂二

「
人
格
」

つ
ま
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
人
格
と
は
個
別
化
が
完
全
な
段
階
に
達
し
た
存
在
の
こ
と
で
あ
り
(
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、

念
を
押
す
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は

は
二
分
法
で
は
な
く
、
両
者
を
含
む
よ
う
な
広
が
り
の
中
に
「
汝
」
も
「
そ

「汝」

と

「
そ
れ
」

れ
」
も
位
置
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
)
、

そ
れ
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
人
格
の
定
義
で
あ
る
。
人
格
性
と
は
個
別
性
が
極
限
に
達
し
た
存

在
の
こ
と
で
あ
る
。

(b)
個
別
化
の
次
元
に
お
け
る
参
与
性

さ
ら
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
万
人
が
人
格
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
時
代
が
長
く
続
い
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
読
者
の
注

意
を
向
け
る
。

「人」

に
含
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

「
お
よ
そ
人
が
人
で
あ
る
限
り
」

つ
ま
り
、
人
権
に
お
け
る

と
い
う
定
式
に
お
け
る

人
間
が
歴
史
に
お
い
て
存
在
し
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ャ
を
始
め
と
し
て
多
く
の
文
化
お
い
て
は
奴
隷
や
子
供
や

女
性
は
人
格
と
し
て
は
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
つ
ま
り
彼
ら
が
そ
の
文
化
に
対
し
て
責
任
的
に
関
わ
る
存
在
す
な
わ
ち
そ
の
担
い
手

(8) 

と
い
う
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
で
あ
る
。

と
し
て
は
承
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
文
化
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に
十
分
に
参
与
し
得
な
か
っ
た
た
め
に
十
分
な
個
別
化
を
達
成
し
得
ず
、

に
参
与
し
得
な
か
っ
た
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

ま
た
逆
に
、
彼
ら
は
十
分
に
個
別
化
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
十
分

ス
ト
ア
哲
学
者
た
ち
が
、
万
人
が
普
遍
的
ロ
ゴ
ス
に
参
与
し
て
い

284 

る
と
い
う
教
説
の
た
め
に
戦
っ
て
勝
つ
ま
で
は
い
か
な
る
解
放
過
程
も
始
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

ま
た
、

キ
リ
ス
ト
教
会
が
救
済
の
普

遍
性
お
よ
び
救
済
へ
の
万
人
参
与
の
可
能
性
と
を
告
知
す
る
ま
で
は
万
人
の
人
格
の
独
自
性
は
確
立
さ
れ
な
か
っ
た
、

と
言
う
。

「
こ
の
発

展
は
、
完
全
な
個
別
化
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
個
別
性
と
参
与
の
厳
密
な
相
互
依
存
を
例
証
し
て
お
り
、

そ
れ
は
同
時
に
完
全
な
参
与
の
レ
べ

ル
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
」
(
吋
Eω
巳

0
5
Z℃
Eσ
ロ
ニ
ロ
ロ

ω可
巳
g
F
O
ω
E
2
吉
宮

E
Gめ
ロ
門
目
。
ロ
の
ゆ
え
古
島
〈
E
s
-
-
q
h
E品
目
出
『
巴
巳
℃
mwE。
口
。
ロ

任。

-20]
え

g
B官
庁
青
山
口
己
豆
島
5
・ロN
山色。
P
巧
E
n
F
2
.
何回門岳

0
8
5
σ
E
E
P
F
m
u
-
0
5
]
(
)同

8
5日
)
目
。
件
。
宮
耳
目
。
門
司
巳
宮
口
・
)
(
め
同
A
H

℃-
H
吋

A
F

二
二
二

頁)。こ
の
発
言
に
よ
っ
て
我
々
は
、
両
極
性
と
は
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
、

よ
り
精
確
な
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
の
章
で
触
れ

た

「
内
に
立
ち
つ
つ
外
に
立
つ
」

と
い
う
二
元
的
一
元
性
の
反
映
が
両
極
性
な
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、

」
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

「
厳
密
な
相
互
依
存
」
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
個
別
化
と
両
極
的
関
係
に
あ
る
参
与
と
は
し
ば
し
ば
対
極
的
関
係
、
す
な
わ
ち
参
与
の
増
大

に
よ
り
個
別
性
は
縮
小
し
、
全
体
へ
と
埋
没
、
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
と
受
け
取
ら
れ
る
が
、

し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
個
別
化
が
強
く
な
る

と
参
与
も
強
く
な
る
、

そ
し
て
そ
れ
は
右
辺
と
左
辺
を
逆
に
し
て
も
真
で
あ
る

([図
4
]
)
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
磁
石
に
お
い
て

N
極
が

強
く
な
る
と

S
極
は
弱
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、

N
極
の
強
い
磁
石
は

S
極
も
強
い
、

と
い
う
こ
と
と
類
比
的
で
あ
る
。
従
つ

て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
と
完
全
な
個
別
化
と
完
全
な
参
与
と
は
あ
る
意
味
で
同
義
語
と
な
る

(
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

「
交
わ
り
」

に
お

い
て
後
で
論
じ
る
)
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
先
に
少
し
触
れ
た
、
自
然
と
歴
史
と
が
原
理
と
な
ら
な
い
こ
と
の
理
由
も
明
ら
か
と
な
る
。

自
然
と
歴
史
は
、

一
方
の
増
大
が
他
方
の
増
大
を
も
た
ら
す
、

と
は
一
百
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
c
)

参
与
の
諸
度
合
い
と
個
別
性

こ
の
、
両
者
が
両
極
的
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
転
換
点
と
し
て
議
論
は
個
別
化
の
次
元
に
お
け
る
参
与
の
諸
度
合
い
に
関
す
る
も
の
ヘ
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個別化の増大/減少により参与は逆に減少/増加する関係

個別化
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と
移
る
。
先
に
、
存
在
論
的
基
礎
構
造
と
い
う
こ
と
で

全
て
の
存
在
は
自
己
を
持
ち
環
境
を
持
つ
が
、
自
我
的

自
己
を
持
つ
人
間
だ
け
が
世
界
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が

言
わ
れ
た
。

そ
し
て
、
人
間
は
言
語
を
用
い
て
あ
ら
ゆ

る
所
与
の
環
境
を
超
越
す
る
こ
と
が
出
来
る
、

と
い
う

仕
方
で
、
単
な
る
環
境
で
な
く
言
語
(
ロ
ゴ
ス
)
に
よ

っ
て
把
握
可
能
な
世
界
を
持
つ
、

と
い
う
こ
と
が
言
わ

れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
個
別
化
と
参
与
の
両
極
性
の
文

脈
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
る
、

別
的
自
己
は
環
境
に
参
与
し
、

ま
た
完
全
に
個
別
化
し

た
場
合
に
は
世
界
に
参
与
す
る
」
(
め
コ
司
・
口
A
Y

二
百
(
)
。

」
の
文
の
意
味
を
、
以
下
で
し
ば
ら
く
考
察

し
よ
う
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

一
枚
の
木
の
葉
で
さ
え
、

そ
の
葉
に
働
き
か
け
ま
た
そ
の
葉
に
よ
っ
て
働
き
か
け

ら
れ
る
自
然
的
諸
構
造
諸
力
に
参
与
し
て
い
る
が
、

れ
は
間
接
的
、
無
意
識
的
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、

人
間
に
お
い
て
は
世
界
は
直
接
的
意
識
的
に
現
臨
す

る

「
い
か
な
る
存
在
に
も
小
宇
宙
的
性
質
は
あ
る
が
、 {圃
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人
間
の
み
が
小
宇
宙
で
あ
る
。
人
間
は
精
神
と
実
在
と
の
合
理
的
構
造
[
す
な
わ
ち
主
観
的
理
性
と
客
観
的
理
性
]
を
通
し
て

[
秩
序
と
構

造
を
持
っ
た
一
総
体
と
し
て
の
]
宇
宙
に
参
与
す
る
」

(
め
同

A8・H
吋

A
Y

二
二
二
頁
)
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
言
語
に
お
い
て
人
間
は
所
与
の

286 

諸
具
体
的
個
別
性
を
突
破
し
た
普
遍
概
念
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
能
力
を
用
い
て
人
間
は
物
理
的
に
は
参
与
不
可
能
な

「
最
も
遠
い
星
」
や
「
最
も
遠
い
過
去
」

に
す
ら
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
普
遍
概
念
は
人
間
を
普
遍
的
に
す
る
」

(
め
吋
同
日
)
・
H
吋

A
Y

二
二

二
頁
)
。
普
遍
概
念
を
用
い
て
人
間
は
普
遍
的
に
(
あ
る
い
は
普
遍
に
)
参
与
す
る
。

レ
ベ
ル
l
の
議
論
に
お
い
て
、
一
言
語
が

「
普
遍
者
の

力
」
と
言
わ
れ
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
環
境
的
(
あ
る
い
は
物
質
的
)
に
考
え
る
な
ら
、
人
間
は
実
在
の
ご
く
一

部
分
に
参
与
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
人
間
に
対
し
て
は
宇
宙
的
な
(
ロ
巳

Sam-)
諸
構
造
や
形
式
や
法
則
が
聞
か
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

人
間
は
宇
宙

(5-230)
に
参
与
す
る
。

つ
ま
り
、
現
実
的
に
は
人
間
の
参
与
は
常
に
制
約
さ
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
可
能
的
に
は
人
間

の
超
越
し
得
な
い
制
限
は
な
い
。
先
に
、
個
別
性
と
参
与
と
は
正
比
例
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、

そ
こ
か
ら
、
人
間
に
お

い
て
は
参
与
も
ま
た
極
限
に
達
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
論
理
的
に
帰
結
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
参
与
が
普
遍
、

宇
宙
に
ま
で
達
し
て
い
る
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

ロ
ゴ
ス
を
持
っ
た
コ
ス
モ
ス
全
体
が
、

ロ
ゴ
ス
を
備
え
た
主
体
と
し
て
の
ミ

ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
人
間
に
対
し
て
、

ロ
ゴ
ス
的
構
造
を
持
っ
た
客
体
と
し
て
の
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
し
て
聞
か
れ
る
、

と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
個
別
化
が
極
大
化
す
る
と
、
参
与
も
極
大
化
す
る
の
で
あ
る
。

(3)
参
与
の
次
元
に
お
け
る
個
別
性
と
参
与

(
a
)

交
わ
り
川
参
与
の
完
全
な
形
式

さ
て
、

」
こ
ま
で
の
議
論
は
、

「
完
全
な
個
別
化
の
水
準
に
お
け
る
個
別
性
と
参
与
と
の
厳
密
な
相
互
依
存
関
係
」

に
つ
い
て
の
議
問
一
諭
で

あ
っ
た
。
次
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
議
論
す
る
の
は
、
完
全
な
参
与
の
水
準
に
お
け
る
個
別
性
と
参
与
と
の
相
互
依
存
関
係
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
個
別
化
が
人
格
と
い
う
完
全
な
形
式
に
達
す
る
時
、
参
与
は

「
交
わ
り
」

(
8
5
B
C
D
-。
ロ
)
と
言
わ
れ
る
完
全
な
形
式



に
達
す
る
、

と
三
一
口
う
。
先
に
確
認
さ
れ
た
通
り
、
人
間
は
生
の
す
べ
て
の
水
準
に
参
与
す
る
が
、

し
か
し
人
間
は
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
よ
う

「
交
わ
り
は
完
全
に
中
心
化

さ
れ
完
全
に
個
別
化
さ
れ
た
他
の
自
己
へ
の
参
与
で
あ
る
」
(
め
コ
司
・
口
P

二
二
二
頁
)
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ま
ず
人
格
と
し
て
の
個
物
が
成

し
か
る
後
に
そ
れ
ら
が
互
い
に
参
与
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
交
わ
り
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

な
生
の
水
準
に
関
し
て
の
み
完
全
に
参
与
す
る
、

つ
ま
り
、
人
格
は
人
格
と
の
み
交
わ
り
を
持
つ
の
で
あ
る
。

立
し
、

「
い
か
な
る
個
人
も
参

与
な
し
に
は
実
存
せ
ず
、

い
か
な
る
人
格
的
存
在
も
共
同
体
的
存
在
な
し
に
は
実
存
し
な
い
。
十
分
に
発
達
し
た
個
人
的
自
己
と
し
て
の
人

格
は
、
十
分
に
発
達
し
た
他
の
自
己
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
」
(
め
吋

S-H吋
F

二
二
三
頁
)
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
さ
ら

に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、

「
も
し
彼
[
十
分
に
発
達
し
た
個
別
的
自
己
と
し
て
の
人
格
]
が
他
の
自
己
の
抵
抗
に
行
き
会
わ
な
い
な

ら
ば
、
す
べ
て
の
自
己
は
自
身
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
他
の
自
己
に
よ
る
抵
抗
は
無
制
約
的
で
あ
る
。

:
・
個
人
は
、
こ
の
抵
抗
を
通
し
て
自
身
を
見
出
す
。
も
し
彼
が
他
の
人
格
を
破
壊
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
相
手
と
の
交
わ

り
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
の
人
格
に
よ
る
抵
抗
の
中
で
、
人
格
が
生
み
出
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
他
の
人
格
と
の
出
会
い
な
し
に

人
格
は
存
在
し
な
い
。
人
格
は
人
格
的
出
会
い
の
中
で
の
み
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
旬
「
右
・
口
。
'
口
吋
.
二
二
三
頁
)
。

一
読
す
れ
ば
分

か
る
よ
う
に
、
こ
の
発
言
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
独
創
で
は
な
く
、

マ
ル
テ
ィ
ン
・
プ

l
パ
l
の
系
譜
に
属
す
る
学
者
で
あ
る
な
ら
誰
の
口
か

ら
も
異
口
同
音
に
聞
く
で
あ
ろ
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
そ
の

も
の
よ
り
も
、
こ
の
非
常
に
ブ

1
バ
l
的
、
人
格
主
義
的
な
主
張
が
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
方
で
参
与
の
次
元
に
お
け
る
参
与
性
交
わ
り
と
、
参
与
の
次
元
に
お
け
る
個
別
性
l
人
格
の

厳
密
な
相
互
依
存
関
係
、

と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
他
方
、
個
別
化
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
個
別
性
ー
人
格
と
参
与
ー
ロ
ゴ
ス
と
の
厳
密
な

相
互
依
存
関
係
が
主
張
さ
れ
、
こ
の
両
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
個
別
化
ー
参
与
」

理
の
中
に
プ
1
パ
!
の
理
論
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

と
い
う
存
在
論
的
基
礎
構
造
を
構
成
す
る
両
極
的
原
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(4)
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ア
リ
ズ
ム
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と
こ
ろ
で
、
先
に
進
む
前
に
一
つ
の
興
味
深
い
事
実
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
英
語
版
の
『
組
織
神
学
』
第
一
巻
℃
・

5
切で、

「
存
在
論

的
基
礎
構
造
を
構
成
す
る
両
極
的
要
素
」

の
一
つ
と
し
て
、
他
の
箇
所
で
は
一
貫
し
て

「
個
別
化
と
参
与
」

(円ロ門回目〈-己ロ包
-Nmz
。ロ山口門日

円
出
『
昨
日
。
即
日
)
色
。
ロ
)
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
こ
こ
で
だ
け
「
個
別
性
と
普
遍
性
」

(
宮
込
町
一
色

g
ロ
q
g【山口ロ
Z
2
8
z
q
)
と
書
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
果
た
し
て
こ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
書
き
間
違
い
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
証
拠
に
、

一
九
五
六
年
に
出
た
ド
イ
ツ

語
版
で
は
こ
こ
の
箇
所
は
ち
ゃ
ん
と
円
包
玄
【
古
島

g民
。
ロ
ロ
ロ
弘
司
REN--)色
。
ロ
と
書
き
直
さ
れ
て
い
る

(ω
・5
印・)。

し
か
し
、

」
れ
は
な
か

な
か
意
味
深
長
な
書
き
間
違
い
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

の

「
個
別
化
と
参
与
」

の
部
分
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
本
当
に
こ
こ
で
問
題
に
し
た

か
っ
た
の
は
実
は
あ
の
古
典
的
な
哲
学
的
問
い
で
あ
る
個
物
と
普
遍
の
問
題
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
、

」
の
書
き
間
違
い
に
よ
っ
て
思
い

が
け
ず
告
白
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

」
の
こ
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
自
分
の

「
個
別
化
と
参
与
」
論
の
意
義
を
、

「
個
別
化
と
参
与
の
両
極
性
は
、
西
洋
文
明
を
震
憾
さ
せ
ほ

と
ん
ど
分
裂
さ
せ
た
、

ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
問
題
を
解
決
す
る
」

(
切
同

AS--寸
寸
・
二
二
三
百
(
)
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
リ
ア
リ
ズ
ム
と
言
う
時
、

そ
れ
は
常
に
今
日
的
な
意
味
で
は
な

く
、
中
世
的
な
意
味
で
の
そ
れ
を
指
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
中
世
的
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
具
体
的
個
物
の

み
が
実
在
で
あ
り
、
普
遍
は
個
物
間
の
類
似
点
を
示
す
名
辞
、
徴
(
位
向
ロ
)
に
過
ぎ
な
い
、

と
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に

よ
れ
ば
、
極
端
な
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
は
支
持
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
識
に
よ
る
接
近
が
可
能
な
も
の
は
み
な
「
可
知
的
で
あ
る
」
と

い
う
構
造
(
す
な
わ
ち
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
と
い
う
構
造
)
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
ず
、

そ
し
て
こ
の
構
造
は
、
認
識
す
る
も
の
と

認
識
さ
れ
る
も
の
と
の
相
互
的
参
与
を
含
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
リ
ア
リ
ズ
ム

ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
は
な
ぜ
当
の
認
識
対
象
が
認
識
可
能
で
あ
る
の
か
を
説
明

(
日
)

(
く
ど
い
よ
う
だ
が
中
世
的
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
)
は
、
個
別
に
対
し
て
参
与
を
、
す
な
わ



ち
普
遍
者
へ
の
個
別
者
の
参
与
と
、
知
ら
れ
る
も
の
へ
の
知
る
者
の
参
与
を
強
調
す
る
。

「
こ
の
点
に
お
い
て
リ
ア
リ
ズ
ム
は
正
し
く
、
知

識
を
理
解
可
能
に
す
る
」
(
切
コ
司
・
見
∞
w

二
二
四
頁
)
。
し
か
し
、
も
し
リ
ア
リ
ズ
ム
が
経
験
的
実
在
(
お
色
守
)
の
背
後
に
第
二
の
実
在
を

設
定
し
、
個
別
性
と
人
格
性
と
が
消
失
す
る
存
在
水
準
を
参
与
の
構
造
か
ら
作
り
出
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
、
と
言
う
。
主
観

は
客
観
に
随
伴
す
る
派
生
的
な
も
の
で
は
な
く
(
確
か
に
そ
れ
は
常
に
客
観
と
の
両
極
的
関
係
に
あ
る
が
)
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
(
こ
こ

に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
伝
統
的
な
認
識
論
的
問
題
、
す
な
わ
ち
主
観
と
客
観
と
の
一
致
を
い
か
に
し
て
確
証
で
き
る
の
か
、

と
い
う
問
題

の
継
承
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
)
。

「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
式
の
個
別
性
の
消
失
で
も
な
い
し
、
プ
ラ
ト
ン
の

そ
れ
は
、

イ
デ
ア
説
の
よ
う
に
個
別
的
実
在
を
仮
象
の
領
域
と
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
個
別
性
と
参
与
性
と
は
、

お
の
お
の
個
物
と
普
遍
と
い
う
両
極

を
表
す
の
で
あ
り
、
従
っ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
普
遍
が
単
な
る
名
前
で
あ
る
と
い
う
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
賛
成
で
き
な
い
し
、

か
と
い
っ
て
プ

ラ
ト
ン
主
義
的
な
イ
デ
ア
説
も
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
葉
遊
び
的
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
個
物
は
リ
ア
ル
な
も
の
で
あ

り
、
ま
た
普
遍
も
リ
ア
ル
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

ど
ち
ら
か
が
本
来
的
で
ど
ち
ら
か
が
派
生
的
あ
る
い
は
一
方
の
頚
落
態
な
の
で
は
な
く
、

両
者
は
両
極
的
関
係
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(5)
人
格
的
諸
要
素
の
処
理

以
上
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
個
別
化
ー
参
与
」
の
議
論
の
概
観
で
あ
り
、
概
観
を
果
た
し
た
以
上
こ
の
ま
ま
先
に
進
ん
で
も
よ
い
の
で
あ
る

が
、
先
に
ブ

1
パ
l
を
名
を
挙
げ
た
の
で
、
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
、
ブ

l
バ
!
的
な
人
格
主
義
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
処
理
さ
れ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
人
格
の
問
題
は
春
在
論
の

地
平
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
人
格
的
要
素
が
ま
が
り
な
り
に
も
扱
わ
れ
て
は
い
る
の
で
あ
り
、
従
つ

て
、
人
格
主
義
的
な
立
場
に
立
つ
人
た
ち
と
の
折
衝
は
避
け
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
突
き
つ
め
て
言
え
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在

論
的
立
場
は
人
格
主
義
的
立
場
を
包
摂
し
得
る
の
か
、

そ
れ
と
も
人
格
的
な
も
の
の
尊
重
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
に
お
い
て
異
物
の
よ
う
な
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も
の
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
と
な
る
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
極
め
て
人
格
主
義
的
色
合
い
の
強
い

「
我
と
汝
」
、

「出

A
E

い
」
(
ゆ
口
。
。
ロ
ロ
可
吋
)
、

そ
し
て
「
語
り
」

と
い
っ
た
諸
問
題
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
か
を
一
瞥
し
よ
う
。

290 

ま
ず
、
「
我
と
汝
」

お
よ
び
「
我
と
そ
れ
」

の
問
題
で
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

「
我
と
そ
れ
」
す
な
わ
ち
人
間
あ
る
い
は
事
物
を
主
観

と
は
切
り
離
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
客
観
的
な
「
モ
ノ
」
と
み
な
す
態
度
は
、
個
別
化
ー
参
与
の
両
極
性
が
崩
れ
た
結
果
で
あ
る
、
と
す
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
『
組
織
神
学
』
第
三
部
「
実
存
と
キ
リ
ス
ト
」
に
お
い
て
、
「
参
与
性
か
ら
の
個
別
化
の
分
離
」
を
「
疎
外
」

の
一
つ
と
し

て
取
り
上
げ
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、

「
疎
外
状
態
に
お
い
て
は
、
人
間
は
彼
自
身
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
参
与
性
か
ら
切
り
離

さ
れ
る
。

と
同
時
に
彼
は
、
彼
を
自
己
性
の
な
い
単
な
る
一
対
象
た
ら
し
め
る
諸
対
象
の
力
の
支
配
下
に
転
落
さ
せ
る
」
(
め
コ
円
℃
・

8w
八
二

頁
)
。
こ
う
し
て
「
主
観
性
が
客
観
性
か
ら
分
離
さ
れ
る
」
こ
と
が
、

「
非
人
間
化
・
客
体
化
(
モ
ノ
に
な
る
こ
と
)
」

を
引
き
起
こ
す
。

そ

れ
は
、
個
人
の
孤
独

(
Z
5ロロ
2ω)
と
集
団
へ
の
埋
没
と
の
相
互
依
存
性
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
が
、

し
か
し

「
我
と
汝
ー

我
と
そ
れ
」

と
の
関
連
に
お
い
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
で
あ
る
。

「
遊
離
し
た
主
観
性
は
、
観
念
論
的
認
識
論
の
諸
形

態
に
も
現
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
人
間
は
、
実
在
を
知
覚
し
分
析
し
支
配
す
る
認
識
主
観
マ

s
s
hむ
ね
ぎ
)
に
還
元
さ
れ
る
。
認
識
作
用
に

お
け
る
対
象
全
体
へ
の
主
観
全
体
の
参
与
性
が
剥
奪
さ
れ
る
。
:
:
:
人
聞
が
:
:
:
諸
対
象
の
中
の
一
対
象
と
な
る
。
彼
は
物
理
的
に
計
算
可

能
な
全
体
の
一
部
分
と
な
り
、

か
く
て
彼
自
身
が
完
全
に
計
量
可
能
な
対
象
と
な
る
。
:
:
:
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
実
際
生
活
に
恐
る
べ
き

影
響
を
与
え
る
理
論
的
対
象
化
が
遂
行
さ
れ
る
。
人
聞
が
人
間
に
よ
っ
て
あ
た
か
も
全
く
の
対
象
物
で
あ
る
か
の
如
く
取
り
扱
わ
れ
る
。
疎

外
の
状
態
は
ま
た
実
践
的
な
人
間
の
対
象
化
と
な
っ
て
反
映
す
る
」
(
め
コ
円
七
・

8
E
g
w
八
二
!
八
三
百
九
)
。
こ
れ
は
ま
さ
に
人
間
の
「
モ
ノ
化
」

そ
し
て
そ
の
原
因
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
参
与
性
か
ら
個
別
性
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
見
な
し
て
い

と
い
う
事
態
で
あ
る
。

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て

「
我
と
汝
」

お
よ
び
「
我
と
そ
れ
」
区
別
は
、
あ
る
存
在
を
モ
ノ
と
み

な
す
モ
ノ
化
が
生
じ
て
い
る
か
い
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

モ
ノ
化
が
起
こ
れ
ば
人
間
存
在
も
非
人
間
存
在
も
「
モ

ノ
」
に
な
り
、
逆
に
参
与
が
起
こ
れ
ば
人
間
存
在
も
非
人
間
存
在
も
「
汝
」

と
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
我
ー
汝
」

と

「
我
ー
そ
れ
」



の
区
別
が
も
し
な
さ
れ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
人
格
と
事
物
、
と
い
う
対
象
に
よ
る
区
別
で
は
な
く
、
本
来
的

関
係
と
疎
外
に
お
け
る
関
係
の
違
い
に
よ
る
区
別
と
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、

「
我
汝
」
関
係
の
成
立
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
か
、

「
出
会
い
」

は

で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
プ

1
バ
l
の
提
唱
し
た
出
会
い
と
い
う
概
念
を
そ
の
思
想
体
系
の
中
で
重
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
神

学
者
で
あ
る
エ

l
ミ
ル
・
プ
ル
ン
ナ
1
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
評
価
が
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

「
プ
ル
ン
ナ

1
の
認

識
論
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
質
問
」
と
い
う
小
論
の
中
で
、

(gm巳
晋

-og。
ロ
ロ
宮
門
)
と
い
う
用
語
を
用
い
て
、
人
格

「
認
識
的
出
会
い
」

存
在
の
中
で
だ
け
出
会
い
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
、

「
プ
ル
ン
ナ
!
は
人
間
存
在
の
間
に
お
け
る
人
格
対
人
格
の
出
会
い
を
、

と
主
張
す
る
。

神
と
人
間
と
の
聞
の
出
会
い
の
類
比
と
し
て
言
及
し
て
い
る
。

し
か
し
人
は
、
人
格
的
性
格
は
持
っ
て
い
な
い
が
し
か
し
単
な
る
モ
ノ
で
は

な
い
よ
う
な
多
く
の
諸
実
在
と
の
『
認
識
的
出
会
い
』
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
お
い
て
は
、
主
観
客
観
構
造
の
ラ
デ
イ

そ
の
す
べ
て
の
次
元
に
お
い
て
、
主
観
客
観
構
造
を
越
え
た
、
知
る
も
の

と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
聞
の
出
会
い
な
し
に
は
把
握
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
的
」
。

カ
ル
な
適
用
は
主
題
を
曲
げ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
:
:
:
生
は
、

で
は
、

こ
の
認
識
的
出
会
い
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
『
組
織
神
学
』
第
一
編
「
理
性
と
啓
示
」

に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
、

る
こ
と
は
結
合
の
形
態
で
あ
る
。

い
か
な
る
認
識
活
動
に
お
い
て
も
、
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
は
結
合
す
る
。
:
:
:
そ
れ
は
分
離
に

よ
る
結
合
で
あ
る
」

(
め
コ
七

-mxw
一
一
七
頁
)
。

つ
ま
り
、
知
に
は
分
離
の
要
素
と
結
合
の
要
素
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
は
分
離
の
要
素
が
強
い
知
の
形
態
を

(gロ
可
。
口
宮
m
E
5三
包
向
。
)
と
呼
ぶ
。

「
そ
れ
は
技
術
的
理
性
(
件
。
岳
巳
の
包

「
支
配
的
知
識
」

5
2。ロ)
の
唯
一
の
で
は
な
い
が
顕
著
な
例
で
あ
る
。

そ
れ
は
主
観
に
よ
る
客
観
の
支
配
の
た
め
に
主
観
と
客
観
と
を
結
合
す
る
。

そ
れ
は

客
観
を
完
全
に
条
件
的
で
計
測
可
能
な
『
事
物
』
に
変
え
る
。
そ
れ
は
事
物
か
ら
す
べ
て
の
主
観
的
性
質
を
奪
う
。
支
配
的
知
識
は
こ
ち
ら

を
見
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
対
象
を
見
る
」

し
か
し
、

「
人
間
は
対
象
化
に
抵
抗
す
る
。
も
し
こ
の

(
'
切
吋
回
目
)
・
∞
戸
一
一
二
百
(
)
。

抵
抗
が
崩
れ
る
な
ら
ば
、
人
聞
が
崩
れ
る
。
人
間
に
対
す
る
真
実
の
関
係
は
結
合
(
ロ
巴
。
ロ
)

の
要
素
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
距
離
の
要
素 矢口
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は
二
次
的
で
あ
る
。
:
:
:
結
合
な
し
に
は
人
間
を
把
握
す
る
道
は
な
い
。
支
配
的
認
識
と
は
対
照
的
に
、
こ
の
認
識
態
度
は
「
受
容
的
認
識
」

(
5
2
Eロ
m
Z
5草
色
向
。
)
と
呼
ば
れ
る
。
:
:
:
受
容
的
認
識
は
客
観
を
自
身
の
中
に
、
主
観
と
の
結
合
の
中
に
取
り
入
れ
る
」
(
句
コ
℃
・

8w

292 

二
三
頁
)
。

」
れ
と
ほ
ぼ
同
義
の
こ
と
が
、

一
九
五
五
年
(
『
組
織
神
学
』
第
一
巻
が
出
版
さ
れ
た
四
年
後
)
に
書
か
れ
た
論
文
「
認
識
行
為
に
お
け

る
分
離
と
結
合

l
l
認
識
の
存
在
論
の
諸
問
題
」

で
少
々
言
葉
を
変
え
て
記
述
さ
れ
る
。

「
出
会
い
の
諸
形
式
た
と
え
ば
愛
と
か
知
る
こ
と

と
か
を
、
も
し
人
が
純
粋
な
客
観
性
あ
る
い
は
純
粋
な
主
観
性
か
ら
出
発
す
る
限
り
、
あ
る
い
は
ス
ピ
ノ
ザ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
の
よ
う
に
前
提

的
同
一
性
か
ら
出
発
す
る
限
り
、
不
可
能
で
あ
る
。
:
:
:
そ
う
い
っ
た
同
一
性
で
は
な
く
て
、
両
極
性
や
、
現
実
的
生
の
過
程
に
お
け
る
出

一
つ
の
共
通
な
状
況
に
お
い
て
行
き
会
い
、

会
い
が
、
認
識
に
先
行
す
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
『
出
会
い
』
と
は
、
両
方
の
側
か
ら
出
て
来
て
、

そ
し
て
人
が
そ
の
状
況
の
部
分
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
状
況
に
参
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
認
識
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
出
会
い

(
日
)

そ
の
状
況
の
部
分
な
の
で
あ
る
」
。

の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
認
識
の
状
況
の
中
で
、
主
観
と
客
観
と
は
出
会
う
。
両
者
は
、

つ
ま
り
、
認
識

的
出
会
い
と
は
、
受
容
的
認
識
、
相
互
に
参
与
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
お
互
い
が
お
互
い
の
一
部
と
な
る
よ
う
な
相
互
参
与
に
お
け
る
認

識
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
認
識
が
、
対
象
を
モ
ノ
化
し
な
い
認
識
、

「
出
会
い
」
な
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

「
知
識
は
合
一
で
あ
り
、
知
識
は
本
質
的
に
相
互
帰
属
す
る
諸
要
素
を
再
結
合
す
る
エ
ロ

l
ス

(句。
ω
巧
F
W
F
B
Z
E
R
U
ω

己
05σ
ロ
Z
d司
庄
の
『

2
ω
g
E
-
q
z
-
o
D
m
g
g♀
。
岳
ミ
)
に
根
差
す
」
(
匂
コ
℃
・
口
少
二
二
二
百
(
)
と
い
う
い
さ
さ
か
謎
め
い
た
指
摘
も
理
解
可
能
と
な
る
で
あ

ろ〉つ。最
後
に
、

プ
1
パ
1
に
お
い
て
、

「
我
と
汝
」
と

「
我
と
そ
れ
」
と
の
認
識
方
法
の
違
い
と
さ
れ
る

「
語
る
」

と

「
見
る
」

の
違
い
に
つ

い
て
触
れ
た
い
。

(
日
)い

。
し
か
し
、
モ
ノ
が
聖
な
る
も
の
と
の
出
会
い
に
お
け
る
一
要
素
、
す
な
わ
ち
そ
の
媒
介
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
モ
ノ
か
ら
の
語

(
日
)

と
い
う
主
張
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
で

「
語
り
」

の
問
題
に
つ
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
語
る
の
は
啓
示
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
り
、
人
格
主
義
と
の
関
連
で
で
は
な

り
か
け
(
と
言
う
よ
り
モ
ノ
を
通
し
て
の
で
あ
る
が
)
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
、



あ
ろ
う
。
し
か
し
、

よ
り
重
要
な
の
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
言
葉
は

「
語
り
」

に
限
定
さ
れ
ず
、

む
し
ろ
語
り
を
成
立
さ
せ
る
言
葉

す
な
わ
ち
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
、

「
知
識
に
よ
る
接
近
可
能
な
も
の
は
み

な
『
可
知
的
で
あ
る
』
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
め
吋
円
℃
・
口
∞
w

二
二
四
百
(
)
と
い
う
言
葉
は
、

ロ
ゴ
ス
的
構
造
に

参
与
し
て
い
る
、

と
い
う
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
の
認
識
的
出
会
い
に
お
け
る
相
互
参
与
を

可
能
な
ら
し
め
る
の
は
ロ
ゴ
ス
的
構
造
へ
の
双
方
の
参
与
で
あ
る
、

と
解
す
る
の
が
最
も
よ
く
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
の
図
式
に
合
致
す
る
で
あ

ろ
う
。

C 

動
態
と
形
式

(1)
形
式
と
は
何
か

(

a

)

二
つ
の
形
式
ー
ー
一
般
形
式
と
特
殊
形
式

次
に
扱
わ
れ
る
両
極
性
は
動
態
ー
形
式
で
あ
る
。
ま
ず
形
式
で
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
形
式
に
関
す
る
議
論
を
以
下
の
よ
う
な
言
葉
を

も
っ
て
始
め
る
、

「
存
在
は
存
在
の
論
理
か
ら
、
す
な
わ
ち
存
在
を
現
在
あ
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
ま
た
理
性
に
そ
れ
を
把
握
し
形
作

る
力
を
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
構
造
か
ら
分
離
さ
れ
得
な
い
」
(
旬
吋
右
・
口
∞
・
二
二
二
|
三
頁
)
。
こ
こ
に
は
す
で
に
論
じ
ら
れ
た
自
己
l
世

界
の
ロ
ゴ
ス
構
造
の
反
響
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
以
下
の
よ
う
に
論
を
進
め
る
。

「
あ
る
も
の
で
あ

る」

(σ
包口問

ω

。B
o
p
-ロ
向
)
と
は
、
あ
る
一
つ
の
形
式
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
:
:
:
で
あ

る
」
と
言
い
得
る
よ
う
な
(
つ
ま
り
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
な
)
形
式
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の

形
式
に
は
個
別
化
と
参
与
の
両
極
性
に
従
っ
て

二
般
形
式
」

(mgq包
守
口
出
)
と
が
あ
る
。
し
か
し

こ
の
両
者
は
ど
こ
か
で
線
引
き
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
分
か
ち
難
い
仕
方
で
結
び
付
い
て
い
る
。

「
特
殊
形
式
」

(ω
宮
巳
包
守
口
出
)
と
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(b) 
「
二
つ
の
形
式
」
論
か
ら
の
プ

l
パ
1
批
判

こ
の
こ
と
と
の
関
連
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

「
マ
ル
テ
ィ
ン
・
プ

l
パ
ー
ー
ー
彼
の
逝
去
に
際
し
て

294 

試
み
る
一
つ
の
評
価
」

と
い
う
短
文
の
中
で
、

」
う
問
う
て
い
る
、

「
存
在
し
て
い
る
の
は
い
つ
も
、
概
念
的
に
捉
え
得
る
特
性
を
備
え
た

え
ば
、

一
人
の
男
、

ま
た
同
様
に
概
念
的
に
表
現
さ
れ
得
る
異
な
っ
た
ま
た
は
対
立
し
た
特
性
を
備
え
た
汝
な
の
で
は
な
い
か
:
:
:
つ
ま
り
例

(
日
)

一
人
の
知
識
人
な
ど
の
表
象
で
あ
る
」
。
例
え
ば
、

A
さ

一
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
二

O
世
紀
の
一
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
、

特
殊
な
る
私
と
、

ん
は
独
一
無
比
の
ユ
ニ
ー
ク
で
た
っ
た
一
人
し
か
い
な
い
、

と
い
う
意
味
で
限
り
な
く
個
別
的
で
あ
る
が
、

し
か
し
同
時
に
「
日
本
人
で
あ

ヲ
Q

」、

「
男
性
で
あ
る
」
、

「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
」

と
い
う
よ
う
な
、

一
般
概
念
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
る
性
質
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
特
殊
形
式
と
一
般
形
式
の
結
合
に
よ
っ
て
始
め
て
あ
る
も
の
は
特
定
の
存
在
(
具
体
的
・
個
別
的
存
在
)
と

な
る
わ
け
で
あ
る

(
あ
る
い
は
、
特
定
の
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
、

と
一
言
う
べ
き
か
)
。

(

c

)

形
式
H

内
容
、

S
S雲
、
存
在
の
力

さ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
形
式
の
定
義
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
事
物
を
し
て
そ
れ
が
現
在
あ
る
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
形

式
が
そ
れ
の
内
容
、

そ
れ
の
本
質
、

そ
れ
の
特
定
の
存
在
の
力
で
あ
る
」
(
叶
F
O
甘
口
ロ
ヨ
E
各
自
供
g
m
w
p
E
m
ヨ
E
岳
竺
p
z
-
z
gロ円。
EW

芹

ω
号
提
唱
悼
立
h
N
W

円
円

ω
門
目
。
出
巳
慰
問
)
。
d
認
可
。
ご
)
ゆ
山
口
問
)
(
切
同

48・H

吋∞
w

二
二
五
百
(
)
。

ま
ず
内
容
で
あ
る
が
、
形
式
と
い
う
語
は
例
え
ば

「
形
式
的
」

と
い
う
言
葉
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
内
容
と
区
別
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
芸
術
的
創
造
を
例
に
と
っ
て
そ
れ
に
反
駁
す
る
。
例
え
ば
芸
術
家
が
風
景
を
扱
う
時
、

風
景
は
、

そ
の
風
景
の
内
容
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
、
自
然
的
な
形
式
を
持
っ
て
い
る
。
芸
術
家
は
そ
の
自
然
的
形
式
を
素
材
と
し
て
用
い
て

芸
術
的
創
造
を
行
う
。

そ
の
際
、
芸
術
的
創
造
の
内
容
は
、

そ
の
素
材
(
風
景
が
持
つ
自
然
的
形
式
)

か
ら
造
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

か
つ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
式
(
形
相
、

エ
イ
ド
ス
)
と
素
材
(
質
料
、

ヒ
ュ
レ
!
)
を
区
別
し
た
が
、

そ
の
よ
う
な
区
別
は
不
可
能
と

は
言
え
な
い
。

し
か
し
実
際
に
は
、
風
景
画
製
作
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
形
式
と
内
容
の
区
別
は
な
さ
れ
得
な
い
、

と



い
う
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
主
張
で
あ
る
。
従
っ
て
、
形
式
と
内
容
と
の
分
離
は
、
便
宜
的
に
は
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
実
際

に
は
両
者
は
不
可
分
に
結
び
付
い
て
お
り
、
形
式
の
喪
失
は
存
在
の
喪
失
な
の
で
あ
る
。

「
形
式
は
内
容
と
対
立
さ
せ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
」

(
め
同
d
H

℃
-
H

吋
∞
.
二
二
五
頁
)
。

次
に

g
h
S
H
S
で
あ
る
が
、
。
a
s
S
N
と
い
う
ラ
テ
ン
語
で
即
座
に
思
い
出
さ
れ
る
思
想
家
で
あ
る
ト
マ
ス
で
あ
ろ
う
。
彼
に
お
け
る
本

質
と
は
、
ミ
な
さ
ミ
Q

(

後
年
の
実
存
哲
学
が
考
え
る
よ
う
な
本
質
の
歪
曲
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
現
実
存
在
す
る
も
の
の

」
と
)
と
は
区
別
さ
れ
る
、
存
在
の

「
何
で
あ
る
か
」
性
(
巧
町
何
回
片
山
片
町
)

の
こ
と
で
あ
る
。
ト
マ
ス
以
前
は
、
存
在
と
い
う
語
は
分
詞
で
表

さ
れ
て
い
た

(sh)
が、

そ
こ
で
意
味
さ
れ
て
い
た
存
在
と
は
、
例
え
ば
何
で
あ
る
か
、

ど
う
で
あ
る
か
、

ど
の
く
ら
い
で
あ
る
か
、

こ
に
あ
る
か
等
々
の
、
要
す
る
に
「
で
あ
る
」
存
在
に
あ
た
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
が

「
何
で
あ
る

そ
し
て
本
質
と
は
、

、」
a

a

A

カ
相
」

に
絞
り
込
ま
れ
た
時
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
本
質
と
存
在
と
は

「
で
あ
る
」
存
在
の
意
味
の
広
が
り
に
お
い
て

同
一
平
面
上
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ト
マ
ス
は
、
本
質
と
し
て
の

ず
」

+J
品、

「
そ
れ
は
存
在
す
る
か
ど
う
か
」

「
で
あ
る
」

わ
れ
た
時
に
答
え
る
よ
う
な
意
味
で
の

と壬一口い、

そ
れ
を
言
う
時
に
は
分
詞
で
な
く
不
定
詞
で

「
存
在
す
る
」

「企め
7
Q」

(
刊
日
)

(
S定
)
と
言
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
実
際
に
は
ト
マ
ス
の
議
論
は
こ
れ
に
形
相
と
質
料
の
区
別
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
と
類
・
種
・

(
存
在
す
る
)
が
欠
け
て
い
る
、

個
と
の
対
応
な
ど
が
か
ら
ん
で
く
る
の
で
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
は
あ
る
が
、

一
応
我
々
は
、

ト
マ
ス
に
お
い
て

S
定
ミ
S
と
は
、
あ
る

存
在
の

「
何
で
あ
る
か
性
」
を
指
す
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
こ
の
語
を
用
い
る
時
、

れ
は
直
前
の
形
式
と
い
う
語
と
同
義
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、

と
い
う
規
定
で
あ
る
が
、

」
れ
は
、
テ
ィ
リ

「
特
定
の

(
母
出
巳
宮
、
ド
イ
ツ
語
版
で
は

σ
g
t
s
B
H
[
∞-NH0・
]
)
存
在
の
力
」

ッ
ヒ
に
お
い
て
神
が

と
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
注
意
深
い
取
り
扱
い
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
次
の

「
品
川
q
U
M

】、

苦
芸
品
目
ρ
」

「
存
在
の
力
」

の
箇
所
で
扱
う
こ
と
と
す
る
。

ど
と
=
百
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(2)
動
態
と
は
何
か

296 

(

a

)

動
態
U

き
ぬ
ミ
、
可
能
性
、
非
存
在
、
存
在
の
力
、
未
存
在

以
上
の
よ
う
な
形
式
の
定
義
を
踏
ま
え
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
動
態
の
議
論
に
入
る
。
彼
は
ヨ
一
守
つ
、

「
形
式
は
す
べ
て
何
か
あ
る
も
の
を
形
成

す
る
」
(
何

sq甘
口
出
守
自
民

ω。
B
2
F
E
m
)
(め
コ
匂
・
口
市
Y

二
二
六
百
(
)
。

特
定
の
形
式
を
与
え
て
そ
れ
を
個
別
的
存
在
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
な
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
、

「
形
成
す
る
」

と
は
、

「
何
か
あ
る
も
の
」

に
何
ら
か
の

そ
し
て
そ
の

「
何
か
あ
る
も
の
」
が
、
動
態
に
他
な
ら
な

定
義
し
て
い
る

[
め
コ
司
・
、
刊
少
九
四
頁
]
。

「
形
成
」
を
「
所
与
の
素
材
を
形
態
す
な
わ
ち
存
在
の
力
を
持
つ
生
け
る
構
造
へ
と
変
形
す
る
こ
と
」
と

と
い
う
語
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
。
そ
れ
は
、
存
在
す
る
或
る
具
体
的
な
一

の

「
活
け
る
」

し=

(
別
の
箇
所
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

つ
の
も
の
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、

し
か
し
ま
た
そ
れ
は
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は

「ミ柚
mw

。ミ」

で
あ
り

(きぬ

S
に
つ
い
て
は
後
述
の

「
存
在
と
非
存
在
」

の
項
を
参
照
)
、

「
存
在
の
可
能
性
」

(唱。円

SE--q
。同宮山口問)、

「
形
式
を
有
す
る
事
物

と
は
異
な
っ
た
非
存
在
」

(ロ。ロ
σ
o
z
m
E
g巳
5
2
Z
岳山口問
ω
岳
mw

門}阿君。
mw

同。「日)、

「
純
粋
の
非
存
在
と
は
異
な
る
存
在
の
力
」

(
己
目

H54司ゆ『。同
σ。
E
m
z
gロ可
M
E
S
H百
円
。
口
。
ロ
Z
E
m
)
な
ど
と
規
定
さ
れ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、

そ
れ
は

「
い
ま
だ
存
在
を
有
し
な
い
も
の
」

(岳民巧}回一。町内田。。
ω
ロ三

ω
1
2
F
ω
g
g
E
m
)
で
あ
る
(
め
コ
司
・
口
タ
二
二
六
頁
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
現
実
に
存
在
す
る
何
か
の
イ
メ
ー
ジ

で
描
か
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
お
よ
そ
概
念
的
に
担
握
さ
え
得
る
も
の
は
す
べ
て
形
式
を
備
え
た
存
在
を
有
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
の
ゆ
え
に
、
こ
の

「
未
だ
存
在
を
有
し
な
い
も
の
」
あ
る
い
は
動
態
と
い
う
概
念
は
多
く
の
合
意
と
含
蓄
と
を
持

つ
非
常
に
複
雑
な
概
念
で
あ
り
、
ま
た
、
長
い
議
論
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
。

(b)
動
態
を
巡
る
議
論
の
歴
史
|
|
活
け
る
神

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
未
だ
寄
在
を
有
し
な
い
も
の
と
し
て
の
非
存
在
を
巡
る
議
論
の
歴
史
を
以
下
の
よ
う
に
概
観
す
る
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に

お
い
て
は
、
非
存
在
ま
た
は
質
料
は
、
形
式
あ
る
い
は
形
相
に
抵
抗
す
る
原
理
と
し
て
の
究
極
的
な
原
理
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

キ
リ
ス
ト



教
神
学
は
、
神
話
神
に
措
抗
す
る
も
の
、

と
い
う
二
元
論
的
図
式
を
避
け
る
た
め
、
非
存
在
か
ら
そ
の
独
立
性
を
奪
い
、

そ
れ
を
神
の
中

に
組
み
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
神
の
中
に
動
的
要
素
を
導
入
す
る
試
み
で
あ
り
、
神
を
静
的
な
神
で
な
く
活
け
る
神
と
し
ょ

う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
、
と
言
う
。

で
は
、
活
け
る
神
と
は
何
か
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
生
と
は

「
存
在
の
現
実
性
、

さ
ら
に
精
確

に
言
え
ば
、
可
能
的
存
在
が
現
実
的
存
在
に
な
る
過
程
で
あ
る
」
。

し
か
し
、

「
神
と
し
て
の
神
に
お
い
て
は
可
能
性
と
現
実
性
の
区
別
は
な

い
」
が
ゆ
え
に
、

「
我
々
は
象
徴
的
意
味
に
お
い
て
神
を
活
け
る
者
と
し
て
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
(
め
コ
℃
-
N
ぉ
・
三

O
七
頁
)
。

そ
し
て
、

彼
が
活
け
る
者
と
し
て
象
徴
的
に
語
る
と
き
、

そ
れ
は

「
神
は
生
命
の
根
拠
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
生
き
て
い
る
」
(
旬
コ
古
-
N
お
w

三

O
七

「
特
定
の
存
在
の
力
」
と
呼
ば
れ
、
動
態
が
「
純
粋
の
非

頁
)
と
い
う
言
い
方
に
な
る
。
こ
の
言
葉
は
、
神
が
存
在
の
力
で
あ
り
、
形
式
が

存
在
と
は
異
な
る
存
在
の
力
」

と
呼
べ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
ま
た
、
生
が
可
能
的
存
在
が
現
実
的
存
在
に
な
る
過
程
で

あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
そ
れ
と
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
形
式
も
動
態
も
、

つ
ま
り
生
を
構
成
す
る
も
の
は
共
に
神
の
内
に
そ
の
根
拠
を
持

っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
神
は
生
の
根
拠
で
あ
り
、

そ
う
い
う
意
味
で
神
は
活
け
る
神
で
あ
る
、

と
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
て
、
現
実
存
在
も
可
能
的
存
在
も
共
に
神
の
内
に
そ
の
根
拠
を
持
つ
、

と
い
う
理
解
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
神
の
内
に
お
い
て
は
す
べ
て

(
四
)

の
定
式
を
退
け
る
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

が
現
実
的
で
あ
り
潜
在
的
で
は
な
い
、

と
す
る
号
室
師
、
ミ
ミ
伺
(
純
粋
現
実
存
在
)

主
張
し
た
い
こ
と
は
以
下
の
文
章
に
端
的
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
、

「
存
在
の
構
造
に
お
け
る
力
動
的
要
素
を
圧
迫
す
る
い
か
な
る
存
在
論

も
生
過
程
の
本
性
を
説
明
し
神
的
生
に
つ
い
て
有
意
義
に
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
(
切
コ
司
・

5
0・
二
二
七
頁
)
。

し
て
こ
の
、
動
態
が
存
在
論
的
基
礎
構
造
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
動
態
を
、
す
な
わ
ち

生
を
見
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
れ
が

)
O

そ
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(3)
人
間
に
お
け
る
形
式
と
動
態

298 

(

a

)

活
力
と
志
向
性

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
人
間
に
お
い
て
動
態
と
形
式
の
両
極
性
は
人
間
の
直
接
経
験
に
お
い
て
は
活
力

(
i
E年
)
と
志
向
性
会

E
g位。ロ

E

包

-q)
と
し
て
経
験
さ
れ
る
、

と
い
〉
つ
。

一
般
的
に
言
う
と

「
活
力
と
は
、
活
け
る
存
在
の
生
命
と
成
長
と
を
維
持
す
る
力
で
あ
る
。
丘
町
富

二
七
頁
)
。
従
っ
て
、
活
力
と
い
う
の
は
植
物
や
動
物
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

は
新
し
い
形
式
へ
と
向
か
っ
て
生
き
る
万
物
の
活
け
る
実
体
の
創
造
的
衝
動
で
あ
る
」
(
め
コ
℃
・
ぉ
0
・二

し
か
し
語
の
十
全
な
意
味
に
お
け
る
活
力
は

is-[生
の
躍
動
H

ベ
ル
グ
ゾ
ン
]

人
間
的
で
あ
る
、

と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、

「
人
間
以
下
の
生
命
の
力
動
性
は
、

そ
れ
が
産
み
出
す
無
限
の
変
形
に
関
わ
ら
ず
、

自
然
的
必
然
性
の
制
限
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
動
態
が
自
然
を
越
え
て
伸
び
る
の
は
た
だ
人
間
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
」

(
匂
同
A
H
H
)

・]{∞
0

・

二
二
七
頁
。
な
お
必
然
性
に
つ
い
て
は
次
の

「
自
由
と
運
命
」

の
中
で
扱
わ
れ
る
)
。
人
間
に
お
け
る
力
動
的
要
素
は
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
開

か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

い
か
な
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
制
限
の
構
造
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
無
拘
束
性
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。

「
人
間
の
活
力
は
彼
の
志
向
性
と
対
象
的
な
生
命
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
志
向
性
に

よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
水
準
に
お
い
て
主
観
客
観
的
理
性
の
合
理
的
構
造
は
生
の
過
程
に
お
い
て
現
実
化
さ
れ
る
」
(
め
コ

℃・

5
0唱
二
二
八
頁
)
。

つ
ま
り
、
活
力
は
無
節
操
な
現
状
破
壊
的
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
で
は
な
く
、
志
向
性
と
し
て
の
形
式
と
両
極
的
関
係
に
あ

る
わ
け
で
あ
り
、

ま
た
存
在
の
ロ
ゴ
ス
的
構
造
の
中
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
以
下
の
生
命
が
自
然
的
必
然
性
に
よ
っ
て
制
約

さ
れ
て
い
る
の
と
は
違
う
種
類
の
制
約
で
あ
る
。

「
志
向
性
は
意
味
構
造
に
連
な
り
、
普
遍
概
念
に
生
き
、
実
在
を
把
握
し
形
成
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
、
『
志
向
性
』
は
:
:
:
あ
る
客
観
的
に
妥
当
的
な
も
の
と
の

(
ま
た
そ
れ
に
向
か
っ
て
の
)
緊
張
に
お
い
て
生
き

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
間
の
力
動
性
、
人
間
の
創
造
的
活
力
は
:
:
:
方
向
を
持
ち
、
形
式
を
持
つ
。

そ
れ
は
有
意
義
な
内
容
に
向
か
っ
て

自
ら
を
超
越
す
る
」
(
め
コ
古

-zy二
二
八
百
(
)
。



ま
た
、
志
向
性
は
活
力
を
方
向
づ
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
形
式
の
保
存
へ
と
向
か
う
力
、

と
い
う
形
で
も
志
向
性
を
制
限
す
る
。

「
存
在

の
動
的
要
素
は
自
己
を
超
越
し
新
し
い
形
式
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
物
の
傾
向
を
含
ん
で
い
る
。

と
同
時
に
万
物
は
そ
の
自
己
超
越
の
基
礎

と
し
て
の
自
己
自
身
の
形
式
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
持
つ
。
万
物
は
同
一
と
差
異
、
静
止
と
運
動
、
保
存
と
変
化
と
を
統
一
し
よ
う

と
す
る
傾
向
を
持
つ
」
(
旬
コ
司
-
H

∞
ゲ
二
二
八
百
(
)
。
こ
の
場
合
、

「
同
一
、
静
止
、
保
存
」

は
形
式
・
志
向
性
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、

異
、
運
動
、
変
化
」

は
動
態
・
活
力
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
両
者
は
両
極
的
、
相
互
依
存
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
存
在
に
つ
い
て

語
る
こ
と
な
く
し
て
生
成
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、

と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
言
う
。
確
か
に
「
生
成
は
存
在
の
構
造
に
お
い
て
根

源
的
で
あ
る
」
が
、
し
か
し
「
生
成
過
程
に
お
い
て
は
ど
こ
ま
で
も
不
変
に
と
ど
ま
る
も
の
が
根
源
的
で
あ
る
」
(
匂
コ
℃
・
毘
ゲ
二
二
八
頁
)
。

例
え
ば
、
英
語
で
「
固
め
宮
口
三
者
『
巳

}545ω
・」

と
い
う
言
い
方
が
あ
る
が
、

し
か
し
そ
う
言
い
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
変

化
に
よ
っ
て
別
人
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
変
化
に
も
関
わ
ら
ず
F
O
は
}
百
で
あ
る
、
と
い
う
同
一
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

(b)
テ
ロ
ス
と
プ
ロ
セ
ス

こ
こ
か
ら
、
生
成
と
変
化
と
を
根
源
的
な
も
の
と
み
な
す
プ
ロ
セ
ス
哲
学
は
批
判
さ
れ
る
。

「
も
し
変
化
の
中
で
何
も
の
も
変
化
の
尺
度

と
し
て
保
存
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
生
成
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
」
(
め
コ
℃
・

5
Y
二
二
八
頁
)
。
ま
た
、

「
過
程
に
お
い
て
あ
る
も
の
の
恒
久
的

同
一
性
を
認
め
な
い
過
程
哲
学
は
、

一
過
程
を
一

そ
の
過
程
そ
の
も
の
、

そ
の
連
続
性
、
制
約
さ
れ
た
も
の
の
そ
の
制
約
に
対
す
る
関
係
、

つ
ま
り
、
過
程
が
過
程
と
し
て
認
識
さ
れ
る
た

全
体
と
す
る
そ
の
目
的
(
テ
ロ
ス
)
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
う
」
(
め
コ
℃
・
毘
ゲ
二
二
八
百
(
)
。

そ
れ
は
同
時
に
過
程
に
お
け
る
生
成
の
中
で
不
変
的
な
も
の
で
も
あ
る
。

め
に
は
、

そ
の
過
程
が
目
指
す
テ
ロ
ス
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
よ

う
な
不
変
的
な
も
の
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
諸
変
化
が

二
連
の
変
化
」

と
し
て
認
識
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

「
存
在
は
、

生
成
と
静
止
と
を
、
す
な
わ
ち
力
動
性
の
合
意
と
し
て
の
生
成
と
形
式
の
合
意
と
し
て
の
静
止
と
を
含
ん
で
い
る
」

(め吋同日)・
N
h
F
コ
二
三
百
一
)
。

「差
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こ
こ
ま
で
の
議
論
を
図
示
し
て
み
る
と
、

お
お
む
ね
以
下
に
示
す
よ
う
な
も
の
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
形
式
(
個
別
的
形
式
+
一
般

的
形
式
)
を
備
え
て
い
る
。

そ
し
て
、

そ
の
形
式
は
、
動
態
が

「
形
成
」

さ
れ
た
も
の
(
文
字
ど
お
り
形
式
を
取
っ
た
も
の
)

で
あ
る

図

300 

5
]
。
こ
の
動
態
+
形
式
の
形
成
に
お
い
て
動
態
が
形
式
へ
と
も
た
ら
せ
る
、

と
い
う
形
で
現
実
化
が
起
こ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は

動

態
+
形
式
↓
新
し
い
形
式
の
現
実
化
]
↓
[
ま
だ
現
実
化
さ
れ
て
い
な
い
動
態
+
新
し
い
形
式
↓
よ
り
新
し
い
形
式
の
現
実
化
]

と
い
う
プ

ロ
セ
ス
を
構
成
し
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
テ
ロ
ス
へ
と
向
か
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
と
な
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
動
態
と
形
式
を
一
応
切
り
離

し
て
図
示
す
る
と
、

[図
6
]
の
よ
う
に
な
る
。

(4)
テ
ロ
ス
と
し
て
の
霊

最
後
に
、
生
成
変
化
を
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
と
す
る
と
こ
ろ
の
テ
ロ
ス
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
言
う
の
か
、

と
い
〉
つ
こ

と
を
見
て
お
き
た
い
。

二
ゴ
一
口
で
言
う
と
、

そ
れ
は
霊
で
あ
る
。

「
霊
は
存
在
論
的
諸
要
素
の
統
一
、
生
命
の
テ
ロ
ス
で
あ
る
。
存
在
自
体
は

生
命
と
し
て
現
実
化
し
、
霊
と
し
て
完
成
す
る

o
i
l
-ア
ロ
ス
は
内
的
、
本
質
的
、
必
然
的
な
目
的
、
す
な
わ
ち
存
在
が
自
身
の
本
性
を
そ

れ
に
お
い
て
完
成
す
る
も
の
を
表
す
」
(
旬
コ
℃
-
N
怠
w

コ
二
五
i

コ
二
六
頁
)
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

「
神
は
霊
で
あ
る
」

と
い
う
表
現

は
、
最
も
包
括
的
で
直
接
的
で
無
制
約
的
な
象
徴
で
あ
る
。

と
い
〉
つ
の
は
、

そ
れ
は
存
在
の
力
と
し
て
の
神
と
存
在
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
神

を
統
一
し
た
象
徴
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
両
極
的
諸
要
素
の
う
ち
、
個
別
化
、
動
態
、
自
由
は
存
在
の
力
と
し
て
の
神
を
表
す
も
の
で
あ
り
、

参
与
、
形
式
、
運
命
は
存
在
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
神
を
表
す
も
の
で
あ
る
、

の
意
味
の
要
素
を
表
し
、
霊
は
力
と
意
味
と
の
統
一
と
を
表
す
。

と
い
〉
つ
。

そ
し
て
前
者
は
存
在
の
力
の
要
素
を
、
後
者
は
存
在

こ
の
テ
ロ
ス
と
し
て
の
霊
と
い
う
語
の
用
い
方
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
例
え
ば
『
組
織
神
学
』
第
四
部
「
生
と
霊
」
に
は
「
霊
的
共
同
体
」

と
い
う
表
現
が
あ
る
し
、

「
組
織
神
学
者
に
と
っ
て
の
宗
教
史
の
意
義
」
に
は

(
幻
)

「
種
子
の
テ
ロ
ス
は
樹
木
に
な
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
こ
う
し
た
記
述
を
見
る
限
り
、

「
具
体
的
霊
の
宗
教
」

と
い
う
表
現
が
登
場
す
る
。
ま
た
、

ど
う
や
ら
テ
ロ
ス
は
類
・
種
・
個
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の
う
ち
類
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
ま
た
、

そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
な
、

「
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
パ
タ
ー
ン
の
内

に
繰
り
返
し
現
れ
、

そ
し
て
そ
の
性
質
と
成
長
と
を
決
定
す
る
普
遍
的
な
も
の
の
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
切
吋

8
・N
印
伊
三
二

302 

三
頁
)
と
い
う
発
言
も
あ
る
。
す
る
と
、

A
の
テ
ロ
ス
は
霊
的
A
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

A
に
入
る
の
は

「
類
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
ー
ー
た
だ
し
そ
れ
は
、
個
別
性
と
普
遍
性
の
両
極
性
に
従
っ
て
、
種
や
個
と
矛
盾
す
る
の
で
な
く
、

そ
の
本
来
的
な

成
就
と
し
て
の
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
。
こ
の
こ
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
リ
ア
リ
ズ
ム
的
普
遍
を
強
調
す
る
態
度
と
も
一
致
す

る
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、

よ
く
知
ら
れ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
解
釈
|
|
イ
エ
ス
の
特
殊
性
は
、
普
遍
的
な
も
の
の
た
め
に

特
殊
性
を
犠
牲
に
し
た
こ
と
で
あ
る
、

と
い
う
解
釈
ー
ー
と
も
連
結
す
る
も
の
で
あ
る
。

D 

自
由
と
運
命

(1)
自
由
と
は
何
か

(

a

)

自
由
を
巡
る
論
争
史
|
|
決
定
論
と
非
決
定
論

第
三
に
扱
わ
れ
る
両
極
的
要
素
は

「
自
由
と
運
命
」

で
あ
り
、

「
こ
れ
に
よ
っ
て
基
礎
的
存
在
論
的
構
造
と
そ
の
要
素
の
記
述
は
完
了
す

る
と
共
に
そ
の
転
換
点
に
達
す
る
」
(
め
コ
℃
・

5NW
二
三

O
頁)。

そ
の
理
由
は
、
運
命
と
の
両
極
性
に
あ
る
自
由
の
記
述
を
手
掛
か
り
と
し

て
初
め
て
、
レ
ベ
ル

2
の
「
存
在
論
的
基
礎
構
造
を
構
成
す
る
諸
要
素
」
か
ら
、
レ
ベ
ル

3
の
「
実
存
の
諸
制
約
を
な
す
も
ろ
も
ろ
の
性
格
」
、

「
実
存
す
る
存
在
の
力
お
よ
び
本
質
存
在
と
実
存
存
在
の
相
違
」

の
記
述
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、

と
い
〉
つ
。

「
運
命
の
対
極
を
な
す
自

由
は
実
存
を
可
能
に
す
る
構
造
的
要
素
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
自
由
は
存
在
の
本
質
的
必
然
性
を
破
壊
す
る
こ
と
な
し
に
そ
れ
を
超
越
す

る
か
ら
で
あ
る
」
(
め
同

JS-H∞
ド
二
三

O
頁)。

そ
の
自
由
で
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
自
由
を
論
ず
る
に
際
し
強
調
す
る
の
は
、
自
由
と
い
う
概
念
の
理
解
に
長
い
間
つ
き
ま
と
っ
て
い



る
誤
解
(
少
な
く
と
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
誤
解
と
考
え
る
も
の
)
に
対
す
る
反
駁
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
自
由
は
必
然
と
の
二
項
対
立
に
お
い
て

捕
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
運
命
と
の
両
極
的
関
係
に
お
い
て
捕
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
自
由
の
反
対
は
運
命
で
あ
り
、

必
然
の
反
対
は
偶
然
で
あ
る
、

と
い
う
議
論
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
言
う
、

「
普
通
は
自
由
と
必
然
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。

し
か
し
必
然

は
範
鴎
で
あ
っ
て
要
素
で
は
な
い
。
必
然
性
の
反
対
は
自
由
で
は
な
く
可
能
性
で
あ
る
」
(
め
吋

8
・H

∞
戸
二
三

O
頁
)
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ

ば
、
自
由
と
必
然
が
対
置
さ
れ
て
自
由
が
論
じ
ら
れ
る
時
に
は
、
必
然
は
常
に
機
械
的
決
定
の
意
味
に
解
さ
れ
、
自
由
は
未
決
定
的
偶
然
性

と
解
さ
れ
、
機
械
的
決
定
を
支
持
す
る
決
定
論
と
未
決
定
的
偶
然
を
支
持
す
る
非
決
定
論
と
の
論
争
が
起
こ
る
。
し
か
し
「
決
定
論
と
非
決

定
論
に
関
す
る
伝
統
的
論
争
は
必
然
的
に
決
着
が
つ
か
な
い
」
(
め
コ
℃
-
H

∞
ω
w
二
三

O
百
九
)
。
な
ぜ
な
ら
、

「
そ
れ
は
自
由
と
運
命
の
両
極
性

が
存
す
る
水
準
と
は
別
個
の
二
次
的
な
水
準
の
上
で
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
(
泊
吋
右
・
5
ω
w
二
三

O
l
一
二
一
二
頁
)
。
こ
の
こ
と
を
テ

イ
リ
ッ
ヒ
は
以
下
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
決
定
論
と
非
決
定
論
が
争
う
の
は
、
畢
寛
、

「
意
志
」
(
急
]
}
)
と
呼
ば
れ
る
一
事
物
が
存
在
す
る

と
前
提
し
て
、

そ
れ
が
自
由
と
い
う
性
質
を
持
つ
、
あ
る
い
は
持
た
な
い
と
言
っ
て
争
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
「
定
義
上
、
完
全

に
被
決
定
の
対
象
と
し
て
の
事
物
は
自
由
を
欠
い
て
い
る
。
事
物
の
自
由
と
は
用
語
の
矛
盾
で
あ
る
」
(
め
「

8
・H

お
w

二
二
二
頁
)
。
従
っ
て
、

こ
の
議
論
は
常
に
決
定
論
が
勝
利
す
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
、
事
物
は
事
物
で
あ
る
、

と
い
う
同
義
語
反
復
を
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

れ
に
対
し
て
非
決
定
論
は
、
道
徳
的
認
識
が
責
任
的
決
断
の
力
を
前
提
し
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
て
反
対
す
る
。
し
か
し
そ
れ
も
結
局
は
、

「音山士心」

と
い
う
一
事
物
に
自
由
を
帰
す
る
時
に
概
念
矛
盾
に
陥
る
。
非
決
定
論
的
自
由
は
決
定
論
的
必
然
性
の
否
定
で
あ
る
が
、

し
か
し

必
然
性
の
否
定
は
自
由
で
は
な
く
、
偶
然
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

そ
れ
が

「
何
か
絶
対
的
に
不
確
定
的
な
こ
と
、
動
機
の
な
い
決
断
、
ま
た
、

そ
の
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
道
徳
的
、
認
識
的
意
識
を
い
か
な
る
仕
方
で
も
十
分
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
不
可
解
な
も
の
」

(
匂
コ
℃
-
H

∞
ω
二
ゴ
一
二
頁
。
邦
訳
は

g
己
E
m
o
E
と
い
う
重
要
な
語
を
訳
し
落
と
し
て
い
る
)

か
く
し
て
、
必
然
は
偶
然
と
対
を

で
あ
る
。

な
す
概
念
で
あ
り
、

そ
し
て
決
定
論
と
非
決
定
論
は
そ
の
次
元
で
争
っ
て
い
る

そ
の
偶
然
ー
必
然
は
事
物
の
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

の
で
あ
り
、
自
由
と
い
う
の
は
偶
然
必
然
と
は
違
っ
た
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
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(b)
人
間
の
自
由

そ
れ
ゆ
え
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

「
自
由
は
一
機
能
(
『
意
志
』
)

の
自
由
で
は
な
く
て
人
間
の
自
由
、
す
な
わ
ち
事
物
で
は
な
く
て
完
全
な
自
己

304 

で
あ
り
理
性
的
人
間
で
あ
る
存
在
者
の
自
由
で
あ
る
。
:
:
:
人
間
の
自
由
に
つ
い
て
語
る
べ
き
で
あ
り
、
人
格
的
自
己
と
し
て
の

[
す
な
わ

ち
ωめ
民

EBD常
円
⑦
門
目
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
]
人
聞
を
構
成
す
る
い
か
な
る
部
分
も
い
か
な
る
機
能
も
、
彼
の
自
由
に
参
与
し
て
い
る
こ
と
を

示
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
身
体
の
細
胞
が
彼
の
人
格
的
中
心
の
構
成
に
参
与
し
て
い
る
限
り
、

そ
の
細
胞
を
さ
え
も
含
め
て
言
え

る
こ
と
で
あ
る
」
(
め
守

8
・H
∞ωw
二
二
二
頁
)
。

そ
れ
ゆ
え
、

「音
ω
士
心
」

の
よ
う
な
人
間
の
一
部
の
自
由
で
は
な
く
、

「
人
間
」

の
自
由
に
つ
い

て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
入
間
の
自
由
は
、
熟
慮
、
判
断
、
責
任
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
言
う
。
彼
は
こ
の
三
つ
の
語
の
語
源
学
的
分
析
を
行
い
、
自
由
の
内

実
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
。

熟
慮
(
号
5
0
5
H
Z
D
)
と
は
、
論
証
や
動
機
を
考
量
す
る

(
Sさ
さ
)
行
為
を
指
し
て
い
る
。
諸
動
機
を
考
量
す
る
人
間
は
、

そ
れ
ら
諸

動
機
を
考
量
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
を
超
越
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
人
は
ど
の
動
機
と
も
同
一
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
す

べ
て
か
ら
超
越
し
て
い
る
。

か
く
し
て
、
中
心
化
さ
れ
た
自
己
と
し
て
の
人
格
は
、
諸
動
機
の
葛
藤
に
対
し
て
、
自
己
の
人
格
的
中
心
を
も
っ
て
反
応
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
反
応
が

「
決
断
」
(
母
巳
色
。
ロ
)
と
呼
ば
れ
る
。
決
断
と
は
、
例
え
ば
「
切
開
」
(
吉
巳
色
。
ロ
)
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
切
断

の
表
象
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
語
の
H
W
D
Z
各
巳
己

gmの
中
に
も
、

R
Z
E
g
(分
け
る
、
分
離
す
る
)
と
い
う
表
現
が
含
ま
れ

て
い
る
。
何
を
切
断
す
る
の
か
。
諸
可
能
性
を
、

で
あ
る
。

そ
し
て
、

「
切
断
」

し
「
排
除
」
す
る
、

つ
ま
り
あ
る
可
能
性
を
選
び
取
り
他

の
諸
可
能
性
を
切
り
捨
て
る
人
は
、

そ
の
切
り
捨
て
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
上
に
超
越
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
も
同
様

で
、
決
断
に
お
い
て
諸
可
能
性
は
除
外
さ
れ
る
(
き
ω
m
g岳
巳
号
ロ
)
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
諸
可
能
性
を
持
つ
人
間
は
、

そ
れ
ら
の
ど
の
可
能

性
と
も
同
一
で
は
な
い
。



最
後
に
、
青
(
任
命

g
ち
5
5庄
司
)

は
、
も
し
自
分
の
決
断
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
な
ら
応
答
す
る
(
お
唱
。
包
)
自
由
を
持
っ
た
人
間

の
義
務
を
指
す
。
人
は
他
の
誰
か
に
対
し
て
、
自
分
に
代
わ
っ
て
応
答
す
る
よ
う
頼
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
熟
慮
と
決
断
の
語

源
学
的
分
析
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
る
人
の
行
為
は
外
部
か
ら
の
何
物
か
に
依
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
そ
の
人
の
一
部
に
よ
る
の
で
も

な
く
、
中
心
化
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
自
己
の
全
体
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(2)
運
命
と
は
何
か

こ
の
よ
う
な
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
自
由
の
理
解
を
見
て
始
め
て
我
々
は
、
次
の
よ
う
な
彼
に
よ
る
運
命
の
定
義
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る

「
我
々
の
運
命
は
、
我
々
の
決
断
が
そ
こ
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
中
心
化
さ
れ
た
自
己
性
の
不
確
定
の
広
範
な

そ
れ
は
我
々
の
す
べ
て
の
決
断
を
我
々
の
決
断
た
ら
し
め
る
我
々
の
存
在
の
具
体
性
で
あ
る
」
(
め
吋
右
・
毘
P
N
ω
N
)
。
こ
の

全
体
の
中
に
は
、
そ
の
人
の
身
体
の
構
造
、
心
的
奮
励
努
力
、
精
神
的
性
格
、
ま
た
そ
の
人
が
属
し
て
い
る
共
同
体
や
社
会
、
記
憶
さ
れ
た
、

基
礎
で
あ
る
。

ま
た
記
憶
さ
れ
て
い
な
い
過
去
、

そ
の
人
を
形
成
し
た
環
境
、

そ
の
人
に
衝
撃
を
与
え
た
世
界
、
な
ど
が
含
ま
れ
、

そ
れ
ら
す
べ
て
が
、

の
人
の
な
し
た
あ
る
決
断
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、

「
運
命
は
私
に
何
が
起
こ
る
か
を
決
定
す
る
不
思
議
な
力
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
自
然
と
歴
史
と
私
自
身
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
私
自
身
な
の
で
あ
る
」
、
ま
た

「
私
の
運
命
は
私
の

自
由
の
基
礎
で
あ
る
、
私
の
自
由
は
私
の
運
命
形
成
に
参
与
す
る
」

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
結
論
と
し
て
、
こ
う
言
わ
れ
る
、

「
自
由
を

持
つ
者
の
み
が
運
命
を
持
つ
」

(
h

コ官
-
H

∞
♂
二
三
三
頁
)
。

さ
ら
に
付
言
す
る
と
、
人
聞
が
あ
る
運
命
の
中
で
自
由
を
も
っ
て
あ
る
決
断
を

下
し
た
な
ら
、
そ
の
決
断
の
結
果
が
今
度
は
新
た
な
る
決
断
の
運
命
と
な
る
。
従
っ
て
、
自
由
は
運
命
形
成
の
力
と
し
て
も
働
く
の
で
あ
り
、

(
お
)

と
呼
ぶ
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
よ
う
な
自
由
↓
運
命
形
成
↓
自
由
↓
運
命
形
成
:
:
:
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
運
命
を
引
く
力
」

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
言
う
と
、
自
由
と
は
、
人
間
の
あ
る
一
部
分
の
属
性
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
人
間
の
、
す
な
わ
ち

中
心
化
さ
れ
た
そ
の
人
の
存
在
全
体
の
自
由
と
し
て
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
身
体
や
心
の
働
き
、
精
神
的
性
格
、

さ
ら
に
は そ
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そ
の
属
す
る
共
同
社
会
や
す
べ
て
の
過
去
、
環
境
や
世
界
、

一
言
で
言
え
ば
そ
の
自
己
に
対
応
す
る
世
界
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、

自
己
は
そ
れ
ら
の
自
己
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
い
か
な
る
も
の
と
も
同
一
で
は
な
い
。
自
己
は
中
心
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
そ
れ
ら
を
含
み
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つ
つ
、

そ
れ
ら
を
熟
慮
し
決
断
し
そ
の
決
断
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
、

と
い
う
仕
方
で
自
由
を
持
つ
。

」
う
し
た
こ
と
を
ま
と
め
た
の
が

[図
7
]
で
あ
る
。

(3)
自
由
ー
運
命
を
巡
る
諸
問
題

(
a
)
E
ι
2
2
5
E
m
w件。句。
ωω
目
立
田
守
?

こ
の
よ
う
な
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

「
運
命
と
の
両
極
性
に
あ
る
自
由
」
論
は
、

い
く
つ
か
の
批
判
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で

は
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ

l
バ
1
が
用
い
る
宮
巳
2
2
5庄
内
広
⑦
宮
留
守
口

-q
と
い
う
概
念
を
扱
い
た
い
。
彼
は
、

と
歴
史
の
、
ド
ラ
マ
』
(
同
封
?
切
符
qhgh叫
忌
一
ロ
ミ

ssミ
.
固
な
円
。
ミ
)
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
自
由
論
を
非
難
す
る こ

の
概
念
を
も
っ
て
『
自
我

(
も
っ
と
も
彼
は
テ
ィ
リ

ッ
ヒ
を
名
指
し
で
非
難
し
て
は
い
な
い
が
)
。
こ
こ
で
ニ

1
パ
!
の
議
論
に
詳
し
く
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
宮
己
2
2
B
E巳
ぬ
と
い
う

概
念
の
み
を
扱
う
が
、
す
で
に
見
た
通
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
運
命
と
は
、
我
々
の
決
断
が
そ
こ
か
ら
生
じ
る
と
こ
ろ
の
状
況
で
あ
り
、

そ
れ
は
我
々
自
身
の
こ
と
で
あ
る
、

と
言
っ
て
も
い
い
。
自
由
に
お
け
る
熟
慮
、
決
断
、
青
(
任
は
、

そ
う
い
う
具
体
性
か
ら
切
り
離
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

「
年
老
い
た
両
親
を
介
護
す
る
た
め
今
の
仕
事
を
止
め
て
実
家
に
戻
る
か
否
か
」
と
い
う
決
断
は
、
す

で
に
両
親
が
他
界
し
た
人
間
に
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
し
、
独
身
で
子
供
の
い
な
い
人
間
は
、
子
供
を
ど
の
幼
稚
園
に
通
わ
せ
る
か
、

と
しユ

う
問
題
に
つ
い
て
熟
慮
し
決
断
す
る
こ
と
は
な
い
。
簡
単
に
言
う
と
、

「
あ
れ
か
こ
れ
か
」

と
い
う
決
断
は
、

「
あ
れ
」

と

「
こ
れ
」
が
与
え

ら
れ
て
い
る
人
間
の
み
が
な
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
と
は
、
所
与
に
拘
束
さ
れ
な
い
、
所
与
の
超
越
、
自
己
超
越
と
い
う
こ
と
を
内
容

と
し
て
含
む
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
ま
ず
も
っ
て
所
与
や
自
己
が
あ
っ
て
始
め
て
言
い
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

自
由
と
運
命
の
両
極
性
と
は
、
実
は
極
め
て
常
識
的
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
逆
に
、
宮
己
2
2
5
-
E慰
問

5
E
F
-
-
S
と
い
う



図7

自由(熟慮、決断、責任)

F 世界

運
命

X(中心)
肉体、心、精神……

共同体、過去、環境、環境…

言
い
方
は
、
実
際
に
は
文
学
的
な
表
現
に
止
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(b)
神
の
自
由

次
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が

「
神
の
自
由
」
を
巡
っ
て
発
し
た
非
常
に
興
味
深
い
発

日
を
扱
い
た
い
。

「
事
物
に
は
自
由
が
な
い
か
ら
運
命
も
な
い
。
神
は
自
由
で
あ

る

(。。【回目
ω
号。。【目。
E
)

(
加
同
J
H
H
}
-
H

∞
戸
二
三
三
百
九
)
。

か
ら
運
命
を
持
た
な
い
」

「
神
は
自
由
で
あ
る
か
ら
運
命
を
持
た
な
い
」

と
い
う
句
の

「
自
由
」
と
い
う
語

は
、
英
語
で
は
時

2
品。
B
、
ド
イ
ツ
語
で
は
早
色
町
包
門
と
な
っ
て
い
る
(
∞

-N5・)。

の。円四日
ω
ゅ・
0σ

で
も
の
。
件
目
ω
同
時
巳
で
も
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
は
何
か
意
味
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
神
論
に
お
い
て

「
神
の
自
由
」
を
扱
っ
て

い
る
が

(
め
コ
℃
-
N
品
∞
唱
コ
二
四
l

コ
二
五
百
(
)
、

そ
こ
で
彼
は
以
下
の
よ
う
な
問

い
を
扱
っ
て
い
る
、

「
自
由
の
構
造
は
、

そ
れ
は
神
の
自
由
を
構
成
す
る
も
の
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
れ
に
対
し
て
は
神
自
身
さ
え
自
由
を
有
し
な
い
あ
る
所
与
の

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」

(
め
コ
℃
-
N
仏∞
w

コ
二
四
頁
)
。
分
か
り
ゃ
す
く
言
い
直
す

と
、
も
し
自
由
が
、
属
性
と
か
性
質
と
か
い
っ
た
仕
方
で
神
が

「
持
つ
」
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
自
由
で
あ
る
が
ゆ
え
に
論
理
的
に
は
神
か
ら
も
自
由
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
何
物
か
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

つ
ま
り
自
由
は
神
か
ら
す
ら

自
由
で
あ
る
よ
う
な
何
物
か
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
問
い
に
対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

「
あ
り
得
る
唯
一
の
答
え
は
、
自
由
は
|
|
象

徴
的
に
|
|
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

と一一一口い、
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「
自
由
は
、
人
間
の
究
極
的
関
心
で
あ
る
も
の
は
い
か
な
る
人
間
に
も
ま
た
い
か
な
る
有
限
的
存
在
に
も
、
ま
た
い
か
な
る
有
限
的
関
心
に

自
由
(
時

2
)
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」
(
め
コ
司
-
N
お
二
二
五
百
(
)
と
言
う
。
も
し
こ
の
よ
う
に
象
徴
的
に
解
釈
す
る
な
ら
、

と
言
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
と
の
相
関
に
お
い
て
神
の
運
命
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
可
能
で
あ

「
市
中
立

4
4
・l
v

308 

も
依
存
し
な
い
、

ろ
う
。
実
際
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

「
神
は
『
自
由
』
(
時

2
)
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
恋
意
性
に
お
け
る
自
由
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
運

命
と
の
絶
対
的
無
制
約
的
同
一
に
お
け
る
自
由
で
あ
る
」
、

「
神
自
身
が
彼
の
運
命
で
あ
る
」
、
と
言
い
、

さ
ら
に
「
存
在
の
本
質
的
諸
構
造

は
神
の
自
由
と
異
他
的
で
は
な
く
て
、

そ
れ
は
神
の
自
由
の
現
実
性
で
あ
る
」

(
め
コ
司
-
N
怠
・
三

O
九
百
ハ
)
と
言
わ
れ
る
。

し
か
し
敢
え
て

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が

「
神
は
自
由
(
宮
主
。
B
、
m，
吋
巳
}
百
円
円
)

で
あ
る
」

と
言
う
の
は
、
も
し
自
由
は
神
と
は
別
個
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と

そ
れ
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
認
。

考
え
ら
れ
る
な
ら
上
記
の
よ
う
な
不
都
合
が
生
じ
る
た
め
、

(

c

)

事
物
の
自
由

で
は
、

「
事
物
に
は
自
由
が
な
い
か
ら
自
由
を
持
た
な
い
」

と
い
う
句
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
、
事
物
の
自
由
と
い
う
の
は
言
葉
の

矛
盾
で
あ
る
、

と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
た
が
、

し
か
し
そ
こ
に
は
、
中
心
化
さ
れ
た
自
己
の
中
心
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
場
合
に
は
、

と
い
〉
つ

留
保
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
個
的
存
在
は
中
心
化
さ
れ
た

自
己
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
我
々
は
、

そ
の
中
心
か
ら
分
離
さ
れ
た
部
分
と
し
て
の
一
事
物
と
、
実
際
の
具
体
的
一
存
在
と
し
て
の
一
事
物
の

区
別
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
に
は
自
由
を
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
後
者
に
は
類
比
的
に
で
は
あ
る
が
自
由
が
あ
る
、

と
言
わ
れ
る
。

「
自
由
と
運
命
と
は
存
在
論
的
両
極
性
を
成
し
て
い
る
か
ら
、
存
在
に
参
与
す
る
も
の
は
す
べ
て
こ
の
両
極
性
に
参
与
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
完
全
な
自
己
と
世
界
と
を
持
つ
人
間
は
、
熟
慮
、
決
断
、
責
任
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
自
由
な
唯
一

の
存
在
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
由
と
運
命
は
た
だ
類
比
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
以
下
の
自
然
に
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
基
礎
的
存
在
論

的
構
造
に
つ
い
て
も
、
他
の
存
在
論
的
両
極
性
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
」
(
旬
吋

8
・
H8.
二
三
三
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
事
物
に
つ

い
て
も
類
比
的
に
自
由
と
運
命
の
両
極
性
が
語
ら
れ
得
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
自
発
性
と
法
則
性
と
い
う
形
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
我
々
は



類
比
的
に
自
発
性
と
法
則
性
と
の
両
極
性
に
つ
い
て
も
語
る
こ
と
が
出
来
る
。
自
由
と
運
命
の
両
極
性
は
こ
の
両
極
性
の
顕
著
な
実
例
で
あ

(
お
)

る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
へ
の
認
識
の
入
口
で
も
あ
る
」
(
め
吋

8
・H
8・
二
三
三
頁
)
。

自
発
性

(ω
宮
口
g
s
-
q、
8
8
S
5
E
H
)
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
説
明
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
概
念
で
あ
る
。
「
行
為
的
自
己
か
ら
出

た
行
為
は
自
発
的
で
あ
る
。
刺
激
に
対
す
る
反
応
も
ま
た
、
そ
れ
が
中
心
化
さ
れ
た
自
己
関
係
的
一
存
在
の
全
体
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
な

ら
ば
自
発
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
活
け
る
存
在
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
個
体
的
構
造
に
応
じ
て
反
応
す
る
無
機
的
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
に
つ

い
て
も
言
え
る
」

(め同

JS・5
F
二
三
三
二
三
四
頁
)
。

し
か
し
、

ω
3
E
S巴
守
と
い
う
単
語
に
は
、

と
い
〉
つ
意

「
無
理
の
な
い
自
然
さ
」

味
も
あ
る
よ
う
に
、

そ
れ
は
決
し
て
自
然
法
則
に
逆
ら
う
も
の
で
は
な
い
。

「
自
発
性
と
法
則
性
と
は
相
互
依
存
的
で
あ
る
。
法

(Ed司、

。。ω2
N
)

は
自
発
性
を
可
能
に
し
、
自
発
的
反
応
を
決
定
す
る
か
ら
こ
そ
法
で
あ
る
」

(めコ℃・

5AF
二
三
四
頁
)
。
こ
の
場
合
、

こ
の
法
と

は
、
社
会
的
領
域
に
お
け
る
そ
れ
と
、
自
然
的
領
域
に
お
け
る
そ
れ
と
の
両
方
を
含
蓄
し
得
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ

れ
ば
、
自
然
法

(
E
E
Bご
白
羽
)

は
人
間
と
社
会
と
の
合
理
的
構
造
に
基
づ
く
が
ゆ
え
に
、

た
と
え
社
会
集
団
の
実
定
法
(
ち
ω
邑
2
E者
)

な
ら
ば
、

そ
し
て
、
も
し
こ
の
自
然
法
の
概
念
が
広
く
普
遍
的
に
自
然
界
に
適
用
さ
れ
る

そ
れ
は
事
物
や
出
来
事
の
構
造
的
決
定
性

2
5
2
5
-
E
2
E
Eま
ロ
)
を
指
す
)
。
た
だ
し
、
自
然
が
そ
の
法
に
従
っ
た
り
あ

が
そ
れ
に
矛
盾
し
た
と
し
て
も
、
無
制
約
的
に
妥
当
す
る
。

る
い
は
従
わ
な
か
っ
た
り
す
る
の
は
、
人
聞
が
法
に
従
っ
た
り
あ
る
い
は
従
わ
な
か
っ
た
り
す
る
の
と
同
じ
仕
方
で
で
は
な
い
。
人
間
に
お

い
て
は
自
由
と
運
命
が
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
自
然
界
に
お
い
て
は
自
発
性
と
法
則
性
が
結
び
付
い
て
い
る
。

そ
れ
は
、

「
自
然
法
則
は
自
己
中
心
化
さ
れ
た
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
の
反
応
を
取
り
除
く
の
で
は
な
く
、

そ
れ
が
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
限
界
を
設
定
す

る
の
で
あ
る
」

(
旬
「

8
・5
P
二
三
四
頁
)
。

「
自
由
と
運
命
の
両
極
性
は
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
妥
当
す
る
」

(
'
切
同
J
H
H
)

・一戸∞
G

・

か
く
し
て
、

二
三
四
頁
)
と
い
う
こ
と
が
結
論
と
し
て
言
わ
れ
る
。
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さ
て
、
こ
れ
で
「
存
在
論
的
基
礎
構
造
を
構
成
す
る
三
つ
の
両
極
的
要
素
」

の
記
述
は
完
了
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
の
記
述
を

簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

こ
こ
で
語
ら
れ
た
三
対
の
両
極
的
要
素
は
、

い
ず
れ
も
人
間
存
在
と
非
人
間
存
在
の
両
方
に
対
し
て
、

一
方
に
は
直
接
的
に
、

他
方
に
は

類
比
的
な
仕
方
で
適
用
さ
れ
る
。

そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が

[図
8
]
で
あ
る
。

空
欄
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
特
に
記
述
が
な
い
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
の
表
か
ら
分
か
る
通
り
、
個
別
化
ー
参
与
は
事
物
に
お
い
て
最
も
よ

く
言
え
る
こ
と
を
人
間
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
由
i
運
命
は
そ
の
逆
で
人
間
に
お
い
て
最
も
よ
く
言
え
る
を
事
物
に
適
用
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
動
態
ー
参
与
は
、

「
活
け
る
存
在
」
、
「
生
命
の
プ
ロ
セ
ス
」

の
説
明
原
理
と
し
て
も
っ
と
も
よ
く
働
く
も
の
で
あ
り
、

そ
〉
つ
い

う
意
味
で
人
間
も
非
人
間
も
含
め
る
、
三
つ
の
中
で
は
最
も
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
、

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
個
別
化
ー
参
与
か
ら

人
格
を
論
ず
る
、
あ
る
い
は
自
由
|
運
命
か
ら
自
然
法
則
を
論
じ
る
、

(
幻
)

力
に
欠
け
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

と
い
う
論
じ
方
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
奮
励
努
力
に
も
関
わ
ら
ず
説
得

[図

9
]
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
、
動
態
|
形
式
の
構
造
に
個
別
化
ー
参
与

と
自
由
l
運
命
を
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
図
で
分
か
る
通
り
、
個
別
化
ー
参
与
は
、
形
式
の
特
殊
的
性
格
と
一
般
的
性
格
を
説
明
す
る
説
明
原
理
と
し
て
、
ま
た
、
自
由
l
運

命
は
、
形
式
と
の
結
合
に
お
け
る
動
態
の
現
実
化
を
説
明
す
る
説
明
原
理
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
個
別
化
ー

参
与
と
自
由
l
運
命
は
、
動
態
ー
形
式
の
あ
る
一
面
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
、

と
取
る
こ
と
が
で
き
る
、
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
動
態
ー
形
式
に
お
い
て
現
れ
る
よ
う
な
存
在
の
在
り
方
す
な
わ
ち
活
け
る
存
在
の
記
述
の
た
め
に
他
の

二
つ
も
含
め
た
三
対
の
両
極
的
諸
要
素
の
す
べ
て
は
動
員
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



図 8

両極的要素 物質におけるその表れ 人間におけるその表れ

個別化-参与 人格-交わり

動態-形式
活力一志向性、

自己保存-自己超越(成長)

自 由一運命 自発性一法則性

先
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
は
人
間
存
在
の
意
識
に
現
れ
て
く
る
存
在
の
構
造
の
解

明
を
手
掛
か
り
と
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
触
れ
た
が
、

し
か
し
そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
の
議
論
が
人
間
論
的
で
あ
る
、

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

そ
れ
は
人
間
存
在
を
手
掛

か
り
と
し
た
存
在
論
な
の
で
あ
り
、
人
間
を
含
め
た
全
存
在
を
包
括
す
る
。

そ
の
視
野

の
中
で
存
在
は
、
三
対
の
両
極
性
と
い
う
基
礎
構
造
を
持
つ
も
の
と
し
て
現
れ
、

て
そ
の
三
対
の
両
極
性
は
、
活
け
る
存
在
の
記
述
と
い
う
こ
と
に
収
敬
さ
れ
る
|
こ

の
よ
う
な
わ
け
で
、
本
論
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
を
、
活
け
る
存
在
の
存
在
論

(。ロ件。-。
mM可。同

F
O
E
-ロ
mσ
巴
口
問
)
と
性
格
づ
け
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
そ
れ
は
つ

ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
活
け
る
存
在
と
し
て
捕
ら
え
、
そ
の
活
け
る
存
在
の
存
在
論

的
構
造
を
解
明
す
る
た
め
に
心
を
砕
く
存
在
論
で
あ
る
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の

」
と
は
、
先
に
引
用
し
た

「
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
生
と
し
て
現
実
化
す
る
」

と
い
〉
つ
言
葉

に
よ
っ
て
強
力
に
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
他
に
も
、
神
を
存
在
そ
の
も
の
と
し

て
記
述
す
る
の
と
並
ん
で
活
け
る
神
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
に
も
多
大
の
努
力
が
払
わ

れ
て
い
る
こ
と
、
生
の
プ
ロ
セ
ス
の
テ
ロ
ス
と
し
て
霊
|
|
そ
れ
は
存
在
論
的
諸
両
極

性
の
両
極
す
な
わ
ち
個
別
性
の
極
と
普
遍
性
の
極
と
の
統
一
で
あ
る
ー
ー
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
テ
ー
ゼ

「
活
け
る
存
在
の
存
在
論
」
を

手
掛
か
り
と
し
て
、
次
章
で
は
レ
ベ
ル

3
の
議
論
を
行
う
。

そ
し

パウル・ティリッヒの神学における存在論の基礎構造3II 
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皿

レ
ベ
ル

3
1
1
存
在
と
有
限
性

A 

全
体
の
構
成

レ
ベ
ル

3
の
議
論
の
構
造
で
は
、

(1)
「
存
在
と
非
存
在
」

に
お
い

て
、
存
在
と
非
存
在
は
弁
証
法
的
関
係
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、

(2)

「
有
限
的
な
も
の
と
無
限
的
な
も
の
」
に
お
い
て
、

「
非
存
在
に
よ
っ
て

限
界
づ
け
ら
れ
た
存
在
は
有
限
的
」
(
め
コ
℃
-
H

∞
タ
二
三
九
百
九
)
で
あ

り
、
「
意
識
さ
れ
た
有
限
性
が
不
安
で
あ
る
」
(
め
コ
司
・

5
Y
二
四
一
頁
)

と
さ
れ
る
。

(3)
「
有
限
性
と
諸
範
鴎
」

で
は
、

「
時
間
、
空
間
、
因
果

性
、
実
体
」

の
四
つ
の
範
障
が

「
有
限
性
の
形
式
」

で
あ
り
、

「
肯
定

的
要
素
[
存
在
]

と
否
定
的
要
素
[
非
存
在
]
と
を
結
合
し
て
い
る
」

の
で
あ
り
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
「
不
安
と
勇
気
と
の
結
合
を
も
表
現

し
て
い
る
」
(
め
吋

S
・5NW
二
四
三
頁
)
と
言
わ
れ
る
(
こ
の
部
分
は
、

紙
数
の
都
合
で
省
略
す
る
)
。

(4)
「
有
限
性
と
存
在
論
的
諸
要
素
」
に

お
い
て
は
、

「
有
限
性
は
諸
範
鴎
だ
け
で
な
く
存
在
論
的
諸
要
素
に
お

い
て
も
現
実
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
持
つ
両
極
的
性
格
は
そ
れ
ら
を
非
存



在
の
脅
威
に
さ
ら
す
」
、

「
我
々
自
身
の
存
在
論
的
緊
張
が
意
識
に
の
ぼ
る
の
は
、
我
々
が
両
極
性
の
一
方
な
い
し
他
方
を
、
従
っ
て
そ
れ
と

共
に
両
極
性
全
体
を
喪
失
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
存
在
論
的
構
造
を
喪
失
す
る
不
安
に
お
い
て
で
あ
る
」
(
め
吋

8
・5
∞'
S
F
二
五
一
頁
)

し
か
し
同
時
に
こ
の
喪
失
は
「
可
能
性
で
あ
っ
て
必
然
性
で
は
な
い
」
(
匂
コ
℃

-N2・
二
五
四
百
(
)
と
い
う
重
大
な
指
摘

に
お
い
て
は
、
喪
失
は
可
能
性
で
あ
り
現
実
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら

と
言
わ
れ
る
が
、

も
な
さ
れ
る
。
最
後
の

(5)
「
本
質
存
在
と
実
存
存
在
」

「
哲
学
的
ま
た
神
学
的
思
惟
は
本
質
的
存
在
と
実
存
的
存
在
の
区
別
を
立
て
ざ
る
を
得
な
い
」
(
切
コ
℃

-NSw
二
五
五
頁
)
と
言
わ
れ
、
両
者

の
関
係
に
つ
い
て
は
、

「
キ
リ
ス
ト
教
は
、
存
在
の
問
題
を
取
り
扱
う
際
に
は
、
常
に
中
道
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
め
コ
古
-
N
C
h
r

二

五
七
百
(
)
と
言
わ
れ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、

「
本
質
と
実
存
の
区
別
は
、
宗
教
的
に
言
え
ば
被
造
界
と
現
実
界
の
区
別
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

神
学
思
想
全
体
の
中
枢
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
学
体
系
の
各
部
分
に
お
い
て
仕
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
め
コ
℃

-N2.
二
五
八
頁
)
。

こ
う
し
て
、
存
在
論
の
最
終
部
分
に
お
い
て
立
て
ら
れ
た
本
質
と
実
存
の
区
別
か
ら
、
被
造
界
↓
神
論
(
そ
こ
に
お
い
て
創
造
が
論
じ
ら
れ

る
)
、
現
実
界
↓
キ
リ
ス
ト
論
(
そ
こ
に
お
い
て
堕
罪
と
救
済
が
論
じ
ら
れ
る
)
、

と
い
う
仕
方
で
そ
の
後
の
議
論
は
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。B 

存
在
と
非
存
在

(1)
寄
在
論
の
出
発
点
と
し
て
の
非
存
在

「
非
存
在
の
脅
威
は
心
を
捕
ら
え
、
『
存
在
論
的
衝
撃
』
(
。
巳
己
。
柱
。
巳
岱
宮
町
)
を
産
み
出
す
。

そ
の
中
に
お
い
て
、
存
在
の
神
秘
の
否

定
的
面
ー
ー
そ
の
深
淵
的
要
素
ー
ー
が
経
験
さ
れ
る
」
(
め
コ
℃
・
ロ
ω
・
一
四
二
頁
)
、
「
存
在
論
的
問
い
す
な
わ
ち
存
在
自
体
に
関
す
る
聞
い
は
、

『
形
而
上
学
的
衝
撃
』

(
5
2さ
F
E
g
-
各
2
5
|
|
可
能
的
な
非
存
在
の
衝
撃
ー
ー
の
よ
う
な
も
の
の
内
に
お
い
て
発
生
す
る
」

℃

-Haw
二
O
四
頁
)
、

「
存
在
の
問
題
は
『
非
存
在
の
衝
撃
』
か
ら
生
ず
る
」
(
め
コ
古
・

5
P
二
三
五
頁
)
。
こ
れ
ら
は
、

よ
く
知
ら
れ
た
テ
ィ

パウル・ティリッヒの神学における存在論の基礎構造
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リ
ッ
ヒ
の
命
題
で
あ
る
。
先
に
、
人
間
は

「
存
在
の
構
造
が
露
わ
に
な
る
場
所
」

(
切
コ
℃
・

Haw二
一
二
百
九
)
と
言
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、

つ
ま
り
、
人
間
は
所
与
的
、
現
実
的
存
在
を
越
え
て
、
可
能
的
非
存

314 

人
聞
が

「
存
在
論
的
衝
撃
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

在
を
感
じ
る
、

と
い
う
仕
方
で
、
在
在
の
全
体
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
み
が
自
己
自
身
の
存
在
ま
た
他
の
あ
ら

ゆ
る
存
在
の
限
界
の
彼
方
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
人
間
の
み
が
存
在
論
的
問
題
を
問
う
こ
と
が
出
来
る
」
(
泊
コ
司
・

5
P
二
三
五
頁
)
。

し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
は

「
非
存
在
の
神
秘
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

ょ
う
促
さ
れ
る

(
め
同
J
H
古

-ZAY
二
三
五
百
(
)
。

か
く

し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

「
存
在
」
論
は
、

そ
の
内
に
「
非
存
在
」
論
を
内
包
し
た
も
の
と
な
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
非
存
在
の
問
題
を
巡
る
論
争
の
出
発
点
は
、

「
『
存
在
す
る
』
と
は
何
を
意
味
す
る
か
」

と
い
う
こ
と
を
問
題
に

し
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
で
あ
る
。
彼
は
、
有
名
な
「
そ
れ
は
有
る
、

そ
し
て
有
ら
ぬ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
(
断
片

2
・
1
・
3
)
と
い
う

定
式
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
合
理
的
思
惟
か
ら
非
存
在
を
排
除
し
た
。

し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
は
生
成
を
不
可

能
な
ら
し
め
、

そ
れ
は
非
存
在
を
空
虚
な
空
間
と
同
一
視
す
る
原
子
論
的
解
決
を
引
き
起
こ
し
(
例
え
ば
デ
モ
ク
リ
ト
ス
)
、
非
存
在
に
つ

い
て
は
考
え
る
こ
と
も
語
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
だ
か
ら
考
察
か
ら
除
外
せ
よ
、
と
い
う
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
言
葉
に
逆
ら
っ
て
、
非
存
在
に

あ
る
種
の
存
在
(
「
:
:
:
が
あ
る
」

と
は
異
な
る
が
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
区
別
さ
れ
な
い

「
:
:
:
で
あ
る
」

[
S
S悼
]
)
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
の
時
以
来
、
非
存
在
を
「
存
在
」
論
的
に
扱
う
、

(
お
)

は
語
る
。

と
い
う
哲
学
者
を
魅
了
し
ま
た
絶
望
さ
せ
る
問
題
が
始
ま
っ
た
、

と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

(2)
非
存
在
論
の
不
可
避
性

そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
同
時
に
非
存
在
の
問
題
を
回
避
す
る
企
て
も
哲
学
史
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
、

と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
の
一
つ
は
論
理
的
な
道
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
存
在
論
的
な
道
で
あ
る
が
、

し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
れ
ら
の
企
て
は
不
可
能
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。
第
一
の
論
理
的
な
道
で
あ
る
が
、
人
は
非
存
在
が
論
理
的
判
断
、

つ
ま
り
単
に
「
:
:
:
で
な
い
」



あ
る
い
は

「
:
:
:
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
、
存
在
論
的
意
味
の
な
い
否
定
的
判
断
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、

問
う
こ
と
が
で
き
る
。

答
え
る
。

そ
の
例
と
し
て
彼
は

「
論
理
的
構
造
は
す
べ
て
存
在
論
的
構
造
に
根
差
す
」
(
匂
コ
℃
-
H

∞
戸
二
三
六
頁
)
と

「
幻
滅
可
能
の
期
待
」
(
め
コ
℃
-
H

∞
戸
二
三
六
頁
)
を
挙
げ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
幻
滅
は
、
人
が
所
与
的
状

そ
れ
に
対
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

況
を
超
越
す
る
能
力
を
持
つ
こ
と
の
例
証
で
あ
る
。
期
待
さ
れ
た
出
来
事
が
起
こ
ら
な
い

(
幻
滅
)
と
は
、
状
況
に
関
す
る
判
断
が
誤
っ
て

い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
期
待
さ
れ
た
出
来
事
の
生
起
の
た
め
の
必
要
条
件
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
人

が
現
前
に
現
臨
し
て
い
る
所
与
以
上
の
も
の
を
考
慮
す
る
能
力
を
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
期
待
は

存
在
と
非
存
在
の
区
別
を
、

「
期
待
通
り
に
な
る
H

現
実
化
の
条
件
が
存
在
し
た
」
↑
↓
「
期
待
が
幻
滅
に
終
わ
る
H

現
実
化
の
条
件
が
存

在
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
仕
方
で
作
り
出
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
成
就
か
幻
滅
か
い
ず
れ
か
に
終
わ
る
よ
う
な
期
待
が
可
能
で
あ
る
の
は
、

期
待
に
お
い
て
直
接
的
な
所
与
の
状
況
の
超
越
が
起
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
答
え
で
あ
る
。

か
く
し
て
、

論
理
的
否
定
を
可
能
と
す
る
構
造
自
体
が
、
人
聞
が
所
与
的
、
現
実
的
存
在
の
み
な
ら
ず
可
能
的
存
在
・
非
存
在
に
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

を
証
明
す
る
。

第
二
の
、
非
存
在
を
避
け
よ
う
と
す
る
存
在
論
的
な
企
て
は
、
非
存
在
か
ら
そ
の
弁
証
法
的
性
格
を
除
去
す
る
と
い
う
戦
術
を
取
る
。
も

し
存
在
と
非
存
在
が

(
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
お
け
る
よ
う
に
)
絶
対
的
対
立
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
非
存
在
は
存
在
か
ら
排
除
さ
れ
、
相
対
的
非

が
排
除
さ
れ
る
。

い
つ
か
非
存
在
に
な
っ
た
り
す
る
も
の
)
で
な
い
絶
対
的
存
在
な
る
存
在
自
体
以
外
は
あ
ら
ゆ
る
も
の

そ
れ
は
、
生
成
変
化
す
る
領
域
の
排
除
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
全
世
界
が
結
果
と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な

存
在
(
か
つ
て
非
存
在
だ
っ
た
り
、

る
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
言
う
(
こ
の
指
摘
も
、
先
に
述
べ
た
生
の
中
心
性
の
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
)
。

「
非
存
在
の
存
在
へ
の
弁
証
法
的
参

与
な
し
に
は
世
界
は
あ
り
得
な
い
」
(
め
コ
司
-
H

∞
戸
二
三
六
頁
)
。

「
非
存
在
の
神
秘
は
弁
証
法
的
な
取
り
扱
い
を
必
要
と
す
る
」

か
く
し
て
、

(
め
コ
℃
-
H

∞
戸
二
三
七
百
九
)
と
い
う
こ
と
が
結
論
と
し
て
言
わ
れ
る
。

と
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(3)
非
存
在
の
弁
証
法
的
な
取
り
扱
い

3I6 

こ
う
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
非
存
在
を
弁
証
法
的
に
取
り
扱
う
方
法
を
採
用
す
る
。

「
弁
証
法
的
に
取
り
扱
わ
れ
た
非
存
在
」

と
は
、

メ

ー
・
オ
ン

(
選
句
。
ミ
)

で
あ
り
、

そ
れ
は
存
在
と
弁
証
法
的
関
係
に
あ
る
『
無
』

で
あ
る
。

そ
れ
と
は
対
照
的
な
、
弁
証
法
的
で
な
い
非
存

在
は
、
ウ

i
ク
・
オ
ン

(
。
三
塁
)
、
存
在
と
無
関
係
な
『
無
』
の
こ
と
で
あ
る
。

哲
学
史
を
回
顧
す
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
学
派
に
お
い
て
は
、

い
ま
だ
存
在
を
有
し
な
い
が
し
か
し
本
質
あ
る
い
は
イ
デ
ア
と
結
合
す
る
時
に

存
在
と
な
り
得
る
も
の
す
な
わ
ち
質
料
が
メ
1
・
オ
ン
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
非
存
在
が
そ
れ
に
よ
っ
て
中
立
的
な
も
の
と
さ
れ
て
そ

の
神
秘
的
(
つ
ま
り
は
不
可
解
な
)
性
質
が
取
り
除
か
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
非
存
在
は
単
な
る
中
性
的
な
質
料
と
考
え

らら
でれ
あた
る8の
。で

は
な

ア
ナ
ン
ケ
!
と
い
う
概
念
と
結
び
付
け
ら
れ
、

イ
デ
ア
と
の
完
全
な
結
合
に
抵
抗
す
る
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か

非
存
在
を
巡
る
議
論
の
次
な
る
エ
ポ
ッ
ク
・
メ

1
キ
ン
グ
な
段
階
は
、

キ
リ
ス
ト
教
が
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
定
式
「
無
か
ら
は
何
も
生
ま
れ

な
い
」
(
ミ
ミ
芝
山
。
ミ
ENK可
)
に
対
し
て
、

「
無
か
ら
の
創
造
」
(
。
ミ
ミ
芯
ミ
ミ
砕
き
)
を
主
張
し
た
時
に
生
じ
た
。
こ
の
主
張
に
よ
っ
て
キ

リ
ス
ト
教
は
質
料
的
メ

1
・
オ
ン
の
概
念
を
斥
け
た
。

し
か
し
、

そ
れ
で
も
キ
リ
ス
ト
教
は
三
つ
の
面
で
非
存
在
の
弁
証
法
的
な
問
題
に
直

面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

第
一
は
罪
論
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
お
よ
び
彼
に
後
続
す
る
多
く
の
神
学
者
た
ち
は
罪
を
「
非
存
在
」
と
み
な
し
た
が
、

そ
れ
は

罪
が
実
在
し
な
い
と
か
罪
は
完
全
な
現
実
化
の
欠
如
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
罪
に
は
積
極
的
な
存
在
論
的
立
場
が
な
い
こ
と
、
そ

し
て
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
非
存
在
を
存
在
に
対
す
る
抵
抗
ま
た
存
在
の
歪
曲
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

彼
ら
は

「
プ
ラ
ト
ン
的
伝
統
の
残
余
を
長
く
継
承
し
た
」
訟
コ
℃

-Hgw
二
三
七
頁
)
。

第
二
は
人
間
論
で
あ
る
。
人
間
の
被
造
性
の
教
理
す
な
わ
ち
、
無
か
ら
創
造
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
無
に
帰
る
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
非
存



在
の
弁
証
法
的
性
格
を
表
し
て
い
る
。

「
無
か
ら
創
造
さ
れ
た
痕
跡
は
す
べ
て
の
被
造
物
の
上
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
」
(
め
コ
℃

-Hgw
二
三
七

頁
)
。
こ
の
理
由
で
、

キ
リ
ス
ト
教
は
ア
リ
ウ
ス
派
的
な
最
高
の
被
造
者
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
な
る
キ
リ
ス
ト
も
、
自
然
的
霊
魂
不
滅
の
教
理

も
斥
け
た
。
被
造
物
は
す
べ
て
非
存
在
に
参
与
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
永
遠
性
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
三
は
神
論
で
あ
る
が
、

し
か
し
神
の
問
題
と
非
存
在
の
問
題
が
結
び
付
く
の
は
ミ
Q

ミ
右
足
ミ
に
お
い
て
で
は
な
く
(
な
ぜ
な
ら
、
否

定
神
学
に
お
け
る

と
り
も
な
お
さ
ず
い
か
な
る

「
:
:
:
で
あ
る
、
と
言
え
な
い
も
の
」
、

「
い
か
な
る
特
定
の
存
在
で
も
な
い
も
の
」

と
は
、

も
の
で
も
な
い
と
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
で
も
あ
る
よ
う
な
存
在
す
な
わ
ち
存
在
自
体
へ
と
至
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
う
い
う
仕
方
で
そ
れ
は

最
後
に
は
肯
定
性
へ
と
転
ず
る
か
ら
で
あ
る
)
、
先
に
登
場
し
た

「
も
し
神
が
活
け
る
神
と
呼
ば
れ
る
な
ら

「
活
け
る
神
」

の
問
題
で
あ
る
。

ば
、
も
し
神
が
生
命
の
創
造
的
過
程
の
根
拠
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
し
歴
史
が
神
に
と
っ
て
意
味
を
持
つ
な
ら
ば
、
も
し
悪
と
罪
と
を
説
明
し

得
る
否
定
原
理
が
神
の
他
に
別
に
な
い
な
ら
ば
、

ど
う
し
て
神
自
身
の
内
に
弁
証
法
的
否
定
性
を
定
立
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
よ

う
か
」
(
め
コ
℃

-zp
二
三
八
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
結
局
は
非
存
在
の
問
題
を
存
在
自
体
に
、
す
な
わ
ち
神
へ
と
関
連
づ
け
る
よ
う
思

想
家
た
ち
に
強
い
た
、
と
い
う
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
見
方
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
結
論
と
し
て

「
人
間
の
有
限
性
す
な
わ
ち
被
造
性
は
、
弁
証
法
的
非
存
在
の
概
念
な
し
に
は
理
解
さ
れ
な
い
」
(
め
コ
℃

-Hgw

二
三
八
|
二
三
九
頁
)
。
こ
れ
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
非
存
在
論
の
立
脚
す
る
主
張
で
あ
る
。

(4)
非
存
在
と
存
在
論
的
両
極
性

と
こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
三
つ
の
両
極
性
の
内
、
こ
の

「
存
在
と
非
存
在
」

の
議
論
と
も
っ
と
も
関
連
が
深
い
の
は
、
二
番
目
の

「
動
態

と
形
式
」

で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
弁
証
法
的
非
存
在
と
し
て
言
及
さ
れ
る
メ
1
・
オ
ン
と
は
、
先
に
言
わ
れ
た
通
り

動
態
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

「
も
し
神
が
活
け
る
神
と
呼
ば
れ
る
な
ら
ば
、
も
し
神
が
生
命
の
創
造
的
過
程
の
根
拠
で
あ
る
な
ら
ば
、
も

し
歴
史
が
神
に
と
っ
て
意
味
を
持
つ
な
ら
ば
、
も
し
悪
と
罪
と
を
説
明
し
得
る
否
定
原
理
が
神
の
他
に
別
に
な
い
な
ら
ば
」
と
い
う
記
述
も
、

パウル・ティリッヒの神学における存在論の基礎構造317 



「
活
け
る
神
」
に
関
し
て
は
、
動
態

(
H
メ
1
・
オ
ン
)
と
形
式
の
両
極
性
な
し
に
は
生
命
過
程
は
記
述
さ
れ
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
文

脈
で
触
れ
ら
れ
た
し
、
「
生
命
の
創
造
過
程
の
根
拠
」
と
い
う
の
は
ず
ば
り
メ
!
・
オ
ン
と
し
て
の
動
態
の
こ
と
で
あ
る
し
、
「
歴
史
の
意
味
」

318 

に
つ
い
て
も
、
や
は
り
「
テ
ロ
ス
」

と
い
う
こ
と
が
す
で
に
語
ら
れ
て
い
る
。

」
の
こ
と
か
ら
、

一
つ
の
想
定
が
可
能
に
な
る
。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
た
非
存
在
は
、
後
続
す
る
有
限
性
、
不
安
、
両
極
性
の
破
綻
、
本
質

と
実
存
の
区
別
と
い
っ
た
す
べ
て
の
議
論
の
大
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
非
存
在
が
動
態
ー
形
式
と
密
接
に
結
び
付
い
て

い
る
、

と
い
〉
つ
こ
と
は
、

そ
れ
が
三
対
の
両
極
的
諸
要
素
の
内
に
止
ま
ら
ず
、

「
存
在
と
神
問
題
」
全
体
に
お
い
て
も
や
は
り
中
心
的
な
も

の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
を
意
味
し
て
い
る
、

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
見
た
通
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

「
運
命
の
対
極
を
な
す

自
由
は
実
存
を
可
能
に
す
る
構
造
的
要
素
で
あ
る
」
と
確
か
に
言
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

[図

9
]
で
示
し
た
よ
う
に
、
自
由
ー
運
命
は
動

態
の
現
実
化
の
説
明
原
理
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
由
運
命
は
、
後
続
す
る
存
在
非
存
在
&
有
限
性
&
両
極
性
の
破
綻

の
可
能
性
&
本
質
と
実
存
の
区
別
、
と
い
っ
た
議
論
を
、
動
態
形
式
に
結
合
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

C 

有
限
的
な
も
の
と
無
限
的
な
も
の

(1)
非
存
在
と
有
限
性

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
弁
証
法
的
に
理
解
さ
れ
た
非
存
在
は
、
人
間
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
経
験
さ
れ
る
か
。

「
非
存
在
に
よ
っ
て
限
界
づ

け
ら
れ
た
存
在
は
有
限
性
で
あ
る
。
非
存
在
は
存
在
の
『
未
だ
』
と
存
在
の
『
す
で
に
』
と
し
て
表
れ
る
」
(
め
コ
℃
・

5
P
二
三
九
頁
)
。
こ

の

「
有
限
性
」

に
つ
い
て
、
彼
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
、

「
そ
れ
[
非
存
在
]

は
存
在
す
る
も
の
を
一
定
の
終
わ
り
(
出
巳
ω)

を
も
っ
て
脅
か
す
。
:
:
:
存
在
の
力
に
参
与
す
る
も
の
は
す
べ
て
非
存
在
と
『
混
合
』

(E児
島
)
し
て
い
る
。

そ
れ
は
非
存
在
か
ら
出
て

非
存
在
へ
と
向
か
う
過
程
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。

そ
れ
は
有
限
的
で
あ
る
」
(
め
コ
古

-HS・
二
三
九
百
九
)
。
非
存
在
の

「

L
K
2

・ょ、
A

斗
オ
ア
ιア
し
」

と
非
存



在
の

「
す
で
に
な
い
」

「A
で
あ
る
」

と
の
間
に
あ
る
存
在
、

と
い
う
の
が
、
彼
の

「
有
限
性
」

の
定
義
で
あ
る
。
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、

と
は
、

「
ー
〉
(
ロ
♀
〉
)

で
あ
る
」
、

つ
ま
り
「
A
で
は
な
い
」
と
い
う
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
非
存
在
と
は

夕
、
』
為
、
ョ

予
刀
占
ん
し
」

「
:
:
:
で
な
い
」

と
い
う
こ
と
の
両
方
を
意
味
し
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
、
先
に
述
べ
た

「
存
在
論

と
い
う
こ
と
と

的
基
礎
構
造
」

「
存
在
論
的
構
造
を
構
成
す
る
諸
(
両
極
的
)
要
素
」

「
基
礎
的
存

と
の
関
連
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
以
下
の
よ
う
に
一
言
う
、

と

在
論
的
構
造
と
存
在
論
的
諸
要
素
と
は
と
も
に
有
限
性
を
示
し
て
い
る
。
自
己
性
、
個
別
性
、
動
性
、
自
由
性
は
す
べ
て
多
様
性
、
現
定
性
、

分
化
性
、
限
界
性
を
含
ん
で
い
る
。
あ
る
も
の
で
あ
る
と
は
他
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
生
成
過
程
に
お
い
て
こ
こ
に
今
い
る
こ
と

は
彼
処
に
彼
の
時
に
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
あ
る
も
の
で
あ
る
と
は
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

(めコ司・

50w
二
三
九
l

二

四
O
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
有
限
性
が
、
人
間
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
時
、
非
存
在
が
存
在
に
対
す
る
脅
威
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。

(2)
非
存
在
と
無
限

と
こ
ろ
で
、
有
限
性
の
意
識
は
人
聞
が
非
存
在
を
意
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
能
力
を
持
つ
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
換
言
す

れ
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
人
聞
が
自
身
の
所
与
的
、
現
実
的
存
在
を
「
超
越
」
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

己
超
越
の
過
程
は
各
瞬
間
に
二
重
の
意
味
を
帯
び
て
い
る
。

そ
れ
は
存
在
の
力
に
お
け
る
増
大
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
減
少
で
も
あ
る
」

(め同

df・5
0・
二
四

O
百
(
)
。
こ
の
こ
と
は
、
「
死
」
を
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

「
人
間
は
自
己
の
有
限
性
を
経
験
す

る
た
め
に
は
可
能
的
無
限
性
の
観
点
か
ら
自
己
の
方
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
死
へ
の
動
き
に
気
づ
く
た
め
に
は
彼
の
全
体
と

し
て
の
有
限
的
存
在
を
見
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
何
ら
か
の
仕
方
で
有
限
的
存
在
を
越
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
ま
た

無
限
を
表
象
す
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
同

8
・5
0・
二
四

O
煎
)
)
。
か
く
し
て
、

「
無
限
は
他
の
両
極
的
要
素
の
相
互
関
係

と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
有
限
性
と
関
係
し
て
い
る
」
(
め
コ
古
・

50w
二
四

O
頁
)
と
言
わ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
無
限
は

(E'出
E
Z
と
い
〉
つ

語
の
否
定
的
性
格
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
)
有
限
的
存
在
の
動
的
か
つ
自
由
な
自
己
超
越
性
に
よ
っ
て
定
義
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
。

自
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い
う
意
味
で
、

「
無
限
は
構
成
的
概
念

(
8ロ
往
吉
江
口
問
。
。
ロ
わ
ゆ
宮
)

で
は
な
く
指
導
的
概
念

2
5
aロ
m
g
R名
門
)
で
あ
る
」
(
め
コ
℃
・

50w

二
四

O
頁
)
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
こ
う
で
あ
る
|
|
無
限
は
、
精
神
自
身
の
際
限
の
な
い

(
ロ
己
吉
岡
山
門
包
)

320 

潜
在
性
を
経
験
す
る
よ
う
に
精
神
を
導
く
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
無
限
的
存
在
の
現
実
存
在
は
打
ち
立
て
ら
れ
な
い
。

つ
ま

り
、
無
限
は
有
限
的
存
在
に
と
っ
て
決
し
て
所
与
と
は
な
ら
ず
、

た
だ
要
請
と
し
て
、

つ
ま
り
有
限
的
存
在
に
自
身
の
有
限
性
を
自
覚
さ
せ

つ
つ
、

そ
の
現
在
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
有
限
的
所
与
を
超
越
す
る
よ
う
に
促
す
も
の
と
し
て
表
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
有
限
的
な
も
の
と
無
限
的
な
も
の
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
無
限
の
自
己
超
越
の
力
は
、
人
間
が
非
存

在
を
越
え
た
も
の
、
す
な
わ
ち
存
在
自
体
に
帰
属
す
る
こ
と
の
一
表
現
で
あ
る
。
:
:
:
有
限
性
が
人
間
の
運
命
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
人

聞
は
自
己
の
い
か
な
る
有
限
的
発
展
段
階
に
も
決
し
て
満
足
し
な
い
と
い
う
事
実
は
:
:
:
す
べ
て
の
有
限
的
な
も
の
の
存
在
自
体
に
対
す
る

日)・

5
y
二
四
一
頁
)
。

不
可
分
的
関
係
を
示
し
て
い
る
」
窓
口
官
・

5
ゲ
二
四
一
頁
)
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

つ
ま
り
、
存
在
自
体
は
、
有
限
性
と
対
置
さ
れ
る
無
限
性
と
同
一
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「
存
在
自
体
は
無
限
で
は
な
い
」
(
句
コ

「
存
在
自
体
は
無
限
性
、

す
な
わ
ち
有
限
性
の
否
定
と
同
一
視
さ
れ
得
な
い
。

そ
れ
は
有
限
者
に
先
行
し
、
ま
た
有
限
者
の
無
限
否
定
に
先
行
す
る
」

(め吋同日}・一戸市
vy

二
四
一
頁
)
。

つ
ま
り
、
有
限
性
と
無
限
性
と
は
存
在
自
体
の
中
に
は
共
に
包
含
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
(
こ
の
議
論
は
、
神
す
な
わ
ち
存
在

自
体
の
内
に
存
在
と
非
存
在
[
弁
証
法
的
な
]

は
共
に
そ
の
根
拠
を
持
つ
、

と
い
う
主
張
と
一
致
す
る
)
。

そ
う
い
う
仕
方
で
、
両
者
は
つ

な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(3)
不
安
の
概
念

」
の
よ
う
な
有
限
性
は
、
人
間
に
お
い
て
は
不
安
を
喚
起
す
る
。

「
意
識
さ
れ
た
有
限
性
が
不
安
で
あ
る
」
(
め
コ
司
・

5
r
二
四
一
頁
)
。

そ
い
う
い
う
意
味
で

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

「
不
安
の

先
に
引
用
し
た
通
り
、
有
限
性
と
は
非
存
在
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
、

対
象
は
無
で
あ
る
」

(
M
コ司・

5
Y
二
四
一
頁
)
。
こ
こ
で
、

よ
く
知
ら
れ
た
不
安
と
恐
怖
の
区
別
が
立
て
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
諸
対
象



lま

「
恐
れ
」
(
貯
向
)
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
し
て
恐
怖
は
行
動
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
得
る
。

し
か
し
不
安
は
克
服
さ
え
得
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
れ
は
有
限
性
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
り
、
有
限
的
存
在
は
そ
の
有
限
性
を
克
服
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
不
安
は
存
在
論
的
で
あ
り
、

恐
怖
は
心
理
学
的
で
あ
る
。
不
安
は
有
限
性
を
『
内
部
』
か
ら
表
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
存
在
論
的
概
念
で
あ
る
」
(
加
コ
℃
・

5
Y
二
四
二

頁)。

か
く
し
て
、

「
内
外
両
面
よ
り
有
限
性
を
記
述
し
て
、
ま
さ
に
考
察
す
べ
き
有
限
性
の
特
定
形
式
に
対
応
す
る
不
安
意
識
の
特
定
形
式

を
指
摘
す
る
こ
と
が
適
当
と
思
わ
れ
る
」
(
め
コ
℃
・

5NW
二
四
二
頁
)
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
、

「
有
限
性
と
諸
範
鴎
」
と
い
う
こ
と
が
次
に

議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
本
論
は
あ
く
ま
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
の
構
造
を
記
述
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
の
で
、

部
分
は
省
略
し
て
、

「
有
限
性
と
存
在
論
的
諸
要
素
」

へ
と
進
む
こ
と
に
す
る
。

D 

有
限
性
と
存
在
論
的
諸
要
素

(1)
両
極
的
諸
要
素
の
緊
張
と
不
安

存
在
論
的
基
礎
構
造
を
構
成
す
る
両
極
的
諸
要
素
も
、
や
は
り
有
限
性
の
脅
か
し
の
下
に
さ
ら
さ
れ
る
。
先
に
触
れ
ら
れ
た
両
極
性
は
、

そ
れ
が
完
全
な
両
極
性
で
あ
る
た
め
に
は

「
均
衡
の
取
れ
た
全
体
」

(σ
包

8
2己
巧

z
r
)
(め
コ
℃
・

5
∞
・
二
五
一
一
貝
)
を
要
求
す
る
が
、

し
有
限
性
の
下
で
は
そ
の
よ
う
な
全
体
性
は
与
え
ら
れ
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
両
極
性
は
一
つ
の
緊
張
関
係
へ
と
入
る
。

そ
れ
は
、
統
一
内
の

諸
要
素
が
互
い
に
分
離
し
て
相
反
す
る
方
向
へ
と
向
か
う
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
有
名
な
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
火
と

(
出
)

土
、
曲
げ
ら
れ
た
弓
の
た
と
え
を
ひ
い
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
緊
張
は
、
人
間
に
不
安
を
も
た
ら
す
が
、

し
か
し
そ
の
不
安
は
、
先
に
触
れ
ら
れ
た
有
限
性
の
自
覚
の
不
安
と
は
異
な
る
性

「
我
々
自
身
の
存
在
論
的
緊
張
が
意
識
に
の
ぼ
る
の
は
、
我
々
が
両
極
の
一
方
な
い
し
他
方
を
、
従
っ
て
そ
れ
と
共
に

両
極
性
全
体
を
喪
失
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
存
在
論
的
構
造
を
喪
失
す
る
に
至
る
不
安
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
不
安
は
:
:
:
有
限
性

質
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の

し
か
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に
脅
か
さ
れ
て
い
る
不
安
と
同
じ
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
我
々
が
本
質
的
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
不
安
:
:
:
実
存
的
分
裂

に
よ
る
崩
壊
と
非
存
在
へ
の
類
落
に
つ
い
て
の
不
安
:
:
:
存
在
論
的
緊
張
の
破
壊
と
そ
れ
に
よ
る
存
在
論
的
構
造
の
崩
壊
に
つ
い
て
の
不
安

322 

で
あ
る
」
(
め
コ
℃
・

5
P
二
五
一
頁
)

で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
先
述
し
た
存
在
論
を
構
成
す
る
両
極
的
諸
要
素
の
各
々
に
お
い
て
観
察

さ
れ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
、
両
極
的
諸
要
素
は
、
動
的
な
緊
張
を
生
じ
、
両
者
の
統
一
の
破
綻
の
可
能
性
が
表
れ
る
。

(2)
有
限
性
の
脅
威
下
の
個
別
化
l
参
与

個
別
化
に
お
け
る
自
己
関
係
性

(ωσ
早

5
E包
5
2
)
は
、
世
界
お
よ
び
交
わ
り
と
を
喪
失
さ
せ
る
孤
独

(-s畠
5
g
)
の
脅
威
を
も

た
ら
す
。
他
方
、
世
界
の
中
に
あ
り
そ
れ
へ
と
参
与
す
る
存
在
は
、
完
全
な
集
団
主
義
化
の
脅
威
を
も
た
ら
す
が
、
こ
れ
は
個
別
性
と
主
体

性
の
喪
失
で
あ
り
、

そ
こ
に
お
い
て
自
己
は
そ
の
自
己
関
係
性
と
主
体
性
を
失
い
、
包
括
的
全
体
の
単
な
る
一
部
と
な
る
。
人
は
こ
の
二
重

の
喪
失
の
聞
を
不
安
の
内
に
揺
れ
動
く
。
両
極
性
に
お
い
て
一
方
の
極
の
消
失
は
全
体
の
喪
失
を
意
味
す
る
の
で
、
人
は
孤
独
と
全
体
主
義

と
の
聞
を
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
有
限
的
個
別
化
と
有
限
的
参
与
と
の
聞
の
緊
張
は
心
理
学
と
社
会
学
に
と
っ
て
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
こ
と
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
指

摘
す
る
。
哲
学
は
し
ば
し
ば
本
質
的
単
独
性

(ω
急
宮
号
)
と
実
存
的
孤
独
(
]
。

5-Eog)
お
よ
び
自
己
隔
離

(ω
巳

r
2
E乱
。
ロ
)
と
の
相

違
を
看
過
し
た
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
二
種
の
孤
独
を
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
認
。
ま
た
、
集
団
的
な
も
の
へ
の
本
質
的
参
与
お

よ
び
そ
れ
の
実
存
的
服
従

(ω
ロ
q
o
E
2
)
へ
の
関
係
に
関
す
る
問
い
も
看
過
さ
れ
た
、

と
述
べ
、
孤
独
性
と
帰
属
性
と
の
聞
の
緊
張
の
存

在
論
的
近
況
を
再
発
見
し
た
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
世
紀
の
実
存
主
義
の
功
績
で
あ
る
、

と
一
言
う
。
こ
れ
が
、
彼
が
文
学
、
実
存
哲
学
お
よ
び
深

層
心
理
学
へ
の
接
近
を
行
う
こ
と
の
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
接
近
が
可
能
で
あ
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。



(3)
有
限
性
の
脅
威
下
の
動
態
!
形
式

す
で
に
見
た
通
り
、
動
態
は
形
式
と
結
び
付
き
、

そ
こ
に
お
い
て
存
在
が
現
実
化
し
、
非
存
在
に
抗
し
て
存
在
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
。

か
し
動
態
は
硬
直
し
た

(
ユ
包
仏
)
形
式
に
お
い
て
は
失
わ
れ
る
の
で
脅
威
を
受
け
る
。
他
方
、
動
態
が
そ
れ
を
突
破
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、

そ
の
結
果
は
混
沌
(
岳
山
。
ω)

と
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、

そ
う
な
る
な
ら
動
態
と
形
式
が
共
に
喪
失
す
る
。
ま
た
、
人
間
に
お
い
て
、

活
力
は
創
造
的
な
指
向
性
の
行
使
に
よ
っ
て
自
身
を
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
が
、

し
か
し
い
か
な
る
具
体
化
も
、
活
力
に
現
実
存
在
を
与
え

る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
活
力
を
危
う
く
す
る
。
人
は
そ
の
活
力
が
喪
失
す
る
最
終
的
な
形
式
(
す
な
わ
ち
そ
こ
に
お
い
て
も

は
や
い
か
な
る
新
し
い
動
態
の
現
実
化
も
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
)
と
、
混
沌
た
る
無
形
式
と
の
二
重
の
脅
威
を
経
験
す
る
。

こ
の
よ
う
な
二
重
性
は
文
学
に
お
い
て
は
豊
か
に
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
秘
主
義
と
生
の
哲
学
を
除
い
て
は
、
神
学
に

お
い
て
も
哲
学
に
お
い
て
も
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
、

と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
一
百
う
。

そ
の
原
因
は
、
神
学
に
お
い
て
は
、
神

の
律
法
の
強
調
に
お
い
て
、
創
造
的
な
活
力
と
、
活
力
の
指
向
性
か
ら
の
破
壊
的
分
離
と
が
混
同
さ
れ
、
哲
学
に
お
い
て
は
、
事
物
の
合
理

的
構
造
が
強
調
さ
れ
た
が
、
出
来
事
と
事
物
と
が
存
在
へ
と
至
る
創
造
的
な
プ
ロ
セ
ス
は
無
視
さ
れ
た
、
と
い
う
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
分
析

で
あ
る
。

(4)
有
限
性
の
脅
威
下
に
お
け
る
自
由
l
運
命

最
後
に
、
自
由
と
運
命
で
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
本
質
か
ら
実
存
へ
の
移
行
を
可
能
に
す
る
も
の
が
有
限
的
自
由
(
す
な
わ
ち
運
命

と
の
両
極
性
に
あ
る
自
齢
)
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
紹
介
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
部
分
は
特
に
注
意
深
く
考
察
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。

先
に
、
自
由
の
対
極
を
な
す
の
は
必
然
で
は
な
く
運
命
で
あ
り
、
必
然
の
対
極
に
あ
る
の
は
自
由
で
は
な
く
偶
然
で
あ
る
、

と
い
〉
つ
テ
ィ し
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リ
ッ
ヒ
の
見
解
を
紹
介
し
た
が
、

そ
の
理
由
は
、
必
然
性
と
い
う
の
は
部
分
(
例
え
ば
意
志
な
ど
)
に
関
わ
る
が
、
運
命
は
全
体
(
す
な
わ

ち
全
体
と
し
て
の
人
間
)
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
換
言
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
運
命
の
中
に
は
必
然
が
含
ま
れ
、
自
由

324 

の
中
に
は
偶
然
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
は
運
命
に
含
ま
れ
て
い
る
必
然
性
に
よ
る
自
由
の
喪
失
と
、
自

由
に
含
ま
れ
て
い
る
偶
然
に
よ
る
運
命
の
喪
失
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
分
か
り
ゃ
す
く
言
い
換
え
る
と
、
人
間
は
、
恋
意
的
に

(Rσ
苛
R-q)
運
命
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
自
由
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
危
険
と
、
自
由
を
放
棄
す
る
(
き
耳

g号
『
)
こ
と
に
よ
っ

て
運
命
を
救
お
う
と
す
る
危
険
と
に
常
に
さ
ら
さ
れ
る
。
ま
た
、
先
に
自
由
は
熟
慮
・
決
断
・
青
(
任
か
ら
成
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
が
、

こ
の
決
断
に
よ
っ
て
も
人
は
悩
ま
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
決
断
の
基
盤
で
あ
る
の
は
運
命
で
あ
る
が
、
人
間
は
有
限
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
運
命
と
完
全
に
は
一
致
し
て
い
な
い
|
|
つ
ま
り
そ
の
運
命
の
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ー
ー
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

決
断
に
は
常
に
誤
り
の
可
能
性
が
つ
き
ま
と
う
。
ま
た
、
人
間
は
無
条
件
に
そ
の
運
命
を
受
容
す
る
こ
と
に
も
恐
れ
を
抱
く
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
決
断
は
全
体
で
な
く
部
分
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
分
は
運
命
の
一
部
を
受
容
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
、

ま
た
そ

れ
ゆ
え
自
分
は
自
分
の
運
命
と
完
全
に
重
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
あ
る
特
定
の
決
断
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
が
分
か

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
恋
意
に
よ
っ
て
自
由
を
救
お
う
と
す
る
こ
と
は
偶
然
に
身
を
委
ね
る
こ
と
で
あ
り
、
結
局
は
自
由
ー
運

命
の
両
極
性
が
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
察
か
ら
、
決
定
論
と
非
決
定
論
と
の
間
の
論
争
は
新
し
い
光
を
与
え
ら
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
両
者
と
も
「
肯
定
し
て

決
定
論
は
、
人
聞
が
運
命
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
正
し
い
が
、

い
る
点
に
お
い
て
は
正
し
い
が
、
否
定
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
誤
っ
て
い
る
」
(
め
吋
右
-
M
O
N
・
二
五
三
頁
)
と
言
う
。
具
体
的
に
言
う
と
、

「
決
定
論
は
真
で
あ
る
」
と
い
う
真
偽
判
断
を
可
能
に

す
る
よ
う
な
自
由
を
見
て
い
な
い
し
、
非
決
定
論
は
、
人
間
に
は
自
由
が
あ
る
と
い
う
点
で
は
正
し
い
が
、

し
か
し
自
由
な
決
断
を
可
能
と

す
る
よ
う
な
構
造
を
見
て
い
な
い
と
い
う
点
で
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
言
う
、

「
実
際
的
に
言
え
ば
、
人
々
は
常
に
あ
た

か
も
彼
ら
が
同
時
に
自
由
で
あ
り
ま
た
運
命
づ
け
ら
れ
て
も
い
る
と
考
え
て
い
る
か
の
知
く
に
行
動
し
て
い
る
。
誰
も
未
だ
嘗
て
人
間
を
単



な
る
偶
然
的
好
意
的
系
列
の
場
所
と
し
て
、
あ
る
い
は
可
能
的
原
因
か
ら
可
能
的
結
果
が
生
ず
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
取
り
扱
っ
た
人
は
な

い
。
人
は
常
に
人
間
|
|
彼
自
身
を
含
め
て
ー
ー
を
自
由
と
運
命
の
統
一
と
し
て
考
え
て
い
る
」
(
切
コ
古
-
N
C
ド
二
五
三
頁
)
。

(5)
存
在
論
的
構
造
の
破
綻
の

「
可
能
性
」

こ
の
よ
う
な
両
極
性
の
破
綻
が
、
有
限
性
の
脅
か
し
の
下
で
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

「
有
限
性
と
は
人
間
の
存
在
論
的
構
造
の
喪
失
可
能
性
、

し
か
し
こ
れ
は
可
能

お
よ
び
そ
れ
と
共
に
人
間
の
自
己
の
喪
失
可
能
性
で
あ
る
。

性
で
あ
っ
て
必
然
性
で
は
な
い
。
有
限
で
あ
る
こ
と
は
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
脅
威
は
可
能
性
で
あ
っ
て
現
実
で
は
な

い
」
(
匂
吋

8
・
N
2・
二
五
四
百
(
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
は
、

キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
は
、

不
安
に
脅
か
さ
れ
つ
つ
(
つ
ま
り
有
限
性
の
脅
か
し
の
下
に
あ
り
つ
つ
)
し
か
し
そ
れ
に
屈
し
て
破
綻
し
て
い
な
い
人
間
的
生
が
見
ら
れ
る
、

す
な
わ
ち
、
有
限
性
の
脅
か
し
に
脅
か
さ
れ
つ
つ
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
破
綻
へ
と
陥
っ
て
い
な
い
在
り
方
が
現
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

(
鈍
)

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
質
と
い
う
の
は
有
限
性
の
脅
か
し
抜
き
で
考
え
ら
れ
た
存
在
論
的
基
礎
構
造
の
維
持
さ
れ
た
状
態
、

実
存
と
い
う
の
は
脅
か
し
の
下
で
の
構
造
の
破
綻
、
本
質
化
と
い
う
の
は
そ
の
破
綻
の
修
繕
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

E 

本
質
存
在
と
実
存
存
在

(1)
構
造
の
破
綻
の
非
必
然
的
性
格

先
に
見
た
よ
う
に
、
有
限
性
は
存
在
論
的
基
礎
構
造
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
有
限
性
は
分
裂
と
自
己
崩
壊
の
可
能
性
を
も
っ
て

我
々
に
臨
み
、
我
々
の
不
安
を
引
き
起
こ
す
。

し
か
し
、
や
は
り
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
分
裂
と
自
己
崩
壊
は
常
に
つ
き
ま
と
う
可
能

性
で
は
あ
る
が
、

そ
の
理
由
は
あ
る
意
味
で
簡
単
明
瞭
で
あ
る
。
我
々
が
す
で
に
見
た
通
り
、
存
在
論

し
か
し
構
造
的
必
然
性
で
は
な
い
。
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的
基
礎
構
造
の
中
に
は
自
由
!
運
命
の
両
極
性
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
、
構
造
的
必
然
と
い
う
言
い
方
を
不
可
能
に
す
る
か

ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
も
し

「
構
造
的
」
必
然
と
い
う
言
い
方
を
敢
え
て
す
る
な
ら
、
す
べ
て
の
こ
と
は
自
由
に
お
い
て
媒
介
さ
れ
る
、

326 

と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
構
造
的
必
然
で
あ
る
。
存
在
が
存
在
で
あ
る
限
り
、
存
在
を
巡
っ
て
起
こ
る
す
べ
て
の
こ
と
は
、
存
在
論
的
基
礎
構

造
お
よ
び
そ
の
中
に
原
理
と
し
て
含
ま
れ
る
両
極
的
諸
要
素
に
服
す
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
両
極
的
構
造
の
破
綻
に
関
し
て
も
真
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
由
を
媒
介
し
な
い
も
の
は
な
い
の
で
あ
り
、
万
事
は
自
由
に
お
け
る
熟
慮
・
判
断
・
青
(
任
が
介
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
わ
け
で
、
哲
学
的
ま
た
神
学
的
な
思
惟
は
や
は
り
本
質
的
存
在
と
実
存
的
存
在
の
区
別
を
立
て
ざ
る
を
え
な
い
、

と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

二一一守つ。(2)
本
質
と
実
存
の
多
義
性

し
か
し
、
本
質
と
実
存
と
い
う
語
は
、
い
ず
れ
も
暖
昧
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
認
め
る
。
ま
ず
本
質
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
本
質
と
は

(1)
事
物
の
価
値
評
価
抜
き
の
本
性
、

(
2
)
事
物
の
特
徴
を
示
す
普
遍
的
概
念
、

(3)
実
存
的
事
物

が
参
与
す
る
イ
デ
ア
、

(
4
)
す
べ
て
の
被
造
物
の
本
質
的
善
性
、

(5)
神
的
精
神
に
お
け
る
す
べ
て
の
事
物
の
パ
タ
ー
ン
、
な
ど
の
意
味

を
持
ち
得
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
意
味
の
多
様
性
の
根
底
に
存
す
る
の
は
、
本
質
を
経
験
的
意
味
に
お
い
て
捕
ら
え
る
か

(
1、
2
、
3
)
、

そ
れ
と
も
価
値
評
価
的
意
味
に
お
い
て
捕
ら
え
る
か

(
4
、
5
)
、
と
い
う
二
者
の
聞
の
動
揺
で
あ
る
、

と
一
吉
う
。
前
者
の
場
合
、
本
質
は

価
値
判
断
に
よ
る
妨
害
な
し
の
抽
象
作
用
ま
た
直
観
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
論
理
的
理
念
で
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
、
本
質
は
存
在
が
そ
こ

(
お
)

か
ら
「
頒
落
」
し
た
と
こ
ろ
の
、
事
物
の
真
の
歪
曲
さ
れ
な
い
性
質
、
価
値
判
断
の
基
準
と
い
っ
た
性
質
を
帯
び
る
。

本
質
が
こ
の
よ
う
な
二
重
性
を
帯
び
る
の
に
呼
応
し
て
、
実
存
の
意
味
も
や
は
り
二
重
性
、
暖
昧
性
を
持
つ
も
の
と
な
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

実
存
は

「
本
質
を
表
現
し
て
い
る
と
同
時
に
存
在
に
矛
盾
し
て
い
る
」
(
切
吋

8
・M
8・
二
五
六
頁
)
。
事
物
を
し
て
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
と
こ

ろ
の
も
の

(
ミ
位
。
)
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
と
し
て
の
本
質
は
、

そ
の
前
者
の
意
味
で
あ
る
論
理
的
意
味
を
有
し
、
事
物
に
お
い
て
不
完



全
な
仕
方
で
現
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
本
質
は
、

そ
の
後
者
の
意
味
で
あ
る
価
値
的
な
在
り
方
を
す
る
。

か
く
し
て
、

「
本
質
は
実
存
を

力
づ
け
ま
た
裁
く
」
(
め
コ
℃

-Ngw
二
五
六
頁
)
と
言
わ
れ
る
。

を
与
え
る
法
と
し
て
実
存
に
対
し
て
立
旬
。

そ
れ
は
実
存
す
る
も
の
に
対
し
て
存
在
の
力
を
与
え
る
と
同
時
に
、
命
令

こ
の
二
重
性
の
ゆ
え
に
、
実
存
も
ま
た
様
々
な
意
味
で
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

(
1
)
存
在
全
体
の
中
に
お
い
て
、
あ
る
事
物
を
見
出
す

可
能
性
、

(2)
諸
本
質
の
領
域
に
お
い
て
潜
在
的
な
も
の
の
現
実
性
、

(3)
類
落
し
た
世
界
、

(4)
実
存
的
制
約
を
意
識
し
て
い
る
、
あ

る
い
は
本
質
を
完
全
に
排
除
す
る
よ
う
な
思
考
様
式
、
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
こ
で
こ
れ
ら
の
中
か
ら
た
だ
一
つ
だ
け

を
選
び
出
す
こ
と
は
し
な
い
で
、

む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
暖
昧
性
を
受
け
入
れ
る
。

「
こ
こ
で
も
ま
た

[
本
質
の
場
合
と
同
様
]
、
不
可
避
的
な

暖
昧
性
の
た
め
に
、
こ
の
一
語
を
種
々
の
意
味
に
用
い
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
る
」
(
め
吋

8
・N
8・
二
五
七
頁
)
。

し
か
し
、

そ
こ
に
は
一
応
の

基
準
は
あ
る
。

「
お
よ
そ
実
存
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
単
な
る
潜
在
性
か
ら
『
外
に
立
っ
て
い
る
』
も
の
は
単
な
る
潜
在
性
の
状
態
に
あ
る

も
の
以
上
で
あ
り
、

そ
の
本
質
的
本
性
の
力
に
お
い
て
あ
り
得
る
も
の
以
下
で
あ
る
」
(
旬
吋

8
・N
8・
二
五
七
頁
)
。
こ
の
言
葉
は
、

「
単
な

る
潜
在
性
の
状
態
」
す
な
わ
ち
母
S
E
E
m
E
D
。B
D
8
の
状
態
が
本
質
で
、
本
質
的
本
性
の
力
に
お
い
て
あ
る
よ
う
な
在
り
方
を
し
て
い

る
よ
う
な
存
在
の
こ
と
を
本
質
化
し
た
存
在
と
呼
び
得
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
、

と
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(3)
実
存
に
対
す
る
三
様
の
態
度

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
歴
史
の
中
に
は
実
存
に
対
す
る
態
度
が
三
通
り
、
す
な
わ
ち
否
定
的
態
度
、
肯
定
的
態
度
、
中
間
的
態
度
が
存
在
し
た

こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
一
の
否
定
的
態
度
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
態
度
で
あ
り
、

そ
こ
に
お
い
て
善
な
る
も
の
本
質
的
な
も
の

(
イ
デ
ア
)
と

同
一
で
あ
り
、
実
存
は
そ
れ
に
対
し
て
何
も
積
極
的
な
も
の
を
付
加
し
な
い
、
と
さ
れ
る
。

第
二
の
肯
定
的
態
度
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
態
度
で
あ
り
、

そ
こ
に
お
い
て
実
在
は
す
べ
て
実
存
し
、
本
質
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的
な
も
の
は
人
間
の
精
神
に
お
け
る
実
存
の
反
映
、
諸
実
存
の
共
通
項
を
名
付
け
た
も
の
、
名
辞
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

第
三
の
中
間
的
態
度
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
態
度
で
あ
り
、

そ
こ
に
お
い
て
、
現
実
的
な
も
の
は
実
存
す
る
も
の
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で
あ
る
が
、
本
質
的
な
も
の
が
存
在
の
力
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
し
て
最
高
の
本
質
に
お
い
て
は
潜
在
性
と
現
実
性
と
は
一
つ
で

あ
る
、

と
さ
れ
る
。

こ
の
三
つ
を
比
較
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
は
常
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
仕
方
で
本
質
と
実
存
の
区
別
を
使
用
し
て
き
た
、

と
言
う
。
キ
リ
ス
ト
教
は
プ
ラ
ト
ン
と
は
異
な
り
、
神
に
よ
る
創
造
の
本
質
的
善
性
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
実
存
を
積
極
的
に
見
る
視
点
を

維
持
し
て
き
た
し
、
ま
た
、

オ
ッ
カ
ム
と
も
異
な
り
、
事
物
の
創
造
に
お
け
る
善
性
と
そ
の
現
実
に
お
け
る
歪
曲
と
の
聞
の
裂
け
目
を
強
調

し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

「
キ
リ
ス
ト
教
は
、
存
在
の
問
題
を
取
り
扱
う
際
に
は
、
常
に
中
道
を
取
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
め
コ
℃
-
N
C
P

二
五
七
頁
)
と
言
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
中
道
と
は

「
中
庸
の
徳
」
(
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ

マ
コ
ス
論
理
学
』
)

の
こ
と
で
は
な
く
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
、
プ
ラ
ト
ン
と
オ
ッ
カ
ム
の
中
道
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ま
と
め
て
言
え
ば
、
本
質
ー
実
存
の
関
係
を
、

(1)
本
質
は
実
存
に
存
在
の
力
を
与
え
つ
つ
裁
き
、

(2)
実
存
は
本
質
を
現
し

つ
つ
そ
れ
に
矛
盾
し
て
い
る
、

と
い
う
肯
定
性
と
否
定
性
の
二
重
性
の
関
係
に
お
い
て
捕
ら
え
る
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の

」
と
を
図
示
し
た
の
が

[
図
叩
]

で
あ
る
が
、
以
上
の
議
論
を
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
以
下
の
よ
う
な
言
葉
を
も
っ
て
締
め
く
く
る
、

「
上
述
の

考
察
は
単
に
予
備
的
ま
た
概
念
規
定
的
な
も
の
で
、

た
だ
合
意
と
し
て
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
本
質
と
実
存
と
の
関
係
の

完
全
な
討
議
は
神
学
体
系
全
体
と
同
一
で
あ
る
。
本
質
と
実
存
と
の
区
別
は
宗
教
的
に
言
え
ば
、
被
造
界
と
現
実
界
と
の
区
別
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
神
学
思
想
全
体
の
中
枢
で
あ
る
」
(
切
コ
官

-N2・
二
五
八
頁
)
。

(4)
本
質
化
と
は
何
か

最
後
に
、
本
質
化
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
が
、
こ
こ
ま
で
の
記
述
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
本
質
化
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
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ニ被造界質本

矛盾裁き
存在の力

を表現

存在の力

を提供

=現実界存実

え
を
持
っ
て
い
た
の
か
は
特
定
し
難
い
。

一
応
、
本
質
と
実
存
に
関
す
る
議
論
か

ら
類
推
す
る
と
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
、
実
存
的
脅
威
に
さ
ら
さ

れ
で
も
な
お
実
存
的
分
裂
に
陥
ら
な
い
生
を
見
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
本
質
と

い
う
の
は
有
限
性
の
脅
か
し
抜
き
で
考
え
ら
れ
た
存
在
論
的
基
礎
構
造
の
維
持
さ

れ
た
状
態
、
実
存
と
い
う
の
は
脅
か
し
の
下
で
の
そ
の
破
綻
、
本
質
化
と
い
う
の

は
そ
の
破
綻
の
修
繕
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
実
存

が
潜
在
性
の
状
態
以
上
、
本
質
的
本
性
に
お
い
て
在
り
得
る
も
の
以
下
、

と
い
〉
つ

規
定
か
ら
す
る
と
、

「
単
な
る
潜
在
性
の
状
態
」

で
な
く
現
実
性
に
お
い
て
本
質

的
本
性
の
力
に
お
い
て
在
り
得
る
よ
う
な
在
り
方
を
本
質
化
と
呼
ぶ
の
か
も
し
れ

し
か
し
こ
れ
ら
の
解
釈
に
は
難
点
も
あ
る
。

A
k
h
o
 

え
し

そ
れ
は
、

そ
れ
ら
が
ま
だ

「
新
し
い
存
在
」

の
段
階
に
止
ま
っ
て
お
り
、
第
五
部
「
歴
史
と
神
の
国
」
(
本
質

化
と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
箇
所
)
に
お
け
る
神
の
国
や
永
遠
の
命
に
ま
で
は
至

っ
て
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
の
テ
ロ
ス
の
実
現
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
も
、

そ
れ
は
霊
(
第
四
部
)
に
と
ど
ま
る
。
新
し
い
存
在
や
霊
と
、
本
質
化
と

を
分
け
る
も
の
は
、
断
片
的
で
あ
る
か
全
体
的
で
あ
る
か
、

と
い
う
違
い
で
あ
る

の
だ
が
(
匂
コ
ロ
℃

-Naw
三
五
一
頁
)
。
す
る
と
、
本
質
化
と
い
う
の
は
、
本
質
的

本
性
の
実
現
、
実
存
的
分
裂
の
修
復
、
テ
ロ
ス
の
達
成
と
い
っ
た
こ
と
が
存
在
全

体
に
亘
っ
て
起
こ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

」
う
し
た
解
釈
の
是
非
を
さ
て
お
い
て
、
強
調
し
た
い
こ
と
は
、

「
第
二
部
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存
在
と
神

I
存
在
と
神
問
題
」
に
は
、
本
質
化
と
い
う
言
葉
す
ら
出
て
こ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
質
化
と
い
う

概
念
は
、
少
な
く
と
も
『
組
織
神
学
』
第
一
巻
を
執
筆
し
て
い
る
最
中
に
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
頭
に
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
想

330 

定
を
喚
起
す
る
。
無
論
、
歴
史
と
神
の
国
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
、
第
一
巻
執
筆
の
時
点
で
す
で
に
構
想
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、

し
か

し
そ
こ
で

「
本
質
化
」

と
い
う
概
念
ま
で
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
摂
理
論
の
文
脈
で
出
て
く
る

「
『
創
造
性
の
テ

ロ
ス
』
す
な
わ
ち
神
的
生
命
に
お
け
る
潜
在
性
と
現
実
性
を
越
え
た
も
の
を
現
実
的
に
完
成
す
る
と
い
う
内
的
目
的
」
(
め
コ
℃

-NE二
二
三

「
被
造
的
実
存
の
究
極
的
完
成
」
(
め
コ
司
-
N
G
吋
・
三
三
八
百
九
)
と
い
っ
た
言
葉
が
本
質
化
を
指
し
て
い
る
、
と
取
れ
な
く
も
な
い
が
、

し
か
し
こ
れ
も
「
霊
」
以
上
の
も
の
を
指
し
て
い
る
、
と
い
う
確
証
は
な
い
。
と
に
か
く
、
本
質
化
の
概
念
も
、
ま
た
そ
れ
が
論
じ
ら
れ
る

四
頁
)
、

と
こ
ろ
の
歴
史
論
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
)
も
、
第
一
巻
執
筆
時
に
描
か
れ
た
存
在
論
の
マ
ト
リ
ッ
ク
の
中
に
は
入
っ
て
い
な
い

問
題
の
よ
う
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

N 

結
論
ー
ー
ま
と
め
と
評
価

A 

全
体
の
ま
と
め

こ
れ
ま
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
の
企
て
を
可
能
な
限
り
詳
細
に
吟
味
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
、
こ
の
存
在
論
の
話
の
全
体
を
図
示
し
て

み
た
の
が

[
図
刊
]

で
あ
る
。

個
々
の
詳
し
い
解
説
に
つ
い
て
は
本
論
の
該
当
箇
所
を
ご
参
照
願
い
た
い
が
、
こ
の
図
を
言
葉
で
補
い
な
が
ら
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論

の
要
点
を
以
下
に
列
挙
し
て
み
た
い
。
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(
1
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
は
、
人
間
存
在
の
構
造
の
解
明
を
そ
の
入
口
と
す
る
存
在
論
で
あ
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
言
え
ば
、

そ
れ

は
人
間
の
意
識
の
中
に
現
れ
て
く
る
存
在
の
構
造
の
解
明
を
行
う
。
こ
の
こ
と
は
、

そ
の
探
求
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
人
間
的
要
素
も
事
物

332 

に
適
用
さ
れ
、
非
人
間
的
要
素
も
人
間
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
結
果
し
、
ま
た
、
人
間
存
在
と
非
人
間
的
存
在
と
の
間
に
絶
対
的
な

区
別
を
設
け
な
い

(
そ
れ
は

「
次
元
」
と
い
う
仕
方
で
の
区
別
と
な
る
)
よ
う
な
、
全
存
在
を
包
括
す
る
よ
う
な
存
在
論
的
地
平
を
拓
く
。

(2)
人
間
に
お
い
て
現
れ
る
存
在
の
基
礎
構
造
は
、

ま
ず
も
っ
て

「
内
に
立
ち
つ
つ
外
に
立
つ
」
、

「
参
与
し
つ
つ
分
離
す
る
」

と
い
〉
つ

二
元
的
一
元
性
と
い
う
形
を
取
る
。
こ
れ
が
両
極
性
と
い
う
語
の
真
の
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
内
に
立
ち
つ
つ
(
参
与
、
形
式
、

運
命
)
外
に
立
つ
(
個
別
化
、
動
態
、
自
由
)
。

(3)
こ
の
三
対
の
両
極
的
諸
要
素
の
中
心
を
な
す
の
は
、
動
態
ー
形
式
の
両
極
性
で
あ
る
。
個
別
化
ー
参
与
は
、
動
態
と
形
式
の
結
合
に

よ
り
現
実
化
が
達
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
具
体
的
な
形
式
を
備
え
た
存
在
の
在
り
方
を
説
明
し
(
特
殊
形
式
ー
一
般
形
式
)
、
自
由
ー
運

命
は
、
動
態
の
現
実
化
に
お
い
て
起
こ
る
事
態
を
説
明
す
る
。

そ
の
、
動
態
ー
形
式
が
描
き
出
そ
う
と
す
る
の
は
、

「
活
け
る
存
在
」

の
構

造
の
解
明
で
あ
る
。
動
態
ー
形
式
に
お
け
る
、
絶
え
ざ
る
動
態
の
諸
現
実
化
は
、
テ
ロ
ス
か
ら
眺
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
プ
ロ
セ

ス
と
い
う
相
貌
を
呈
す
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
が
「
生
の
プ
ロ
セ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(4)
そ
の
動
態
は
相
対
的
非
存
在
と
呼
ば
れ
る
が
、

そ
れ
は
、
存
在
は
常
に
非
存
在
(
そ
れ
は

「
よ
ョ

寸
J

L

V

」

と

「
:
:
:
で
な
い
」

の
両
方

を
含
む
)
と
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
非
存
在
の
意
識
は
、
人
聞
が
所
与
的
現
実
存
在
を
超
越
し
て
無
限
へ
と
達
す
る
力
が

あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
同
時
に
、
人
間
の
有
限
性
す
な
わ
ち
「
今
あ
る
」
が

「
か
つ
て
な
か
っ
た
」
と

「
や
が
て
な

く
な
る
で
あ
ろ
う
」
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
自
覚
へ
と
人
間
を
強
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
有
限
性
の
意
識
、
非
存
在
の
脅

威
の
感
取
は
、
不
安
を
も
た
ら
す
。
ま
た
、
非
存
在
の
脅
威
に
よ
っ
て
、
存
在
論
的
両
極
性
は
そ
の
均
衡
の
破
綻
と
い
う
可
能
性
を
含
む
も

の
と
な
り
、

そ
れ
も
不
安
の
原
因
と
な
る
。

(
5
)
し
か
し
、
非
存
在
の
脅
威
に
人
は
必
然
的
に
屈
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
論
的
基
礎
構
造
の
中
に
は
運
命
と
の
両



極
性
に
あ
る
と
い
う
仕
方
で
有
限
的
な
自
由
が
存
す
る
の
で
あ
り
、
何
事
も
こ
の
自
由
を
介
在
し
な
い
で
起
こ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
存
在
は
本
質
存
在
(
脅
か
さ
れ
つ
つ
も
屈
し
な
い
在
り
方
)
と
、
実
存
存
在
(
脅
か
し
に
屈
し
た
在
り
方
)

の
二
様

の
在
り
方
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。

(6)
本
質
と
実
存
お
よ
び
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
長
い
議
論
の
歴
史
が
あ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
取
る
の
は
、
本
質
は
実
存
を
裁
き

つ
つ
力
づ
け
、
実
存
は
本
質
に
か
な
い
つ
つ
矛
盾
す
る
、

と
み
な
す
中
道
的
方
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
質
i
実
存
を
肯
定
と
否
定
の
両

義
性
に
お
い
て
捕
ら
え
る
捕
ら
え
方
で
あ
る
。

そ
し
て
本
質
界
は
被
造
界
に
、
実
存
界
は
現
実
界
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
。

B 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
の
中
心
問
題
l
l活
け
る
存
在

こ
の
よ
う
に
全
体
像
を
眺
め
て
み
る
と
、
先
に
述
べ
た
想
定
す
な
わ
ち
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
に
お
い
て
は
す
べ
て
が

「
生
」
と
い
う
こ

と
に
収
飲
さ
れ
て
行
く
と
い
う
想
定
は
、
存
在
論
的
両
極
性
に
後
続
す
る
議
論
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
に
お
い
て
議
論
は
、
非
存
在
↓
有
限
性
↓
不
安
、
両
極
性
の
喪
失
の
脅
か
し
↓
本
質
と
実
存
の
区
別
、

と
進
む
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ

こ
に
お
い
て
結
論
的
に
立
て
ら
れ
た
本
質
と
実
存
の
区
別
に
関
し
て
も
、
す
で
に
引
用
し
た
通
り
、
本
質
と
実
存
は
共
に
抽
象
で
あ
り
、
本

当
に
現
実
な
の
は
両
者
が
動
的
に
か
ら
み
あ
っ
た
生
で
あ
る
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
質
論
も
実
存
論

も
実
際
に
は
生
論
の
展
開
の
た
め
の
準
備
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
冗
談
め
い
た
言
葉
、

ば
し
ば
私
は
自
分
が
実
存
主
義
神
学
者
で
あ
る
か
ど
う
か
尋
ね
ら
れ
た
。
私
の
答
え
は
非
常
に
短
い
。
私
は
半
々
だ
(
出
身
出
身
)
と
言
う
。

こ
れ
が
私
に
と
っ
て
本
質
主
義
と
実
存
主
義
が
連
帯
関
係
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
(
ね
」
と
い
う
言

よ
う
な
生
に
お
い
て
は
本
質
と
実
存
と
が
結
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
立
脚
点
は
本
質
で
も
実
存
で
も
な
く
生
で

あ
る
、

と
い
う
意
味
に
こ
の
言
葉
は
解
釈
し
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
瞥
見
し
た
よ
う
に
、
『
組
織
神
学
』
第
一
巻
執
筆
時
の
構
想
に
お
い そ

パウル・ティリッヒの神学における存在論の基礎構造

し

333 



て
は
本
質
論
↓
実
存
論
↓
生
論
と
進
む
の
が
基
本
的
な
流
れ
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
併
せ
て
み
て
も
、
生
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
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存
在
論
の
中
心
と
み
な
す
の
は
自
然
な
こ
と
で
は
あ
る
。

し
か
し
、

で
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
は
生
の
存
在
論
な
の
か
と
言
う
と
、

そ
う
は
言
え
な
い
。
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
生
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
生
を
構
成
し
て
い
る
存
在
論
的
構
造
の
方
に
関
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
敢
え
て
名
前
と
つ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
彼
の
存
在
論
は
活
け
る
存
在
の
存
在
論
(
。
巳
♀
。
唱
え
吾
丘
町
吉
岡

gzm)
と

い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
、
と
規
定
す
る
の
が
最
適
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

C 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
の
根
本
問
題

(1)
人
間
の
問
題
|
|
入
口
と
出
口
の
ズ
レ

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
の
構
造
的
な
根
本
問
題
で
も
あ
る
。
彼
が
人
間
存
在
の
解
明
を
手
掛
か
り
と
し
て
存
在

論
へ
と
入
っ
て
行
っ
た
こ
と
は
す
で
に
記
し
た
が
、

そ
の
解
明
の
企
て
に
お
い
て
解
明
さ
れ
た
の
が
活
け
る
存
在
で
あ
る
と
す
る
と
、

そ
れ

は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
が
当
初
の
企
て
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、
『
組
織
神
学
』

の
当
誠
一
諭
は

生

に
ま
で
は
達
す
る
が
人
間
に
ま
で
は
達
し
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
聞
は
あ
く
ま
で
、
生
と
い
う
諸
存
在
を
包
括
す
る
広
が
り
の
一

部
に
そ
の
位
置
を
占
め
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
本
来
な
ら
、
活
け
る
存
在
で
は
な
く
人
間
存
在
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
の
全
体
の
道
行
き
は
、
あ
た
か
も
回
転
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
の
線
路
が
途
中
で
切
れ
て
空

中
に
放
り
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
。

そ
こ
で
、
途
切
れ
た
線
路
を
つ
な
い
で
ち
ゃ
ん
と
一
周
す
る
よ
う
に
導
入
さ

れ
た
接
合
子
が

「
第
五
部

歴
史
と
神
の
国
」

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
体
系
の
中
で
、
人
間



に
特
有
的
な
も
の
を
扱
う
部
分
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
最
後
の
部
分
は
創
造
論
へ
と
再
び
還
っ
て
行
く
と
い
う
形
態
を
取
っ
て
い
る
。

い
う
仕
方
で
体
系
は
ち
ゃ
ん
と
一
周
す
る
。
し
か
し
こ
こ
に
、
実
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
系
の
一
大
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(2)
歴
史
の
問
題
|
|
歴
史
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
の
一
部
と
な
り
得
る
か
?

(

a

)

派
生
的
問
題
と
し
て
の
歴
史

す
で
に
確
認
し
た
通
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
は
全
包
合
的
と
い
う
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、

一
義
的
に
扱
わ
れ
る
問
題
と

し
か
し
、

派
生
的
に
扱
わ
れ
る
問
題
の
違
い
と
い
う
の
は
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』

の
構
造
に
一
つ
の
矛
盾
を
呼

び
起
こ
す
。

そ
れ
は
歴
史
の
問
題
で
あ
る
。
結
論
を
先
に
言
う
と
、
歴
史
は
、
存
在
論
と
い
う
見
地
か
ら
す
る
と
派
生
的
な
問
題
で
あ
る
は

ず
な
の
に
、
『
組
織
神
学
』
の
重
要
な
一
部
門
を
構
成
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

「
人
は
自
然
の
領
域
を
歴
史
の
領
域
の
傍
ら
、
な
い
し
外
側
に
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
旬
コ
古
・

5
F
二
O
六
頁
)

が
ゆ
え
に
、

そ
れ
は
存
在
論
的
基
礎
構
造
を
構
成
す
る
要
素
で
は
な
く
、
従
っ
て
そ
れ
は
存
在
論
の
一
義
的
な
問
題
と
は
さ
れ
な
い
、

う
。
そ
の
理
由
は
、
引
用
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
歴
史
は
そ
れ
と
対
を
な
す
と
こ
ろ
の
自
然
と
両
極
的
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
三
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
歴
史
と
自
然
は
、

一
方
の
消
失
が
他
方
の
消
失
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
食
物
連
鎖
の
よ
う
な
動

き
や
、
自
然
的
進
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
自
然
の
歴
史
「
的
次
元
」
と
呼
び
、
自
然
に
は
歴
史
が
常
に
随
伴
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
、

そ
の
こ
と
は
自
然
と
歴
史
の
両
極
性
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
歴
史
の
問
題
は
、
す
で
に
見
た
通
り
、
動
態
ー

形
式
の
議
論
に
お
い
て
、
生
成
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
テ
ロ
ス
の
概
念
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
生
成
変
化
が

「
一
連
の
」
生
成
変
化

と
見
ら
れ
、

そ
こ
に
歴
史
性
が
表
れ
る
、

と
い
う
仕
方
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
組
織
神
学
』
の
第
五
部
は
、

「
存
在
と
神
」
、

「
生
と
霊
」

「
実
存
と
キ
リ
ス
ト
」
、

「
歴
史
と
神
の
国
」

と
い
〉
つ
、

ぶ
一
部
門
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
生
命
は
『
歴
史
』
と
呼
ば
れ
る

そ
の
理
由
を
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、

そ〉つ
と
言
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次
元
を
持
っ
て
い
る
。
生
命
の
歴
史
的
側
面
を
取
り
扱
う
素
材
を
、
生
命
一
般
を
取
り
扱
う
部
分
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
『
神
の
国
』
の
象
徴
が
、
体
系
の
中
心
的
部
分
を
規
定
し
て
い
る
コ
二
神
論
的
構
造
か
ら
独
立
し
て
い
る
事
実
に
対
応
す
る
。
本
体

336 

系
の
こ
の
部
分
は
(
歴
史
的
な
も
の
一
般
の
性
質
と
の
一
致
性
に
お
け
る
)
人
間
の
歴
史
的
実
存
の
分
析
と
、

そ
し
て
歴
史
の
暖
昧
性
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
問
題
の
分
析
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
し
て
神
の
国
が
そ
の
答
え
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(出，
q・
5
Y
八
二
頁
)
。
つ
ま
り
、
歴
史
を
独
立
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
の
は
「
有
益
」

(gfE)
と
い
う
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
判
断
で
は

あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
必
然
性
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
存
在
論
的
に
は
派
生
的
問
題
で
あ

り
、
ま
た
扱
う
必
然
性
も
な
い
議
論
が
堂
々
と
一
部
門
を
占
め
て
い
る
の
か
、

と
い
う
問
題
が
残
る
。

も
し
そ
の
問
題
に
目
を
つ
ぶ
っ
た
と
し
て
も
、
問
題
は
な
お
残
る
。

そ
れ
は
、
派
生
的
で
必
然
性
も
な
い
は
ず
の
問
題
が
一
部
門
を
占
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
体
系
全
体
に
歪
み
が
生
じ
は
し
な
い
か
、
果
た
し
て
全
体
性
を
損
な
う
こ
と
な
く
正
し
く
取
り
扱
わ
れ
得
る
の
か
、
と
い

う
問
題
で
あ
る
。

(b)
歴
史
は
存
在
論
的
に
取
り
扱
い
得
る
か
?

歴
史
の
問
題
と
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
時
代
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
宗
教
社
会
主
義
の
立
場
か
ら
大
い
に
政
治
や
社
会
や
歴
史
の
問
題
を
扱
っ
た
こ

と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、

L
・
ギ
ル
キ
1
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
初
期
の
宗
教
社
会
主
義
を
巡
る
議
論
も
存
在
論
と
並
行
す
る

(
お
)

枠
組
み
の
中
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
正
し
い
解
釈
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
彼
の
初

期
の
宗
教
社
会
主
義
に
関
す
る
論
文
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
後
の
存
在
論
と
相
容
れ
な
い
発
言
も
あ
る
。
例
え
ば
、

一
九
三
三
年
の
『
社
会

主
義
的
決
断
』
(
匂
な

S
N
S罫
志
向
宮
町
誌
な
の
ど
凡
是
認
)
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
発
言
が
あ
る
。
「
『
新
し
い
天
と
新
し
い
地
』
の
希
望
と
は
、

存
在
の
構
造
に
服
従
せ
ず
、
存
在
論
的
に
把
握
で
き
な
い
現
実
を
希
望
す
る
こ
と
で
あ
る
。
古
い
存
在
と
新
し
い
存
在
と
は
同
一
の
存
在
概

念
に
属
さ
な
い
。
新
し
い
存
在
は
本
質
的
に
非
存
在
論
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
起
源
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。
新
し
い
存
在
は
起
源
を
越

え
て
、
二
次
元
の
局
面
、

い
わ
ば
歴
史
に
お
け
る
新
し
い
も
の
の
地
平
に
突
入
す
る
。
こ
の
場
合
、
起
源
そ
の
も
の
は
変
質
す
る
か
に
映
ず



る
。
起
源
は
始
ま
り
の
特
徴
を
帯
び
る
に
至
る
。
起
源
神
話
の
中
に
は
も
と
も
と
時
間
の
意
味
で
の
始
ま
り
は
な
い
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存

在
物
は
起
源
か
ら
来
て
起
源
に
帰
る
だ
け
で
あ
る
。
存
在
は
決
し
て
存
在
す
る
も
の
の
始
ま
り
で
は
な
く
、
永
遠
的
な
根
な
の
で
あ
る
。

ダ
ヤ
教
預
言
者
主
義
は
、
歴
史
的
展
開
の
始
ま
り
へ
と
起
源
を
変
形
す
る
。

ら
れ
る
」
。
こ
の
発
言
は
、
彼
が
『
組
織
神
学
』
で
主
張
し
た
議
論
の
す
べ
て
を
自
分
で
否
定
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
、

つ
ま
り
創
造
そ
の
も
の
が
象
徴
的
に
一
つ
の
歴
史
的
行
為
と
見

と
言
え
よ
う
。

こ
れ
で
は
、
神
の
国
も
新
し
い
存
在
も
本
質
化
も
、
す
べ
て
存
在
論
的
枠
組
み
の
中
に
場
所
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ

う
な
発
言
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
者
は
、
歴
史
を
他
か
ら
切
り
離
し
て
独
立
し
た
一
部
門
と
し
て
『
組
織
神
学
』
の
中
で
扱

っ
た
の
は
本
当
に
「
有
益
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
ぶ
か
し
く
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
引
用
の
言
葉
を
も
し
真
剣
に
受
け
取
る
な

ら
、
そ
れ
は
、
も
し
歴
史
を
真
面
目
に
導
入
し
た
ら
存
在
論
的
シ
ス
テ
ム
が
す
べ
て
崩
壊
し
て
し
ま
う
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

、J

、A
O

し
カこ

の
問
題
を
回
避
す
る
方
法
は
、
論
理
的
に
は
二
つ
あ
る
。

そ
れ
は
、
上
の
引
用
で
扱
わ
れ
る

と
、
『
組
織
神
学
』

「
歴
史
」

で
扱
わ
れ

る

「
歴
史
」

と
は
同
じ
名
前
で
呼
ば
れ
る
が
実
は
違
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
組
織
神
学
』
第
五
部
「
歴
史
と

神
の
国
」

で
言
わ
れ
て
い
る
歴
史
は
、
人
間
に
お
け
る
歴
史
的
次
元
あ
る
い
は
歴
史
性
の
こ
と
で
あ
り
、
厳
密
に
歴
史
そ
の
も
の
を
指
す
の

で
は
な
い
、

と
考
え
れ
ば
直
接
対
決
は
避
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、

「
で
は
、
『
社
会
主
義
的
決
断
』
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
歴
史

が
導
入
さ
れ
た
ら
『
組
織
神
学
』
は
ど
う
な
る
の
か
」
と
い
う
聞
い
は
答
え
ら
れ
な
い
し
、
何
よ
り
も
、
残
念
な
が
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が

「
歴
史
と
い
う
言
葉
は
普
通
、
主
と
し
て
人
間
の
歴
史
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
歴
史
的
次
元
は
生
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
存
在
す
る

が
、
そ
れ
が
本
来
の
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
は
人
間
の
歴
史
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
指
し
示
し
て
い
る
。
:
:
:
す
べ
て
の
生

の
過
程
に
属
す
る
『
歴
史
的
次
元
』
と
、
固
有
の
歴
史
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
」
(
め
コ
ロ
℃

-NSW
三
七
六
百
九
)
と
言
っ
て
い
る
の
で
、

」
の
逃
げ
道
は
塞
が
れ
る
。

も
う
一
つ
の
方
法
は
、
発
想
の
転
換
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
社
会
主
義
的
決
断
』
の
記
述
が
『
組
織
神
学
』
を
反
駁
す
る
の
で
は
な
く
、 コー
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『
組
織
神
学
』

の
記
述
が
『
社
会
主
義
的
決
断
』

の
記
述
を
反
駁
す
る
、

と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
か
つ
て
言
つ

た
こ
と
を
後
で
否
定
し
た
、

と
い
う
こ
と
に
は
な
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
長
く
活
動
す
る
思
想
家
の
宿
命
、

と
い
う
こ
と
で
受
け
入
れ
ら
れ

338 

な
い
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
場
合
問
題
に
な
る
の
は
、
『
組
織
神
学
』
に
お
け
る
存
在
論
的
歴
史
解
釈
が
『
社
会
主
義
的
決
断
』
に

お
け
る
そ
れ
よ
り
も
説
得
力
が
あ
る
か
、
ま
た
、

よ
り
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、

よ
り
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
社
会
主
義
的
決
断
』

の
記
述
が
『
組
織
神
学
』

の
中
に
位
置
を
持
ち
得
な
い
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
位
置
を
持
た
せ
る
た
め
に
は
、

上
記
の
言
葉
を
、
例
え
ば
、
「
新
天
新
地
は
、
存
在
の
構
造
に
服
従
『
し
』
、
存
在
論
的
に
把
握
『
で
き
る
』
現
実
へ
の
希
望
で
あ
る
」
、

新

し
い
存
在
は
本
質
的
に
存
在
論
的
で
『
あ
る
』
」
、
「
ユ
ダ
ヤ
教
預
言
者
主
義
は
、
歴
史
的
展
開
の
始
ま
り
へ
と
起
源
を
変
形
『
し
な
い
』
」
と

い
う
風
に
書
き
換
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
し
て
、
『
組
織
神
学
』
の
体
系
の
中
に
歴
史
が
一
部
門
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
以
上
、

そ

う
い
う
書
き
換
え
が
暗
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
新
し
い
存
在
が

「
実
存
的
疎
外
状
態
に
お
け
る
分
裂
の
再
結
合
」
と
言

わ
れ
る
こ
と
、
歴
史
的
展
開
の
始
ま
り
は
と
も
か
く
そ
の
終
わ
り
が

「
本
質
化
」

と
い
う
存
在
論
的
用
語
を
も
っ
て
言
い
表
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
な
ど
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
『
社
会
主
義
的
決
断
』

で

「
存
在
論
的
で
は
な
い
」

と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
『
組
織
神
学
』
で
は
す
べ
て
何
ら
か
の
仕
方
で

「
存
在
論
的
で
あ
る
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
を
も
っ
て

「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
歴
史
解
釈
は
存
在
論
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
」

と
直
ち
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

ー「

β 、
"7 

ま
で
歪
ん
で
い
た
歴
史
解
釈
が
存
在
論
に
よ
っ
て
正
し
く
な
っ
た
」

と
い
う
解
釈
も
論
理
的
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
さ
し
あ
た
っ
て
我
々
が
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、

(1)
歴
史
の
問
題
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
に
お
い
て
は
一
義
的
な

問
題
で
は
な
く
派
生
的
な
問
題
で
、
動
態
l

形
式
の
中
で
出
て
く
る
一
要
素
で
あ
る
が
、

(2)
し
か
し

「
存
在
」
、

「
実
存
」
、

生

と
しミ

っ
た
諸
部
門
と
並
ぶ
一
部
門
を
構
成
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
、

(
3
)
初
期
の
歴
史
論
の
中
に
は
明
ら
か
に
歴
史
を
非
存
在
論

的
と
見
な
す
記
述
が
あ
る
こ
と
、

で
あ
る
。



D 

評
価
と
展
望

さ
て
、
我
々
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
を
巡
る
議
論
を
辿
り
な
が
ら
そ
れ
に
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
議
論
を
扱
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

我
々
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
を
今
日
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
最
後
に
本
論
で
は
い
く
つ
か
の

」
と
を
示
唆
し
た
い
。

第
一
は
、
確
か
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
は
、
普
遍
性
の
主
張
と
い
う
点
に
関
し
て
時
代
錯
誤
的
な
印
象
を
与
え
る

(
存
在
論
と
い
う
企

て
そ
の
も
の
が
、

と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
)
も
の
で
は
あ
る
が
、

に
反
駁
す
る
の
は
容
易
で
は
な

し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
「
論
理
的
」

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
個
別
化
l
参
与
で
扱
わ
れ
た

「
普
遍
性
に
解
消
さ
れ
な
い
人
格
性
」

の
主
張
や
、
自
由
l
運
命
の
と

こ
ろ
で
扱
わ
れ
た
宮
号
件
。
ロ
ロ
宮
内
昇
。
℃
。
ωω
目
立
出
守
の
主
張
に
よ
っ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
反
駁
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
個
別

的
人
格
性
の
主
張
に
は

「
お
よ
そ
人
が
人
で
あ
る
限
り
」

と
か
、
吉
弘
2
2
5
Z
m
H件。唱。
ωω
手
出
守
の
主
張
者
が

と
い
う
普
遍
的
面
が
あ
る
、

「
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
¥

「
そ
の
中
へ
と
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
も
の
」

を
認
め
る
、

と
か
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
な
ら
、
も
う
議

論
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
土
俵
へ
と
移
っ
て
し
ま
う
の
か
ら
あ
る
。
も
し
論
理
的
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
反
駁
し
よ
う
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
両
極
的
要

素
の
一
方
か
ら
他
方
を
完
全
に
排
除
す
る
理
論
の
正
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
な
さ
れ
得
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
、

「
人
格
に

は
人
格
以
外
の
も
の
は
ま
っ
た
く
含
ま
れ
て
い
な
い
」
、

「
自
由
に
よ
っ
て
超
越
で
き
な
い
も
の
は
何
一
つ
な
い
」

と
で
も
言
わ
な
い

と
か
、

限
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
的
広
が
り
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
そ
の
存
在
論
で
排
除
し
て
い
る
、
極
端
な
二
元

論
や
極
端
な
一
元
論
が
正
し
い
、

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
論
理
的
に
は
反
証
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、

た
と
え
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
理
論
が
ま
っ
た
く
文
句
の
つ
け
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
、

と
仮
に
考
え
た
と
し
て
も
(
実
際
に
は

い
ろ
い
ろ
ほ
こ
ろ
び
が
あ
る
の
で
は
あ
る
が
)
、

と
は
言
え
な
い
。
思
想
史
に
は
、
論
理
的
に
は
ま
っ
た

だ
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
正
し
い
、
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く
文
句
の
つ
け
よ
う
が
な
い
が
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
、
と
い
う
理
論
の
実
例
が
豊
富
に
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
、
我
々
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

を
い
か
に
評
価
す
る
か
、

と
い
う
問
題
は
、
存
在
論
だ
か
ら
駄
目
だ
、

と
い
う
決
め
つ
け
で
も
、
ま
た
、
論
理
的
に
素
晴
ら
し
い
構
築
で
あ

340 

る
か
ら
す
ば
ら
し
い
、
と
い
う
早
ま
っ
た
称
賛
で
も
な
い
よ
う
な
立
場
を
確
保
す
る
こ
と
に
お
い
て
そ
の
展
望
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

私
見
で
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
評
価
の
基
準
は
三
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
が

「
神
学
」

で
あ

る
以
上
、
罪
の
救
い
や
赦
し
、

ま
た
教
会
や
祈
り
や
伝
道
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
事
柄
を
正
し
く
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
、

と
し〉

う
こ
と
は
ト
ッ
プ
・
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
存
在
論
で
あ
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。

そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な

事
柄
を
正
し
く
扱
っ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、

(ω) 

か
つ
て
ニ

l
バ
l
が
E

回
g
g
-
d
g
z
m
z
m
w
E
C
E己。
m
w巳∞官。
g
z
z。ロ宮
d
E与
が
H
，

Fg-。笥
3

の
中
で
指
摘
し
た
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
本
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
柄
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
果
た
し
て
活
け
る
存
在
の
存
在
論
的
構
造
の
解
明
が
ど
れ
ほ
ど
聖
書
や

(
扱
い
得
る
か
、

と
い
う
問
題
は
さ
て
お
い
て
て

キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
問
題
を
記
述
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
か
、
歴
史
を
副
次
的
な
も
の
と
す
る
、

と
い
う
在
り
方
は
、

そ
れ
ら
と
合
致
す
る
か
、

と
い
う
問
題
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、

そ
れ
が
そ
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
文
脈
の
問
題
で
あ
る
。
時
代
的
、
社
会
的
環
境
の
相
違
に
よ
っ
て
、

か
つ
て
妥
当

性
の
あ
っ
た
理
論
が
も
は
や
妥
当
性
を
失
う
、

と
い
う
こ
と
は
思
想
史
に
お
い
て
や
は
り
い
く
ら
で
も
実
例
が
あ
る
。

で
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
組
織
神
学
』
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
こ
う
述
べ
て
い
る
、

「
弁
証
神
学
は
『
答
え
る
神
学
』
で
あ
る
。

そ
れ

は
『
状
況
』
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
問
題
に
対
し
て
、
永
遠
の
使
信
の
力
と
、
問
題
状
況
の
供
す
る
概
念
的
手
段
と
を
も
っ
て
答
え
る
の

で
あ
る
」
(
め
「

8
・A
P

七
頁
)
。
こ
の
言
葉
は
、
上
で
触
れ
た
問
題
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
身
の
弁
証
神
学
に
お
い

て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
概
念
(
永
遠
の
指
針
)
を
存
在
論
を
も
っ
て
再
解
釈
し
、

そ
れ
を
も
っ
て
二

O
世
紀
と
い
う
時
代
(
状
況
)
に
立
ち

向
か
っ
た
、

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
問
題
は
、

(1)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
は
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
釈
と
し
て
妥
当

な
も
の
で
あ
る
か
、

(2)
存
在
論
が
二

O
世
紀
と
い
う
時
代
に
対
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
実
は
テ



ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
が
そ
の
最
初
か
ら
提
起
し
て
い
た
課
題
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
結
局
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
分
の
立
て
た
課
題
を
完
遂
し
た

か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
評
価
の
立
脚
す
る
立
場
と
な
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
図
し
た
こ
と
か
ら
の
評
価
で
あ
り
、
外
か
ら
何
ら
か
の
基
準
を
押
し
付
け
た
結
果
と
し
て
結
局
相
対
性
の
泥
沼
に
は

ま
る
よ
う
な
評
価
で
は
な
く
、

い
わ
ば
内
発
的
、
自
己
批
判
的
評
価
の
企
て
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
三
つ
目
の
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
得
る
の
は
、

(1)
、

(2)
に
よ
っ
て
仮
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
す
ば
ら
し
い
と
い
う
評
価
が
下
さ
れ

る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
一
二
世
紀
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
も
同
じ
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
即
座
に
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
無
論
、

「
こ
れ
が
一
一
一
世
紀
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
だ
」

う
こ
と
を
示
す
こ
と
自
体
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
し
、

そ
こ
に
は
各
人
の
関
心
事
の
多
様
性
と
重
な
り
合
う
多
様
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
本
当
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
プ
な
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
解
釈
(
そ
こ
に
は
当
然
受
容
と
拒
絶
の
両
面
が
含
ま
れ
る
)

の
た
め
に
は
、

こ
の

(3)

の
作
業
が
不
可
欠
で
あ
り
、

し
か
し
そ
れ
が
主
観
的
な
印
象
批
評
に
終
わ
ら
な
い
た
め
に
は
、

そ
れ
と
並
行
し
て

(
1
)
と

(2)
の
学
術
的

手
続
き
が
正
し
く
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
汗
牛
充
棟
も
た
だ
な
ら
ず
と
い
っ
た
感
が
あ
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
の

分
野
に
て
も
、
な
お
我
々
の
貢
献
す
る
余
地
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ

と
し=
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注

(1)
哲
学
と
神
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
め
コ
忍
-
H

や
お
唱
二
三
|
三
六
頁
を
参
照
。

(2)

こ
の
、
人
聞
か
ら
の
議
論
の
出
発
と
い
う
こ
と
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
関
係
云
々
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
筆
者
は
そ

の
点
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の

E
2
E
は
人
間
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
、
と
い
う
研
究

も
あ
る
し
(
田
中
敦
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
に
お
い
て
哲
学
を
|
|
現
存
在
の
現
象
学
的
存
在
論
考
究
」
『
近
世
哲
学
研
究
』
第
一
号
、
京
都
大
学
西

洋
哲
学
史
懇
話
会
、
一
九
九
四
年
、
三
二
六
頁
)
、
何
よ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
は
在
在
の
「
如
何
に
」
す
な
わ
ち
存
在
は
如
何
に
し
て
見
出
さ

れ
る
か
と
い
う
聞
い
に
集
中
し
て
い
る
の
に
対
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
問
題
は
サ
ッ
サ
と
片
付
け
て
存
在
の
「
何
」
の
記
述
へ
と
移
行
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
を
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
解
釈
は
根
強
い
も
の
で
あ
り
、
よ

く
知
ら
れ
た
パ
ウ
ク
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
伝
に
も
「
あ
る
人
々
[
誰
の
こ
と
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
]
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
1
の
『
存
在
と

時
間
』
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
存
在
論
を
あ
の
よ
う
な
形
で
は
展
開
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
さ
え
言
わ
れ
る
」
(
ヴ

イ
ル
ヘ
ル
ム
&
マ
リ
オ
ン
・
パ
ウ
ク
『
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

1
生
涯
』
[
田
丸
徳
善
訳
、
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
九
年
]
一
二
五
頁
)
と
い

う
記
述
が
あ
る
し
、
ま
た
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
、

H
・
ス
ピ

l
ゲ
ル
パ

l
ク
『
現
象
学
運
動
(
上
)
』
(
立
松
弘
孝
訳
、
世
界
書
院
、
二

0
0
0年
)

に
は
、
「
一
九
二
四
|
二
五
年
の
以
降
の
自
分
の
著
作
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
思
想
が
与
え
た
決
定
的
な
影
響
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
ら
認
め

て
い
る
」
(
五
三
九
頁
)
と
あ
り
、
そ
れ
を
示
す
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、

n
gュ2
当
・
問
。
m
-
a
λ
J言

MJPさ
な
h
H
ミ
司
令
ミ
コ
ミ

sw℃
-EW
同JE内

密
さ
も
さ

E
Sミ
ミ
均
一
な
ぎ
ミ

(
z
o
d司

J12r一n
F
m
w
ユ
2
印。ユ
σロ
民
ω
∞。ロタ

Hmvω
∞)斗)・
ω
虫
・
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
「
存
在
」

と
「
存
在
者
」
と
の
区
別
を
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
忠
己

d
E
n
F
Uヨ
さ
さ
号
g
s
E
h
H
〈己

-r
宅・

8
同
・
ま
た

h
S
F
3
8内
、
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
宅
・
民
間
・

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
同
六
五

O
頁
)
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
を
検
討
し
て
み
る
と
、
前
者
は
い
ず
れ
も
「
私
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
影
響

を
受
け
た
」
と
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
1
が
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
頃
、
私
は
二

O
世
紀
的
形
態
の
実
存
哲
学
の
影
響

を
受
け
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
|
|
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
れ
は
フ
ッ
サ
l
ル
や
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ

l
ラ
l
あ
る
い
は
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト



マ
ン
の
影
響
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
後
者
に
関
し
て
も
、
存
在
と
存
在
者
の
区
別
は
存
在
論
の
伝
統
的
手
法
で
特
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
的
な
特
徴
で
は
な
い
。
ま
た
、
ス
ピ

l
ゲ
ル
パ

l
ク
は
「
存
在
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
の
構
造
全
体
は
、
存
在
者
を

扱
う
科
学
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
思
想
を
反
映
し
て
い
る
」
(
同
)
と
も
言
う
が
、
こ
れ
も
、
存
在
論
と
い

う
の
は
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
も
の
だ
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
反
映
と
は
言
え
な
い
。
何
よ
り
テ

ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
思
想
が
与
え
た
決
定
的
な
影
響
に
つ
い
て
み
、
す
か
ら
認
め
て
」
な
ど
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
ス
ピ

1
ゲ

ル
パ

l
ク
は
い
さ
さ
か
勇
み
足
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
を
結
び
付
け
る
解
釈
は
一
つ
の
定
説
と
な
っ

て
い
る
よ
う
で
、
例
え
ば
一
般
向
け
の
書
物
で
あ
る
当
日
E
E
F・
H
U
g
p
b片
足
。
さ
ミ
ミ
忌
む
号
。
豆
、
ミ
色
町
民
礼
町
立
さ

(
Zゆ
看
守

3
0有
国

E
H冨
口
町
民
。

H
4
2
ω
W
5
8
)
の
「
実
存
主
義
」
の
項
目
に
は
「
実
存
的
神
学
者
で
あ
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
に
大
き
く
依
拠
し
、
極
め
て
重
要
な

神
学
を
発
展
さ
せ
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
(
匂
-
N
H
P
)
。
し
か
し
、
そ
れ
は
定
説
と
呼
ぶ
ほ
ど
の
根
拠
は
備
え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(3)

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
多
元
論
は
多
を
統
一
す
る
一
の
欠
如
と
理
解
す
る
o

h
コ

3
・N
N
N
E
N
N
P

二
八
一
頁
以
下
の
「
多
神
教
の
諸
類
型
」
に
関
す
る

議
論
を
参
照
。
ま
た
「
す
べ
て
の
多
元
論
的
哲
学
者
が
世
界
の
多
元
的
性
格
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
実
は
か
く
し
て
暗
に
絶
対
的
多
元
論
を
斥
け

て
い
る
」
(
泊
コ
ヲ

H
8・
二
一
四
百
九
)
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
「
世
界
の
」
と
か
「
存
在
の
」
と
か
い
う
語
を
も
っ
て
「
多
元
性
」
の
修
飾
語
と
す
る

な
ら
、
実
は
「
世
界
」
や
「
存
在
」
の
、
多
元
性
を
越
え
た
一
性
を
暗
に
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
発
言
の
意
味
で
あ
る
。

(4)

「
主
観
と
客
観
と
の
関
係
は
、
そ
こ
か
ら
主
観
性
も
客
観
性
も
引
き
出
さ
れ
得
な
い
同
一
性
の
関
係
で
は
な
い
。
そ
れ
は
両
極
性
の
関
係
で
あ
る
」

(
切
コ
官
・
口
P
二
一
九
百
(
)
。

(5)
も
っ
と
も
プ

l
パ
1
も
、
厳
密
に
言
え
ば
人
格
存
在
と
事
物
と
の
聞
に
厳
密
な
区
別
を
設
け
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
「
も
し
自
ら
の
意
志
と
他

か
ら
の
恵
み
に
よ
っ
て
、
こ
の
樹
木
を
見
つ
め
て
い
る
時
、
私
が
、
樹
木
と
の
関
係
の
中
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
得
る
。

こ
の
場
合
、
樹
木
は
も
は
や
『
そ
れ
』
で
は
な
い
。
独
占
(
〉
ロ

ωω
の

E
庁
記
円
。

F-s-H)
の
力
が
私
を
捕
ら
え
た
の
で
あ
る
。
:
:
:
私
が
樹
木
に
関

わ
り
を
持
つ
よ
う
に
、
樹
木
が
私
と
関
わ
り
を
持
つ
ー
ー
た
だ
そ
の
関
係
の
仕
方
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
:
:
:
そ
れ
な
ら
ば
、
樹
木
に
は
い
っ

た
い
意
識
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
樹
木
は
我
々
に
似
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
。
:
:
:
出
会
う
の
は
、
た
だ
樹
木
そ
の

も
の
で
あ
る
」
(
マ
ル
テ
ィ
ン
・
プ

l
パ

1
『
我
と
汝
・
対
話
』
、
植
田
重
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
、
二
二
頁
以
下
)
。
「
自
然
の
中
で

我
々
が
出
会
う
存
在
や
事
物
に
対
し
て
も
、
『
我
汝
』
の
関
係
が
成
り
立
つ
と
し
て
ば
、
人
間
と
自
然
の
間
に
あ
る
本
質
的
差
異
は
果
た
し
て

何
で
あ
る
か
。
:
:
:
こ
の
よ
う
な
問
い
に
、
明
ら
か
に
統
一
し
た
答
え
は
な
い
」
(
同
一
五
三
l

一
五
四
頁
)
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
ブ

l
バ

i

パウル・ティリッヒの神学における存在論の基礎構造343 



を
「
人
格
主
義
者
」
と
単
純
に
規
定
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
再
吟
味
す
る
こ
と
へ
と
我
々
を
強
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(6)

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
「
認
識
行
為
に
お
け
る
分
離
と
結
合
ー
|
認
識
の
存
在
論
の
諸
問
題
」
(
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
』
第
三
巻
、
大
木
英
夫
、

清
水
正
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
九
年
)
一
五
一
頁
。

(7)
厳
密
に
言
う
と
、
法
的
に
言
わ
れ
る
人
格
と
は
、
権
利
・
義
務
・
青
(
任
な
ど
の
帰
属
主
体
も
し
く
は
そ
の
資
格
な
ど
の
こ
と
で
あ
り
(
そ
れ
ゆ

え
企
業
な
ど
も
法
的
に
は
人
格
す
な
わ
ち
「
法
人
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
)
、
い
わ
ゆ
る
人
格
主
義
が
言
う
人
格
と
は
異
な
る
内
包
を
持
つ
概
念
な

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
こ
こ
で
「
法
的
に
」
と
断
っ
て
い
る
の
は
、
単
に
「
社
会
の
習
慣
で
は
」
と
い
う
程
度
の
意
味
で
の
よ

う
で
あ
る
。

(8)
ど
こ
ま
で
が
人
権
の
所
有
者
と
し
て
の
人
格
と
し
て
承
認
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
歴
史
的
に
変
動
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
に

お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば

P
・
シ
ン
ガ
ー
は
『
動
物
の
権
利
』
(
戸
田
清
訳
、
技
術
と
人
間
社
、
一
九
八
六
年
)
に
お
い
て
、
動
物
に
権

利
主
体
と
し
て
の
地
位
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
を
し
て
い
る
し
、
さ
ら
に

C
・
D
-
ス
ト
ー
ン
は
「
樹
木
の
当
事
者
適
格
」
(
岡

山
苛
修
、
山
田
敏
雄
訳
、
『
現
代
思
想
』
第
一
八
巻
一
一
号
、
一
九
九

O
年
、
五
八
l
九
八
頁
)
で
、
樹
木
や
岩
石
の
権
利
に
つ
い
て
研
究
し
て
い

る
。
山
川
草
木
悉
皆
成
仏
な
ら
ぬ
山
川
草
木
悉
皆
持
権
と
で
も
言
う
べ
き
事
態
は
今
日
の
我
々
に
は
ち
ょ
っ
と
想
像
し
が
た
い
事
態
で
は
あ
る

が
、
と
も
あ
れ
、
「
誰
が
(
あ
る
い
は
何
が
)
人
権
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
議
論
は
今
日
に
お
い
て
す
ら
解
決
済
み
の
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
事
実
は
、
こ
こ
で
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
を
裏
書
き
す
る
一
つ
の
事
実
で
あ
ろ
う
。

(9)

こ
の
箇
所
は
、
ド
イ
ツ
語
版
で
は
の
OEO-ロ
R
F畠
と
い
う
単
語
が
使
わ
れ
て
い
る
お
・
N
C
F
)
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
こ
こ
で
言
つ

て
い
る
交
わ
り
と
は
共
同
体
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
が
、
そ
う
断
定
す
る
に
は
材
料
不
足
で
あ
り
、
あ
り
得
る
可
能
性
の

一
つ
に
と
ど
ま
る
。

(
日
)
プ
1
パ
!
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
関
係
に
つ
い
て
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
大
学
宗
教
学
部
の

E
E
g
回・問。

σ
E
gロ
は
、
E

同

2
宮山口問

d
Eの
F
J

冨
孟
己
0
同

閉め山口

q
s
k
r
E
E
m
∞
与
民
ωHL斗
Z
R
W
(同
ミ
ミ

hsaNS
司
。
ミ
さ
司
令
ミ
MJw.snp
ぱ
同
討
さ
向
。
句
、
の
め
江
田
口
E
E巴
自
己
ロ
。
ユ
ω
門
戸
包
・
己
め
の
E
1
2一

目
。
ユ
戸

Zσ
巧

J

問。「

F
H
S
P
3・Nω
吋
z
N
仏
∞
・
)
と
い
う
論
文
の
中
で
、
プ

l
パ
1
的
な
我
!
汝
関
係
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
の
モ
デ
ル
に
組
み
込

む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
「
修
正
」

(
5
i
R
)
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
「
私
が
提
案
す
る
修
正
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
モ
デ
ル
に
対
し
て
、
神
と

の
、
そ
し
て
私
た
ち
の
同
胞
で
あ
る
人
間
存
在
と
の
我
I
汝
的
な
私
た
ち
の
出
会
い
に
関
す
る
実
質
的
に
プ
l
パ
l
主
義
的
な
理
解
を
加
え
る
こ

と
で
あ
る
」

(3・N
勾
'
白
色
。
し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
汝
」
と
「
そ
れ
」
と
の
聞
の
峻
別
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
に
よ
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っ
て
ブ
1
パ
l
を
包
括
す
る
の
で
あ
り
、
も
し
「
汝
」
と
「
そ
れ
」
と
を
あ
く
ま
で
峻
別
し
続
け
、
プ

l
バ
l
的
な
も
の
を
生
か
す
こ
と
に
こ

だ
わ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
の
基
本
的
枠
組
み
で
あ
る
二
元
的
二
苅
性
の
中
に
二
元
性
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の

で
は
な
い
か
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
に
と
っ
て
「
全
包
含
的
二
克
論
」
や
「
峻
別
的
二
元
論
」
は
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
選
択
肢
な
の
で
あ
る
。

(
日
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
中
世
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
近
・
現
代
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
と
区
別
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
「
神
秘
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
こ

と
を
提
唱
す
る

0

・
切
コ
七
・
口
∞
w

二
二
四
百
一
、
』
均
一
な
さ
ミ
ミ

S
ミ
包

S
忌
s
h
p
F
Z
σ
当
ペ
。
長
一
七
-
E
N
(
『
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
H
』
二
三
二
百
(
)
。

(ロ
)
3巳
叫

J

日出目。
F
E∞。
B
σ
0
5色
。
ロ
ω
。ロ回
2
5
2ぱ
何
沼
町
件
。
自
己
。
笥
ョ
(
同
出
向
同
J
P
S
N
S
題
。
¥
同
さ
む
切
ミ

S
R
Z
0
4弓
J12r一同
4
5
冨

R
冨
ロ

-
s
n
c
E
Eロ予

]
5
G
N
)

℃・
m
x
w
'
]
F
C
C
-

(
日
)
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
』
第
三
巻
(
大
木
英
夫
、
清
水
正
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
九
年
)
一
五
二
ー
一
五
三
頁
。

(
凶
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
「
言
葉
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
口
問
者
-
H
H
H
I
H
H
∞
二
五
三
l

一
五
八
百
九
、
日
恒
・

5吋
'

H

S
二
九
七
|
二

O
O頁
を
参
照
。

(
日
)
例
え
ば
尽
き
SN
同
止
を
S

S
札
忌
?
切
S
弓
』
戸
号
、
包
泣
き
ね
な
同
S
5
y
(
n
E
S向。一吋
F
O
巴
巳
認
可

ω-q
ぇ
n
z
g向
。
司
お

ω
ω
L
S印)己℃
-
N
N
s
N
ω
(
土
居

真
俊
訳
、
理
想
社
、
一
九
六
一
年
、
三
六
頁
)
。

(
日
)
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
』
第
十
巻
(
武
藤
一
雄
、
片
柳
栄
一
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
八
年
)
三
七

O
頁。

(
幻
)
た
だ
し
、
実
際
に
は
こ
の
主
張
の
立
て
方
そ
の
も
の
に
は
疑
問
が
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
風
景
は
、
そ
の
風
景
の
内
容
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の

自
然
的
な
形
式
を
持
っ
て
い
る
」
(
め
コ
℃
・
口
∞
・
二
二
五
頁
)
と
言
う
が
、
こ
の
前
提
の
中
に
は
す
で
に
「
内
容
と
形
式
は
一
つ
で
あ
る
」
と
い

う
主
張
が
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
こ
か
ら
内
容
と
形
式
の
非
分
離
が
結
論
さ
れ
る
の
は
当
た
り
前
で
あ
り
、
こ
れ
は
論
理
学

で
言
う
も
町
立
さ
も
ミ
ミ
丹
念
訟
の
虚
偽
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
来
、
な
ぜ
風
景
に
お
い
て
形
式
と
内
容
が
一
致
す
る
の
か
、
と
い
う
議

論
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
以
上
の
記
述
は
、
上
岡
宏
『
教
養
と
し
て
の
存
在
論
史
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
四
年
、
一
四
七
l

一
六
五
頁
、
ま
た
、
安
藤
孝
行
『
存
在
の
探

求
ー
ー
古
代
中
世
の
存
在
概
念
』
公
論
社
、
一
九
八

O
年
、
一
五
四
l

一
八
二
頁
を
参
考
に
し
た
。

(
日
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
神
的
生
命
の
内
に
は
、
潜
在
性
と
現
実
性
の
区
別
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
本
質
論
に
つ
き
ま
と
う
根
本
問
題
、
「
本
質
は

一
方
に
お
い
て
い
か
に
普
遍
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
い
か
に
個
別
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
問
題
を

解
決
す
る
、
と
言
う
。
「
神
の
創
造
的
ビ
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
個
別
は
そ
の
本
質
的
存
在
と
内
的
テ
ロ
ス
に
お
い
て
全
体
と
し
て
現
臨
し
、
ま
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た
同
時
に
そ
の
生
命
過
程
の
特
殊
な
瞬
間
の
無
限
性
に
お
い
て
も
全
体
と
し
て
現
臨
し
て
い
る
」
(
め
コ
司

-Ngw
三
二
三
頁
)
。
か
つ
て
ラ
イ
ン
ホ

ー
ル
ド
・
ニ

1
パ
1
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
批
判
の
論
文
£

E
W包
叶

F
g
m宮
山

E
Cロ
S
F
m
-
g
-
8
2己
主
S
E
司
自
二
百
円
。
同

ω国
5
。
-
。
問
、
(
同
出
向

忌

S
F
G
ミ
E
N
h
N
S百

九

q
p
・
a
-
s
-
n
F包
2
当
・
同
σm-qwz。巧

J

円。「庁、
H
Z
E
mユBH40ωω
・
5
∞N
-

宅
-
N印
N
'
N
G
ω

・
)
の
中
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が

主
張
す
る
、
実
存
に
お
け
る
本
質
へ
の
矛
盾
を
必
然
性
で
は
な
く
可
能
性
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
を
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
説
明
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
「
恐
ら
く
、
こ
の
一
見
矛
盾
す
る
事
柄
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
|
|
あ
ら
ゆ
る
有
限
な
実
存
は
本
質
存
在

(2ωgzω
一Z
E
m
)
に
対
す
る
少
な
く
と
も
部
分
的
な
矛
盾
を
表
す
。
な
ぜ
な
ら
、
本
質
存
在
は
分
化
さ
れ
な
い
存
在
(
ロ
忌
日
2
8江
巳
包

g
z
m
)
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
加
え
て
、
人
間
は
本
質
存
在
で
は
な
く
彼
自
身
の
本
質
存
在
(
ロ
♀

g
ω
g
Eご
)
巳
口
明

σ
E
F
2

0452ωBE--σ
巳
口
問
)
に
対
し
て
矛
盾
す
る
必
然
性
で
は
な
く
可
能
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
不
確
か
で
は
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
が
解
決
で
は
な

い
か
と
思
う
」
(
℃

-Ng・
)
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
に
基
づ
き
、
ニ
!
パ

1
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
ア
ダ
ム
の
無
罪
性
を
「
も
し
そ
れ
が
神
の
創
造

の
企
図
(
号

ω百
己
の
状
態
と
し
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
個
別
的
人
間
の
個
別
的
な
『
諸
本
質
』
(
告

R
B
Z
E
2
2
R
2
3
)
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
(
℃

-NS・
)
と
解
釈
し
、
そ
れ
に
批
判
を
加
え
る
。
し
か
し
、
先
の
引
用
は
、
ニ

1
パ
1
の
こ
の
「
解
決
」
を
反
駁
す
る
。

神
の
内
で
は
全
体
と
個
、
普
遍
と
個
別
、
特
殊
と
一
般
の
分
化
は
な
い
(
神
の
内
に
お
け
る
個
別
化
参
与
、
個
ー
普
遍
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
同
ロ
忍
-
N
怠
t

限切
wω
呂
山
口
を
参
照
)
。

ま
た
、

K
・
バ
ル
ト
は
『
教
会
教
義
学
』
の
中
で
こ
れ
と
は
違
っ
た
仕
方
で
号
霊
的
、
ミ
S
と
い
う
語
を
解
釈
し
て
い
る
が
、
言
う
ま
で
も
な

く
こ
の
場
合
バ
ル
ト
は
神
学
史
で
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
違
っ
た
解
釈
を
こ
の
語
に
与
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
問
題

に
し
て
い
る
の
は
伝
統
的
な
意
味
で
の
こ
の
語
の
使
用
で
あ
る
。
バ
ル
ト
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
「
生
成
の
神
」
と
い
う
言
い

方
を
批
判
し
て
い
る
箇
所
を
参
照
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
泊
コ
忘

-Nh'Nお
二
一
一
一
二
=
二
四
頁
を
参
照
い
た
だ
き
た
い

が
、
簡
単
に
言
え
ば
、
存
在
と
生
成
と
を
対
比
さ
せ
る
の
は
形
而
上
学
的
誤
り
で
あ
り
、
む
し
ろ
存
在
の
内
に
動
態
と
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
生

成
と
形
式
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
静
止
と
の
均
衡
に
つ
い
て
語
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
「
神
の
存
在
は
生
成
に
お
い

て
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
し
て
も
、
生
成
に
お
い
て
神
は
神
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
く
、
神
は
神
で
あ
り
続
け
る
、
そ

う
い
う
仕
方
で
生
成
は
静
止
と
均
衡
を
保
っ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
生
の
哲
学
や
プ
ロ
セ
ス
哲
学
に

も
留
保
を
付
す
る
。

(
初
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
無
機
物
で
さ
え
も
類
比
的
に
は
生
き
て
い
る
、
と
言
う
。
「
も
し
潜
在
的
な
も
の
の
現
実
化
が
す
べ
て
の
存
在
の
構
造
的
条
件
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で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
も
し
こ
の
現
実
化
が
『
生
』
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
生
の
宇
宙
論
的
(
ロ
巳

5
3包
)
概
念
を
避
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
従
っ
て
、
星
や
岩
の
発
生
は
、
そ
の
成
長
や
衰
微
と
同
じ
よ
う
に
、
生
の
過
程
と
呼
ば
れ
得
る
」
(
旬
コ
ロ
司
・
巳
・
二
二
ー
ー
一
四
頁
)
。

(
幻
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
、
存
在
の
力
と
し
て
の
神
、
存
在
の
ロ
ゴ
ス
(
存
在
の
意
味
)
と
し
て
の
神
、
そ
し
て
存
在
の
力
と
意
味
の
統
一
と
し

て
の
霊
、
と
い
う
弁
証
法
的
関
係
が
三
位
一
体
論
の
根
拠
の
一
つ
で
あ
る
と
言
う

0
2
J
S・N
g
a
N
U
N
・
コ
二
七
|
二
二
八
頁
)
。
ま
た
、
存
在
論

と
の
関
連
で
言
う
と
、
存
在
の
力
は
存
在
論
的
両
極
性
の
う
ち
、
諸
存
在
の
個
別
化
、
動
態
、
自
由
と
い
っ
た
包
括
へ
の
埋
没
か
ら
突
出
す
る

力
に
関
わ
り
、
存
在
の
ロ
ゴ
ス
は
参
与
、
形
式
、
運
命
と
い
っ
た
包
括
的
側
面
に
関
わ
り
、
そ
し
て
霊
は
テ
ロ
ス
と
し
て
の
両
者
の
統
一
に
関

わ
る
と
い
う
。

(
幻
)
「
組
織
神
学
者
に
と
っ
て
の
宗
教
史
の
意
義
」
(
『
宗
教
の
未
来
』
大
木
英
夫
、
相
津
一
訳
、
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
九
七
l

一一

五
頁
)
一

O
七
頁
。

(
お
)
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
究
極
的
な
も
の
を
求
め
て
|
|
現
代
青
年
と
の
対
話
』
(
茂
洋
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
六
八
年
)
四
一
一
良
。

(M)
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
の
整
合
性
に
疑
問
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
も
付
言
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
象
徴

的
に
「
神
は
自
由
(
骨

2
)
で
あ
る
」
言
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
と
の
相
関
に
お
い
て
神
の
運
命
に
つ
い
て
も
や
は
り
象
徴
的
に
な
ら
語
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
な
ら
、
「
神
は
自
由
(
骨

2
含
E
)
で
あ
る
か
ら
運
命
を
持
た
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
象
徴
的
な
の
か
、
そ
れ
と
も
象
徴

的
で
な
い
の
か
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
神
が
存
在
自
体
で
あ
る
と
い
う
命
題
は
非
象
徴
的
命
題
」
で
あ
り
、
「
こ
の
命
題
以
上
に
は

い
か
な
る
非
象
徴
的
な
こ
と
も
神
と
し
て
の
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
め
コ
忘
-
N
お
ー
良
市
Y

三
O
一
一
頁
以
下
)
と
い
う
の
が
テ
ィ
リ

ツ
ヒ
の
立
場
で
あ
り
(
後
年
修
正
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
て
「
存
在
の
諸
性
質
は
す
べ
て
の
諸
存
在
に
適
用
さ
れ
る
と
固
有
の

意
味
で
妥
当
し
、
存
在
自
体
に
適
用
さ
れ
る
と
象
徴
的
意
味
で
妥
当
す
る
」
(
め
コ
官
-
N
怠
・
三

O
九
頁
)
と
も
言
わ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
象

徴
的
に
神
は
自
由
(
時
め
と
で
あ
る
と
も
神
は
運
命
を
持
っ
と
も
言
い
得
る
、
と
い
う
こ
と
と
、
神
は
自
由
(
昨
・

2
号
自
)
で
あ
る
か
ら
運
命
を

持
た
な
い
、
と
い
う
言
い
方
も
、
ど
ち
ら
も
象
徴
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
両
者
の
違
い
は
ど
こ
に
存
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
象
徴
に
は
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
語
っ
て
は
い
る
が
(
例
え
ば
「
宗
教
的
象
徴
」
[
『
著
作
集
第
四
巻
』

野
日
芳
男
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
九
年
、
二
七
六
ー
コ
一

O
二
頁
]
に
お
け
る
、
基
礎
づ
け
る
層
と
し
て
の
「
宗
教
的
対
象
象
徴
」
と
、
基
礎
づ

け
ら
れ
て
い
る
層
と
し
て
の
「
宗
教
的
指
示
象
徴
」
の
区
別
[
二
九
三
頁
]
)
、
こ
の
区
別
を
も
っ
て
上
記
の
二
通
り
の
記
述
の
説
明
は
つ
け
ら

れ
そ
う
に
な
い
。
案
外
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
う
っ
か
り
筆
が
滑
っ
た
、
と
い
う
の
が
真
相
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
釈
然
と
し
な
い
箇
所
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で
は
あ
る
。

(
お
)
こ
の
文
は
、
「
た
だ
類
比
に
よ
っ
て
の
み
適
用
さ
れ
る
」
と
い
う
文
の
三
行
後
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
単
な
る
類
比
で
語
ら
れ
る
は
ず
の
自

発
性
ー
法
則
性
が
自
由
ー
運
命
の
認
識
的
入
口
と
い
う
の
は
妙
な
話
で
あ
り
、
「
逆
じ
ゃ
な
い
の
か
?
」
と
思
わ
さ
れ
る
の
だ
が
、
ど
う
や
ら
テ

ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
も
後
で
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
し
く
、
ド
イ
ツ
語
版
で
は
「
自
由
と
運
命
の
両
極
性
は
:
:
:
入
口
で
も
あ
る
」
の
部
分
は
削
除

さ
れ
て
い
る
お
・
N

口・)。

(
お
)
自
然
と
自
然
法
と
の
概
念
に
関
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
詳
し
い
叙
述
に
つ
い
て
は
、
恩
師
ぎ
ミ
ミ
♀
蕊
吐
き
忌

g
h
F
3・ω82ω
お
・
(
佐
藤
敏
夫
訳

『
近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
思
想
史
』
新
教
出
版
社
、
一
九
七
六
年
、
四
六
!
四
九
頁
)
を
参
照
。
そ
こ
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
然
法
を
「
ロ

ゴ
ス
の
法
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。

(
幻
)
類
比
的
適
用
の
妥
当
性
如
何
の
問
題
す
な
わ
ち
、
果
た
し
て
人
格
を
個
別
化
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
る
の
か
、
不
確
定
性
原
理
の
如
き
自
然
界
の

本
質
的
予
測
不
可
能
性
を
自
由
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
、
彼
の
存
在
論
の
構
造
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

彼
の
存
在
論
全
体
の
妥
当
性
に
関
わ
る
問
い
で
あ
る
。
も
し
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
「
人
間
存
在
の
構
造
の
解
明
に
よ
っ
て

存
在
の
構
造
を
捕
ら
え
る
」
と
い
う
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
存
在
論
の
方
法
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
彼
の
神
学

の
売
り
の
一
つ
で
あ
る

mwFE己
5
Z
8
2
ω
と
い
う
性
格
に
疑
義
を
発
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
存
在
論
的
企
て
を
根
底
か
ら
崩
壊

さ
せ
か
ね
な
い
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

(
お
)
と
こ
ろ
で
、
肝
心
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
テ
キ
ス
ト
は
、

S
S悼
と
い
う
超
々
基
本
動
詞
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く

2
さ
悼
は
文

中
に
(
変
化
形
も
含
め
て
)
頻
繁
に
登
場
す
る
。
し
か
し
、
ど
の
ミ
怠
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
存
在
論
的
議
論
に
関
わ
り
、
ど
の
丘
町
怠
は
そ
う
で

な
い
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
と
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

S
H
S
が
変
化
す
る
の
は
単
に
文
法
的
理
由
な
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
る
変
化
形
と
他
の

変
化
形
に
は
異
な
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
巡
っ
て
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
テ
キ
ス
ト
の
翻
訳
、
解
釈
は
今
だ
コ
ン

セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
(
安
藤
孝
行
『
存
在
の
探
求

l
!古
代
中
世
の
存
在
概
念
』
公
論
社
、
一
九
八

O
年
、
九
1

二
三
頁

を
参
照
)
。
と
は
い
え
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
そ
れ
を
ど
う
解
釈
し
ど
う
扱
っ
た
の
か
、
と
い
う
の
は
そ
れ
と
は
別
種
の
歴
史
的
問
題
で
あ
り
、
そ

の
限
り
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
デ
モ
ク
リ
ト
ス
に
関
し
て
言
っ
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
。
尚
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
対
す
る
賛
否
両
論
渦
巻
く
当
時

の
哲
学
者
た
ち
の
諸
反
応
に
つ
い
て
は
、
上
岡
宏
『
教
養
と
し
て
の
存
在
論
史
』
(
北
樹
出
版
、
一
九
九
四
年
)
二
六
!
四
三
頁
を
参
照
。

(
m
m
)

プ
ラ
ト
ン
の
ア
ナ
ン
ケ
1
論
は
、
『
テ
イ
マ
イ
オ
ス
』
を
参
照
。
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
の
非
存
在
の
概
念
に
つ
い
て
は
、

A
・
H
-
ア
1
ム
ス
ト
ロ
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ン
グ
『
古
代
哲
学
史
』
岡
野
昌
雄
他
訳
、
み
す
ず
書
房
、

六
百
(
)
な
ど
を
参
照
。

(
初
)
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
「
死
へ
の
先
駆
」
を
反
響
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
言
葉
で
あ
る
が
、
し
か
し
結
論
を
先
に
言
え
ば
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
に
お
け
る
「
死
の
先
駆
」
は
、
「
前
理
解
」
を
排
す
る
こ
と
が
そ
の
主
要
な
目
的
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
こ
こ
で

言
っ
て
い
る
死
の
取
り
扱
い
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
に
お
け
る
死
の
先
駆
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
の
は

そ
れ
自
体
大
問
題
で
あ
る
が
、
一
応
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
そ
れ
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
何
で
あ
る
か
」
を
問
う
前
に
「
如
何
に
」
を
問
題

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
で
て
く
る
主
張
で
あ
る
。
「
日
常
生
活
の
経
験
で
は
、
出
会
わ
れ
る
も
の
は
、
取
り
立
て
て
『
こ

れ
は
何
か
』
と
問
う
必
要
が
な
い
ほ
ど
、
た
だ
ち
に
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
理
が
前
理
解
と
し
て
『
働
い
て
』
い
る
か
ら
で
あ

る
。
自
転
車
は
そ
れ
を
前
に
し
て
考
え
込
む
以
前
に
、
急
い
で
友
達
と
会
う
と
き
ペ
ダ
ル
を
踏
む
よ
う
に
出
会
わ
れ
る
。
日
常
の
経
験
で
は
、
机

の
ス
タ
ン
ド
な
ら
読
書
す
る
た
め
に
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
『
何
の
た
め
の
こ
れ
』
と
い
う
形
で
出
会
わ
れ
る
。
『
何
か
』
を
理

解
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
無
自
覚
の
内
に
先
回
り
し
て
な
さ
れ
る
。
:
:
:
常
に
先
回
り
し
て
働
い
て
い
る
原
理
の
影
響
力
か
ら
脱
却
す
る
に
は
、

『
何
々
の
た
め
に
』
と
い
う
指
示
が
表
れ
る
そ
れ
以
前
の
場
面
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
死
へ
の
先
駆
』
と
は
、
日
常
世
界
を
支
配
し

て
い
る
目
的
、
役
割
、
意
味
が
も
は
や
意
味
を
持
ち
得
な
く
な
る
場
面
を
開
く
の
で
あ
る
。
自
分
の
死
の
可
能
性
は
、
そ
こ
か
ら
『
先
』
を
言

う
こ
と
が
意
味
を
持
た
な
い
、
自
分
に
と
っ
て
最
終
的
な
、
最
先
端
の
可
能
性
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
日
常
世
界
の
た
め
の
原
理
は
、
そ
れ
本
来

の
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
に
日
常
の
す
べ
て
の
理
解
を
追
い
越
す
最
先
端
に
立
ち
、
『
原
理
な
し
』
の
立
場
に

徹
す
る
(
知
何
に
)
こ
と
こ
そ
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
死
へ
の
先
駆
が
決
定
的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
る
根
拠
で
あ
る
」
(
田
中
敦
『
知
の

探
求
は
原
理
的
に
可
能
か
?
』
一
二
七
一
二
八
頁
)
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
に
お
け
る
死
の
先
駆
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
存
在
の

「
何
で
あ
る
か
性
」
(
当
『
巳
)
で
は
な
く
、
「
十
仔
在
は
い
か
に
見
出
さ
れ
る
か
」
(
討
。
巧
)
の
次
元
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
人
聞
は
類
落
に
お

い
て
死
を
隠
蔽
し
馴
致
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
類
落
か
ら
人
を
引
き
離
す
の
が
死
へ
の
先
駆
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

は
死
に
つ
い
て
説
教
の
中
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
「
死
の
恐
怖
の
中
に
保
た
れ
て
い
る
も
の
は
、
単
に
我
々
が
有
限
な
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
知
識
で
は
な
く
、
同
時
に
我
々
の
無
限
性
の
知
識
、
我
々
が
永
遠
な
る
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
我
々
が
そ
れ

を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
知
識
で
あ
る
」
(
『
地
の
基
震
い
動
く
』
後
藤
真
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
七
四
年
、
二
二
六
頁
)
と
い
う
言
葉

は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
の
言
う
「
死
へ
の
先
駆
に
お
け
る
存
在
の
全
体
性
の
開
示
」
と
重
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
や
は
り
関
心
は
「
如
何
に
」

一
九
八
七
年
、
六
七
1

七
一
頁
、
上
岡
宏
『
教
養
と
し
て
の
存
在
論
史
』
、
六
八
|
七
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よ
り
も
「
何
」
の
方
に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
言
う
「
死
の
不
安
の
馴
致
、
隠
蔽
と
い
う

類
落
」
と
重
な
る
よ
う
に
見
え
る
発
言
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
(
例
え
ば
『
永
遠
の
今
』
茂
洋
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
二
二
七

一
三
八
頁
な
ど
を
参
照
)
、
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
存
在
の
「
何
」
と
同
程
度
の
関
心
を
存
在
の
「
如
何
に
」
に
対
し
て
も
払
っ
て
い
る
、
と

言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
と
め
て
言
え
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
は
二

O
世
紀
に
お
い
て
い
か
に
し
て
存
在
論
は
可
能
か
、
と
い
う
原
理
を
問
題

に
し
た
の
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
存
在
論
の
可
能
性
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
議
論
を
展
開
し
、
そ
の
流
れ
の
中
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
発
言

を
断
片
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
出
)
周
知
の
通
り
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
、
「
万
物
流
転
」
の
主
張
、
そ
し
て
対
立
と
調
和
に
お
い
て
変
化
す
る
世
界
を
捕
ら
え
る
と
い
う
弁
証
法
的
な

思
考
法
の
始
祖
と
目
さ
れ
る
哲
学
者
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
名
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
通
常

へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
と
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
、
生
成
の
主
張
ヨ
生
成
の
否
定
と
い
う
対
立
の
図
式
で
位
置
付
け
ら
れ
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
パ
ル
メ
ニ
デ

ス
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
を
排
除
す
る
よ
う
な
仕
方
で
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
直
結
す
る

わ
け
で
は
な
く
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
注
目
し
た
よ
う
な
万
物
流
転
に
目
を
留
め
つ
つ
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
注
目
し
た
、
「
存
在
(
有
る
)
と
は
何

か
」
と
い
う
問
題
と
取
り
組
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
引
用
は
示
す
。

(
幻
)
彼
の
三
冊
目
の
説
教
集
『
永
遠
の
今
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
説
教
二
人
で
あ
る
こ
と
の
苦
し
み
と
栄
光
」
(
円

g巳
Z2ω
自
色
∞
急
宮
号
)
は
、

題
名
の
通
り
、

ZDo--5g
と
き
ロ
吉
号
と
の
違
い
を
題
材
に
し
た
も
の
で
あ
る
(
邦
訳
八
|
二

O
頁
)
。
尚
、
ド
イ
ツ
語
版
『
組
織
神
学
』
で
は

こ
の
箇
所
で
巴
D
E
B
-内
包
門
と
匡
r
E
R
E
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
が
英
語
の
]
。

5
ロロ
gω
に
、
他
方
が

g
E
E
o
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら

れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
厳
密
な
使
い
分
け
は
さ
れ
て
い
な
い
(
∞
・
自
己
。

(
お
)
「
有
限
的
自
由
と
し
て
彼
人
間
は
包
括
的
運
命
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
」
(
め
コ
℃
・

5
0・
二
四

O
頁)。

(
弘
)
本
質
と
実
存
の
区
別
の
根
拠
が
結
局
は
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
在
り
方
に
支
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
の
関
連
で
、

F
S包
g
c
-
w
a

の
以
下
の
言
葉
は
参
照
に
価
す
る
、
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
は
キ
リ
ス
ト
の
形
を
取
っ
た
(
岳
ユ
ω
吉
田
。
弓
E
の
)
神
学
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に

と
っ
て
、
神
の
意
識
や
認
識
は
決
し
て
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
か
ら
の
み
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
が
(
啓
示
お
よ
び
新
し
い
存
在
の
現
臨

は
普
遍
的
で
あ
る
)
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
の
神
学
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
は
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
神
学
的
象
徴
に
対
し

て
そ
の
究
極
的
な
形
体
と
定
義
と
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
」
(
宮
口
包

S
C
H
w
a
-
Q志
向
、

S
M
d
s
n
p
O
R窓
口
一
巧
宣
言
仏
∞
言
。

rEt--ωZF

Noco--
己
主
w

『
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
2
』
拙
訳
、
六
八
頁
)
。
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(
お
)
戸
山
口
向
島
。
ロ
の
口
付
σ可
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
に
お
い
て
本
質
が
二
重
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

「
本
質
と
実
存
の
区
別
に
関
す
る
こ
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
混
乱
の
一
部
は
、
一
方
に
お
い
て
、
構
造
と
し
て
何
か
の
基
礎
的
実
在
宏
司
匙
守
)
で
あ

る
よ
う
な
『
本
質
』
を
表
現
し
、
他
方
に
お
い
て
、
構
造
と
し
て
現
実
の
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
単
な
る
潜
在
性
と
し
て
表
現
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
の
間
に
あ
る
明
ら
か
な
揺
れ
動
き
で
あ
る

l
l
そ
れ
は
、
言
わ
ば
彼
の
ギ
リ
シ
ャ
的
側
面
と
、
近
代
的
、
自
然
主
義
的
、
事
実
的
、

時
間
的
、
そ
し
て
歴
史
的
で
さ
え
あ
る
側
面
と
の
間
の
揺
れ
動
き
で
あ
る
」

(CSミ
ミ
コ
ミ
忌
b
-
H
H
P
)
。

(
お
)
こ
の
よ
う
な
本
質
の
実
存
に
対
す
る
関
係
の
二
重
性
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
人
間
に
対
す
る
神
の
現
臨
の
仕
方
の
二
重
性
と
対
応
す
る
。

めコ℃
-Nω
寸

w

三
O
O
l三
O
一
百
九
、
『
信
仰
の
本
質
と
動
態
』
二
四

l
二
八
頁
を
参
照
。

(幻

)
d
E岳
込
町
な
さ
ミ
ミ
.
(
リ
マ
一
号
立

sgghbFH)・
忠
ゲ
佐
藤
訳
三
ゴ
三
頁
。

(
お
)
戸
山
口
町
号
ロ

Q
-
r
o
F
R
d
E与
が
宮
身

3
5
2
-
4弓
岳
山
口
問

ω¥wcξ
ミ

S
M
J
V
.
s
q
p
(
C
B向
。
口
一
項
目
主
自
己
∞
件
。
。

W
2
5
ω
F
2
3
N
C
C
C
)
宅・

ω『
ωω
・

(
鈎
)
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
』
第
一
巻
(
古
屋
安
雄
、
栗
林
輝
夫
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
八
年
)
二

O
八
頁
。

(
判
)
た
だ
し
ニ

l
バ
1
は
、
せ
っ
か
く
キ
リ
ス
ト
教
的
事
柄
の
記
述
に
お
け
る
妥
当
性
と
い
う
立
脚
点
を
確
保
し
て
お
き
な
が
ら
、
「
存
在
論
だ
か
ら

駄
目
」
と
い
う
論
調
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
反
論
は
「
ニ

l
パ
1
も
存
在
論
を
使
っ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
に

な
っ
て
し
ま
い
、
結
局
両
者
の
や
り
と
り
は
決
定
打
を
欠
い
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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