
 

る
が
、
何
ら
か
の
意
味
で
の
根
拠
と
関
係
を
語
ら
な
い
宗
教
は

な
い
。
本
学
会
と
し
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
「
相
互
理
解

の
深
化
」
を
通
し
て
大
方
の
共
通
理
解
に
達
し
た
と
考
え
ら
れ

る
重
要
な
点
の
一
つ
は
、
表
象
の
仕
方
は
と
も
か
く
、
実
在
の

根
拠
と
し
て
の
超
越
的
／
内
在
的
根
拠
は
実
体
で
は
な
く
、「
は

た
ら
き
」で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
ろ
う
。キ
リ
ス
ト
教
の「
神
」、

ま
た
仏
教
の
「
仏
」（
法
性
仏
）、「
無
」、「
空
」、
い
ず
れ
も
〈
は

た
ら
き
〉
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
在
の
根
拠
と
し
て

の
は
た
ら
き
を
表
現
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
存
在
」
で
は
な
く
、

「
作
用
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
と
認
識
で
は
一
致
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
根
拠
と
し
て
の
〈
は
た
ら
き
〉
の
内
容
は
何
か
と

Ⅰ　

 

宗
教
論
的
一
般
理
論
の
た
め
に

「
宗
教
と
社
会
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
は
、
宗
教
と
社
会
を
括
る

た
め
の
、
何
よ
り
も
人
間
存
在
に
と
っ
て
宗
教
と
は
何
か
と
い

う
宗
教
の
本
質
論
を
踏
ま
え
た
実
在
に
関
す
る
包
括
的
な
「
一

般
理
論
」
が
要
請
さ
れ
る
。
実
は
、こ
の
意
味
で
の
「
一
般
理
論
」

は
、
宗
教
間
対
話
に
と
っ
て
も
不
可
欠
で
あ
り
、
真
摯
な
宗
教

間
対
話
は
こ
の
意
味
で
の
「
一
般
理
論
」
の
構
築
の
た
め
に
必

要
な
の
で
あ
る
。 

一
般
的
に
宗
教
は
、実
在
の
成
り
立
つ
契
機
と
し
て
超
越
的
／

内
在
的
根
拠
を
認
め
る
。
そ
の
根
拠
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て

捉
え
る
か
、
ま
た
そ
の
根
拠
と
実
在
と
の
関
係
を
ど
こ
に
立
っ

て
、
い
か
な
る
も
の
と
し
て
語
る
か
は
伝
統
に
よ
っ
て
こ
と
な

宗
教
と
社
会場

所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
試
み

八
木
洋
一
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な
る
と
、
必
ず
し
も
明
確
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
、
そ

う
な
の
か
。
そ
こ
に
は
、
あ
る
種
の
困
難
さ
が
潜
む
か
ら
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
の
表
象
も
宗
教
経
験
の
表
現
（
一
次
言
語
）
と
し

て
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
が
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
と
し
て
、
そ

の
中
に
保
持
し
て
き
た
言
葉
で
あ
る
。
実
際
、
そ
の
限
り
で
、

そ
の
言
葉
は
伝
統
内
で
は
宗
教
経
験
の
表
現
（
媒
体
）
と
し
て

actual

で
あ
り
、
そ
れ
と
し
て
通
用
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
は
そ
の
言
葉
そ
の
も
の
を
媒
介
に
自
己
を
形

成
し
、
自
己
を
保
持
し
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
言
葉
を

も
う
一
度
、
原
経
験
に
還
し
て
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
伝
統
の
枠

を
超
え
て
、
よ
り
普
遍
的
な
地
平
で
、
い
わ
ば
メ
タ
言
語
（
二

次
言
語
）
と
し
て
言
い
換
え
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
し
か
し
、

宗
教
の
成
り
立
つ
次
元
を
「
一
般
理
論
」
と
し
て
展
開
す
る
た

め
に
は
、
こ
の
メ
タ
言
語
と
し
て
の
概
念
化
が
必
要
に
な
る
。

例
え
ば
、
西
田
幾
多
郎
、
西
谷
啓
治
、
上
田
閑
照
と
引
き
継
が

れ
て
き
た
知
の
営
み
は
、
こ
の
意
味
で
、
宗
教
の
一
次
言
語
の

メ
タ
言
語
化
と
し
て
の
宗
教
論
的
一
般
理
論
の
試
み
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
決
定
的
な
こ
と
は
、
実
在
の
根
拠
と
し
て
の
「
は

た
ら
き
」
の
内
容
そ
の
も
の
の
明
確
な
概
念
化
が
ど
こ
ま
で
で

き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。わ
た
し
の
理
解
で
は
、「
神
」、

「
絶
対
無
」
ま
た
「
空
」、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
は
た
ら
き
と

し
て
の
内
容
は
、im

plicit

に
は
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
明
確
な

概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
か
。
例
え
ば
、

上
田
閑
照
は
絶
対
無
の
〈
は
た
ら
き
〉
の
現
実
化
（
＝
内
容
）

と
し
て
の
〈
世
界
〉
を
「
二
重
世
界
の
存
在
構
造
」
と
し
て
語
る
。

ま
た
そ
の
〈
は
た
ら
き
〉
は
、〈
は
た
ら
き
〉
の
実
現
と
し
て
の

自
己
の
構
造
と
し
て
、す
な
わ
ち
「
自
己
は
、自
己
な
ら
ず
し
て
、

自
己
で
あ
る
」
と
い
う
定
式
で
は
っ
き
り
語
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
構
造
が
そ
の
よ
う
な
構
造
と
し
て
成
り
立
つ
、
絶

対
無
の
〈
は
た
ら
き
〉
の
内
容
そ
の
も
の
は
、explicit

に
概
念

化
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
対
し
て
、
八
木
誠
一
の
場
合
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏

教
の
両
伝
統
を
媒
介
に
、
自
ら
の
宗
教
経
験
（
直
接
経
験
と
し

て
の
自
覚
）
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
に
通
底
す
る
宗

教
的
実
存
理
解
を
い
わ
ば
発
見
し
、
そ
の
実
存
理
解
の
構
造
の

解
明
／
説
明
／
理
論
化
の
た
め
に
、〈
統
合
〉
と
い
う
基
礎
概
念

を
彫
琢
し
た
。
そ
し
て
、
八
木
は
、
そ
の
概
念
を
も
っ
て
、
実



 

在
の
存
立
根
拠
と
し
て
の〈
は
た
ら
き
〉の
内
容
に
、「〈
統
合（
化
）

作
用
〉」
と
い
う
明
確
な
概
念
規
定
を
与
え
た
。
八
木
誠
一
の
宗

教
哲
学
は
、〈
統
合
〉
概
念
を
基
礎
概
念
に
し
た
メ
タ
言
語
と
し

て
の
宗
教
論
的
一
般
理
論
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
宗
教
論
的

一
般
理
論
の
基
礎
的
機
制
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

八
木
が
宗
教
論
的
一
般
理
論
を
統
合
論
と
し
て
展
開
で
き
た

と
い
う
こ
と
は
、
八
木
自
身
が
そ
れ
だ
け
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏

教
の
伝
統
言
語
（
一
次
言
語
）
か
ら
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
処
女
作
『
新
約
思
想
の
成
立
』

（
一
九
六
三
年
）
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
言
語
そ
の
も
の
の
成

立
を
説
明
す
る
試
み
で
あ
り
、
説
明
の
た
め
の
言
語
は
、
す
で

に
二
次
言
語
の
性
格
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

八
木
の
「
統
合
論
」
と
し
て
の
「
場
所
論
的
宗
教
哲
学
」
は
、

そ
の
記
号
化
を
含
め
て
宗
教
の
二
次
言
語
と
し
て
の
「
一
般
理

論
」
の
た
め
の
路
を
拓
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
宗
教
と
社

会
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
括
る
最
も
基
礎
的
な
視
座
を
わ
れ
わ
れ

に
提
供
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。

わ
た
し
は
以
下
の
論
述
で
は
、
宗
教
言
語
を
表
記
す
る
た
め

に
八
木
に
よ
っ
て
工
夫
さ
れ
た
記
号
を
す
で
に
本
学
会
の
メ
ン

バ
ー
の
間
で
は「
通
用
す
る
」周
知
の
記
号
で
あ
る
と
想
定
し
て
、

注
釈
ぬ
き
で
適
宜
使
用
す
る
こ
と
に
す
る1

。

さ
て
、
八
木
誠
一
の
場
所
論
的
統
合
論
は
、
本
試
論
、「
場
所

論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
」
の
基
礎
的
機
制
を
提
供
す
る

も
の
で
あ
る
。

統
合
と
は
、
八
木
に
よ
る
と
、
特
に
人
間
存
在
を
念
頭
に
お

い
て
の
こ
と
だ
が
、
極
と
し
て
の
個
物
（I

）
か
ら
成
る
ま
と
ま

り
（
集
合
＝
統
合
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
ま
と
ま
り
と
し

て
の
現
実
性
」（actuality/reality

）を
統
合
体（I intG

r

）と
呼
ぶ
。

こ
の
「
現
実
性
」
は
、
作
用
に
即
し
てactuality

、
形
に
即
し

て reality

で
あ
る2

。
本
試
論
で
は
、こ
の
「
現
実
性
」
を
厳
密
に
、

「
絶
え
間
な
い
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ
る
、
ま
た 

統
合
化

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
力
動
的
現
実
性
」（energetic actuality/

reality in/as perpetual integrating process

）
と
い
う
意
味
で

用
い
た
い
。
以
下
簡
略
化
し
て「
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
」、

ま
た
は
単
純
に「
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
」と
言
い
表
す
こ
と
に
す
る
。

こ
の
現
実
性
の
原
像
と
し
て
、
た
と
え
ば
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
語

ら
れ
た
「
良
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
譬
え
（
ル
カ
一
〇
：
二
五
〜

三
七
）
が
成
り
立
つ
現
実
性
全
体
を
念
頭
に
お
い
て
頂
き
た
い
。
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一
般
に
、
こ
の
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
（
統
合
性
）
に

は
構
造
的
定
常
性
（constitutional constancy

）
が
認
め
ら
れ

る
が
、 

そ
の
場
合
の
構
造
的
定
常
性
は
、
極
と
し
て
の
個
そ
の

も
の
、
極
と
し
て
の
個
（
部
分
）
と
個
（
部
分
）、
個
と
全
体
と

の
間
に
成
り
立
つ
「
関
係
の
一
定
性
（
同
一
性
）」
に
よ
っ
て
担

わ
れ
て
い
る
。
統
合
概
念
に
含
ま
れ
る
こ
の
契
機
を
統
合
論
で

は
、「
統
一(unity/identity)
」
と
呼
び
、
概
念
的
に
は
「
統
合

（integrity/integration

）」
と
い
う
概
念
と
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
。

社
会
が
一
定
の
秩
序
（
安
定
し
た
恒
常
性
）
を
も
っ
て
外
部
に

対
す
る
内
部
と
し
て
成
り
立
つ
限
り
、
社
会
の
秩
序
を
担
保
す

る
契
機
、
た
と
え
ば
、
言
語
、
慣
習
、
前
例
、
規
則
、
コ
ー
ド
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
、法
律
、神
話
／
教
説（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）、理
念
等
々

が
こ
の
「
統
一
」
に
あ
た
る
。
特
に
、
ラ
ン
グ
と
し
て
の
言
語

シ
ス
テ
ム
は
そ
れ
自
体
、
社
会
制
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

言
語
シ
ス
テ
ム
は
他
の
制
度
に
並
ぶ
単
な
る
社
会
制
度
で
は
な

く
、
社
会
制
度
一
般
が
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
意
味

で
、「
制
度
の
中
の
制
度
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
人
間
社
会
の

存
立
の
基
礎
を「
象
徴
」に
求
め
る
立
場
の
根
拠
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

統
合
論
は
、
関
係
の
一
定
性
（
統
一
）
を
媒
介
に
し
た
極
と

し
て
の
個
の
ま
と
ま
り
の
現
実
性
（
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
）
の
自

覚
／
反
省
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
統
合
論
に
と
っ
て
決

定
的
に
重
要
な
点
は
、統
合
を
統
合
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
「
は

た
ら
き
と
力
」
が
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
根
拠
と
し
て
、
そ
の

統
合
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
根
拠
と
し
て
の
超
越
的
内
在
的
／
内
在
的

超
越
的
根
拠
（
究
極
的
主
体
即
根
拠
＝
神
）
は
「
統
合
化
作
用
」

と
概
念
化
さ
れ
、「G

↓
」
と
記
号
化
さ
れ
る
。
八
木
の
統
合
論

は
、
個
（
極
）、
統
一
、
統
合
（
体
）、
そ
れ
に
統
合
化
作
用
の

４
つ
の
契
機
か
ら
な
る
動
的
作
用
連
関
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
統
合
論
で
は
極
と
し
て
の
個
か
ら
成
る
ま
と

ま
り
の
現
実
性
（actuality/reality

）
を
統
合
体
と
呼
ぶ
が
、
そ

の
現
実
性
を
、
本
試
論
で
は
、「
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
」

と
し
て
捉
え
直
す
。
そ
の
捉
え
直
し
に
よ
っ
て
、
統
合
論
の
い

い
方
で
「
社
会
」
と
は
何
か
を
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
、
場
所
論
的
統
合
論
と
し
て
重
要
な
こ
と
は
、｢

社
会｣

が
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
と
し
て
成
り
立
つ
そ
の
根
拠
が
、



 

超
越
的
統
合
化
作
用
の
「
は
た
ら
き
と
力
」
と
し
て
、「
社
会
」

と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
統
合

論
の
特
徴
は
、「
社
会
」
を
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
と
し
て

捉
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
統
合
化
作
用
が
、

超
越
的
内
在
的
／
内
在
的
超
越
的
根
拠
（
＝
究
極
的
根
拠
）
と

し
て
同
時
に
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
。こ
れ
は
、「
宗

教
と
社
会
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
論
じ
る
宗
教
論
的
一
般
理
論
と

し
て
の
最
も
基
礎
的
な
機
制
で
あ
る
。　

統
合
化
作
用
（
神
＝G

↓
）
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
厳
密
に

は
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
を
成
り
立
た
せ
る
「
異
化
即
同
化
」、「
同

化
即
異
化
」
作
用
の
こ
と
で
あ
る
。
生
命
現
象
レ
ベ
ル
で
の
代

謝
作
用
（m

etabolism

）
の
内
容
が
同
化
作
用(anabolism

)

と

異
化
作
用(catabolism

)

の
相
入
相
即
と
し
て
説
明
さ
れ
る
が
、

そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
場
所
論

と
し
て
の
統
合
論
は
宗
教
論
で
あ
る
が
、
宗
教
論
は
生
命
論
で

あ
り
、
宗
教
論
と
し
て
の
生
命
論
は
、
歴
史
社
会
論
と
し
て
展

開
で
き
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
宗
教
論
と
し
て
決

定
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
統
合
化
作
用
そ
の
も
の
（G

↓
）
と

「
絶
え
間
な
い
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
力
動
的
現
実
性
」
と
の
関
係

で
あ
る
。
作
用
連
関
と
し
て
の
こ
の
関
係
は
、
宗
教
的
実
存
の

自
覚
︷G

↓
（G

 in M

）
↓
＝
（S in E

）
↓
︸
に
お
い
て
、
ま

た
自
覚
と
し
て
露
に
な
る
自
覚
の
成
り
立
つ
根
拠
関
係︷G

 in

（S 

in E

）in G

︸で
あ
っ
て
、統
合
論
の
い
わ
ば
垂
直
軸
を
形
成
す
る
。

八
木
の
場
所
論
は
、
こ
の
垂
直
軸
を
基
軸
に
宗
教
的
実
存
の
自

覚
に
即
し
て
、
そ
の
構
造
を
分
節
し
、
理
論
化
し
た
，
そ
の
意

味
で
宗
教
論
的
一
般
理
論
（
宗
教
哲
学
）
で
あ
る
。
そ
の
作
用

連
関
と
し
て
の
関
係
は
「
相
互
内
在
的
」(M

 in G
)

・(G
 in M

) 

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
相
互
内
在
的
作
用
連
関
は
、「
作
用
的
一
」

(G

↓M

↓
＝
（G

 in M

）
↓
＝
（S in E)

↓
と
い
う
概
念
に

よ
っ
て
言
表
さ
れ
る
。
八
木
は
、
そ
の
関
係
を
よ
り
明
確
に
言

い
表
す
る
た
め
に
、
統
合
化
作
用
の
〈
は
た
ら
き
〉（G

↓
）
の

「
場
」
と
そ
の
自
己
伝
達
（G

「
↓
・in

」）
即
自
己
実
現
（G

「
↓
・

in

」M

）↓
と
し
て
の
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の「
現
実
性
」と
し
て「
場

所
」
を
区
別
す
る
。

本
試
論
で
は
、
こ
の
区
別
に
対
応
し
て
、
統
合
化
作
用
の
垂

直
軸
と
水
平
軸
の
作
用
連
関
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
統
合
化

作
用
の「
場
」の〈
は
た
ら
き
〉と
そ
の
自
己
伝
達
即
自
己
実
現（
作
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用
的
一
）
と
し
て
の
「
場
所
」
の
〈
い
と
な
み
〉
と
を
区
別
し

て
用
い
た
い
。
区
別
し
た
仕
方
で
統
合
化
作
用
の
垂
直
軸
と
水

平
軸
の
全
作
用
連
関
を
単
純
化
し
て
場
所
論
の
根
本
句
と
し
て

言
い
表
す
と
、「『
場
』
の
〈
は
た
ら
き
〉
は
『
場
所
』
の
〈
い

と
な
み
〉
の
中
に
（in
）、『
場
所
』
の
〈
い
と
な
み
〉
は
『
場
』

の
〈
は
た
ら
き
〉
の
中
に
（in
）
実
現
す
る
」
と
言
え
る
。
さ

ら
に
単
純
化
し
て
「〈
は
た
ら
き
〉
は
〈
い
と
な
み
〉
の
中
に
、〈
い

と
な
み
〉
は
〈
は
た
ら
き
〉
の
中
に
実
現
す
る
」
と
言
え
る
。

こ
の
根
本
句
は
、
よ
り
厳
密
に
次
の
三
位
一
体
論
的
命
題
と

し
て
分
節
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、統
合
化
作
用
の｢
場｣

の
〈
は

た
ら
き
〉（G

↓
／
超
越
的
根
拠
／
究
極
の
主
体
）
は
、｢

場
所

｣

の
〈
い
と
な
み
〉
の
中
で
（G

「
↓
・in

」）
自
己
を
伝
達 
す

る
（Self-com

m
unicate

＝
聖
霊
の
は
た
ら
き
）
と
同
時
に
自
己

を
実
現
［Self-actualize

（G

「
↓
・in

」M

）
↓
＝
作
用
的
一
］

す
る
。
場
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
は
、
こ
の
命
題
の
、

統
合
化
作
用
の
自
己
伝
達
（Self-com

m
unication

）
の
契
機
、

す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
神
学
に
お
け
る
三
位
一
体
論
の

「
聖
霊
論
的
」
契
機
（G

「
↓
・in

」）
に
そ
の
基
礎
的
な
視
座
を

求
め
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。「
場
」
の
〈
は
た
ら
き
〉
と
「
場

所
」
の
〈
い
と
な
み
〉
の
「
作
用
的
一
」
に
は
、
統
合
化
作
用

と
し
て
の
「
場
」
の
〈
は
た
ら
き
〉
そ
の
も
の
の
内
部
構
造
と

し
て
、「
自
己
伝
達
」が
即「
自
己
実
現
」で
あ
る
と
い
う
契
機
が
、

す
な
わ
ち
聖
霊
と
し
て
の
は
た
ら
き
（G

「
↓
・in

」）
が
含
ま

れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
統
合
化
作
用
の
〈
は
た
ら
き
〉
の
「
場
」

は
、統
合
化
作
用
の
自
己
伝
達
と
し
て
の
〈
は
た
ら
き
〉
の
「
場
」

で
あ
る
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
こ
の
自
己
伝
達
の
契
機
に
よ
っ

て
、
例
え
ば
、
良
き
サ
マ
リ
ア
人
の
行
為
は
、
統
合
化
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
の
「
場
所
」
の
〈
い
と
な
み
〉(M

1 

⇅ M
2)

と
し
て
、

す
な
わ
ち
統
合
化
作
用
の
自
己
伝
達
の「
場
」の〈
は
た
ら
き（
聖

霊
）〉
の
〈
媒
介
〉［ G

「
↓
・in

」 (M
1 

⇅ M
2)

］
と
し
て
、
統

合
化
作
用
の｢

場｣

の
〈
は
た
ら
き
〉
の
意
味
を
も
つ
。
場
所

論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
試
み
は
、そ
の
意
味
で
の
〈
媒

介
〉
論
と
し
て
現
代
に
お
け
る
聖
霊
論
の
試
み
で
あ
る
と
言
え

る
。場

所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
と
し
て
の
統
合
論
（
＝

社
会
論
）の
垂
直
軸
に
お
け
る
作
用
連
関
は
、次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、統
合
化
作
用
と
し
て
の
〈
は
た
ら
き
〉（
は
た
ら
く
神
＝

G

↓
）
は
究
極
の
主
体
即
根
拠
（G

 in

）・（in G

）
と
し
て
、
そ



1 

の
自
己
伝
達
（Self-com

m
unication

）
の
「
場
」、
す
な
わ
ち

「
聖
霊
の
は
た
ら
き
の
場
」
と
し
て
あ
る
。「
自
然
的
・
歴
史
社

会
的
／
歴
史
社
会
的
・
自
然
的
」
世
界
と
そ
の
中
の
人
間3

︷(M
 

in W
)

・(W
 in M

)

︸
は
、「
場
所
」
の
〈
い
と
な
み
〉︷G

「
↓
・ 

in

」（W
 in M

）・（M
 in W

）︸
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
絶
え
間

な
い
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
と
し
て 

、〈
本
源
的
に
は
〉

統
合
化
作
用
（G

↓
）
の
、自
己
伝
達
〈
聖
霊
の
は
た
ら
き
〉（G

「
↓
・in

」）
の
、
自
己
実
現(G
「
↓
・in

」W
M

)

と
し
て
、
聖

霊
の
〈
は
た
ら
き
〉
が
そ
の
中
に
宿
る
「
場
所
（
作
用
的
一
）」

の
〈
い
と
な
み
〉(G

 in W
M

)

で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
的
・
歴

史
社
会
的
世
界
と
そ
の
中
の
人
間
は
、
統
合
化
作
用
の
自
己
伝

達
即
自
己
実
現
（G

 in W
M

）
と
し
て
、
統
合
化
作
用
の
「
場
」

の
〈
は
た
ら
き
〉
の
中
に
あ
る
（W

M
 in G

）
と
い
え
る
。
人

間
に
即
し
て
言
え
ば
、
身
体
と
し
て
の
人
間
は
、
統
合
化
作
用

（G

↓
）
の
自
己
伝
達
（
聖
霊
の
は
た
ら
き
）
即
自
己
実
現
（
作

用
的
一
）
と
し
て
の
「
場
所
」
の
〈
い
と
な
み
〉
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
統
合
化
作
用
の
（
自
己
伝
達
と
し
て
の
）〈
は
た
ら
き
〉

の
「
場
」
は
、
人
間
の
身
体
と
し
て
の
（
一
息
一
息
の
）〈
い
と

な
み
〉
の
真
の
内
在
的
超
越
的
究
極
の
主
体
・
根
拠
︷G

 in

（G
 

in M

）・（G
 in M

）in G

︸
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
身
体
（
厳
密
に
は
身
心
）
と
し
て
の
人
間
は
、

統
合
化
作
用
の
自
己
伝
達
の
「
場
」
の
〈
は
た
ら
き
〉
即
自
己

実
現
（
作
用
的
一
）
と
し
て
の
「
場
所
」
の
〈
い
と
な
み
〉（G

「
↓
・in

」 M

）
↓
で
あ
る
。「
場
所
」
の
〈
い
と
な
み
〉
と
し

て
の
人
間
の
自
覚
は
、
統
合
化
作
用
の
自
己
伝
達
の
〈
は
た
ら

き
〉
即
自
己
実
現
と
し
て
の
「
場
所
」
の
〈
い
と
な
み
〉
の
覚

証
と
し
て
成
り
立
つ
。
本
試
論
で
は
以
上
の
統
合
化
作
用
の
自

己
伝
達
の
「
場
」
の
〈
は
た
ら
き
〉
と
そ
の
自
己
実
現
と
し
て

の
「
場
所
」
の
〈
い
と
な
み
〉
の
相
互
内
在
関
係
を
「
作
用
的
一
」

と
い
う
。
聖
霊
の
は
た
ら
き
の
自
己
実
現
（
作
用
的
一
）
と
し

て
人
間
の
愛
の
〈
い
と
な
み
〉(M

1 

⇅ M
2)

は
、
逆
説
的
に
神

の
〈
は
た
ら
き
〉︷（G

「
↓
・ in

」M

）
↓(M

1 

⇅ M
2) 

︸
で

あ
る
。
統
合
化
作
用
の
自
己
伝
達
の
〈
は
た
ら
き
〉
即
自
己
実

現
（
作
用
的
一
）
と
し
て
の
神
の
〈
は
た
ら
き
〉
を
（G

 in M

）

「
↓
・in

」
と
表
記
し
、
そ
の
式
を
︷（G

 in M

）「
↓
・in

」 (M
1 

⇅ M
2) 

︸
と
書
き
換
え
る
と
、
キ
リ
ス
ト
の
は
た
ら
き
の
実
現

で
あ
る
人
間
に
お
け
る
愛
の
関
係
が
聖
霊
の
は
た
ら
き
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
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統
合
化
作
用
の
自
己
伝
達
の
「
場
」
の
〈
は
た
ら
き
〉
と
そ

の
自
己
実
現
と
し
て
の
「
場
所
」
の
〈
い
と
な
み
〉
が
、
作
用

連
関
（
相
互
内
在
）
と
し
て
「
作
用
的
一
」
で
あ
る
と
い
う
軸
が
、

場
所
論
と
し
て
の
統
合
論
の
垂
直
軸
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の

垂
直
軸
に
基
づ
い
て
成
り
立
つ
「
場
所
」
の
〈
い
と
な
み
〉
は
、

統
合
論
の
垂
直
軸
に
対
す
る
水
平
軸
で
あ
る
と
い
え
る
。
自
然

的
・
歴
史
的
世
界
と
そ
の
中
の
人
間
は
そ
の
水
平
軸
と
し
て
、

す
な
わ
ち
、
統
合
化
作
用
の
「
場
」
の
〈
は
た
ら
き
〉
の
、
自

己
伝
達
即
自
己
実
現
の
、「
場
所
」
の
〈
い
と
な
み
〉
と
し
て
、

統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ
る
現
実
性︷G

「
↓
・in
」（W

 in M

）・

（M
 in W

）︸
で
あ
る
。

統
合
化
作
用
は
、「
異
化
即
同
化
」、「
同
化
即
異
化
」
作
用

の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
は
た
ら
き
の
自
己
伝
達
即
自
己
実
現

が
、
極
と
し
て
の
個
か
ら
成
る
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性

（actuality/reality

）
で
あ
る
。

極
と
い
う
概
念
は
、
八
木
が
し
ば
し
ば
こ
の
概
念
を
説
明
す

る
た
め
の
比
喩
と
し
て
用
い
る
、
磁
場
に
現
れ
る
Ｓ
極
と
Ｎ
極

の
よ
う
に
、
区
別
は
で
き
る
が
決
し
て
分
離
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
現
実
性
を
言
い
表
す
た
め
の
概
念
で
あ
る
。
磁
場
は
、
統

合
化
作
用
の
場
の
比
喩
で
あ
る
。
こ
の
Ｓ
極
と
Ｎ
極
と
の
関
係

を
、「
自
極
」
は
「
他
極
」
に
対
し
て
「
自
極
」
で
あ
り
、「
他
極
」

は
「
自
極
」
に
対
し
て
「
他
極
」
で
あ
る
と
言
い
換
え
て
お
く
。

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
極
性
と
し
て
の
自
極
と
他
極
は

そ
れ
ぞ
れ
、
作
用
連
関
（
＝
相
互
作
用
）
と
し
て
は
じ
め
か
ら

統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ
る
「
一
つ
の
ま
と
ま
り
」
を
成
す

と
い
う
こ
と
だ
。
統
合
化
作
用
の
自
己
伝
達
即
自
己
実
現
と
は
、

異
化
作
用
と
し
て
極
（
多
）
で
あ
り
、
同
化
作
用
と
し
て
ま
と

ま
り（
一
）で
あ
る
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
の
こ
と
で
あ
る
。

生
命
現
象
の
実
例
で
い
え
ば
、
胚
と
し
て
の
単
細
胞
が
は
じ
め

に
二
分
割
し
て
二
つ
の
細
胞
か
ら
な
る
一
つ
の
生
体
に
な
る
事

態
が
そ
れ
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
身
体
は
生
体
と
し
て
そ
の
意

味
で
、
絶
え
間
な
い
統
合
化
作
用
（
異
化
即
同
化
作
用
、
同
化

即
異
化
作
用
）
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ
る
力
動
的
現
実
性
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、統
合
論
の｢

統
合｣

、な
い
し「
統
合
化
作
用
」

と
い
う
概
念
に
は
異
化
、
す
な
わ
ち
分
極
化
の
概
念
が
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
も
う
少
し
統
合
論
に
お
け
る
極
性
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
て
お
き
た
い
。
周
知
の
通
り
、
西
田
は
「
個
は
個
に
対
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し
て
個
で
あ
る
」
と
い
う
。
西
田
は
個
を
統
合
論
の
極
と
し
て

捉
え
て
い
る
。
統
合
論
の
言
い
方
で
言
い
直
せ
ば
、
極
性
と
は
、

「
極
は
極
に
対
し
て
極
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

問
題
は
、極
は
極
に
「
対
し
て
」
極
で
あ
る
と
言
う
と
き
の
「
対

し
て
」
と
は
い
か
な
る
事
態
か
と
い
う
こ
と
だ
。　

さ
て
、
極
（
性
）
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
媒
介
的
で
あ
る

こ
と
が
他
己
媒
介
的
で
あ
り
、
他
己
媒
介
的
で
あ
る
こ
と
が
自

己
媒
介
的
で
あ
る
よ
う
な
現
実
性
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
実

性
の
こ
と
を
「
統
合(

性)

」
と
い
う
。
統
合
論
に
お
い
て
は
極

概
念
は
統
合
概
念
を
含
意
し
、
統
合
概
念
は
極
概
念
を
含
意
す

る
。自

己
媒
介
的4

で
あ
る
と
は
、
極
は
そ
れ
自
体
で
、
そ
の
根

拠
（
統
合
化
作
用
）
に
基
づ
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
形
成

的
（autopoiesis/self-m

aking

）、
ま
た
は
自
己
組
織
的
（self-

organizing

）
で
あ
る
と
う
い
う
こ
と
だ
。
異
化
即
同
化
作
用
、

同
化
即
異
化
作
用
と
し
て
の
統
合
化
作
用
の
自
己
伝
達
即
自
己

実
現
と
い
う
統
合
論
の
観
点
か
ら
も
う
少
し
厳
密
に
い
う
と
、

極
と
し
て
自
己
を
形
成
す
る
自
己
形
成
／
自
己
組
織
は
、
ど
こ

ま
で
も
そ
れ
自
身
の
内
部
を
形
成
す
る
、
そ
の
意
味
で
内
部
形

成
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
極
そ
の
も
の
が
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
、
統
合
の
極
と
し
て
極
の
内
部
を
形
成
す
る
し
か
た
で

自
己
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
極
自
体
が
極
自

体
の
統
合
と
し
て
内
部
構
造
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
の
よ
う
な
極
の
内
部
形
成
と
し
て
の
自
己
形
成
が
、
同
時

に
外
部
形
成
的
な
契
機
で
あ
る
よ
う
な
現
実
性
を
極
性
と
い
う
。

こ
う
言
い
換
え
て
も
い
い
。
自
極
と
し
て
の
内
部
形
成
的
自
己

形
成
の
内
部
境
界
面
が
外
部
境
界
面
と
し
て
他
極
の
内
部
形
成

的
自
己
形
成
の
契
機
に
な
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
極
性
と
は
、

自
極
が
ど
こ
ま
で
も
自
己
形
成
的
に
自
己
自
身
で
あ
る
こ
と
が
、

却
っ
て
そ
れ
を
媒
介
に
、他
極
が
他
極
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
／

現
実
性
の
契
機
に
な
る
。
ま
た
そ
れ
が
逆
に
、
そ
の
よ
う
に
他

極
が
自
己
形
成
的
に
極
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
が
、
自
極
が
自

己
形
成
的
に
極
と
し
て
成
り
立
つ
契
機
に
な
る
、
こ
の
よ
う
な

自
己
媒
介
的
・
他
己
媒
介
的
現
実
性
が
極
性
の
意
味
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
極
性
の
意
味
に
は
統
合
の
意
味
が
含
ま
れ

て
い
る
。
ま
た
、
逆
に
統
合
の
意
味
に
極
の
意
味
が
含
ま
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
八
木
誠
一
は
、
こ
の
構
造
を
「
フ

ロ
ン
ト
構
造
」
と
し
て
展
開
し
た
こ
と
が
あ
る5

。
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と
こ
ろ
で
、
統
合
の
極
が
自
己
媒
介
的
に
他
己
媒
介
的
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
極
の
自
己
媒
介
性
に
即
し
て
自
由
が
、
ま

た
他
己
媒
介
性
に
即
し
て
愛
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
自
由
（
極
性
）
が
愛
（
統
合
性
）

の
契
機
で
あ
り
、
逆
に
愛
（
統
合
性
）
が
自
由
（
極
性
）
の
契

機
で
あ
る
と
い
う
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

上
記
の
よ
う
に
、
人
間
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
媒
介
的
即
他

己
媒
介
的
で
あ
る
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
作
用
連
関
（
本

稿
の
基
礎
に
な
る
概
念
で
い
え
ば
「
相
互
行
為
」）
の
相
互
主
観

的
主
体
の
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
現

実
性(actuality)

と
は
、
統
合
化
の
極
同
士
の
作
用
連
関
と
し

て
成
り
立
つ
現
実
性
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
極
同

士
の
作
用
連
関
の
総
和
で
は
な
い
。
極
同
士
の
一
定
の
作
用
連

関
（
関
係
の
一
定
性
と
し
て
の
統
一
）
を
媒
介
に
成
り
立
つ
、

そ
れ
自
身
は
上
位
水
準
の
動
的
（active

）
統
合
と
し
て
の
現
実

性(actuality)

、
す
な
わ
ち
総
体
（
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
）
の
こ
と
で

あ
る
。
例
え
ば
、
音
楽
の
現
実
性
は
、
個
々
の
楽
音
の
一
定
の

作
用
連
関
（
統
一
）
を
媒
介
に
成
り
立
つ
上
位
水
準
に
あ
る
統

合
の
現
実
性
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
上
位
水
準
に
あ
る

統
合
の
現
実
性
は
そ
れ
自
体
客
観
的
認
識
の
対
象
に
は
な
ら
な

い
。
音
楽
の
音
楽
と
し
て
の
現
実
性
を
客
観
的
に
認
識
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ
る
現
実

性(actuality)

は
、
そ
の
統
合
化
作
用
と
し
て
の
根
拠(G

↓)

を
含
め
て
、
自
ら
が
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
に
触
れ
、
何

ら
か
の
意
味
で
統
合
化
の
極
に
な
る
と
き
、
そ
の
経
験
（
直
接

経
験
）
の
覚
証
（
統
合
感
覚
＝com

m
on sense

）
と
し
て
感
じ

ら
れ
、
了
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
覚
と
い
う
仕
方
で
そ
れ
は

知
ら
れ
る
。
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
愛
の
統
合
感
覚
に
つ

い
て
、
聖
書
は
、
た
と
え
ば
、「
わ
た
し
た
ち
は
互
い
に
愛
し
合

お
う
で
は
な
い
か
。
愛
は
、
神
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
す
べ

て
愛
す
る
者
は
、
神
か
ら
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
神
を
知
っ

て
い
る
。愛
さ
な
い
者
は
、神
を
知
ら
な
い
。神
は
愛
で
あ
る
。・・・

愛
の
う
ち
に
い
る
者
は
、
神
に(in G

)

お
り
、
神
も
そ
の
人
に

(G
 in)

い
ま
す
」（I

ヨ
ハ
ネ
四
：
七
以
下
）
と
表
白
す
る
。

Ⅱ　
hom

o loquens 

考

「
世
界
内
存
在
」（M

 in W
/W

 in M

）
と
し
て
の
人
間
の
根

本
規
定
は
何
か
。
他
の
生
き
物
と
人
間
が
根
本
に
お
い
て
異
な



1 

る
要
件
は
何
か
。
い
ろ
い
ろ
規
定
の
仕
方
は
あ
る
が
、hom

o 

loquens

（
コ
ト
バ
を
話
す
ヒ
ト
）
と
し
て
の
規
定
が
最
も
根
本

的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。E.

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
人

間
はanim

al sym
bolicum

で
あ
る
。
ま
た
、
丸
山
圭
三
郎
は
、

人
間
の
特
徴
を
人
間
の
「
シ
ン
ボ
ル
化
能
力
」
に
み
て
い
る
。

　

人
間
の
言
語
は
、
人
間
の
「
シ
ン
ボ
ル
化
能
力
」
の
典
型

的
な
発
現
と
し
て
広
義
の
記
号
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ラ
ン
グ
と

し
て
そ
れ
自
体
、
差
異
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
人
間
の
、
人

間
と
し
て
の
あ
り
方
の
特
徴
は
、
人
間
の
生
き
る
「
い
と
な

み
」
が
言
語
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
こ
ろ
に

あ
る
。
上
田
閑
照
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
所
以
を
「
直
立
し

て
我
と
い
う
」
と
こ
ろ
に
観
た
。
卓
見
だ
と
思
う
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、hom

o loquens 

は
、hom

o habilis

、hom
o faber

、
hom

o sapiens

、hom
o ludens

、hom
o oeconom

icus

、hom
o 

politicus

、hom
o juridicus

、
そ
し
てhom

o religiosus

な
ど

と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
可
能
に
し
、
実
現
す
る
。
そ
れ

は
ま
た
、hom
o dem

ens

（
錯
乱
す
る
ヒ
ト
）
と
し
て
の
人
間

の
可
能
／
現
実
根
拠
で
も
あ
る
。
今
村
仁
司
は
人
間
をhom

o 

com
m

unicans

と
し
て
捉
え
て
い
る6

。
こ
の
よ
う
なhom

o 

loquens

と
し
て
の
人
間
は
、
言
語
を
媒
介
に
何
を
、
ど
う
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
語
は
人
間
に
何
を
可
能
に
す
る
の
か
。

そ
も
そ
も
言
語
と
は
何
か
。
統
合
論
の
観
点
か
ら
言
語
と
は
、

統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
現
実
性
（
統
合
性
）
の
「
関
係
の

一
定
性
」
を
担
保
す
る
「
統
一
」
の
契
機
と
し
て
成
り
立
ち
、

実
際
、
そ
れ
と
し
て
機
能
す
る
。
言
語
の
本
質
は
観
念
的
同
一

性
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
観
念
の
同
一
性
は
言
語
形
式
に

よ
っ
て
担
わ
れ
る
一
意
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
保
た
れ
る
。（
本

試
論
で
は
詳
説
で
き
な
い
が
、「
宗
教
の
言
葉
」
に
は
こ
の
言
語

の
本
質
を
破
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。）
そ
れ
は
、
言
語
が
あ
ら
ゆ
る

意
味
で
共
同
体
形
成
、
ま
た
共
同
体
維
持
に
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
契
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い

る
。
共
通
の
言
語
を
話
す
こ
と
自
体
が
、
そ
こ
に
す
で
に
何
ら

か
の
根
本
的
な
意
味
で
の
共
同
性
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
の
証

左
だ
。
本
学
会
が
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
「
相
互
理
解
の
深
化

発
展
」
を
期
す
者
の
共
同
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ

に
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
、

互
い
に
そ
れ
を
介
し
て
通
じ
合
え
る
共
通
の
言
語
が
産
み
出
さ

れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
西
田
幾
多
郎
以
来
の
場
所
論
的
言
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語
（「
絶
対
無
」
の
展
開
）
も
、
ま
た
八
木
誠
一
に
よ
っ
て
見
出

さ
れ
た
新
約
聖
書
に
お
け
る
宗
教
の
言
葉
と
そ
の
メ
タ
言
語
化

と
し
て
の
場
所
論
的
言
語
（「
統
合
化
作
用
」
の
展
開
）
と
記
号

化
も
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
現

実
性
（
交
流
＝
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
の
「
統
一
」
の
契
機

と
し
て
成
り
立
ち
、
ま
た
そ
う
機
能
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
は
ず
だ
。

宗
教
論
と
し
て
の
統
合
論
に
は
言
語
論
が
否
定
媒
介
的
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
。
言
語
は
人
間
に
何
を
可
能
に
す
る
の
か
。

本
試
論
の
観
点
か
ら
言
う
と
、
言
語
は
、
人
間
に
統
合
化
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
の
〈
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〉
の
拡
張
を
可
能
に

し
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
媒

介
の
座
」
を
「
身
体
か
ら
言
語
へ
」
転
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
ス
ケ
ー
ル
を
飛
躍
的
に

拡
張
し
た
。

さ
て
、
決
定
的
な
こ
と
は
次
の
こ
と
だ
。
人
間
は
、
身
心
一

如
の
「
身
体
と
し
て
の
身
体
」
と
し
て
、
ま
た
そ
の
意
味
で
の

身
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
身
体
を
直
接
の
媒
介
の
座
に
し
た
統
合

化
プ
ロ
セ
ス
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
で
あ
る
「
一
次
的
現

実
性
」（
丸
山
圭
三
郎
の
「
身
分
け
構
造7

」）
を
完
全
に
離
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
原
初
的
絶
対
所
与
性
と
し
て

の
天
と
大
地
（
地
水
火
風
）
は
ど
こ
ま
で
も
身
体
と
し
て
人
間

の
（
い
の
ち
「
い
と
な
み
」
の
）
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
原
初
的
絶

対
所
与
性
と
し
て
の
天
と
地
と
身
体
（
世
界
と
そ
の
中
の
人
間
）

の
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の「
一
次
的
現
実
性
」を〈
自
然
的
〉

と
呼
ん
で
お
く
。

し
か
し
、
人
間
は
、
言
語
を
媒
介
に
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の

媒
体
の
座
を
身
体
か
ら
言
語
に
転
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身

体
を
媒
体
の
座
に
し
た
直
接
的
な
「
一
次
的
現
実
性
」
を
一
旦
、

言
語
内
容
と
し
て
の
観
念
（
意
味
／
価
値
）
存
在
に
変
換
し
、

世
界
と
そ
の
中
の
人
間
の
現
実
性
全
体
を
観
念
存
在
の
連
関
と

し
て
創
り
変
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
は
、
身
体
と
し
て
の

身
体
を
媒
介
に
し
た
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の「
一
次
的
現
実
性
」（
身

分
け
構
造
）
の
上
に
、
観
念
的
自
己
同
一
性
を
本
質
と
す
る
言

語
を
媒
介
に
、い
わ
ば
「
二
次
的
現
実
性
」（
丸
山
圭
三
郎
の
「
言

分
け
構
造
」）
を
仮
構
現
実
と
し
て
重
ね
、〈
世
界
と
そ
の
中
の

人
間
〉
を
二
重
化
す
る
。
世
界
は
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
が
、

そ
の
世
界
は
、
そ
の
中
のhom

o loquens 

と
し
て
の
人
間
を
媒
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介
に
二
重
化
す
る
。
こ
の
二
重
化
は
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
（
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
と
し
て
成
り
立
つ
「
世
界
と
そ
の
中
の

人
間
」
の
「
変
容
」
を
意
味
す
る
。
先
に
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
に
倣

っ
て
、「
世
界
と
人
間
」
を
「
自
然
的
・
歴
史
社
会
的
／
歴
史
社

会
的
・
自
然
的
」
世
界
と
そ
の
中
の
人
間
」
と
し
て
表
象
し
た

の
は
、
こ
の
二
重
化
し
た
変
容
態
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間
は

そ
の
変
容
の
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
主
体
の
変
容
で
も
あ
る
。

そ
の
場
合
、
変
容
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
世
界
（W

↓
）

と
人
間
（M

↓
）
が
そ
の
根
拠
（G
↓
）
を
含
め
て
、
自
己
同

一
的
な
観
念
内
容
と
し
て
実
体
化（
＝
物
象
化
）（G

￤W

￤M

）し
、

そ
の
全
作
用
連
関
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
我
の

実
体
化
（S

↓
￤E

↓
）
は
こ
こ
で
起
こ
る
。
人
間
に
と
っ
て

の
世
界
は
そ
の
よ
う
な
変
容
し
た
世
界
で
あ
り
、
ま
た
、
世
界

に
と
っ
て
の
人
間
は
そ
の
よ
う
な
変
容
し
た
人
間
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
人
間
と
し
て
、
人
間
は
、
言
葉
を
媒
介
に
し
た
単
な

る
抽
象
的
思
惟
と
教
説
に
よ
っ
て
、「
存
在
を
無
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
無
を
実
現
す
る8

」。

本
試
論
で
は
、
こ
の
二
重
化
し
変
容
し
た
統
合
化
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
の
世
界
と
そ
の
中
の
人
間
を
〈
自
然
的
・
歴
史
社
会
的
／

歴
史
社
会
的
・
自
然
的
〉
と
呼
ぶ
。
人
間
は
、
い
わ
ば
相
互
に

浸
透
し
合
う
二
重
の
構
造
と
し
て
の
自
然
的
・
歴
史
社
会
的
／

歴
史
的
社
会
的
・
自
然
的〈
世
界
〉、廣
松
渉9

の
い
う「
レ
ア
ー
ル
＝

イ
デ
ア
ー
ル
／
イ
デ
ア
ー
ル
＝
レ
ア
ー
ル
な
現
実
性
」
を
作
り
、

そ
の
〈
世
界
〉
を
人
間
の
〈
世
界
〉
と
し
て
、そ
の
中
に
生
ま
れ
、

育
て
ら
れ
育
ち
、
働
き
、
死
ぬ
。
人
間
は
、
単
純
に
〈
自
然
的
〉

に
生
ま
れ
、
成
長
し
、
働
き
、
病
み
老
化
し
、
死
ぬ
の
で
は
な
い
。

人
間
は
、
ま
さ
に
〈
自
然
的
・
歴
史
社
会
的
／
歴
史
的
社
会
的
・

自
然
的
〉
に
生
ま
れ
、
成
長
し
、
働
き
、
病
み
、
老
化
し
、
死
ぬ
。

こ
の
よ
う
に
二
重
化
し
変
容
し
た
世
界
は
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
い

う
無
に
お
い
て
あ
る
「
意
味
（
／
無
意
味
）
と
価
値
（
／
無
価
値
）

と
し
て
の
世
界
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
変
容
し
た
世
界
の
変

容
し
た
主
体
は
、「
何
を
食
べ
よ
う
か
，
何
を
飲
も
う
か
と
，
自

分
の
い
の
ち
の
こ
と
で
思
い
煩
い
、
何
を
着
よ
う
か
と
自
分
の

身
体
の
こ
と
で
思
い
煩
う
」。

こ
れ
は
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
媒
体
の
座
が
人
間
に
お
い
て

「
身
体
か
ら
言
語
へ
」
転
位
す
る
こ
と
に
よ
る
統
合
化
プ
ロ
セ
ス

の
変
容
過
程
で
あ
り
、
そ
の
変
容
過
程
に
不
可
避
な
、
い
わ
ば

「
疎
外
態
」
と
で
も
い
え
る
。
そ
れ
は
、「
コ
ト
バ
を
話
す
人
間
」
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の
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
「
い
の
ち
の
い
と
な
み
」
の

根
本
に
巣
く
う
「
病
」
で
あ
る
。
そ
の
病
は
、︷(G

「
↓
・in

」 

W
M

)

↓≠ G
「
↓
・in

」
￤W

￤M

︸
と
記
号
化
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、hom

o loquens

と
し
て
の
人
間
の
本
質
が
人
間
の
疎

外
態
（
宗
教
の
伝
統
言
語
で
は
「
原
罪
」、「
無
明
」））
を
招
く

と
い
う
人
間
存
在
の
根
本
矛
盾
で
あ
る
。

こ
の
病
は
、
本
試
論
の
観
点
か
ら
ど
う
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
。
そ
の
病
は
、「
統
合
化
作
用
（
は
た
ら
き
）
の
自
己
伝

達
即
自
己
実
現
と
し
て
の
世
界
と
そ
の
中
の
人
間
の
い
と
な
み
」

全
体
が
統
合
化
作
用
の
相
互
内
在
的
作
用
連
関
全
体
と
し
て
の

動
性
を
失
い
、
不
全
に
陥
る
病
で
あ
る
。
統
合
化
プ
ロ
セ
ル
が
、

「
開
閉
相
入
相
即
」
性
（
後
述
）
を
失
い
、
開
開
／
閉
閉
の
状
態

に
陥
る
病
だ
と
い
え
る
。
こ
の
状
態
を
病
人
は
肯
定
的
に
、「
我

は
、
我
で
あ
っ
て
、
我
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」(

八
木
誠

一)

と
い
う
。
ま
た
そ
ん
な
「
我
」
は
元
々
無
い
か
ら
、
否
定

的
に
「
我
は
、
虚
無
だ
」
と
も
い
う
。
ま
た
、「
世
界
は
，
世
界

で
あ
っ
て
、
世
界
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
も
い
う
。
そ

し
て
、
そ
の
世
界
は
、
畢
竟
、
無
意
味
で
あ
る
と
映
る
。

宗
教
的
実
存
は
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
変
容
過
程
に
孕
ま
れ

る
世
界
と
主
体
の
観
念
的
疎
外
態
（
実
体
化
＝
虚
無
化
）
を
否

定
媒
介
し
て
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
実
存
の
行
的
自
覚

と
し
て
、
統
合
化
作
用
の
相
互
内
在
的
作
用
連
関
全
体
が
、
す

な
わ
ち
統
合
化
作
用
（
場
の
は
た
ら
き
）
の
自
己
伝
達
即
自
己

実
現
と
し
て
の
世
界
と
そ
の
中
の
人
間
の
い
と
な
み
（
場
所
の

い
と
な
み
）
の
全
体
が
、
そ
の
動
性
を
恢
復
す
る
。
二
重
化
し

て
閉
じ
た
世
界
は
、「
限
り
な
い
開
け
に
於
い
て
あ
る
世
界
と
し

て
」
開
か
れ
る
。「
世
界
は
、
世
界
な
ら
ず
し
て
、
世
界
な
り
」

で
あ
る
。
ま
た
二
重
化
し
て
閉
じ
た
人
間
は
、
そ
の
開
か
れ
た

世
界
に
於
い
て
あ
る
存
在
と
し
て
再
び
蘇
る
。
そ
の
人
は
も
は

や
、「
我
は
、
我
で
あ
っ
て
、
我
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と

も
、「
我
は
、
虚
無
だ
」
と
も
い
わ
な
い
。
そ
の
人
は
い
う
、「
我

は
、
我
な
ら
ず
し
て
、
我
な
り
」（
上
田
閑
照
）。

そ
の
上
田
閑
照
は
、
人
間
存
在
を
「
限
り
な
い
開
け
に
於
い

て
あ
る
世
界
に
於
い
て
あ
る
」
二
重
世
界
内
存
在
と
し
て
捉
え

た
が
、
そ
の
場
合
の
「
世
界
」
そ
の
も
の
が
、〈
自
然
的
・
歴
史

社
会
的
／
歴
史
社
会
的
・
自
然
的
〉
世
界
と
し
て
さ
ら
に
二
重

化
し
た
世
界
で
あ
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
を
考

慮
に
い
れ
る
と
人
間
存
在
は
、「
限
り
な
い
開
け
に
於
い
て
あ
る
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二
重
化
し
た
世
界
に
於
い
て
あ
る
」
三
重
世
界
内
存
在
で
あ
る

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
の
世
界
と
人
間
存
在
の
根
本
機
制
に
宗
教
的
次
元
が
含

ま
れ
る
根
拠
が
あ
る
。
本
稿
は
、こ
の
根
本
機
制
を
基
礎
に
「
宗

教
と
社
会
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
論
じ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

Ⅲ　
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
考	

	

―
―
そ
の
原
義
を
手
が
か
り
に
し
て
―
―

周
知
の
通
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
のcom

m
unication

の
語
源

は
ラ
テ
ン
語
のcom

m
unicatio

で
あ
り
、
こ
の
名
詞
の
動
詞
形

はcom
m

unico

で
あ
る
。
最
も
標
準
的
で
信
頼
で
き
る
、C

.T. 

Lew
is and C

. Short

に
よ
る
改
訂
版
ラ
テ
ン
語
辞
典
（A

 Latin 

D
ictionary

、O
xford

）
に
よ
る
と
、
こ
の
言
葉
の
基
本
的
な
意

味
は
二
つ
あ
る
。

す
な
わ
ち
第
一
に
、「To divide som

ething w
ith one 

w
hether in giving or receiving

」、
第
二
に
、「to m

ake 

com
m

on

」
と
い
う
原
義
を
あ
げ
て
い
る
。
驚
く
ほ
ど
単
純
明

快
で
、
か
つ
本
質
を
的
確
に
言
い
当
て
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

場
所
論
的
観
点
か
ら
少
し
丁
寧
に
立
ち
入
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る

最
も
基
礎
的
な
作
用
と
し
て
構
造
を
取
り
出
し
て
み
た
い
。　

ま
ず
こ
こ
で
は
、
こ
の
原
義
を
手
が
か
り
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
と
は
い
か
な
る
事
態
で
あ
る
か
を
、「
何
か
を
、
誰
か

と
、
相
互
行
為
（
＝
相
互
作
用
）
の
中
で
（in

）、
分
か
ち
合
う

現
実
性
」
の
具
体
例
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
最
初
原
的
な

実
例
と
し
て
、
空
腹
で
泣
く
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
、
お
乳
を
与

え
る
母
親
の
現
実
性
（
姿
）
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

母
子
関
係
に
視
ら
れ
る
よ
う
に
元
来
、
家
族
と
は
、
最
も
初
原

的
な
「
分
か
ち
合
い
」
の
形
態
と
し
て
（
間
違
っ
て
も
「
奪
い

合
い
」
で
は
な
い
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
現
実
性

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
解
明
は
、人
間
の
経
験
と
し
て
の「
社
会
」

の
原
型
が
い
か
な
る
現
実
性
の
経
験
で
あ
る
か
を
つ
か
む
手
が

か
り
に
な
る
は
ず
だ
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
語
の
根
本
義
は
、
ま
ず｢

分

ち
合
う
こ
と｣

を
意
味
す
る
。
こ
の
理
解
は
新
鮮
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
に
わ
れ
わ
れ
は
、
改
め
て
、「
分
か
ち
合
う
」
と
い
う
こ

と
が
い
か
な
る
事
態
な
の
か
を
根
本
か
ら
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
根
本
義
が
「
分
か
ち
合
い
の
現
実

性
」
の
こ
と
だ
と
す
る
と
、
場
所
論
的
統
合
論
か
ら
そ
れ
を
捉
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え
直
す
と
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
は
、
ま
ず
、
統
合
化

作
用
の
自
己
伝
達
（
聖
霊
の
は
た
ら
き
）
即
自
己
実
現
（
作
用

的
一
）
と
し
て
の
「
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
現
実
性
」
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
捉
え
還
し
が
で
き
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
、
分
か
ち
合
い
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、

統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
愛
の
現
実
性
の
こ
と
だ
と
言
い
換

え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
「
愛
」
と

は
、
こ
の
よ
う
に
相
互
に
翻
訳
可
能
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
了

解
で
き
る
。
無
論
、「
平
和
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

愛
の
現
実
性
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
場
所
論
的
統
合
論
の

基
礎
的
視
座
か
ら
い
う
と
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
は
、

統
合
化
作
用
の
場
の〈
は
た
ら
き
〉（G

↓
）の
自
己
伝
達（G
「
↓
・

in

」）
即
自
己
実
現
（
作
用
的
一
）
と
し
て
の
場
所
の
〈
い
と

な
み
〉︷（G

「
↓
・in

」 W
M

）
↓
︸
と
し
て
の
現
実
性
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
（
分
か
ち
合
う
こ
と
）」
と
い
う
概
念
に
は
、
場
所
論
的

統
合
論
と
し
て
は
、「
統
合
化
作
用
と
そ
の
自
己
伝
達
即
自
己
実

現
」
と
い
う
垂
直
軸
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

試
論
で
は
、特
に「
統
合
化
作
用
と
そ
の
自
己
伝
達
即
自
己
実
現
」

を
意
味
す
る
場
合
は
、
厳
密
を
期
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
作
用
」
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
作
用
」
と
し
て
の
「
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
（
分
か
ち
合
い
）
の

現
実
性
」を「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」と
い
う
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、
し
た
が
っ
て
、
場
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
論
に
お
け
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
意
味
に
は
、「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
」
の
意
味
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
場
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
考
え

方
に
一
定
の
定
義
を
与
え
て
み
る
と
、「
場
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
」
論
と
は
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
（
分
か
ち
合
い
）
の

現
実
性
（
場
所
の
〈
い
と
な
み
〉）
と
し
て
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
を
、
統
合
化
作
用
と
し
て
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
作
用
」（
場
の
〈
は
た
ら
き
〉）
の
自
己
伝
達
即
自
己
実
現
（
作

用
的
一
）
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、　

｢
場
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン｣

論
の
基
礎
的
機
制
で
あ

る
。「
宗
教
と
社
会
」
と
い
う
根
本
的
な
テ
ー
マ
を
括
る
た
め
に

は
宗
教
論
的
一
般
理
論
が
要
請
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
般
理
論
は

宗
教
自
体
の
内
在
的
原
理
に
基
づ
か
な
く
て
は
な
ら
い
が
、｢

場
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン｣

論
の
基
礎
的
機
制
は
、
要
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請
さ
れ
る
宗
教
論
的
一
般
理
論
の
理
論
的
基
礎
た
り
え
る
だ
ろ

う
か
。

こ
の
基
礎
的
機
制
に
基
づ
い
て
、
そ
の
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
契
機
が
、
す
な
わ
ち
、「
何
か
」、「
人
」、「
相
互
作
用
＝

相
互
行
為
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
が
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現

実
性
（
分
か
ち
合
い
）
の
契
機
と
し
て
成
り
立
つ
。
つ
ま
り
、

統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
実
性

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
を
媒
介
に
し
て
現
実
化
す
る
が
、
そ
の

媒
介
と
し
て
の
契
機
は
、
統
合
化
作
用
と
し
て
の
「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
」（
の
場
の
〈
は
た
ら
き
〉）
の
自
己
伝
達
即

自
己
実
現
（
作
用
的
一
）
の
媒
介
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
（
分
か
ち
合
い
）
と
し
て
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
契
機
は
二
重
の
意
味
で
媒
介
の
意
味
を

も
つ
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
作
用
の
媒
介
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
介
で
あ
る
。

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
介
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
作
用
の
媒
介
で
あ
る
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
は
、「
分
ち
合
う
こ
と
」
だ
が
、

そ
れ
は「
何
か
」を
分
ち
合
う
こ
と
で
あ
る
。そ
の
場
合
、そ
の「
何

か
」
は
「
必
要
な
も
の
」
と
い
う
本
質
を
帯
び
る
が
、
そ
れ
は
、

統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
契
機
と

し
て
具
体
的
に
は
「
必
要
な
も
の
」
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、「
必
要
な
も
の
を
分
か
ち
合
う
こ

と
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

例
え
ば
、
母
が
子
に
与
え
、
子
が
母
か
ら
受
け
取
る
ミ
ル
ク

を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
。
身
体
は
そ
れ
自
体
統
合
化
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

ミ
ル
ク
は
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
子
の
空
腹
を
満
た
す
た
め

に
「
必
要
な
も
の
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
も
の
」
と
し
て

ミ
ル
ク
は
、
母
と
子
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
必
要
な

も
の
を
分
か
ち
合
う
こ
と
）
の
媒
介
で
あ
る
。
し
か
し
、「
場
所

論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
論
の
観
点
か
ら
い
う
と
、
こ
の

媒
介
は
同
時
に
統
合
化
作
用
（G

↓
）
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
作
用
（G

「
↓
・in

」） 

の
自
己
伝
達
即
自
己
実
現
（G

 

in
）
の
媒
介
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
の
作
用
的
一
と
し
て
の

媒
介
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
神
的
・
世
界
的
／
人
的
」
で
あ
る
と

い
え
る
。
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
（
必
要
な
も
の
の
分
か
ち
合
い
）

と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
契
機
は
、
こ
の
よ
う
に
二
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重
の
意
味
で
媒
介
で
あ
る
。
人
に
対
す
る
行
為
は
、
そ
の
ま
ま

神
に
対
す
る
行
為
を
意
味
し
、
母
が
子
に
与
え
る
ミ
ル
ク
は
、

神
へ
の
捧
げ
も
の
で
も
あ
る
。

「
必
要
な
何
か
」
を
分
け
合
う
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
媒
介
の
こ
の
契
機
に
、
人
間
が
そ
こ
に
お
い
て
生
き
死
に
す

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
〈
世
界
〉
へ

の
地
平
が
あ
る
。
こ
こ
を
契
機
に
人
間
は
世
界
内
存
在
で
あ
る

と
い
え
る
。
ま
た
、「
必
要
な
何
か
」
を
分
か
ち
合
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
合
、「
何
」
が
必
要
な
も
の
と
し
て

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
介
に
な
る
か
に
よ
っ
て
、
統
合
化

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（「
分
か
ち
合
い
」

の
現
実
性
）
の
座
、質
、形
態
、様
態
，位
相
が
決
ま
る
。「
身
体
」、

「
物
」、「
言
語
」、「
情
報
」、「
物
語
」、「
商
品
」、「
貨
幣
」、「
資
本
」、

「
権
力
」
等
等
が
す
ぐ
思
い
つ
く
。H

om
o loquens

と
し
て
の

人
間
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
媒
介
の
座
」
は
「
身

体
か
ら
言
語
へ
」
と
転
位
す
る
が
、
本
試
論
に
お
い
て
わ
れ
わ

れ
は
、「
自
然
的
・
歴
史
社
会
的
／
歴
史
社
会
的
・
自
然
的
」
世

界
と
そ
の
中
の
人
間
を
そ
の
転
位
が
も
た
ら
す
統
合
化
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
張
」
と
し
て
捉
え

て
み
た
い
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
は
「
必
要
な
も
の
」
を
分
か
ち

合
う
こ
と
で
あ
る
が
、そ
れ
は
、「
誰
か
」と
分
か
ち
合
う
こ
と
だ
。

こ
の
「
誰
か
人
」
は
、
分
か
ち
合
う
と
い
う
統
合
化
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
の
現
実
性
を
行
為
と
し
て
実
現
す
る
相
互
行
為
の
主
体

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
実
性
は
、
何

か
を
分
ち
合
う
現
実
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
あ
げ
る
⇅
う
け

と
る
」
と
い
う
相
互
行
為 (interaction)

＝
相
互
作
用
と
そ
の

主
体(

＝
相
互
主
体
性 intersubjectivity

と
し
て
の
人
＝
身
体
／

人
格)

を
媒
介
に
実
現
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
実

性
を
媒
介
す
る
相
互
行
為
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
で
あ

り
、
八
木
誠
一
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
主
体
を
コ

ミ
ュ
ニ
カ
ン
ト
と
呼
ぶ
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
極
と
し

て
の
コ
ミ
ュ
ニ
カ
ン
ト
を
相
互
主
体
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
行
為
に
お
い
て
実
現
す
る
現
実
性
で
あ
る
。
逆
に
、
人
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
カ
ン
ト
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
し
て
実
現
す
る
そ
の
行
為
主
体
と
し
て

成
り
立
つ
と
い
え
る
。「
愛
す
る
人
は
神
を
知
る
」
と
言
わ
れ
と

き
の
、「
愛
す
る
人
」
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
主
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体
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
カ
ン
ト
の
こ
と
で
あ
る
。

場
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎
機
制
に
し
た
が
え

ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用

の
自
己
伝
達
即
自
己
実
現
（
作
用
的
一
）
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
れ
を
媒
介
に
実
現
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
行
為
と
コ
ミ
ュ
ニ
カ
ン
ト
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用

そ
の
も
の
の
自
己
伝
達
即
自
己
実
現
の
媒
介
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
（G

「
↓
・in

」）
は
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
あ
げ
る
⇅
受
け
取
る
」
と
い
う
相
互
行

為 (interactions)

と
し
て
の
個
々
の
行
為
と
そ
の
極
と
し
て
の

相
互
主
体
（
コ
ミ
ュ
ニ
カ
ン
ト
）
の
中
に
（in
）
自
己
を
実
現

す
る
と
い
え
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
は
コ
ミ
ュ
ニ
カ

ン
ト
の
覚
証
と
し
て
知
ら
れ
る
。

先
に
、「
必
要
な
も
の
」
を
分
け
合
う
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
契
機
に
、
人
間
が
そ
の
中
に
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
〈
世
界
〉
へ
の
地
平
が
あ
る
と
言

っ
た
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
誰
か
」
と
分
け
合
う
と

い
う
「
相
互
行
為
」
の
主
体
の
契
機
に
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
人
間
関
係
の
〈
人
称
的
〉
世
界
へ
の
地
平

が
あ
る
。

さ
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
辞
書
は
、
第
二
の
意
味
と
し

て
簡
潔
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
「to m

ake com
m

on

」

の
意
味
だ
と
い
う
。こ
の
意
味
は
、共
同
体
形
成
の
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、分
か
ち
合
う
共
通
の
も
の
、共
有
化
で
き
る
も
の（
例

え
ば
、
乳
、
パ
ン
、
身
体
、
言
語
、
情
報
、
労
働
、
土
地
、
家

な
ど
）
を
媒
介
に
、通
じ
合
う
共
通
の
世
界
が
統
合
体
（
共
同
体
）

と
し
て
形
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
本
試
論
で
統
合
化
プ

ロ
セ
ス
の
現
実
性
（actuality/reality

）
と
し
て
論
じ
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現

実
性
と
し
て
の
動
的
「
分
か
ち
合
い
の
複
合
系
」
を
本
試
論
で

は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
と
は
、
共
同
体
（
統
合
体
）
形
成

作
用
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
そ
の
作
用
の
現
実

化
と
し
て
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
の
こ
と

で
あ
る
。

空
腹
を
抱
え
た
二
人
が
一
つ
残
っ
た
パ
ン
を
分
け
合
う
、
そ

の
と
き
，
そ
こ
に
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
実
現
す
る
統
合
化
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
の
動
的
現
実
性
全
体
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
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シ
ス
テ
ム
」（「
分
か
ち
合
い
の
複
合
系
」）
と
言
え
ば
、「
社
会
」

と
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
分
か
ち
合
い
の
複
合
系
」
と

し
て
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
と
い

え
る
。

こ
の
観
点
か
ら
、com

m
unis

（
古
形com

m
oinis

）
に
由
来

す
るcom

m
on

と
い
用
語
を
そ
の
原
義
に
即
し
て
も
う
い
ち
ど

捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
従
来
、com

m
on

と
い
用
語

は
統
一
の
意
味
で
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
統
一
は
、
統
合

の
現
実
の
一
面
、
す
な
わ
ち
そ
の
統
一
面(unity/uniform

ity)

と
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
共
通
性
、
同
一
性
、
均
質
性
、
均
等
性
、

秩
序
性
と
し
て
成
り
立
つ
。
し
か
し
、com

m
on

は
、
む
し
ろ
、

統
合
化
作
用
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
（
分
か
ち

合
う
は
た
ら
き
）
の
自
己
伝
達
即
自
己
実
現
で
あ
る
統
合
化
プ

ロ
セ
ス
（「
分
か
ち
合
い
の
複
合
系
」
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
）
の
現
実
性
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ

わ
れ
は
、com

m
on

を
端
的
に
本
義
に
即
し
て
〈
統
合
〉
の
意

味
で
理
解
す
る
方
が
認
識
と
し
て
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、to m

ake com
m

on

だ

と
い
う
と
き
、
そ
の
意
味
は
単
にto m

ake unity

で
な
く
、to 

m
ake integrity 

、
ま
た
はto m

ake w
hole

と
い
う
意
味
で
解
す

る
方
が
本
義
に
近
い
で
あ
ろ
う
。to m

ake unity 

（
統
一
形
成
）

は
ど
こ
ま
で
もto m

ake integrity (

統
合
形
成)

へ
向
け
て
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、com

m
on sense

と
い
う
重
要
な
概
念
が
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
遡
れ
る
概
念
だ
が
、こ
れ
は
通
常
、「
常

識
」、「
共
通
感
覚
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
本
義
に

即
し
て
「
統
合
感
覚
」（sense of integrity

）
と
直
訳
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
身
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
作
用
の
自
己
伝
達
即
自
己
実
現
と
し
て
の
感
覚
、
す
な
わ
ち
、

統
合
化
作
用
の<

実
現
感
覚>

の
こ
と
で
あ
る
。
統
合
感
覚
が
、

「
常
識
」、「
共
通
感
覚
」
を
基
礎
づ
け
る
感
覚
な
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
統
合
感
覚
こ
そ
が
、
共
同
体
（
＝
社
会
）
形

成
感
覚
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
統
合
感
覚
と
し
て

の
自
由
と
愛
と
正
義
は
、
総
じ
て
平
和
は
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス

の
感
覚
と
し
て
統
合
体（
共
同
体
）形
成
感
覚
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
て
、com

m
unication

と
い
う
言
葉
の
成
り
立
ち
、
ま
た

そ
こ
か
ら
了
解
で
き
る
こ
の
言
葉
の
原
義
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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動
詞com

m
unico

は
、
形
容
詞com

m
unis

を
ベ
ー
ス
に
し

て
、
作
為
動
詞
を
作
る
構
成
要
素ic

を
加
え
た
形
と
し
て
で
き

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
語
は
、
接
頭
語com

と
語
根m

u

か
ら
で
き
て
い
る
が
、
問
題
は
語
根m

u 

で
あ
る
。
ル
イ
ス
と

シ
ョ
ー
ト
は
、「
結
び
つ
け
る
」
と
い
う
意
味
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
語
根m

av-
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
のm

u

を
語

根
に
し
た
重
要
な
言
葉
が
多
く
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
にm

unus

が
あ
る
。
辞
書
に
は
そ
の
意
味
と
し
て
、（
１
）
義
務
、
責
務
、

（
２
）
任
務
、
職
務
、（
３
）
負
担
、
賦
課
、（
４
）
好
意
、
寛
大
、

親
切
、（
５
）
葬
礼
、（
６
）
贈
物
、（
７
）
捧
物
、
霊
前
の
供
物
、

（
８
）
公
の
催
物
、見
世
物
（
特
に
剣
闘
士
に
よ
る
シ
ョ
ウ
）、（
９
）

個
人
の
出
資
で
建
て
た
公
の
建
物
、（
10
）
賄
賂
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
い
て
い
い
こ
と
は
、
こ
れ

ら
の
意
味
の
根
底
に
あ
る
の
は
、「
贈
与
論
的
」
世
界
経
験
の

感
覚
（
＝
意
味
づ
けsense

）
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
贖
罪
論
的
」

宗
教
論
は
こ
の
贈
与
論
的
世
界
了
解
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
に
基

づ
い
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
、こ
のm

unus

を
イ
ン
ド
＝

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
のm

ei (

贈
与
す
る)

に
関
連
づ
け
て
、
こ
の

語
が
一
方
で
「
贈
物
、
感
謝
」
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
他
方

で
公
的
な
「
責
務
、
任
務
」
を
意
味
す
る
点
に
注
目
し
て
い
る0

。

ま
た
、こ
の
語m

unus 

か
ら
派
生
す
るm

unis

（
義
務
が
あ
る
）、

im
m

unis

（
義
務
が
な
い
）、com

m
unis

（
共
通
の
、
公
共
的
な
）

等
の
用
語
が
共
同
社
会
的
性
格
の
強
い
形
容
詞
で
あ
る
言
う
。

C
om

m
unis

は
ゲ
ル
マ
ン
語
系
ゴ
ー
ト
語
のga-m

ains

（
共
通
の
）

と
対
応
す
る
。

M
unus

の
語
根
のm

u

をm
av

（
結
び
つ
け
る
）
と
す
る

か
、m

ei

（
贈
与
す
る
）
と
す
る
か
、
そ
の
判
断
は
こ
こ
で
は
措

く
と
し
て
、m

unus

の
同
じ
語
根m

u

か
ら
派
生
す
る
名
詞
に

m
oenia

（m
unus 

の
古
形
正
字
法m

oenus

）
が
あ
る
。
こ
の
言

葉m
oenia

は
、（
１
）
周
壁
、防
壁
、城
壁
、（
２
）
設
堡
、防
御
、

（
３
）
周
壁
の
あ
る
都
市
、（
４
）
建
造
物
等
を
意
味
す
る
。
要

す
る
に
、
壁
と
そ
れ
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
構
築
物
を
意
味
す
る
。

バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
、m

unus

に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
る
が
、

同
類
語
のm

oenia

に
つ
て
も
、
ま
た
動
詞m

unio

に
つ
い
て

も
論
及
し
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、com

-m
unico

の
語
幹
で
あ

る
動
詞m

unio
（
古
形m

oenio

）
に
ま
で
語
源
を
遡
っ
て



2 ――― 東西宗教研究　第 1 号・211 年

com
m

unication

の
原
意
が
い
か
な
る
経
験
の
感
覚
を
表
現
（
意

味
）
し
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
。

動
詞m

unio
が
意
味
す
る
「
は
た
ら
き
」
は
、
極
め
て
単
純

で
あ
る
。
ル
イ
ス
と
シ
ョ
ー
ト 

に
よ
る
と
、
二
つ
の
意
味
系
統

が
あ
り
、
そ
の
二
つ
は
矛
盾
す
る
。
一
つ
は
、
壁
の
な
い
と
こ

ろ
に
「
壁
を
築
く
」
と
い
う
意
味
だ
。
も
う
少
し
敷
衍
し
て
言

え
ば
、「
壁
を
築
き
、
人
や
物
を
そ
の
壁
で
囲
い
、
そ
れ
を
そ

れ
と
し
て
成
り
立
た
せ
、
守
り
、
保
護
す
る
」
こ
と
（
は
た
ら

き
）
を
意
味
す
る
。M

unio 

は
、
壁
を
築
く
（to w

all

）
こ
と
、

そ
の
労
働
で
あ
り
、
労
働
の
結
果
、
で
き
あ
が
る
壁
がm

oenia 

(w
all)

で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
意
味
は
、路
の
な
い
と
こ
ろ
に「
路

を
拓
く
」
と
い
う
意
味
の
系
統
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
が
「
壁
」

に
な
っ
て
通
行
で
き
な
い
、
そ
こ
に
険
し
い
山
路
を
拓
く
。
ま

た
河
に
橋
を
架
け
て
通
行
可
能
な
現
実
性
に
変
え
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
要
す
る
に
壁
を
壊
し
て
通
路
を
拓
く
こ
と
を
意
味
す

る
。
動
詞m
unio

が
意
味
す
る
こ
の
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
は
た

ら
き
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
原
義
を
辿
り
、
そ
の
本
質
を
解
明
す
る
こ
と
の
要
諦
は

ど
う
や
ら
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
え
るa

。
わ
れ
わ
れ
は
、
言
葉

の
概
念
分
析
が
そ
の
ま
ま
実
在
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
は

考
え
な
い
が
、
生
け
る
経
験
と
し
て
の
実
在
は
言
葉
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
る
限
り
、
換
言
す
れ
ば
、
言
葉
が
経
験
と
し
て
の
実

在
の
表
現
で
あ
る
限
り
、
言
葉
は
、
実
在
の
自
己
開
示
と
し
て

反
省
の
手
が
か
り
に
な
る
。

こ
の
言
葉
は
、
古
代
人
の
「
社
会
」
生
活
の
実
践
的
経
験
か

ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
が
、
わ
た
し
は
、
こ
の
よ
う
な
言

葉
を
創
り
出
す
古
代
人
の
鋭
い
〈
生
〉
の
感
覚
に
驚
き
を
禁
じ

得
な
い
。
と
言
う
の
は
、
こ
の
言
葉
が
、
人
間
に
お
け
る
〈
い

の
ち
〉
の
「
い
と
な
み
」
と
し
て
の
「
社
会
」
生
活
（
総
じ
て

人
間
の
〈
い
の
ち
〉
の
「
い
と
な
み
」
全
体
）
が
成
り
立
つ
、

そ
の
成
り
立
ち
の
根
本
に
働
く
〈
は
た
ら
き
〉
を
余
り
に
も
的

確
に
言
い
当
て
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
動
詞

m
unio

は
、「
壁
を
築
く
」
行
為
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
言
い
換

え
れ
ば
、壁
で
一
定
の
空
間
を
外
部
に
対
す
る
内
部
と
し
て
〈
閉

じ
る
〉
は
た
ら
き
を
意
味
す
る
。
他
方
ま
た
、
動
詞m

unio

は
、

「
路
を
拓
く
」
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
壁
で
遮
断
さ
れ
、
閉
じ
ら

れ
た
内
部
空
間
に
通
路
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
部
に
対
し

て
〈
開
く
〉
は
た
ら
き
の
こ
と
だ
。
こ
こ
ま
で
辿
れ
ば
、
動
詞
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m
unio

は
、「
閉
じ
る
」
は
た
ら
き
と
「
開
く
」
は
た
ら
き
、「
開

く
」
は
た
ら
き
と
「
閉
じ
る
」
は
た
ら
き
が
相
入
相
即
と
し
て

成
り
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
が
了
解
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
動
詞m

unio

は
、「
開
閉
相
入
相
即
」
と
し
て

の
は
た
ら
き
を
意
味
す
る
。
扉
は
そ
の
「
は
た
ら
き
」（
双
面
神

ヤ
ー
ヌ
ス
）
の
象
徴
で
あ
る
。

以
上
で
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
統
合
化
作
用
を
意
味
す
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
（com

m
unication

）
は
、「
開

閉
相
入
相
即
」
作
用
（
以
下
、
開
閉
作
用
）
を
意
味
す
る
動

詞m
unio

を
語
幹
と
し
て
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
統
合
化
作
用
（
神
＝

G

↓
）
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
（G
「
↓
・in 

」）

の
内
容
は
「
開
閉
作
用
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、

そ
の
統
合
化
作
用
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
の
自

己
実
現
が
、
分
か
ち
合
い
の
複
合
系
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
統

合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」

で
あ
り
、そ
の
系（
シ
ス
テ
ム
）は
、単
な
る「
開
」の
系
で
も
、「
閉
」

の
系
で
も
な
く
、「
開
閉
」
の
機
能
と
構
造
を
も
つ
複
合
系
（
シ

ス
テ
ム
の
シ
ス
テ
ム
）
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
八
木
誠
一
は
、
宗
教
論
的
一
般
理

論
を
場
所
論
的
統
合
論
と
し
て
展
開
し
て
み
せ
た
。
そ
こ
で
、

八
木
は
、
伝
統
宗
教
に
お
い
て
一
次
言
語
と
し
て
機
能
し
、
保

持
さ
れ
て
き
た
、「
神
」、「
ダ
ル
マ
」、「
無
」、「
空
」
と
い
っ
た

根
本
語
を
そ
の
は
た
ら
き
の
内
容
に
即
し
て
「
統
合
（
化
）
作

用
」
と
言
い
換
え
、
二
次
言
語
化
し
た
。
場
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
統
合
化
作
用
」
は
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
」
と
し
て
、
さ
ら
に
「
開
閉
作
用
」

と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
統
合
論
は
開
閉
論
で
あ

る
。
伝
統
宗
教
に
お
け
る
一
次
言
語
と
し
て
の
根
本
語
は
、「
開

閉
作
用
（
の
場
）」
を
意
味
す
る
。
統
合
論
に
お
い
て
は
極
性
が

統
合
性
を
含
意
す
る
、
ま
た
逆
に
統
合
性
が
極
性
を
含
意
す
る

が
、
そ
れ
は
、
開
閉
作
用
の
自
己
伝
達
即
自
己
実
現
（
作
用
的

一
）
と
し
て
の
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
（
作
用
の
構
造
化
／

構
造
の
作
用
化
）
と
し
て
閉
は
開
を
、
開
は
閉
を
含
意
す
る
構

造
の
こ
と
だ
。

統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
に
は
、
自
極
と
し
て
の
内
部
形

成
的
自
己
形
成
の
内
部
境
界
面
（
閉
）
が
、
外
部
境
界
面
（
開
）

と
し
て
他
極
の
内
部
形
成
的
自
己
形
成
の
契
機
に
な
る
と
い
開
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な
も
う
一
つ
の
捉
え
還
し
、
読
み
換
え
を
可
能
に
す
る
。
す
な

わ
ち
、〈
い
の
ち
〉
と
い
う
概
念
に
明
確
な
内
容
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

〈
い
の
ち
〉
と
い
う
概
念
は
い
か
な
る
内
容
な
の
か
。
わ
れ
わ

れ
の
場
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
視
点
か
ら
〈
い
の

ち
〉
と
い
う
言
葉
に
概
念
内
容
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。〈
い
の
ち
〉
と
は
、
す
な
わ
ち
、

統
合
化
作
用
と
し
て
の
「〈
い
の
ち
〉
の
〈
は
た
ら
き
〉」、
そ
の

自
己
伝
達
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
）
即
自
己
実
現
（
作

用
的
一
）
で
あ
る
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
と
し
て
の
「〈
い
の

ち
〉
の
〈
い
と
な
み
〉」（
分
か
ち
合
い
の
複
合
系
と
し
て
の
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」）
の
全
体
を
〈
い
の
ち
〉
と

い
う
。
宗
教
は
、
本
来
、
こ
の
意
味
で
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
を
〈
い
の
ち
〉
と
し
て
問
題
に
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
、
た
と
え
ば
「
仏
の

御
い
の
ち
」（
道
元
）、ま
た
「
キ
リ
ス
ト
（
イ
エ
ス
）
の
い
の
ち
」

（
パ
ウ
ロ
）
等
の
言
表
に
は
っ
き
り
と
そ
の
表
現
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
明
確
に
な
る
。「
い
の
ち
」
と

閉
作
用
と
し
て
の
構
造
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
極
が
自
極
と
し

て
ど
こ
ま
で
も
自
己
形
成
的
に「
閉
じ
る
こ
と
」を
意
味
す
る
が
、

そ
の
「
閉
」
が
、
す
な
わ
ち
そ
の
内
部
形
成
的
自
己
形
成
の
内

部
境
界
面
が
、
外
部
境
界
面
と
し
て
他
極
の
内
部
形
成
的
自
己

形
成
の
契
機
と
し
て
「
開
か
れ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
わ
れ

わ
れ
は
こ
こ
に
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
開
閉
作
用
の
構
造

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

仏
教
は
、
こ
の
事
態
を
伝
統
的
に
「
空
の
故
に
縁
起
、
縁
起

の
故
に
空
」
と
言
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
上
田
閑
照
は
、

こ
の
作
用
構
造
に
即
し
て
、「
我
は
、
我
な
ら
ず
し
て
、
我
な
り
」

と
い
う
。
同
様
に
、「
世
界
は
、
世
界
な
ら
ず
し
て
、
世
界
な
り
」

と
も
い
え
る
は
ず
だ
。
場
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
と
し
て
の
開
閉
作
用
の
観
点
か
ら
、

上
田
の
二
重
世
界
内
存
在
の
表
現
を
言
い
換
え
る
と
こ
う
な
る

だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
人
間
存
在
は
、「
限
り
な
い
開
閉
作
用
の

場
に
於
い
て
あ
る
世
界
に
於
い
て
あ
る
」
作
用
構
造
と
し
て
成

り
立
つ
。

こ
の
宗
教
の
一
般
化
と
し
て
の
言
い
換
え（
二
次
言
語
化
）は
、

「
宗
教
と
社
会
」
と
い
う
本
稿
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
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う
と
、
客
観
主
義
的
科
学
的
一
般
シ
ス
テ
ム
理
論
に
自
覚
に
基

づ
い
た
内
在
的
・
超
越
的
根
拠
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
、
一

般
シ
ス
テ
ム
理
論
の
新
し
い
可
能
性
を
拓
く
理
論
と
し
て
読
め

る
。
具
体
的
に
は
、
八
木
の
宗
教
理
論
と
し
て
の
統
合
理
論
を

一
般
シ
ス
テ
ム
理
論
に
お
け
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
オ
ー
ト
オ
イ
エ
シ
ス
（A

utopoiesis

）
理
論
、
ま

た
自
己
組
織
化
理
論
と
つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教

理
論
を
一
般
シ
ス
テ
ム
理
論
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
場
所
論
と
し
て
の
宗
教
論
的
統
合
理
論

に
お
け
る
統
合
概
念
を
構
成
す
る
極
性
と
統
合
性
と
の
概
念（
連

関
）
が
、
宗
教
論
的
統
合
理
論
と
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て

の
社
会
理
論
と
を
結
び
つ
け
る
交
点
と
し
て
機
能
す
る
は
ず
で

あ
る
。

新
し
い
一
般
シ
ス
テ
ム
理
論
の
新
し
さ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

と
い
う
と
、
シ
ス
テ
ム
を
す
で
に
構
成
さ
れ
た
相
で
捉
え
る
の

で
は
な
く
、
シ
ス
テ
ム
を
生
成
の
相
（status nascendi

）
で
捉

え
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
八
木
の
宗
教
論
的
統
合
論
は
、

ま
さ
に
自
覚
に
お
い
て
シ
ス
テ
ム
を
そ
の
生
成
の
相
で
捉
え
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
シ
ス
テ
ム
の
内
在
的
超
越
的
根
拠
の

い
う
言
葉
も
、「
社
会
」
と
い
う
言
葉
も
そ
れ
ぞ
れ
は
、
統
合
化

作
用
と
し
て
の「〈
い
の
ち
〉の〈
は
た
ら
き
〉」の
自
己
伝
達（
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
）
即
自
己
実
現
（
作
用
的
一
）
で
あ

る
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
現
実
性
（「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ

ス
テ
ム
」）
と
し
て
の
「〈
い
の
ち
〉
の
〈
い
と
な
み
〉」
と
い
う

意
味
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、
相
互
に
翻
訳
可
能
な
言
葉
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。
も
し
そ
う
な
ら
、
宗
教
は
、
も
と
も
と
、
統

合
化
作
用
の
自
己
伝
達
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用

（
聖
霊
の
は
た
ら
き
）
と
そ
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
レ
ム
」
を
〈
い
の
ち
〉
と
し
て
、ま
た
〈
社

会
〉と
し
て
問
題
に
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。あ
る
い
は
、

逆
に
宗
教
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て

の
〈
い
の
ち
〉
と
〈
社
会
〉
を
統
合
化
作
用
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
作
用
（
開
閉
作
用
）
と
し
て
問
題
に
し
て
き
た
と
も
言

え
る
。　

お
わ
り
に

八
木
誠
一
の
宗
教
論
的
一
般
理
論
と
し
て
の
統
合
論
は
、
一

般
シ
ス
テ
ム
論
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
よ
り
精
確
に
い
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こ
のactuality/reality

の
区
別
と
関
係
に
つ
い
て
は
、木
村
敏
『
分

裂
病
の
詩
と
真
実
』（
河
合
文
化
教
育
研
究
所　

一
九
九
八
年
）
所

収
「
リ
ア
リ
テ
ィ
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
参
照
。

3
  

Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
は
、人
間
存
在
に
と
っ
て
の
「
世
界
」
は
単
な
る
「
自

然
的
」
世
界
で
は
な
く
、「
歴
史
的
な
自
然
そ
し
て
自
然
的
な
歴
史
」

（eine G
eschichtliche N

atur und eine natürliche G
eschichte

）

で
あ
る
と
い
う
。
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
／
Ｆ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
ド
イ

ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
廣
松
渉
編
訳
、
一
八
頁
（
河
出
書
房
新
社 

一
九
七
四
年
）

4
  

自
己
媒
介
的
と
は
、
一
般
シ
ス
テ
ム
理
論
と
し
て
のautopoiesis

シ
ス
テ
ム
理
論
に
お
い
て
「
自
己
準
拠
的
」（self-referential

）
と

言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
場
所
論
的
な
言
い
換
え
で
あ
る
。H

.R
.

マ

ト
ゥ
ラ
ー
ナ
／
Ｆ
・
Ｊ
・
ヴ
ァ
レ
ラ
『
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ

ス　

生
命
シ
ス
テ
ム
と
は
な
に
か
』
河
本
英
雄
訳
（
国
文
社　

一
九
九
六
年
）、
ル
ー
マ
ン
『
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
』（
上
、
下
）

佐
藤
勉
監
訳
（
恒
星
社
厚
生
閣　

一
九
九
七
年
）
参
照
。

5
  

八
木
誠
一
『
フ
ロ
ン
ト
構
造
の
哲
学
』（
法
蔵
館　

一
九
八
八
年
）

6
  

今
村
仁
司
『
交
易
す
る
人
間
（
ホ
モ
・
コ
ム
ニ
カ
ン
ス
）』（
講
談

社
選
書
メ
チ
エ　

二
〇
〇
〇
年
）。

7
 

丸
山
圭
三
郎
『
文
化
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』（
勁
草
書
房　

１
９
８
４
年
）
参
照
。

8
 

Ａ
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
『
ヘ
ー
ゲ
ル
読
解
入
門　
「
精
神
現
象
学
」
を
読

自
己
伝
達
即
自
己
実
現
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。

尚
、
本
稿
は
本
学
会
の
発
表
の
た
め
に
起
こ
し
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
原
稿
を
本
誌
用
に
縮
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
オ
リ

ジ
ナ
ル
原
稿
か
ら
「
は
じ
め
に
」、「
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

の
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
』
の
拡
張
」、
最
後
の

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
人
間
関
係
の
三

基
本
類
型
と
人
称
世
界
」
を
割
愛
し
、必
要
な
修
正
を
加
え
た
。 

注

1
  

八
木
誠
一
の
場
所
論
的
宗
教
言
語
と
そ
の
記
号
化
、
ま
た
本
学
会

内
で
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
本
学
会
誌
『
東
西
宗
教
研
究
』
二
号

（
二
〇
〇
三
年
）
所
収
、「『
一
』
の
座
と
し
て
の
身
体　

ー
場
所

論
の
記
号
的
表
現
に
つ
い
て
ー
」、『
同
』
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）

所
収
、「
場
所
論
序
説
」、『
同
』
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
所
収
、「
場

所
論
序
説
Ⅱ　

応
用
編
」、『
同
』
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
所
収
、

「
発
題
Ⅱ　

新
約
聖
書
に
お
け
る
場
所
論
（
非
人
格
主
義
的
神
学
）」

に
お
い
て
そ
の
展
開
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、『
新
約
思

想
の
構
造
』（
岩
波
書
店　

二
〇
〇
二
年
）、『
場
所
論
と
し
て
の

宗
教
哲
学　

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
交
点
に
立
っ
て
』（
法
蔵
館

　

二
〇
〇
六
年
）
参
照
。



 

む
』
上
妻
精
／
今
野
雅
方
訳　

三
八
七
頁
（
国
文
社　

一
九
二
二

年
）

9
    

例
え
ば
、
廣
松
渉
『
世
界
の
共
同
主
観
的
存
在
構
造
』（
勁
草
書
房

　

一
九
七
二
年
）
参
照
。

0
    

Ｅ
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
『
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
制
度
語
彙
集
』

II 

前
田
耕
作
監
修　

九
〇
頁
、一
八
〇
頁（
言
叢
社　

一
九
八
七
年
）

参
照
。

a
  

Ｇ
・
ジ
ン
メ
ル
が
、「
橋
と
扉
」
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、

実
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
義
を
探
っ
て
い
た
の
だ

と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。『
ジ
ン
メ
ル
著
作
集
』一
二
所
収（
白

水
社　

一
九
七
六
年
）
参
照
。



1 ――― 東西宗教研究　第 1 号・211 年

１　

学
の
受
容
継
承

学
部
生
時
代
か
ら
八
木
誠
一
氏
（
以
下
「
誠
一
」
氏
と
略
記
）

に
学
ん
で
き
た
八
木
洋
一
氏
（
以
下
「
洋
一
」
氏
と
略
記
）
の
、

い
わ
ば
「
ス
ン
マ
」（
大
全
）
と
で
も
言
う
べ
き
質
と
量
を
合
わ

せ
も
つ
大
作
で
あ
る
。
本
学
会
員
の
多
く
に
と
っ
て
、
た
と
え

大
学
や
研
究
機
関
に
安
定
し
た
ポ
ス
ト
を
得
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
が
直
接
に
後
継
者
を
育
て
る
の
に
必
ず
し
も

適
し
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
事
態
を
考
慮
す
る
と
、
両
八
木
氏

の
師
弟
関
係
は
学
の
受
容
と
継
承
に
お
い
て
貴
重
な
事
例
を
な

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
大
作
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
総
花
的

で
論
理
的
一
貫
性
に
欠
け
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る
が
、
今
回
の

洋
一
氏
の
発
表
は
誠
一
氏
の
「
場
所
論
的
」
神
学
お
よ
び
宗
教

哲
学
に
よ
っ
て
一
本
筋
が
通
っ
て
お
り
、
見
事
な
体
系
を
そ
な

え
て
い
る
。
し
か
も
誠
一
氏
に
よ
る
場
所
論
の
い
っ
そ
う
の
展

開
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
洋
一
氏
の
成
果
は
、
通
俗

的
な
「
護
教
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
、
語
彙
本
来
の
意
義
で

の
「apologia

」
に
な
り
え
て
い
る
。

ま
た
学
問
の
誠
実
性
を
訴
求
す
る
熱
意
溢
れ
る
格
調
高
い
文

体
が
特
徴
的
で
あ
る
。
人
格
か
ら
場
所
へ
の
転
回
が
洋
一
氏
の

主
張
す
る
よ
う
に
「
一
般
理
論
」
の
構
築
を
志
向
す
る
以
上
、

そ
れ
は
と
き
に
文
化
研
究
な
ど
の
領
域
で
散
見
さ
れ
る
よ
う
な

特
殊
事
例
の
羅
列
に
留
ま
ら
な
い
、
い
わ
ば
学
問
上
の
根
源
的

な
「
刷
新
」
さ
ら
に
は
「
革
命
」
を
目
指
す
も
の
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
洋
一
氏
の
そ
の
意
気
込
み
が
読
み
手
に
感
銘
を
与
え
る

の
で
あ
る
。

２　

記
号
化
の
意
義
と
将
来

誠
一
氏
の
場
所
論
的
神
学
さ
ら
に
は
宗
教
哲
学
に
関
し
て
本

学
会
で
も
議
論
を
呼
ん
で
き
た
の
は
、
わ
け
て
も
そ
の
独
自
な

記
号
化
と
い
う
方
法
論
で
あ
ろ
う
。
洋
一
氏
は
以
前
本
学
会
で

渡
辺
学
氏
よ
り
発
せ
ら
れ
た
見
解
を
記
号
化
の
否
定
と
解
し
て
、

レ
ス
ポ
ン
ス 

寺
尾
寿
芳



2 

本
発
表
で
は
厳
し
く
指
弾
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
心
情
は
十
分
理

解
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
見
解
は
少
々
す
れ
違
い
の

趣
を
呈
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
渡
辺
氏
は
記
号
論

理
学
の
い
わ
ば
常
識
的
な
立
場
か
ら
批
判
的
見
解
を
述
べ
て
い

る
。
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
記
号
は
真
理
値
を
持
ち
、
論
理

演
算
可
能
な
通
常
の
記
号
論
理
学
の
記
号
で
あ
る
。
し
か
し
誠

一
氏
の
記
号
化
は
本
人
が
過
去
の
大
会
お
よ
び
『
東
西
宗
教
研

究
』
誌
上
で
何
度
と
な
く
述
べ
て
い
る
よ
う
に
記
号
論
理
で
は

な
い
。
つ
ま
り
論
理
演
算
を
必
然
と
す
る
論
理
学
の
成
立
を
主

目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

評
者
自
身
の
見
解
を
こ
こ
で
開
陳
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た

だ
け
る
な
ら
ば
、
ま
ず
こ
う
し
た
記
号
化
の
是
非
に
つ
い
て
は

事
前
に
議
論
す
る
意
味
は
あ
ま
り
な
く
、
あ
く
ま
で
「
市
場
」

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
誠
一
氏
の
思
索
を

理
解
す
る
う
え
で
有
益
な
ら
ば
、
見
え
ざ
る
読
者
た
ち
は
自
発

的
に
そ
の
記
号
化
を
受
容
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
で
な
い
な

ら
ば
反
対
の
結
果
を
帰
結
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
評
者
個
人
と
し
て
は
、
誠
一
氏
の
記
号
化
の
利
点
は
、

そ
の
記
述
を
読
み
流
し
て
し
ま
う
こ
と
を
そ
の
独
自
な
記
号
が

禁
じ
、
た
え
ず
頻
出
す
る
記
号
表
現
を
確
認
す
る
手
順
を
要
請

し
、
そ
れ
が
結
果
的
に
じ
っ
く
り
と
読
み
解
く
こ
と
も
可
能
に

す
る
点
に
長
所
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
読
み
の
習
慣
を

も
た
ら
す
こ
と
だ
け
を
取
り
上
げ
て
も
、
重
要
な
成
果
だ
と
思

わ
れ
る
。
と
く
に
誠
一
氏
が
最
も
期
待
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ

る
主
著
類
の
将
来
的
な
英
訳
版
刊
行
に
あ
た
っ
て
、
適
切
な
訳

語
や
文
体
の
選
択
す
る
た
め
に
も
こ
の
記
号
は
き
わ
め
て
有
益

だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

３　

文
明
論
的
視
圏
か
ら
み
た
「
数
」	

	

へ
の
評
価

洋
一
氏
が
い
み
じ
く
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
お
け
る
身
体
か
ら
言
語
へ
と
い
う
「
媒
介
の
座
」
の

変
化
は
、
現
実
の
一
次
的
構
造
（
身
分
け
構
造
）
に
二
次
的
構

造
（
言
分
け
構
造
）
を
重
ね
る
こ
と
で
、
二
元
存
在
を
自
然
的

な
存
在
の
み
な
ら
ず
歴
史
的
社
会
的
存
在
へ
と
高
め
る
こ
と
に

貢
献
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
さ
ら
に
現
代
文
明
的
な
視
点

を
加
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、言
語
の
な
か
か
ら
さ
ら
に
「
数
（
数

値
）」
が
独
立
し
肥
大
化
す
る
現
状
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
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を
も
例
外
と
し
な
い
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
深
刻
な

問
題
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
人
間
存
在
に

お
け
る
身
体
性
か
ら
の
完
全
な
い
し
は
純
粋
な
離
脱
と
も
い
え

よ
う
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
ポ
ス
ト
言
語
」
的
な
事
態
へ
向
け

た
誠
一
・
洋
一
両
氏
に
よ
る
場
所
論
的
理
解
を
教
示
い
た
だ
け
る

と
う
れ
し
い
。

４　

不
作
為
の
位
置
づ
け

洋
一
氏
に
よ
れ
ば
誠
一
氏
の
場
所
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

論
は
場
の
〈
は
た
ら
き
〉
と
場
所
の
〈
い
と
な
み
〉
の
二
極
か

ら
理
解
可
能
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
こ
か
ら
神
と
人
と
の
協
働
態

が
明
確
に
描
写
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
意
義
は
十
分
に
認
め
つ
つ

も
、
よ
り
思
考
の
地
平
を
拡
大
す
べ
く
「
い
と
な
ま
れ
な
か
っ
た

こ
と
」
つ
ま
り
不
作
為
へ
と
視
線
を
延
ば
し
て
み
た
い
。
い
わ
ば

作
為
の
補
集
合
で
あ
り
、
つ
ね
に
作
為
よ
り
も
多
様
な
内
実
を
持

ち
え
る
無
限
定
に
し
て
潜
在
力
に
満
ち
た
不
作
為
は
、
作
為
つ
ま

り
場
所
的
〈
い
と
な
み
〉
に
な
ん
ら
影
響
を
与
え
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
評
者
に
は
こ
の
「
余
白
」
あ
る
い
は
「
影
」
と
で
も
呼
べ

る
よ
う
な
次
元
こ
そ
が
宗
教
性
の
本
質
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
プ
レ
言
語
」

的
な
事
態
へ
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
。

５　
〈
い
の
ち
〉
論
と
聖
霊
論
的
命
題
と
の
関
係

発
表
原
稿
の
な
か
で
〈
い
の
ち
〉
に
つ
い
て
概
念
内
容
が
記

述
さ
れ
て
い
る
（〈
い
の
ち
〉
と
は
「〈
い
の
ち
〉
の
〈
は
た
ら
き
〉」

の
（
自
己
伝
達
即
自
己
実
現
）
と
し
て
の
「〈
い
の
ち
〉
の
〈
い

と
な
み
〉」
で
あ
る
）
が
、
概
念
の
内
容
説
明
の
な
か
に
該
当
の

概
念
が
登
場
し
て
お
り
、
印
象
論
的
に
は
鋭
い
も
の
が
垣
間
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
や
や
理
解
し
が
た
い
面
が
あ
る
。
さ
ら

に
は
こ
の
自
己
の
伝
達
が
自
己
の
実
現
で
あ
る
事
態
を
洋
一
氏

は
「
聖
霊
論
的
命
題
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
の
聖
霊
と
は

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

評
者
に
と
っ
て
聖
霊
と
は
進
化
（
あ
る
い
は
深
化
）
の
た
め
に

不
安
定
要
因
を
あ
え
て
内
発
的
に
生
み
出
す
機
能
に
お
い
て
特

徴
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
教
理
史
的
に
は
、
こ
の
逆
説
性

あ
る
い
は
否
定
性
が
教
会
的
権
威
に
不
安
を
与
え
る
こ
と
に
な

り
、
結
果
、
多
く
の
聖
霊
理
解
が
異
端
的
と
み
な
さ
れ
て
排
除

さ
れ
て
き
た
）。
そ
の
逆
説
性
な
い
し
否
定
性
は
と
き
に
今
回
の



 

大
会
テ
ー
マ
で
あ
る
社
会
に
お
い
て
暴
力
と
し
て
現
象
し
が
ち

で
あ
る
。
場
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
う
し
た
危
険

性
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
拙
評
そ
の
も
の
が
総
じ
て
印
象
論
の
域
を
出
な
い
も

の
で
あ
る
に
加
え
て
、
そ
も
そ
も
い
わ
ば
発
展
的
な
「
な
い
も

の
ね
だ
り
」
の
要
求
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
ま
こ
と
に
申

し
訳
な
く
思
う
。
ご
寛
恕
の
う
え
、
ご
批
判
や
補
足
説
明
を
賜

れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

八
木
（
洋
）
言
語
に
つ
い
て
は
も
っ
と
書
か
な
い
と
い
け
な
い

と
思
っ
て
予
定
は
し
て
い
た
の
で
す
が
、
分
量
の
問
題

も
あ
り
言
語
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
分
が
あ
り
ま

す
。
触
れ
た
部
分
は
、
言
語
の
否
定
的
な
面
を
前
面
に

出
し
た
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
寺
尾
さ
ん
か
ら

の
質
問
に
あ
り
ま
し
た
が
、「
い
の
ち
」
と
い
う
こ
と
と

「
言
葉
」
と
い
う
こ
と
の
関
連
を
き
ち
ん
と
展
開
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
書
か
れ
た
限
り
の
レ

ポ
ー
ト
で
は
、
言
葉
は
い
の
ち
を
枯
ら
し
て
し
ま
う
と

い
う
側
面
が
前
面
に
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
聖
書
的

な
、
パ
ウ
ロ
的
な
表
現
で
言
い
ま
す
と
、
言
葉
は
人
を

殺
す
。「
霊
は
人
を
活
か
す
」
と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
す

が
、「
人
を
殺
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
側
面
で
の
言
葉
が

前
面
に
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
宗
教
と
社

討
議
Ⅰ 

司 

会　

寺
尾
寿
芳
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会
と
を
一
つ
に
切
り
結
ぶ
点
と
し
て
、
人
間
が
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
体
を
身
体
か
ら
言
語
に
移
し
た
と

き
に
必
ず
陥
っ
て
し
ま
う
罠
が
あ
り
ま
す
。
言
葉
に
よ

っ
て
い
の
ち
が
枯
渇
し
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
側
面
を

レ
ポ
ー
ト
で
は
前
面
に
押
し
出
し
て
展
開
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
側
面
が
あ
り
ま
す
か
ら

そ
う
し
た
わ
け
で
、
宗
教
と
社
会
と
い
う
問
題
を
考
え

る
場
合
、
必
ず
人
間
の
社
会
が
単
な
る
身
体
で
は
な
く

て
言
葉
を
媒
体
に
し
て
展
開
す
る
経
験
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
そ
の
言
葉
が
い
の
ち
を
枯
渇
さ
せ
て
し
ま

う
側
面
が
あ
る
。
宗
教
と
い
う
の
は
そ
の
罠
か
ら
人
を

解
放
す
る
、
も
う
一
度
解
放
し
て
い
の
ち
へ
と
も
た
ら

す
、
そ
う
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
再
考
と
い
い

ま
す
か
、
そ
う
い
う
側
面
が
あ
る
と
云
う
点
を
前
面
に

出
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
言
葉
に
は
た
だ
そ
れ
だ
け
の

面
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
う
一
度
言
葉
が
い
の
ち
を
復

活
さ
せ
る
面
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
面
に
つ
い
て
は

触
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
寺
尾
さ
ん
か
ら

の
最
後
の
質
問
に
関
係
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。　

そ

れ
か
ら
、
不
作
為
の
問
題
と
聖
霊
と
い
う
話
で
す
が
、

こ
の
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
い
て
私
が
つ
く
づ
く
思
っ
た

の
は
古
代
人
と
い
う
の
は
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
現
代
人
は
、
古
代
人
が
そ
れ
を
聖
霊
の
働
き
と
い

う
そ
の
感
覚
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ

う
い
う
経
験
の
仕
方
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
わ
た
く
し
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら

言
い
ま
す
と
、「
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
こ
と
と
関

係
し
て
い
る
と
今
は
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、こ
の
「
統

合
化
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
の
は
善
と
悪
を
超
え
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
し
て
、
統
合
化
プ
ロ
セ

ス
は
悪
を
も
飲
み
込
む
よ
う
な
面
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
言
え

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
わ
た
し
は
よ
く

食
事
の
後
片
付
け
を
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
お
腹
が

空
い
た
か
ら
食
事
を
し
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
、

統
合
化
プ
ロ
セ
ス
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
食
事
を
す
れ

ば
必
ず
後
片
付
け
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
新
た
な

仕
事
を
作
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
後
片
付
け
を
す



 

る
と
い
う
こ
と
が
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
に
な
る
。
つ
ま
り
、

統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
も
ま
た
統
合

化
プ
ロ
セ
ス
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
を
作
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
実
際
こ
の
レ
ポ
ー
ト

を
書
い
た
後
に
、
聖
霊
体
験
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
テ

レ
ビ
を
見
な
が
ら
、
日
常
の
生
活
を
反
省
し
な
が
ら
思

う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
た
と
え
ば

食
事
が
で
き
る
、
ま
た
そ
の
後
後
片
付
け
が
で
き
る
、

こ
の
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
平
凡
な
こ
と
そ
の
も
の
が
実

は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
、
と
気
づ

か
さ
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
ド
ラ
マ
を
見
て
い
て
も
、

こ
う
い
う
こ
と
が
古
代
人
に
言
わ
せ
れ
ば
聖
霊
が
働
い

て
起
こ
っ
た
出
来
事
だ
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
ね
。
日
常
の
些
細
な
出
来
事
の
中
に
そ
う
い
う
捉
え

方
が
古
代
人
に
は
で
き
て
、
わ
れ
わ
れ
に
は
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
や
ろ
う

と
思
っ
て
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く

て
、
ほ
と
ん
ど
が
不
作
為
の
作
為
と
し
て
し
か
成
り
立

っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
例
え
ば

朝
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
「
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
」
の
水
木

し
げ
る
の
ス
ト
ー
リ
を
や
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
あ
の
ド

ラ
マ
の
中
で
本
当
に
一
見
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
が
実
は

も
の
凄
く
大
き
な
こ
と
と
し
て
起
こ
っ
て
い
る
。
た
と

え
ば
何
か
を
し
て
も
ら
っ
た
と
き
に
「
あ
り
が
と
う
」

と
い
う
こ
と
を
本
当
に
言
え
る
と
い
う
そ
の
感
覚
を
、

実
は
古
の
人
は
「
聖
霊
の
働
き
」
と
い
う
言
い
方
で
言

い
表
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
う
考
え
て
み
ま
す

と
、
最
近
つ
く
づ
く
思
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
食
事

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
条
件
を
考
え
た
ら
そ
れ
は
無

数
に
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
の
一
食
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
数
限
り
な
い
条
件
が
重
な
っ
て
出
来
上
が

っ
て
い
る
、
そ
れ
が
実
は
「
聖
霊
が
働
く
」
と
か
、
統

合
化
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
し
て
、
こ
れ
は
こ
の
論
文
を
書
い
た
僕
自
身
の
収
穫

で
し
て
、
不
作
為
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と

い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
ね
。　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、

記
号
化
の
問
題
で
す
。
こ
れ
は
確
か
に
寺
尾
さ
ん
が
仰

っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
使
う
か
使
わ
な
い
か
と
い
う
こ
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す
と
、
便
利
す
ぎ
て
や
ば
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

の
で
す
が
、
た
と
え
ば
前
回
神
秘
主
義
に
つ
い
て
発
表

が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
僕
は
そ
れ
こ
そ
記
号
論
で
、

作
用
的
一
は
こ
う
表
す
の
だ
と
言
っ
た
ほ
う
が
、
わ
か

り
に
く
い
神
秘
主
義
的
言
辞
を
使
う
よ
り
は
、
よ
っ
ぽ

ど
す
っ
き
り
し
た
形
で
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
メ
タ
言

語
と
し
て
の
記
号
論
に
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
、
僕
自
身
使
っ
て
み
て
感
じ
て
い
ま
す
。

寺
尾	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
不
作
為
の
作
為
に
関
す

る
お
話
、
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

わ
た
し
自
身
は
、
た
と
え
ば
二
〇
世
紀
の
思
想
の
中
で

の
大
き
な
成
果
で
あ
り
ま
し
た
無
意
識
の
よ
う
な
、
所

謂
私
た
ち
が
論
理
と
い
う
も
の
で
考
え
る
の
と
は
違
う

人
間
の
実
存
的
世
界
に
興
味
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
こ
う

い
っ
た
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
最

近
宗
教
哲
学
の
中
で
も
「
偶
然
」
と
い
う
も
の
を
ど
の

よ
う
に
扱
う
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
テ
ー
マ
に
な

と
は
個
人
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
八
木
誠

一
先
生
が
宗
教
の
言
葉
を
記
号
化
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
試
み
を
さ
れ
て
、
そ
れ
を
提
示
し
た
学
会
は
実

は
こ
の
学
会
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
学
会
が
記
号
論
に

つ
い
て
、
あ
た
か
も
八
木
誠
一
が
勝
手
に
や
っ
て
い
る

こ
と
だ
と
い
う
よ
う
な
反
応
の
仕
方
は
、
や
っ
ぱ
り
仏

教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
か
、
宗
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

を
、
対
話
を
通
し
て
究
め
よ
う
と
い
う
学
会
に
し
て
は

冷
淡
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
も
の
で
す
か
ら
、

非
常
に
失
礼
な
が
ら
渡
邉
先
生
に
は
少
し
噛
み
付
い
た

と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
無
視
す
る
と
い

う
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
最
低
な
ん

で
す
ね
、
ネ
グ
レ
ク
ト
と
い
う
の
は
。
親
子
関
係
の
基

本
を
壊
す
一
つ
の
形
態
は
ネ
グ
レ
ク
ト
で
す
よ
ね
。
虐

待
の
最
た
る
も
の
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
解
体
は

ネ
グ
レ
ク
ト
す
る
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
交
流
学
会

と
い
う
交
流
の
あ
り
方
と
し
て
は
や
っ
ぱ
り
不
味
い
と

感
じ
ま
し
て
、
僭
越
な
が
ら
批
評
め
い
た
こ
と
を
書
き

ま
し
た
。
実
際
こ
れ
を
偏
見
な
く
自
分
で
や
っ
て
み
ま



 

存
在
す
る
も
の
な
の
か
、
要
請
と
し
て
あ
る
の
か
、
体

験
と
し
て
あ
る
の
か
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
も
う
少

し
ご
説
明
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
社
会
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
は
、
第
三
章
で
「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
人
間
関
係
の
三

基
本
類
型
と
人
称
世
界
」
と
三
五
頁
の
と
こ
ろ
に
お
挙

げ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
こ
こ

で
「
わ
た
し
が
『
わ
れ
わ
れ
』
と
し
て
の
『
共
同
社
会
』

の
構
成
員
と
し
て
、
他
の
構
成
員
に
関
わ
る
関
係
（ich-

w
ir

の
三
人
称
関
係
）」
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
般

的
にW

ir

と
い
う
の
は
一
人
称
の
複
数
形
で
す
よ
ね
。

八
木
先
生
に
と
っ
て
は
、
わ
た
し
た
ち
も
第
三
人
称
な

ん
で
し
ょ
う
か
。

八
木
（
洋
）
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
と
言
え
る
意
識
を
持
っ
た

渡
邉	

わ
れ
わ
れ
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
い
た
ら
一
人
称
で
あ

っ
て
、
彼
ら
が
三
人
称
で
し
ょ
、
一
般
的
に
。

八
木
（
洋
）
わ
れ
わ
れ
と
言
っ
た
と
き
に
、
す
で
に
自
分
た
ち

は
三
人
称
に
な
っ
て
い
ま
す
。

っ
て
き
た
の
で
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
場
所
論

的
神
学
の
地
平
を
広
げ
て
ゆ
く
一
つ
の
思
考
の
き
っ
か

け
と
し
て
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
。
ま

た
、
記
号
論
に
つ
い
て
も
洋
一
先
生
の
し
っ
か
り
し
た

ご
意
見
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
記
号
論
に
対

し
て
も
不
作
為
の
作
為
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け

れ
ど
も
、
広
い
長
い
眼
で
記
号
論
と
い
う
も
の
を
若
干

の
紆
余
曲
折
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
育
て

て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
徐
々
に
合
意
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
以
後
は
洋
一
先
生

に
対
す
る
質
問
、
コ
メ
ン
ト
を
含
め
自
由
に
発
言
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

渡
邉	

い
ろ
い
ろ
ご
教
示
頂
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

全
般
的
に
ご
質
問
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
八
木
先

生
は
「
宗
教
と
社
会
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
お
挙
げ
に

な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
場
合
の
宗
教
と
い
う
の
は
、
ど

う
い
う
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
現
実
に
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八
木
（
洋
）
三
人
称
が
実
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
てsetzen

で

き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

渡
邉	

で
も
、「
わ
れ
わ
れ
」
で
な
い
他
者
も
い
ま
す
よ
ね
、

人
間
は
皆
「
わ
れ
わ
れ
」
に
入
る
の
で
す
か
。

八
木（
洋
）で
す
か
ら
三
人
称
と
し
て「
わ
れ
わ
れ
」と
捉
え
る「
わ

れ
わ
れ
」
の
捉
え
方
あ
る
で
し
ょ
、
例
え
ば
日
本
人
と

か
。
こ
の
学
会
の
メ
ン
バ
ー
「
わ
れ
わ
れ
」
と
言
っ
た

と
き
に
、
そ
れ
は
こ
の
学
会
の
メ
ン
バ
ー
と
言
う
意
味

で
三
人
称
で
し
ょ
。

渡
邉 

宗
教
の
一
般
理
論
と
し
て
捉
え
た
と
き
に
、
学
会
だ
け

の
話
と
は
捉
え
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
。

八
木
（
洋
）
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
、
だ
か
ら
最
初
に
文
章
を

書
き
ま
し
た
で
し
ょ
、「
こ
の
学
会
も
社
会
だ
」
と
。

そ
の
場
合
明
ら
か
に
こ
の
学
会
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が

あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
も
っ
て
い

る
一
人
ひ
と
り
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
三
人
称
な
ん

で
す
よ
。
一
人
ひ
と
り
が
「
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
あ
り

ま
す
」
と
言
っ
た
途
端
に
三
人
称
に
な
る
わ
け
で
す
。

渡
邉 
あ
、
そ
う
い
う
理
解
で
す
か
。
そ
れ
と
関
係
が
あ
る
か

分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
八
頁
の
と
こ
ろ
で
、「
統
合

と
は
、
八
木
に
よ
る
と
、
特
に
人
間
存
在
を
念
頭
に
置

い
て
の
こ
と
だ
が
、
極
と
し
て
の
個
物
（I

）
か
ら
成
る

ま
と
ま
り
（
集
合
＝
統
合
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
『
ま

と
ま
り
と
し
て
の
現
実
性
』
を
統
合
体
と
呼
ぶ
」
と
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
集
合
は
そ
の
ま
ま
統
合
な
ん
で
す

か
。

八
木
（
洋
）
統
合
と
言
え
る
面
が
あ
る
。

渡
邉	

そ
の
辺
が
少
し
分
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
る

意
味
で
「
わ
れ
わ
れ
」
と
な
る
と
統
合
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
彼
ら
と
い
う
の
は
統
合
で
は
な
い
よ
う
な
気
が

す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
だ
か
ら
こ
こ
で
言
う
社
会
の

イ
メ
ー
ジ
が
私
に
は
良
く
分
か
ら
な
く
て
。ich-ich

の

関
係
と
し
て
の
一
人
称
、ich-du

の
関
係
と
し
て
の
二

人
称
が
あ
っ
て
、ich-w

ir

は
三
人
称
だ
と
言
う
お
話
で

す
よ
ね
、
所
謂
第
三
者
は
存
在
し
な
い
ん
で
す
か
。
彼

ら
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
す
か
。



 

一
人
称
複
数
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
発
言
、
そ
れ
か
ら

わ
れ
わ
れ
と
言
っ
て
い
る
と
き
に
は
わ
れ
わ
れ
で
は
な

い
も
の
を
排
除
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
。
つ
ま
り
あ
る
共
同
体
、
日
本
人
な
ら
ば
外
国
人
と

い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
で
は
な
い
、
日
本
人
と
し
て
語
っ

て
い
る
と
き
に
は
外
国
人
は
異
人
に
な
っ
た
り
他
者
に

な
っ
た
り
す
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
す
よ
ね
。
第
三
人

称
と
い
う
の
は
外
を
含
む
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
を
八
木
洋
一
先
生
が
仰
っ

た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
や
は
り
隣
人
と
言
う
形
で
捉
え

ら
れ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の
場
合
、
隣
人
と
は
こ
の

三
つ
の
分
類
で
言
え
ば
ど
れ
に
当
た
る
の
で
す
か
。
つ

ま
り
一
人
称Ich-Ich

な
の
か
、Ich-D

u

な
の
か
、Ich-

W
ir

な
の
か
。
ユ
ダ
ヤ
の
共
同
体
か
ら
す
れ
ば
、
サ
マ

リ
ア
人
はW

ir

で
は
な
い
の
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ

う
す
る
とW

ir

の
関
係
を
突
破
す
る
も
の
も
あ
る
と
思

う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
ど
う
思
わ

れ
ま
す
か
。

で
す
か
ら
、
東
西
宗
教
交
流
学
会
の
メ
ン
バ
ー
だ
と
名

刺
に
書
き
ま
す
で
し
ょ
。

渡
邉 
一
般
理
論
と
し
て
、
そ
の
外
は
関
係
な
い
の
で
す
か
。

「
わ
れ
わ
れ
」
と
名
指
さ
れ
な
い
人
は
こ
こ
で
は
眼
中

に
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

八
木
（
洋
）
外
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
。

渡
邉	

そ
の
メ
ン
バ
ー
以
外
の
人
は
で
す
か
。
第
四
の
選
択
肢

を
出
す
と
言
う
こ
と
で
す
か
。

八
木
（
洋
）
だ
か
ら
第
三
人
称
と
し
て
わ
れ
わ
れ
と
言
え
る
、

そ
う
い
う
色
々
な
と
こ
ろ
に
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。

渡
邉	

分
か
り
ま
し
た
。

田
中	

今
の
問
題
に
関
係
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
は

二
五
年
前
に
八
木
洋
一
先
生
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

論
を
最
初
に
お
聞
き
し
た
記
憶
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ

の
と
き
に
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
話
を
さ
れ
て
、

つ
ま
り
隣
人
と
は
何
か
と
い
う
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
今
、

渡
邉
先
生
と
の
間
で
「W

ir

わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
の
は
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八
木
（
洋
）
エ
ス
と
い
う
の
は
、
八
木
誠
一
先
生
が
仰
る
作
用

的
一
と
し
て
の
Ｓ
で
す
よ
。

田
中	

Self

と
し
て
の
Ｓ
で
す
か
。
そ
の
場
合
に
は
人
称
は
ど

う
な
る
の
で
す
か
。

八
木
（
洋
）
Ｓ
に
お
け
る
一
人
称
的
関
係
と
か
、
Ｓ
に
お
け
る

二
人
称
関
係
と
か
、
Ｓ
に
お
け
る
三
人
称
的
関
係
と
か
。

そ
う
す
る
と
三
人
称
関
係
は
単
な
る
三
人
称
関
係
を
超

え
て
い
る
面
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
。

田
中	

Self

は
あ
る
意
味
で
再
帰
的
に
使
わ
れ
る
わ
け
で
す

か
ら
、m

yself

に
も
な
る
し
、him

self

に
も
な
る
し
、

ourselves

に
も
な
る
か
ら
、
確
か
に
そ
れ
は
一
人
称
、

二
人
称
、
三
人
称
を
超
え
る
の
で
、
そ
れ
は
一
つ
の
考

え
方
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
エ
ス
と
言
っ
て

八
木
先
生
の
記
号
論
の
Ｓ
だ
と
す
ぐ
に
は
分
か
ら
な
か

っ
た
も
の
で
す
か
ら
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

八
木
（
誠
）
僕
に
も
分
か
ら
な
か
っ
た
（
笑
）。

八
木
（
洋
）
そ
う
書
い
て
あ
る
つ
も
り
で
い
ま
す
け
れ
ど
も
ね
、

八
木
（
洋
）
そ
こ
は
直
線
的
で
は
な
く
て
、
そ
の
関
係
論
の
中

に
エ
ス
が
出
て
く
る
で
し
ょ
。
エ
ス
に
帰
っ
た
と
き
に
、

一
人
称
、
二
人
称
、
三
人
称
ど
こ
に
で
も
出
て
行
け
る
。

エ
ス
の
働
き
と
し
て
ど
う
出
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。

だ
か
ら
お
そ
ら
く
サ
マ
リ
ア
人
の
場
合
に
は
、
エ
ス
の

働
き
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
か
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
い
か
と
い
う

枠
を
超
え
て
、
お
そ
ら
く
人
称
で
言
え
ば
二
人
称
関
係

と
し
て
エ
ス
の
働
き
が
出
て
き
て
い
る
と
僕
は
考
え
て

い
ま
す
。

田
中	

そ
の
エ
ス
と
い
う
の
は
、「
そ
れ
」
と
か
「
わ
れ
―
そ
れ
」

と
い
う
関
係
に
な
る
と
普
通
に
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は

三
人
称
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
こ
の
学
会
で
は
な
い
の
で

す
が
、
あ
る
聖
書
学
の
先
生
か
ら
零
人
称
と
い
う
話
を

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
つ
ま
り
人
称
零
と
、
一

人
称
で
も
二
人
称
で
も
三
人
称
で
も
な
い
、
あ
ら
ゆ
る

人
称
が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

や
は
り
そ
れ
を
エ
ス
と
言
っ
て
良
い
の
か
と
思
う
の
で

す
が
。



2 

も
の
が
根
柢
に
も
と
も
と
あ
る
の
で
す
。
統
合
論
と
仰

る
と
、
何
か
最
初
か
ら
バ
ラ
バ
ラ
に
あ
っ
た
も
の
が
統

合
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
印
象
を
受
け
て
、
こ
の
内
容
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
そ
ん
な
思
い
を
持
ち
な
が
ら

読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
知
性
的
な
方
向
と
情
意

的
な
方
向
は
い
つ
も
同
時
的
と
い
う
か
、
ち
ら
り
ち
ら

り
と
裏
が
見
え
る
と
言
う
と
こ
ろ
が
人
間
の
あ
り
方
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
内
実
的
な
も
の
は
、
記

号
論
と
い
う
も
の
と
情
意
的
な
も
の
が
最
後
的
に
は
一

つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
仰
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、

そ
れ
は
何
で
し
ょ
う
か
。
大
悲
で
あ
る
と
か
、
情
意
的

な
も
の
が
な
い
と
統
合
と
い
っ
て
も
内
容
な
き
統
合
に

も
な
り
う
る
訳
で
、
な
に
か
そ
こ
に
知
だ
と
か
情
意
的

な
も
の
を
お
考
え
に
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

八
木
（
洋
）
そ
の
場
合
、
情
意
的
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

花
岡	
知
情
意
が
、
あ
る
い
は
宗
教
と
倫
理
が
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
や
カ
ン
ト
あ
た
り
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
た
の

人
称
論
の
と
こ
ろ
で
は
（
笑
）。

花
岡	
堪
能
す
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
頂
い
た

の
で
す
が
、
一
点
全
体
に
関
わ
る
こ
と
で
ご
質
問
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
宗
教
と
社
会
を
結
ぶ
、

も
っ
と
言
う
と
宗
教
と
倫
理
を
結
ぶ
、
そ
れ
を
橋
掛
け

す
る
の
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
で
、
開

閉
が
自
由
自
在
で
、
い
つ
も
可
逆
的
で
あ
る
と
い
う
お

話
で
し
た
。
そ
こ
で
は
、
合
理
化
し
客
観
化
し
対
象
化

し
て
記
号
化
し
て
い
く
と
最
後
は
一
に
な
り
ま
す
。
ま

た
逆
方
向
に
は
具
体
化
し
主
体
化
し
、
す
べ
て
経
験
の

方
向
で
は
最
後
は
一
に
行
く
と
、
そ
こ
で
は
繋
が
っ
て

い
る
と
わ
た
く
し
も
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
と
き

に
全
体
が
場
所
論
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
で
す
か

ら
、
場
所
論
と
い
う
こ
と
で
繋
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と

思
い
ま
す
。
た
だ
、
何
か
そ
こ
に
宗
教
と
倫
理
を
つ
な

ぐ
も
の
と
し
て
、
情
意
の
上
に
知
性
が
築
か
れ
て
ゆ
く

と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
ば
西
田
や
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
の
場
合loyalty

と
か
大
悲
と
か
情
意
的
な
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八
木
（
洋
）
わ
た
し
が
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
言
っ
た
場
合
、
統

合
と
い
う
の
は
バ
ラ
バ
ラ
に
あ
る
も
の
を
統
合
す
る
と

い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
す
よ
。

花
岡	

収
斂
と
同
じ
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

八
木
（
洋
）
で
す
か
ら
、
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
人
間
の
情

意
が
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
出
て
く

る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
た
と
え
ば
、
予
稿
集
の
八
頁

に
書
き
ま
し
た
が
、
非
常
に
優
れ
た
写
真
報
道
家
の
サ

ル
ガ
ド
の
写
真
集
に
触
れ
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
こ
の
論

文
で
取
り
上
げ
た
の
か
。
ま
さ
に
あ
の
写
真
集
を
見
た

と
き
に
情
意
が
動
く
、
そ
の
情
意
が
動
く
と
い
う
こ
と

が
、
ま
さ
に
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
プ
ロ
セ
ス
が
成
り
立

つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

花
岡	

「『
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
』
と
言
い
表
す
こ
と
に
す
る
。
こ

の
現
実
性
の
原
型
は
、
新
約
聖
書
に
お
け
る
『
愛
』
と

し
て
の
現
実
性
で
あ
る
」
と
、
愛
と
し
て
の
と
、
ち
ゃ

ん
と
「
愛
」
を
出
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
訳
で
す
け
れ
ど

も
、
や
は
り
上
か
ら
西
田
的
に
下
り
て
く
る
方
向
と
、

は
、
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
功
績
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

た
だ
そ
れ
が
あ
ま
り
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
す
ぎ
て
、
一
つ

に
な
ら
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
現
代
だ
と
思
い
ま
す
。

知
情
意
が
未
分
離
な
と
こ
ろ
を
西
田
な
ん
か
は
純
粋
経

験
な
ん
て
言
っ
て
い
ま
す
。
情
意
と
い
う
の
は
最
初
に

真
が
あ
る
と
か
、
大
悲
が
あ
る
と
か
、
知
が
最
初
で
は

な
く
て
、
本
当
は
同
時
だ
と
思
う
の
で
す
が
…
。
繋
ぐ

も
の
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ど
う
い
う
も
の

が
根
底
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
は
場
所
論
で
お
考

え
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
情
意
と
い
う
の
は
、intellect

に
対
す
るW

ill

で
ご
ざ
い
ま
す
。
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

八
木
（
洋
）
む
し
ろ
情
意
が
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
か
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
。
情
意
が
あ
っ
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て

…
。

花
岡	

知
情
意
と
い
う
の
は
も
と
も
と
一
つ
で
す
よ
ね
。
そ
の

と
き
に
知
だ
け
で
や
っ
て
行
く
と
統
合
論
的
に
な
っ
て

い
き
ま
す
が
、
情
意
も
一
つ
に
入
っ
て
い
た
方
が
…
、

人
間
を
わ
か
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
た
め
に
は
。



 

う
こ
と
を
言
っ
た
の
も
、「
あ
り
が
と
う
」
と
い
っ
て

涙
を
流
し
て
感
謝
す
る
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は

あ
り
え
な
い
こ
と
で
し
ょ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

深
さ
を
伴
っ
て
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
…
。

花
岡 

言
葉
の
中
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
が
、

あ
る
い
は
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
情
意
的
な
も
の
が

入
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
良
い
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
こ

ま
で
読
み
き
れ
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
言
葉
の
中
に
入
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

八
木
（
洋
）
サ
ル
ガ
ド
へ
の
言
及
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

八
木
（
誠
）「
宗
教
と
社
会
」
な
ん
て
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
言
い

ま
し
た
の
は
わ
た
し
で
す
か
ら
、
実
は
最
後
の
総
括
の

時
に
ま
と
め
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
。
で
す
が
、
少
し
こ
こ
で
コ
メ
ン
ト
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。「
統
合
体
」
と
い
う
言
葉
は
昔
か
ら

わ
た
し
は
よ
く
使
っ
て
お
り
ま
し
て
、
一
般
化
し
た
言

葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
モ
デ
ル
と
し
て
太
陽
系
と
か

あ
る
い
は
田
辺
先
生
の
よ
う
に
下
か
ら
す
べ
て
統
合
的

に
ゆ
く
、
ど
こ
か
で
切
り
結
ん
で
い
る
は
ず
な
ん
け
れ

ど
も
…

八
木
（
洋
）
で
す
か
ら
そ
の
切
り
結
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
統
合

化
プ
ロ
セ
ス
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

花
岡	

た
だ
そ
の
と
き
に
要
に
な
る
も
の
が
何
か
抜
け
て
い
る

よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
や
は
り
愛
で
お

考
え
な
ん
で
し
ょ
う
か
、
場
所
で
お
考
え
な
ん
で
し
ょ

う
か
。
上
田
先
生
や
西
谷
先
生
の
言
葉
で
言
え
ば
「
無

限
の
開
け
」
と
か
、
そ
こ
だ
っ
た
ら
ば
客
体
化
の
方
向

と
具
体
化
の
方
向
が
最
終
的
に
一
つ
に
な
る
、
そ
れ
は

一
つ
の
開
け
の
中
で
す
か
ら
…
。

八
木
（
洋
）
で
す
か
ら
そ
こ
を
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
言
っ

て
い
る
わ
け
で
す
よ
。
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
ア
ク
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
ー
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、

本
当
に
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
こ
と
が
ア
ク
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
ー
と
し
て
起
こ
る
。
さ
っ
き
聖
霊
の
働
き
と
い
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ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
考
え
る
と
非
常
に
意
味
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
人
間
の
体
と
い
う
場
合
に
も
、
ど
こ
に

何
が
必
要
か
と
い
う
セ
ン
サ
ー
と
必
要
な
も
の
を
作
っ

て
供
給
し
ろ
と
い
う
情
報
が
行
く
わ
け
で
、
そ
う
い
う

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
、

そ
れ
か
ら
実
際
に
体
の
中
で
必
要
な
も
の
を
必
要
な
と

こ
ろ
に
提
供
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
て
、
そ
れ

で
一
つ
の
ま
と
ま
り
が
で
き
て
い
る
わ
け
で
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
疎
外
さ
れ
る
と
病
気
に
な
る
し
、
途

絶
え
る
と
死
ん
じ
ゃ
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
そ
う

い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
い
ま
す
。「
統
合
体
と
は
何
か
」
と
言
え
ば
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
で
、
共
有
化
が

妨
げ
な
く
行
な
わ
れ
て
い
る
そ
う
い
う
状
態
の
こ
と
を

統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
れ
が
わ
た
し
と
し
て
は

一
番
良
い
定
義
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
形
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
と
、
た

と
え
ば
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ル
ー
マ
ン
は
社
会
を
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
考
え
て
い
ま
す
。

生
体living body

と
か
音
楽
だ
と
か
、
一
番
中
心
的
な

モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
キ
リ
ス
ト
の
体
と
な
っ

て
い
る
教
会
」
と
い
う
コ
リ
ン
ト
前
書
の
一
二
章
な
ん

で
す
。
体
っ
て
な
ん
だ
て
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
や
は
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
で
し

て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ

は
洋
一
さ
ん
が
言
い
出
し
て
非
常
に
い
い
言
葉
な
の
で

そ
れ
以
来
僕
の
中
心
的
な
言
葉
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た

が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
要
す
る
に
必

要
な
と
こ
ろ
に
必
要
な
も
の
を
提
供
す
る
、
そ
し
て
共

有
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
非
常
に
い
い
言
葉
で
、

情
報
に
関
し
て
も
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
、
一
箇
所
に
片

寄
ら
な
い
よ
う
に
流
し
て
、
必
要
な
と
こ
ろ
に
必
要
な

も
の
を
提
供
し
て
、
意
思
を
お
互
い
に
表
現
し
あ
っ
て

そ
れ
で
合
意
を
形
成
す
る
。
し
か
し
わ
た
し
は
元
来
の

意
味
を
広
げ
て
、
物
と
か
人
と
か
場
合
に
よ
っ
て
は
お

金
と
か
ノ
ウ
ハ
ウ
と
か
、
そ
う
い
う
実
質
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
足
り
な
い
と
こ
ろ
に
必
要
な

も
の
を
供
給
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
コ



 

序
と
構
造
が
関
係
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、

権
力
の
行
使
は
秩
序
を
作
る
わ
け
で
す
か
ら
、
権
力
問

題
は
ど
の
よ
う
な
秩
序
を
作
っ
て
い
く
か
、
正
し
い
秩

序
と
は
ど
の
よ
う
な
秩
序
な
の
か
、
や
は
り
そ
こ
に
は

人
権
問
題
が
絡
ん
で
く
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
が
政

治
と
法
の
問
題
に
な
っ
て
き
て
、
そ
れ
か
ら
物
を
作
っ

て
分
配
す
る
と
い
う
面
で
経
済
の
問
題
に
な
っ
て
き
ま

す
か
ら
。
だ
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
う
こ
と

を
考
え
る
と
、
必
然
的
に
権
力
の
問
題
と
、
つ
ま
り
政

治
と
法
の
問
題
、
そ
れ
か
ら
経
済
の
問
題
が
入
っ
て
こ

ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン･

シ
ス

テ
ム
の
場
合
に
政
治
と
か
経
済
の
問
題
が
起
こ
っ
て
く

る
の
で
、
わ
た
し
は
そ
う
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
い
る

わ
け
で
す
。
こ
こ
で
場
所
論
的
と
言
い
ま
し
た
の
は
、

そ
の
相
互
作
用
が
ど
こ
で
起
こ
る
の
か
と
言
え
ば
、
場

で
起
こ
る
わ
け
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
の
体
と
し
て
の
教

会
を
考
え
ま
す
と
、
教
会
が
キ
リ
ス
ト
の
働
き
あ
る
い

は
神
の
働
き
の
場
の
中
に
あ
っ
て
、
場
の
働
き
を
宿
す
。

こ
れ
が
一
番
大
切
な
と
こ
ろ
で
す
。
宿
す
と
い
う
こ
と

た
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
複
雑
性
を
低
減
さ
せ

る
、
秩
序
生
成
的
と
い
う
と
こ
ろ
で
考
え
て
い
る
の
で
、

や
は
り
社
会
学
と
関
係
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
こ

で
一
つ
社
会
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
た
の
は
そ
う
い

う
点
が
あ
る
訳
で
す
け
れ
ど
も
、
社
会
と
い
う
場
合
に

は
、
人
間
の
集
団
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
も
の
を
考
え
る

わ
け
で
す
。
そ
の
中
で
個
人
と
個
人
、
部
分
と
部
分
の

相
互
作
用
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
構
造
と
機
能
が
あ
っ

て
、
変
動
が
あ
る
と
。
社
会
学
の
場
合
マ
ク
ロ
の
視
点

で
い
う
と
そ
う
い
う
見
方
を
し
て
い
て
、
ミ
ク
ロ
の
場

面
で
は
相
互
作
用
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
私

は
そ
こ
で
起
こ
る
こ
と
を
「
フ
ロ
ン
ト
構
造
」
と
言
っ

て
い
ま
し
て
、
フ
ロ
ン
ト
構
造
と
は
人
の
フ
ロ
ン
ト
が

フ
ロ
ン
ト
の
ま
ま
で
自
分
の
一
部
分
に
転
換
さ
れ
る
、

た
と
え
ば
イ
エ
ス
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
で
私
の
言
葉
に

転
換
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
フ
ロ
ン
ト
構
造
が
な
り
た
っ
て
く

る
と
い
う
場
合
を
考
え
ま
す
と
、
や
は
り
バ
ッ
テ
ィ
ン

グ
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
秩
序
が
必
要
な
わ
け
で
、
秩
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て
き
て
便
利
な
ん
で
す
。「
神
が
わ
れ
わ
れ
の
中
で
働

い
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
意
欲
と
働
き
を
成
り
立
た
せ

る
」
と
い
う
の
は
文
章
に
し
ま
す
と
キ
リ
ス
ト
も
聖
霊

も
出
て
こ
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
を
記
号
化
す
る
と
キ

リ
ス
ト
も
聖
霊
も
ち
ゃ
ん
と
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
手
前
味
噌
の
宣
伝
で
申
し
訳

な
い
の
で
す
が
、
非
常
に
便
利
な
ん
で
す
。
わ
た
し
自

身
は
自
分
の
た
め
に
使
っ
て
お
り
ま
す
が
、
記
号
化
す

る
と
発
見
的
な
作
用
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
た
だ
わ
た
し

が
こ
う
い
う
形
で
書
い
て
完
成
も
し
て
な
い
の
で
、
渡

邉
さ
ん
か
ら
お
叱
り
を
受
け
る
と
い
う
の
は
重
々
も
っ

と
も
な
点
が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
今
口
出
し
し

た
の
は
、
統
合
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
統
合
作

用
と
い
う
の
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
面
と
サ
ブ
ス

タ
ン
シ
ャ
ル
な
面
の
両
面
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
場
の
働

き
の
中
で
成
り
立
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
相
互
作
用
と
取
る
と
、
必
ず
秩
序

と
い
う
面
で
権
力
の
問
題
が
出
て
く
る
し
、
分
配
の
面

で
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
と
い
う
と
、
相
互
作
用

と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
キ
リ
ス
ト
の
体
が

成
り
立
っ
て
く
る
わ
け
で
、
場
の
中
で
起
こ
る
と
い
う

こ
と
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
社
会
学
と
は
違
う
点
で

し
て
ね
。
社
会
学
で
も
非
常
に
似
た
よ
う
な
こ
と
は
お

こ
り
ま
す
、
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
も
あ

り
ま
す
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
も
ル

ー
マ
ン
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
し
、
色
々
接
触
は
あ
る
け

れ
ど
も
ね
。
そ
れ
で
も
違
い
を
言
え
ば
、
場
の
中
で
始

め
て
統
合
体
が
成
り
立
っ
て
く
る
と
い
う
見
方
と
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
テ

ィ
ブ
な
も
の
と
サ
ブ
ス
タ
ン
シ
ャ
ル
な
も
の
と
両
方
あ

る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
社
会
学
と
社
会
学
的
な
社
会
観

と
統
合
論
は
違
っ
て
く
る
と
わ
た
し
は
考
え
て
お
り
ま

す
。
記
号
論
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
今
日
配
ら
れ
ま
し
た
『
東
西
宗
教
研
究
』

の
最
新
号
（
九
号
）
の
一
四
一
頁
の
上
の
段
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
れ
便
利
だ
と
い
う
の
は
本
の
五
、六
冊
分
の

内
容
が
入
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。
分
析
す
る
と
全
部
出



 

ョ
ン
に
当
た
る
言
葉
が
日
本
語
に
は
な
い
と
言
い
ま
す

か
、
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
僕
自
身
が
知
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
と
い
う
言
葉
は
実
に
面
白
い
言
葉
だ
と
僕
自
身
は

思
っ
て
い
ま
す
。

八
木
（
誠
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
っ
て
英
語
で
す
が
、
元
来

ラ
テ
ン
語com

m
unicatio

で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
洋
一

君
が
最
初
の
論
文
で
書
い
て
い
る
こ
と
な
ん
で
す
が
、

com
m

unio

と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、com

m
unio

と
い

う
の
は
何
か
共
有
さ
れ
て
い
る
状
態
で
す
が
、
そ
れ
か

ら com
unicatio

共
有
さ
せ
る
、
そ
れ
が
展
開
さ
れ
て

英
語
のcom

unication

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
要

す
る
に
「
共
有
化
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
は
深

い
意
味
が
あ
る
け
れ
ど
、
ど
の
み
ち
説
明
が
必
要
で
す
。

英
語
に
も
適
切
な
言
葉
が
な
い
か
ら
ラ
テ
ン
語
を
使
っ

て
来
る
わ
け
で
す
ね
。
ラ
テ
ン
語
と
い
う
の
は
社
会
に

関
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
実
に
優
れ
た
言
葉
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
し
て
、persona

も
そ
う
で
す
が
。
僕
も
何

で
経
済
の
問
題
が
出
て
く
る
の
で
、
是
非
そ
の
辺
を
や

っ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ち
ょ
っ
と
コ
メ
ン
ト

と
し
て
言
わ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

竹
下
ル
ッ
ジ
ェ
リ
・
ア
ン
ナ　

非
常
に
単
純
な
質
問
な
の
で
す

が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
英
語
で
す
よ

ね
、
日
本
語
で
は
ど
う
い
う
言
葉
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
、
ど
う
し
て
英
語
で
表
現
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

八
木
（
洋
）
日
本
語
あ
る
い
は
漢
字
に
ぴ
っ
た
り
し
た
言
葉
が

な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
い
か
と
い
う
の
は
一
つ
面
白
い

問
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
社
会
哲
学
者
の

今
村
仁
が
『
ホ
モ
・
コ
ミ
ュ
ニ
カ
ン
ス
』
と
い
う
本
を

書
い
た
ん
で
す
が
、
そ
の
本
は
「
交
易
」
と
い
う
言
葉

を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
に
当
て
て
い
る

の
で
す
ね
。
彼
も
い
ろ
い
ろ
考
え
た
末
に
、
そ
う
い
う

漢
字
を
当
て
て
い
る
の
で
す
が
、「
交
易
」
と
い
う
と

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
経
済
を
中
心
に
し
た
よ
う
な
感
じ

が
強
い
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
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学
が
参
考
に
な
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
す

ね
、
こ
れ
は
印
象
で
す
が
。
八
木
洋
一
先
生
ご
自
身
は

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
主
著Process and Reality (PR)

の

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
言
い
ま
す
か
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
を
ど

う
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
か
ら
聞

い
て
い
る
と
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
こ
う
い
う
こ
と
を

言
っ
て
い
る
な
と
直
感
的
に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

し
て
ね
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
に
照
ら
す
と
様
々
な

問
題
が
出
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
誠

一
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
秩
序
の
問
題
、
ボ
ー
ダ
ー
の

問
題
、
あ
る
い
は
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
と
は
何
か
と
い
っ

た
問
題
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
言
っ
て
い
る
の
は“The 

m
any becom

e one, and are increased by one.” (PR, 

21)

で
す
が
、
そ
う
い
う
形
で
統
合
化
の
「
化
」
と
言

っ
た
場
合
の
理
論
的
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
的
に
ロ
ジ
カ
ル
な
問
題
と
し
て
、
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
数
学
の
問
題
を
用
い
て
壮
大
な
る
コ

ス
モ
ロ
ジ
ー
を
描
い
て
い
て
、
仏
教
の
哲
学
や
様
々
な

哲
学
が
中
に
統
合
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
言
っ

と
か
日
本
語
で
言
い
表
せ
な
い
か
と
思
っ
て
一
番
近
い

の
は
「
交
わ
り
」
な
ん
で
す
が
、
交
わ
り
は
「
二
つ
も

の
が
一
つ
の
も
の
を
共
有
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で

は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
近
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、

な
に
か
少
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
違
っ
た
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
あ
る
か
ら
、「
交
わ
り
」
と
い
う
こ
と
を
展
開

し
て
フ
ロ
ン
ト
構
造
を
作
る
こ
と
だ
と
約
束
し
て
し
ま

え
ば
「
交
わ
り
」
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
か

な
と
思
い
ま
す
。
普
通
に
「
交
わ
り
」
と
言
う
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
遠
い
の
で
す
が
「
交
わ
り
」
と
言

っ
た
方
が
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
ね
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
っ
て
長
い
し
、
言
い
に
く
い
し
ね
、
ど
う
で

す
か
ね
。

武
田 

八
木
洋
一
先
生
の
ご
論
文
を
拝
見
し
ま
し
て
、
大
変
ボ

リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
も
の
で
わ
た
し
の
頭
も
活
性
化
し
た

よ
う
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
先
ほ
ど
の
「
統
合
化
プ

ロ
セ
ス
」
と
い
う
こ
と
で
「
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
言
葉

も
出
ま
し
た
が
、
読
ん
で
い
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲



 

前
提
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
で
両
者
は
如
何
に
関
係
す

る
の
か
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
立

場
が
虚
妄
な
る
も
の
だ
、
虚
仮
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ

と
を
言
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
最
初
に
関
係
あ
り
き
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
成
立
す
る
の
は
空
と
い

う
こ
と
だ
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
自
分
を
空
化

さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
ま
さ
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ど
う
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。
最
後
に
、
先
生

の
お
立
場
か
ら
宗
教
多
元
主
義
と
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と

い
う
の
を
ど
う
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
か
を
少
し
お
聞

き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

八
木
（
洋
）
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
件
で
す
が
、
僕
自
身
は
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
を
本
格
的
に
研
究
し
た
こ
と
は
全
く
な
い

で
す
。
田
中
先
生
の
『
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
』
を
読
ん
だ

く
ら
い
で
す
。
あ
と
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
象
徴
作
用

と
い
う
こ
と
が
私
の
言
葉
へ
の
関
心
と
重
な
っ
て
、『
象

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ジ
ョ
ン
・
カ
ブ
の

Beyond D
ialogue: Tow

ard a M
utual Transform

ation of 

Christianity and Buddhism
 

に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
ジ
ョ
ン
・
カ
ブ
の
言
っ
て
い
る“beyond”

と

い
う
前
に
、
や
は
り
対
話
と
い
う
と
き
に
、
た
と
え
ば

わ
た
し
は
仏
教
者
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
者
が
キ
リ
ス

ト
者
の
言
う
こ
と
を
聞
く
と
言
う
場
合
に
、
自
分
が
仏

教
徒
、
あ
る
い
は
念
仏
者
と
し
て
立
っ
て
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
言
い
分
を
聞
こ
う
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
態
度

で
は
真
に
創
造
的
な
対
話
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
わ
た
し
自
身
が
立
っ
て
い
る
仏
教
的
な
伝
統
、

念
仏
者
と
し
て
の
信
仰
を
あ
る
意
味
で
無
化
し
て
し
ま

う
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
者
の
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
が

な
い
と
、
本
当
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
キ
リ
ス
ト
教
の
立

場
か
ら
言
っ
て
お
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
真
実
を
聞
く

と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
対
立
・
対

峙
し
た
ま
ま
で
聞
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
仏
教

で
言
う
縁
起
論
的
な
立
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
縁
起
と

い
う
存
在
論
的
在
り
方
は
、
主
客
二
元
的
実
体
が
先
ず
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い
う
の
は
怪
し
く
て
、
結
局
は
お
互
い
本
来
の
対
話
が

成
り
立
た
な
い
、
勝
手
に
や
れ
と
い
う
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
ご
都
合
主
義
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
、
宗
教
が
本
来
果
た
す
べ
き
と
言
い
ま
す

か
、
宗
教
が
本
来
宗
教
で
あ
る
べ
き
宗
教
の
本
然
性
に

は
な
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

武
田 

社
会
と
い
う
の
も
、
さ
っ
き
誠
一
先
生
が
仰
っ
た
こ
と

も
、
僕
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
がsociety

と
言
っ
て
い
る

の
を
考
え
れ
ば
、
誠
一
先
生
は
体
自
体
が
統
合
だ
と
仰

っ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
に
ぴ

っ
た
り
だ
な
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
最
終
日

ま
で
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
学
会
そ
の
も
の
の
在
り

方
に
つ
い
て
少
し
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
頂
き
た
い
の
で

す
。
数
年
前
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
わ
た
し
は

来
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
学
会
に
つ
い
て
の

反
省
を
お
や
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
こ
の
学

会
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
ほ
ぼ
一
〇
年
か
一
五
年
ほ
ど
経

っ
た
頃
に
、
も
っ
と
こ
の
学
会
が
一
般
に
オ
ー
プ
ン
に

徴
作
用
』
を
翻
訳
で
読
ん
だ
程
度
で
し
て
、
彼
の
主
著

と
本
格
的
に
取
っ
組
み
合
い
し
て
読
ん
だ
こ
と
は
な
い

で
す
。
だ
か
ら
僕
が
書
い
た
も
の
に
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

の
直
接
的
な
影
響
関
係
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
統

合
化
プ
ロ
セ
ス
と
言
っ
た
と
き
に
そ
れ
は
ア
ク
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
ー
だ
、
働
き
に
関
し
て
は
徹
底
し
て
ア
ク
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
ー
だ
と
言
っ
た
と
き
に
、
ふ
っ
と
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
考
え
方
が
浮
か
び

ま
し
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
も
こ
う

い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
け
れ

ど
も
。
直
接
の
影
響
は
な
い
で
す
。
そ
れ
か
ら
対
話
に

関
し
て
は
、
先
生
の
仰
る
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
本

来
対
話
と
い
う
の
は
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
あ
る
。

で
す
か
ら
、
い
つ
も
統
合
化
の
働
き
、
僕
の
言
い
方
か

ら
す
れ
ば
「
開
即
閉
、
閉
即
開
」
の
働
き
が
そ
こ
に
働

き
出
た
と
こ
ろ
が
本
来
の
対
話
だ
と
僕
は
考
え
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
お
そ
ら
く
多
元
主
義
と
い
う
の
も
、
そ

う
い
う
観
点
か
ら
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
単
な
る
多
元
主
義
と
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木
洋
一
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

な
れ
ば
良
い
と
申
し
上
げ
た
ら
、
そ
う
で
な
い
方
が
よ

い
と
言
わ
れ
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
学
会
は
こ
れ

で
素
晴
ら
し
い
学
会
だ
と
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私

は
龍
谷
大
学
で
す
が
、
こ
こ
で
や
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

ど
れ
だ
け
龍
谷
大
学
の
中
で
、
若
い
研
究
者
や
院
生
た

ち
に
知
ら
れ
て
い
る
か
。
あ
る
い
は
、
数
年
前
、
京
都

宗
教
系
大
学
連
合
（K

-G
RU

S)

と
い
う
ユ
ニ
オ
ン
が
で

き
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
中
で
も
っ
と
誰
で
も
が
参
加

で
き
る
よ
う
な
、
誰
も
が
こ
う
い
う
異
宗
教
間
対
話
の

コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
自
由
に
参
加
で
き
る
よ
う
な
学

会
も
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
、
も
う
一
つ
別
に

パ
ブ
リ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
。
も
ち
ろ
ん
玉
石
混
交
に

な
る
と
思
い
ま
す
が
。
な
に
か
宗
教
と
社
会
と
い
う
も

の
を
考
え
た
場
合
に
、
対
話
と
い
う
の
を
も
っ
と
広
げ

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。

寺
尾	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
語
り
た
い
こ

と
は
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
八
木

洋
一
先
生
の
ご
発
表
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
八


