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が「
直
接
媒
介
」即
ち「
無
媒
介
の
媒
介
」の
哲
学
で
あ
る
こ
と
が
、

学
生
時
代
か
ら
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。

田
辺
元
氏
の
論
文
「
社
会
存
在
の
論
理
」（
一
九
三
四
年
）
で

は
未
だ
個
の
主
体
性
に
対
立
す
る
基
体
と
見
な
さ
れ
て
い
た

「
種
」
は
、論
文
「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
」（
一
九
三
七

年
）
で
は
「
絶
対
媒
介
の
否
定
契
機
」（
第
六
巻
、
四
七
八
頁
）
と

し
て
の
「
自
己
疎
外
の
原
理
」
と
補
正
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
補
正
後
も
、
田
辺
哲
学
に
お
け
る
「
種
」
は
、
現
実

の
歴
史
的
な
出
来
事
と
し
て
絶
対
媒
介
の
中
心
と
な
り
、
従
っ

て
国
家
や
民
族
や
各
種
の
グ
ル
ー
プ
等
の
、
つ
ま
り
類
や
個
の

疎
外
態
と
し
て
の
、「
種
」
の
レ
ベ
ル
で
の
問
題
追
究
か
ら
、
そ

れ
ら
の
絶
対
否
定
を
経
て
、
類
・
種
・
個
の
「
一
」
に
成
り
立

つ
開
け
が
開
か
れ
た
「
宗
教
哲
学
」
へ
の
道
が
歩
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
人
間
で
言
え
ば
、

は
じ
め
に

田
辺
元
博
士
の
哲
学
は
、
田
辺
博
士
が
西
田
幾
多
郎
博
士
（
以

下
、
敬
称
略
。「
氏
」
に
統
一
）
の
絶
対
無
の
「
場
所
の
論
理
」
の

哲
学
に
は
「
種
の
論
理
」
が
欠
け
て
い
る
と
批
判
し
た
こ
と
で

世
に
知
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
西
田
哲
学
が
自
己
と
世
界

の
自
覚
の
哲
学
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
田
辺
哲
学
は
「
行
為
と

実
践
」
の
哲
学
で
あ
る
と
共
に
、
ど
こ
ま
で
も
絶
対
媒
介
の
論

理
的
哲
学
で
あ
る
と
の
相
違
に
よ
っ
て
、
両
者
の
哲
学
の
相
違

が
世
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
発
表
者
の
私
に
と
っ

て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
田
辺
哲
学
は
、
常
に
歴
史
的
現

実
が
否
定
的
媒
介
と
な
っ
た
絶
対
媒
介
の
絶
対
無
の
哲
学
で
あ

り
、
西
田
哲
学
は
、
歴
史
的
現
実
が
媒
介
と
は
な
ら
な
い
、「
絶

対
現
在
」
な
い
し
「
永
遠
の
今
」
と
し
て
の
「
絶
対
無
」
自
ら

田
辺
哲
学
に
お
け
る
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
「
宗
教
哲
学
」

花
岡
永
子
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人
類
の
立
場
と
し
て
の
「
類
」
と
個
人
と
し
て
の
真
の
「
自
己
」

が
「
一
」
に
成
り
立
つ
絶
対
無
の
場
所
が
そ
こ
か
ら
開
け
る

「
純
粋
経
験
」
が
出
発
点
と
な
る
。
そ
し
て
、
西
田
氏
が
哲
学

者
の
ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eorg W
ilhelm

 FriedrichH
egel,

一
七
七
〇
年
～

一
八
三
一
年
）か
ら
借
り
て
き
た
用
語
に
従
え
ば
、「
自
発
自
転
的
」

に
「
純
粋
経
験
」
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
（Johann G

ottliebFichte, 

一
七
六
二
年
～
一
八
一
四
年
）
の
事
行(Tathandlung)

か
ら
ヒ
ン

ト
が
得
ら
れ
た
「
絶
対
意
志
」
へ
、
次
い
で
古
代
の
ギ
リ
シ
ア

哲
学
（
プ
ラ
ト
ン
のchora

）
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
「
場
所
」
の
考

え
に
至
り
、
こ
れ
が
具
体
化
さ
れ
て
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
と

表
現
さ
れ
，
さ
ら
に
こ
れ
が
、「
行
為
的
直
観
」
と
し
て
直
接
化

さ
れ
、
最
後
的
に
は
「
純
粋
経
験
」
の
世
界
は
「
歴
史
的
実
在

の
世
界
」
や
「
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
」（poiesis, 

創
造
的
に
も
の
を

作
る
こ
と
）
に
至
っ
て
い
る
。
田
辺
哲
学
は
、
懺
悔
道
と
し
て

の
哲
学
か
ら
死
復
活
の
哲
学
へ
と
転
換
し
て
行
く
が
、
常
に
死

復
活
を
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
「
受
け
取
り
直
し
」
の
意
味
で

の
「
反
復
」
を
繰
り
返
し
て
行
く
「
途
上
存
在
的
な
哲
学
」
で

あ
る
。
後
者
の
西
田
哲
学
は
、根
源
的
な
宗
教
経
験
で
あ
り
、「
絶

対
無
」
と
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
場
所
」
の
開
け
の

「
自
発
自
展
的
な
展
開
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
過
程
の
う

ち
で
「
非
連
続
の
連
続
」
と
い
う
歩
み
が
続
け
ら
れ
る
哲
学
で

あ
る
。
前
者
は
い
わ
ば
倫
理
の
次
元
で
の
、田
辺
氏
の
所
謂
「
絶

対
媒
介
」
と
し
て
の
歴
史
的
現
実
に
媒
介
さ
れ
続
け
、
死
復
活

を
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
意
味
で
受
け
取
り
直
し
て
行
く
哲
学

で
あ
り
、
後
者
は
宗
教
の
説
明
、
反
省
が
自
己
と
世
界
と
の
自

覚
に
お
い
て
続
け
ら
れ
て
行
く
根
源
的
な
「
哲
学
」
で
あ
る
。

悟
性
を
要
と
し
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
前
の
、
西
欧
の
主
流

の
実
体
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
は
、
情
意
に
よ
り
は
知

性
に
優
位
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
哲
学
の
思
惟
の
道
は
、
ど

こ
ま
で
も
歩
み
続
け
る
う
ち
に
究
極
的
に
は
、
例
え
ば
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
が
語
る
よ
う
に
、
力
つ
き
て
倒
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ

で
、
宗
教
へ
と
開
か
れ
た
道
へ
と
、
挫
折
し
た
哲
学
は
方
向
を

転
換
す
る
。
丁
度
、
利
己
的
な
自
己
愛
に
生
き
抜
こ
う
と
し
た

エ
ロ
ー
ス
の
道
が
挫
折
の
後
、
最
後
的
に
は
利
他
愛
へ
と
転
換

す
る
と
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
語
る
よ
う
に
。
し
か
し
な
が
ら
，

西
欧
の
カ
ン
ト
以
後
の
哲
学
と
も
対
決
し
て
、
東
西
の
哲
学
を

包
摂
し
得
る
新
た
な
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
哲
学
を
樹
立
し
よ

う
と
し
た
西
田
哲
学
に
は
、
自
発
自
展
開
的
に
展
開
し
て
行
く
、



72 

例
え
ば
、
華
厳
宗
の
四
（
種
）
法
界
の
「
理
事
無
礙

1

」）
の
境
涯
の

深
ま
り
行
く
向
上
の
哲
学
の
道
は
あ
っ
て
も
、
歴
史
的
現
実
や

そ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
化
の
渦
中
で
，
向
上
即
向
下2

や
往
還
一
如
の

思
索
は
積
極
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
田
辺
哲
学
は
、
臨
済

の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
常
に
歴
史
的
現
実
を
否
定
契
機
と
し
て

の
媒
介
と
す
る
と
い
う
意
味
で
「
途
中
に
」
在
り
、
仮
に
「
懺

悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
が
家
舎
と
理
解
さ
れ
得
る
な
ら
ば
、「
家

舍
を
離
れ
ず
」
と
理
解
さ
れ
得
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
家
舎
は
、

金
剛
経
に
於
け
る
如
き
「
応
無
処
住
而
生
其
心
」（「
将
に
住
む

処
な
く
し
て
，
そ
の
心
を
生
ず
」）
で
は
な
い
。
他
方
の
西
田
哲

学
で
は
、
再
び
華
厳
宗
の
用
語
を
借
り
れ
ば
，「
理
事
無
礙3

」
の

世
界
で
、
宗
教
の
説
明
、
反
省
と
い
う
「
哲
学
の
道
」
が
歩
ま

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
哲
学
者
の
上
記
の
二
つ
の
異

な
っ
た
哲
学
は
、
金
剛
経
の
語
る
「
応
無
処
住
而
生
其
心4
」
の

境
涯
に
よ
っ
て
初
め
て
共
に
、
そ
の
真
の
姿
が
発
揮
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

田
辺
哲
学
に
お
け
る
如
く
、
認
識
論
（
自
然
学
）、
形
而
上
学

（
存
在
学
）、
倫
理
学
（
実
践
）、
政
治
哲
学
、
歴
史
哲
学
、
美
学

（
芸
術
学
）
そ
し
て
神
学
（
宗
教
哲
学
）
へ
と5

、
一
歩
一
歩
と
す

べ
て
の
学
問
分
野
を
探
求
し
、
究
め
て
行
き
、
最
後
に
哲
学
の

死
復
活
で
あ
る
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
で
あ
る
「
宗
教
哲

学
」
へ
と
進
ん
で
行
く
道
は
、
余
程
の
才
能
や
環
境
に
恵
ま
れ

て
い
な
い
と
不
可
能
と
思
え
る
程
に
険
し
い
。
し
か
も
こ
の
道

は
、
歴
史
的
現
実
を
「
否
定
原
理
」
と
し
て
歩
む
宗
教
哲
学
の

道
で
あ
る
。
今
仮
に
、
現
実
の
世
界
が
「
下
」
の
レ
ベ
ル
と
理

解
さ
れ
得
、
絶
対
無
の
開
け
た
世
界
が
「
上
」
の
レ
ベ
ル
と
理

解
さ
れ
得
る
な
ら
ば
、
田
辺
哲
学
は
下
か
ら
の
哲
学
の
道
で
あ

り
、
西
田
哲
学
は
、
真
の
自
己
や
世
界
の
自
覚
に
自
覚
め
た
上

か
ら
の
哲
学
で
あ
る
。田
辺
哲
学
に
お
い
て
は
、「
宗
教
哲
学
」は
、

「
宗
教
の
哲
学
的
自
覚6

」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
他
方
の
西
田
哲
学
に
お
い
て
の
「
絶
対
無
の
場
所

の
論
理
」
に
貫
か
れ
た
「
自
覚
の
哲
学
」
に
つ
い
て
唯
ひ
た
す

ら
「
自
己
と
世
界
の
自
覚
」
の
道
を
歩
み
、「
自
己
と
世
界
」、「
一

と
多
」、「
物
質
と
精
神
」、
等
々
の
一
切
の
二
元
性
の
根
源
に
お

け
る
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
が
な
り
立
つ
「
開
け
」
か
ら
の
哲

学
の
道
も
、
田
辺
哲
学
の
道
に
劣
ら
ず
険
し
い
。
し
か
も
西
田

哲
学
で
は
、
哲
学
は
、
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
の
宗
教
の
説
明
、

反
省
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
宗
教
哲
学
は
、「
自
覚
の
哲
学
」
の
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出
発
点
に
「
純
粋
経
験
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

示
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
西
田
哲
学
全
体
か
ら
は
、
西
田
に

お
け
る
宗
教
哲
学
は
、
歴
史
的
現
実
を
否
定
契
機
と
し
て
媒
介

す
る
過
程
は
な
い
も
の
の
，
宗
教
を
根
幹
と
し
た
、
哲
学
の
「
非

思
量
の
思
量7

」
に
よ
る
宗
教
の
説
明
、
反
省
へ
の
途
上
に
あ
る

と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
理
」（
本
体
の

世
界
）
と
「
事
」(

現
象
の
世
界)
と
の
区
別
が
、い
わ
ば
「
家
舍
」

と
し
て
未
だ
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

学
の
道
に
励
も
う
と
す
る
人
は
誰
で
も
、
先
ず
田
辺
哲
学
に

お
け
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
的
な
悟
性
的
な
知
性
に
優
位
を
置
く

諸
学
問
に
携
わ
る
。
し
か
し
、
悟
性
の
み
を
基
礎
と
し
た
学
問

の
道
の
歩
み
は
、
そ
の
歩
み
に
よ
っ
て
「
真
の
自
己
」（
＝
万
物

に
通
底
す
る
、久
松
真
一
氏
の
用
語
に
従
え
ば
、「
無
相
の
自
己
」）

に
目
覚
め
よ
う
と
す
る
限
り
、
早
晩
行
き
詰
ま
る
。
と
い
う
の

も
、「
真
の
自
己
」
は
、
人
間
の
知
情
意
の
未
分
離
の
レ
ベ
ル
で

開
け
る
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
お
い
て
し
か
露
わ
と
な
り
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
西
田
哲
学
で
は
、
経
験
か

ら
個
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
従
っ
て
、
真
の
自
己
や
世
界
の
自

覚
の
道
で
歩
み
始
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
情
意
に
対
す
る
悟

性
的
な
知
性
に
優
位
が
置
か
れ
る
諸
学
問
は
究
極
的
に
は
挫
折

に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
諸
々
の
経
験
か
ら
形
成
さ

れ
て
く
る
個
は
，
こ
の
現
実
の
世
界
で
の
様
々
な
、
自
ら
の
「
自

覚
」
へ
の
歩
み
を
続
け
る
に
際
し
て
「
否
定
原
理
」
と
し
て
の

み
働
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
出
来
事
に
遭
遇
し
な
が
ら
、
諸
学

問
を
更
に
続
け
る
か
、
そ
れ
と
も
す
べ
て
を
投
げ
捨
て
て
、
只

管(

ひ
た
す
ら)

「
己
亊
究
明
」
の
道
へ
と
方
向
転
換
す
る
か
の

岐
路
に
立
た
さ
れ
る
。
西
田
哲
学
は
後
者
の
道
で
あ
る
の
に
対

し
て
、田
辺
哲
学
は
前
者
、つ
ま
り
諸
学
問
の
道
を
歩
み
続
け
て
、

最
後
に
哲
学
の
死
復
活
で
あ
る「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」へ
と
、

即
ち
「
宗
教
哲
学
」
へ
と
開
け
て
行
く
。
本
来
的
に
は
、「
己
亊

究
明
」か
ら「
世
界
の
自
覚
」が
開
け
て
く
る
西
田
哲
学
の
道
と
、

諸
学
問
の
探
求
の
後
に
哲
学
の
死
復
活
と
し
て
の
「
死
の
哲
学
」

と
し
て
の
「
宗
教
哲
学
」
の
道
と
が
同
時
的
で
あ
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
。
し
か
し
、
現
代
に
お
け
る
現
実
の
世
界
で
は
、
田
辺

哲
学
の
道
が
一
般
的
に
歩
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し,

Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（M

artin H
eidegger, 

一
八
八
九
年
～
一
九
七
六
年
）

が
指
摘
す
る
よ
う
な
，
現
代
世
界
の
合
理
性
や
利
害
損
得
に
基

づ
く
技
術
の
世
界
が
心
身
一
如
、
更
に
は
身
心
一
如
の
世
界
へ
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源
的
い
の
ち
」、「
永
遠
の
い
の
ち
」
が
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲

学
」
の
根
源
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
宗
教
哲
学
に
お
い
て
は
同

時
に
、
い
わ
ば
「
非
思
量
の
思
量
」
に
よ
っ
て
思
量
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
，「
懺

悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
と
、「
懺
悔
道
」
や
「
死
の
哲
学
」
か
ら

の
，
単
な
る
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
の
哲
学
へ
の
「
絶
対
批
判
」

と
の
両
立
は
、
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

京
大
時
代
の
発
表
者
の
学
生
時
代
の
指
導
教
授
で
あ
り
、
ま

た
そ
の
後
も
長
ら
く
ご
指
導
頂
い
た
西
谷
啓
治
氏
が
晩
年
屢
々
、

「
田
辺
先
生
の
問
題
、
課
題
は
未
解
決
の
ま
ま
だ
。
今
後
、
探
求

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
胸
深

く
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、「
種
の
論
理
」
の
「
絶
対
媒
介
の
哲
学
」

と
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
の
「
自
覚
の
哲
学
」
と
の
関
係

が
本
稿
に
よ
り
多
少
な
り
と
も
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
な
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
。

田
辺
哲
学
に
お
け
る
﹁
キ
リ
ス
ト
教
﹂

『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』（
一
九
四
六
年
出
版
）
以
後
は
、
田

辺
氏
は
、
宗
教
と
し
て
は
仏
教
よ
り
は
キ
リ
ス
ト
教
に
親
近
性

と
変
革
さ
れ
て
行
く
為
に
は
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
如
き
「
自

覚
の
哲
学
」
が
体
得
、
体
認
さ
れ
、
そ
の
自
覚
か
ら
の
現
実
の

世
界
の
変
革
が
望
ま
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
否
定
原
理

と
し
て
の
歴
史
的
現
実
が
世
界
の
絶
対
媒
介
と
な
っ
て
宗
教
哲

学
へ
と
開
け
て
行
こ
う
と
す
る
田
辺
哲
学
の
現
代
に
お
け
る
意

義
が
、
明
確
と
な
る
よ
う
に
、
本
稿
で
の
考
察
が
進
め
ら
れ
て

行
く
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
の
敗
戦
後
の
田
辺
哲
学
に
お
い
て
は
、
宗
教
哲
学
は
、

既
述
の
よ
う
に
「
宗
教
の
哲
学
的
自
覚
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
場
合
に
、
個
性
的
で
、
個
人
的
な
宗
教
と
普
遍
的
な
「
哲

学
的
自
覚
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
歴
史
的
現
実
が
絶
対
否
定
と

し
て
の
媒
介
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
哲
学
そ
の
も
の
が
死
し

て
新
た
に
蘇
る
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
へ
と
、
反
復
を
繰

り
返
し
つ
ゝ
、
転
換
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
転
換
の
中
心
は
、
歴
史

的
現
実
の
世
界
で
あ
る
倫
理
の
次
元
に
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
立
場
に
対
し
て
、
臨
済
（
臨
済
義
玄
、 

？
年
～
八
六
七
年-867

）

の
「
家
舍
を
離
れ
て
、
途
中
に
在
ら
ず
」
や
、
金
剛
経
の
「
応

無
処
住
而
生
其
心
」
の
境
涯
が
、
換
言
す
れ
ば
、
宗
教
的
な
「
根
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哲
学
の
要
と
な
っ
て
い
る
田
辺
哲
学
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス
の

死
復
活
を
要
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
性
こ
そ
が
Ａ
即
Ｅ
に

し
て
同
時
に
Ｅ
即
Ａ
が
可
能
と
な
る
特
殊
性
Ｂ
と
理
解
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
田
辺
宗
教
哲
学
で
は
、
念
仏
（
Ｅ
）
と
禅

（
Ａ
）
と
キ
リ
ス
ト
教
（
Ｂ
）
の
交
互
媒
介
か
ら
は
、
旧
来
の
で

は
な
く
、
新
し
い
可
能
性
と
し
て
の
真
実
な
る
「
念
仏
禅
」
が

生
れ
出
て
く
る
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、

念
仏
禅
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま

た
、『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス
の
「
神

の
国
」へ
の
信
仰
が
パ
ウ
ロ
に
よ
る「
救
主
の
イ
エ
ス
へ
の
信
仰
」

か
ら
区
別
さ
れ
て
、
前
者
へ
の
「
革
新
即
遡
源
」
の
必
要
性
が

主
張
さ
れ
て
い
る0

。

さ
て
、
田
辺
氏
が
最
終
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
親
近
感
を
覚

え
、「
な
り
つ
つ
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
」（ein w

erdender C
hrist

）

と
自
ら
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
田
辺

氏
の
「
種
の
論
理
」
が
、
非
合
理
的
な
歴
史
的
現
実
が
絶
対
の

否
定
原
理
と
し
て
の
媒
介
と
な
る
論
理
で
あ
る
「
社
会
存
在
の

論
理
」
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
「
世
界
存
在
の
存
在
論a

」
で
あ

る
故
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
世
界
存
在
の
存
在
論
」
に
お
い

を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
述
べ
て
い
る8

。
そ
の
理
由
は
、

「
社
会
核
心
の
根
柢
た
り
う
る
宗
教
は
、
宗
教
的
解
放
即
社
会
的

解
放
た
る
意
味
を
持
つ
と
こ
ろ
の
宗
教
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
措

い
て
の
他
に
現
存
し
な
い
こ
と
が
争
い
が
た
き
歴
史
的
事
実
で

あ
る
か
ら9

」
と
す
る
。
こ
の
深
い
、
本
質
的
な
根
拠
は
、
勿
論
、

田
辺
哲
学
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
が
考
察
さ
れ
る
場
合
に
も

基
礎
と
な
っ
て
い
る
絶
対
媒
介
の
論
理
と
し
て
の
「
種
の
論
理
」

に
基
づ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
親
近
感
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う

に
、『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』（
執
筆
は
出
版
の
約
一
年
半
前
）

で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
の
解
釈
か
ら
ヒ
ン
ト
が
得
ら

れ
た
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
が
、
歴
史
的
社
会
的
な
実
践

の
場
へ
と
開
け
て
行
き
、
遂
に
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ

と
歴
史
的
な
発
展
を
遂
げ
た
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
至

っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、『
田
辺
元
全
集
』
第
十
巻
の
『
キ
リ
ス

ト
教
の
辯
証
』
の
付
録
「
キ
リ
ス
ト
教
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
日

本
仏
教
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
念
仏
の
Ｅ(

「
個
」
の
立

場)

と
禅
の
Ａ
（「
普
遍
」
の
立
場
）
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教

が
そ
の
歴
史
性
の
故
に
Ｂ
（
特
殊
性
の
「
種
」
の
立
場
）
と
理

解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
現
実
性
が
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る
。
彼
に
お
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
悟
性
を
基
礎

に
お
く
知
の
哲
学
は
、
第
一
哲
学
と
名
づ
け
ら
れ
、
こ
の
第
一

哲
学
は
信
仰
と
愛
の
探
求
に
お
い
て
は
必
然
的
に
挫
折
し
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
所
謂
第
二
哲
学
へ
と
転
換
し
て
行
か
ざ
る
を

得
な
い
。
彼
の
第
二
哲
学
は
、
罪
の
現
実
的
可
能
性
を
要
と
し

て
い
る
。

田
辺
氏
の
論
文
「
種
の
論
理
と
世
界
図
式
」（
一
九
三
五
年
）

で
は
、「
無
の
場
所
は 

…
…..

個
体
共
存
の
場
面
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
い
か
な
る
種
も
そ
の
限
定
を
失
うc

」
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

「
種
こ
そ
歴
史
の
基
体
」
で
あ
り
、
種
の
論
理
こ
そ
基
体
の
論
理

と
し
て
「
歴
史
の
論
理
」
に
耐
え
る
と
考
察
さ
れ
て
い
たd

。
し

か
し
、「
懺
悔
道
の
哲
学
」
に
お
い
て
は
「
懺
悔
道
を
行
証
し
懺

悔
の
自
覚
に
深
めe

」、
社
会
存
在
論
と
し
て
の
「
種
の
論
理
」
に

「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
が
新
た
に
そ
の
根
拠
と
し
て
与
え
ら

れ
た
。
し
か
し
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』（
一
二
二
四
年
）
の
懺

悔
道
的
解
釈
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」

は
、
人
類
の
哲
学
に
ま
で
反
省
し
抜
か
れ
、
自
由
平
等
の
精
神

を
要
と
し
た
懺
悔
道
は
民
衆
の
哲
学
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
本
書
で
は
、「
大
非
即
大
悲f

」
の
行
信
証
が
宗
教
的
意
識

て
は
、「
世
界
を
存
在
の
媒
介
と
し
、
そ
の
空
間
的
契
機
を
時
間

的
主
体
の
媒
介
と
し
て
の
媒
体
と
な
すb

」
こ
と
に
よ
り
、
歴
史

と
社
会
と
個
人
と
を
こ
の
世
界
状
態
に
お
い
て
構
築
す
る
主
体

と
し
て
の
個
は
、
歴
史
的
基
体
を
変
化
さ
せ
る
実
践
に
お
い
て

存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
が
、
こ
の
存
在
論
に
根
拠
づ

け
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
最
適
と
理
解
さ
れ

て
い
る
。

さ
て
、
日
本
の
敗
戦
後
に
出
版
さ
れ
た
田
辺
元
著
の
キ
リ
ス

ト
教
に
関
す
る
主
要
な
著
書
と
し
て
は
、
以
下
の
四
書
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
即
ち
、『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』（
一
九
四
六
年
）、

『
実
存
と
愛
と
実
践
』（
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
辯
証
」（
一
九
四
八
年
）

そ
し
て
『
生
の
存
在
学
か
死
の
辯
証
法
か
』（
一
九
六
二
年
）
が
。

﹃
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
﹄
に
お
い
て

本
書
に
お
い
て
は
、
悟
性
的
な
知
性
の
、
い
わ
ば
純
粋
哲
学

が
七
花
八
裂
の
極
み
に
お
い
て
、
哲
学
が
死
復
活
の
後
に
蘇
る

「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
が
提
唱
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
所

謂
純
粋
哲
学
の
死
復
活
は
、
既
に
Ｓ
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（SØren 

K
ierkegaard, 

一
八
一
三
年
～
一
八
五
五
年
）
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
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「
社
会
的
実
践
」
が
契
機
と
な
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
辯
証
が
、

主
と
し
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
中
心
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
更
に
、
親
鸞
的
な
懺
悔
か
ら
、
主
と
し
て
実
存
の
「
単

独
者
性
」
と
「
無
」
の
キ
リ
ス
ト
教
の
実
存
に
関
す
る
論
究
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
信
行
証
の
三
一
的
統
一
に

反
応
す
る
、「
神
即
愛h

」
の
愛
と
「
神
に
対
す
る
愛
」
と
「
隣
人
愛
」

（M
t. 22, 36–40

）
と
の
三
一
性
か
ら
な
る
「
絶
対
無
即
愛
」
に
お

け
る
「
宗
教
の
原
理
」
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教

に
お
け
る
こ
の
愛
の
三
一
性
は
、
浄
土
真
宗
の
「
本
願
の
慈
悲
」

と
「
往
相
廻
向
」
と
「
還
相
廻
向
」
と
の
三
一
的
統
一
性
に
対

応
さ
せ
ら
れ
て
い
るi

。
本
書
で
は
、
愛
の
三
一
的
構
造
は
、
愛

の
行
信
証
の
三
者
の
交
互
媒
介
と
同
様
に
、
往
相
が
既
に
行
の

契
機
を
含
み
、
ま
た
逆
に
還
相
が
往
相
転
入
し
て
そ
の
媒
介
と

な
っ
て
い
る
と
い
う
、
往
還
二
相
の
交
互
循
環
的
関
係
が
示
さ

れ
て
い
るj

。
し
か
し
、
実
存
主
義
に
は
「
悲
」
の
面
が
乏
し
い

と
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、本
書
で
も
な
お
、パ
ウ
ロ
の
信
仰
は
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
同
一
性
的
、
永
遠
的
存
在
の
理
念

と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
イ
エ
ス
の
辯
証
法
的
な
キ
リ
ス
ト

の
本
質
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
は
、
現
世
の
歴
史
的

現
実
の
絶
対
否
定
と
い
う
媒
介
に
よ
っ
て
却
っ
て
歴
史
的
現
実

が
新
た
な
次
元
で
実
現
さ
れ
る
と
い
う
宗
教
的
意
識
が
成
就
さ

れ
、
大
悲
も
愛
も
成
就
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
宗
教
的
救
済
は
懺
悔
が
媒
介
と
な
っ
て
成
就
さ
れ

る
。
宗
教
的
救
済
は
大
非
と
い
う
否
定
転
換
に
お
い
て
初
め
て

現
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
真
の
「
絶
対
他
力
」
は
所
謂
「
自
力
」

を
媒
介
と
し
、
自
己
の
行
を
媒
介
と
し
て
信
証
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
本
書
に
お
け
る
「
絶
対
媒
介
」
は
懺
悔
で
あ
り
、

「
懺
悔
の
論
理
」
は
必
然
的
に
「
絶
対
批
判
」
に
到
ら
ね
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
るg

。
こ
の
点
に
お
い
て
、
哲
学
自
ら
の
死
復
活
が
、

哲
学
を
親
鸞
的
に
考
え
直
し
て
、
哲
学
そ
の
も
の
を
、
懺
悔
の

行
を
通
じ
て
他
力
信
仰
的
に
建
て
直
し
、
新
た
な
「
宗
教
哲
学
」

が
提
唱
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
は
哲
学
自
ら
の
立

場
の
懺
悔
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
最
後
的
帰
結
と
し
て
の
宗
教

哲
学
に
達
す
る
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。

﹃
実
存
と
愛
と
実
践
﹄
に
お
い
て

本
書
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
社
会
性
」
や
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哲
学
的
自
覚m

」
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
点
で
、
大
い
に
興
味

深
い
。
宗
教
は
個
性
的
、
個
人
的
な
面
で
あ
り
、
哲
学
的
自
覚

は
普
遍
的
な
面
で
あ
る
が
、
両
者
が
結
び
つ
く
と
、
新
た
な
宗

教
と
し
て
の
原
理
的
統
合
の
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
の
論
理
Ａ
に
よ
っ
て
、

宗
教
の
Ｅ
で
あ
る
実
存
に
対
し
、
可
能
な
道
が
開
か
れ
る
と
い

う
こ
と
が
、
換
言
す
れ
ば
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
の
立
場
で

の
哲
学
が
死
復
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲

学
」
で
あ
る
宗
教
哲
学
の
レ
ベ
ル
で
の
新
し
い
宗
教
の
可
能
性

が
開
き
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
本
書
で
の
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
非
神
話
化
」

に
つ
い
て
言
及
し
て
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
、

既
に
イ
エ
ス
の
「
神
の
国
の
信
仰
」
か
、
そ
れ
と
も
パ
ウ
ロ
の

自
我
の
死
復
活
と
い
う
絶
対
媒
介
を
通
し
て
の
パ
ウ
ロ
の
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
と
い
う
「
救
済
信
仰
」
か
、
と

い
う
考
察
に
お
い
て
、
次
い
で
、
浄
土
真
宗
の
「
本
願
の
慈
悲
」

と
「
往
相
の
廻
向
」
と
「
還
相
の
廻
向
」
と
の
三
一
性
と
、
キ

リ
ス
ト
教
に
お
け
る
愛
の
三
一
性
と
の
対
応
の
問
題
が
、
一
神

教
と
し
て
の
有
神
論
を
超
脱
し
て
、
他
宗
教
と
の
対
応
や
そ
の

と
し
て
の
自
覚
へ
と
戻
る
べ
き
で
あ
る
と
語
ら
れ
るk

。

﹃
キ
リ
ス
ト
教
の
辯
証
﹄
に
お
い
て

本
書
で
は
、
禅
と
浄
土
真
宗
の
相
互
媒
介
か
ら
生
ま
れ
出
る

念
仏
禅
の
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
る
。
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
箇

所
が
本
文
中
に
あ
る
。
即
ち
、

「
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
と
科
学
と
に
媒
介
さ
れ
て
発
達
し
来

た
っ
た
哲
学
の
論
理
が
、
禅
を
も
念
仏
を
も
共
に
解
体
し

て
、
そ
の
交
互
否
定
の
底
か
ら
新
た
に
両
者
の
媒
介
統
一
を

復
興
せ
し
め
、
復
活
即
創
造
の
意
味
に
於
い
て
、
念
仏
禅

の
原
理
的
統
合
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば 

…

… 

Ａ
即
Ｅ
、 

Ｅ
即
Ａ
の
転
換
的
統
一
が
可
能
と
な
る
こ
と

は
期
待
し
得
な
い
で
は
な
か
ろ
う
。
Ａ
の
無
即
愛
の
信
が
、

往
相
即
還
相
と
し
て
Ｅ
の
還
相
行
と
媒
介
せ
ら
れ
、
具
体

的
に
無
即
愛
の
実
存
恊
同
に
実
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
道
元

と
親
鸞
と
を
思
想
上
発
展
的
に
総
合
す
る
こ
と
必
ず
し
も

空
想
と
は
言
わ
れ
ま
いl

」
と
。

上
記
の
書
か
ら
五
年
後
の
『
哲
学
入
門
ー
補
説
第
三　

宗
教

哲
学　

倫
理
学
』
は
、
既
述
の
よ
う
に
、「
宗
教
哲
学
は
宗
教
の
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哲
学
の
自
力
か
ら
他
力
へ
の
転
換
に
お
い
て
親
鸞
に
導
か
れ

は
し
た
も
の
の
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
悔
俊
の
教
え
に
影
響

さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
対
す
る
親
近
感
に
至
り
、
キ
リ
ス

ト
教
と
の
対
決
に
達
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

社
会
革
新
の
根
柢
で
あ
り
得
る
宗
教
と
し
て
、
宗
教
的
解
放

即
社
会
的
解
放
の
意
味
を
持
つ
宗
教
は
、
田
辺
氏
に
よ
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
以
外
に
は
現
存
し
な
い
歴
史
的
事
実
と
見
な
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
大
乗
の
空
や
無
の
立
場
は
、
歴
史
的
種
的

社
会
の
倫
理
と
政
治
と
を
媒
介
と
し
な
い
結
果
、「
政
治
革
新
社

会
解
放
を
即
宗
教
的
解
放
に
転
ず
る
論
理
が
欠
け
るr

」
と
見
な

す
。
し
か
も
、
キ
リ
ス
ト
教
が
当
時
の
歴
史
的
使
命
を
果
し
得

る
た
め
に
は
、
科
学
理
論
と
徹
底
的
に
両
立
し
得
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
科
学
と
相
容
れ
な
い
神
話
的
要
素
が
完
全
に
払
い
棄
て

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
．「
神
を
人
格
的

意
志
と
信
ず
る
ユ
ダ
ヤ
教
的
有
神
論
か
ら
、
絶
対
媒
介
的
自
己

否
定
と
し
て
の
無
即
愛
を
信
ず
る
辯
証
法
的
行
信
へ
転
ず
る
こ

と
を
第
一
の
要
件s

」
と
見
な
し
、
そ
の
限
り
で
「
キ
リ
ス
ト
教

の
仏
教
化
が
必
要
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス

ト
教
は
、
仏
教
化
に
よ
っ
て
の
み
、
社
会
科
学
の
理
性
と
超
理

応
用n

の
問
題
と
し
て
、『
正
法
眼
蔵
の
哲
学
私
観
』（
一
九
三
九
年
）

以
来
、
明
確
に
な
っ
て
き
て
い
た
問
題
で
あ
る
。
田
辺
氏
は
、

禅
に
お
い
て
も
「
科
学
と
倫
理
と
を
公
案
と
し
て
歴
史
的
現
実

の
宗
教
的
行
道
を
媒
介o

」
と
す
る
と
考
え
、「
禅
の
行
道
が
本
来

死
即
生
の
転
換
を
要
求
す
るp

と
見
な
し
て
、
禅
の
助
け
に
も
言

及
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
書
に
お
い
て
「
終
末
論
の
非
神
話
化
」
が
ど
の

よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
田
辺
氏
の
宗
教
哲
学
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
歴

史
的
現
実
が
否
定
原
理
と
し
て
の
「
絶
対
媒
介
」（
こ
の
用
語
の

初
出
は
一
九
三
六
年
の
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」）
と
し
て
働

い
て
い
る
。
従
っ
て
、
田
辺
氏
は
、
敗
戦
の
約
一
年
前
に
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
即
ち
、

「
国
連
の
緊
迫
と
思
想
者
の
任
務
と
の
間
に
板
挟
み
と
な
っ

て
、
私
は
自
己
の
哲
学
思
想
に
行
詰
ま
り
を
感
じ
、
絶
望
の
極
、

懺
悔
の
自
己
放
棄
に
出
づ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
く
『
懺
悔
道

と
し
て
の
哲
学
』
に
再
出
発
せ
し
め
ら
れ
と
同
時
に
、
今
ま
で

見
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
福
音
の
真
理
に
、
始
め
て

眼
を
開
か
れ
る
よ
う
な
感
を
懐
い
たq

」
と
。
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は
後
者
の
辯
証
が
妥
当
す
る
。
そ
し
て
、即
自
態
と
し
て
の
「
神

に
対
す
る
愛
」
と
対
自
態
と
し
て
の
「
隣
人
愛
」
と
が
、
絶
対

否
定
と
し
て
の
絶
対
媒
介
で
あ
る
自
我
の
死
の
後
、
全
く
新
た

に
即
自
且
対
自
態
と
し
て
の
「
真
の
自
己
」
に
復
活
す
る
た
め

に
は
、
田
辺
氏
に
従
え
ば
、
聖
書
の
非
神
話
化
が
必
要
な
の
で

あ
る
。
こ
の
辯
証
（
以
下
、
弁
証
と
略
記
）
は
、
弁
証
法
的
に
遂

行
さ
れ
る
無
即
愛
、
愛
即
無
の
「
実
践
的
統
一
の
自
覚u

」
と
表

現
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
は
、
こ
の
「
実
践
的
統
一
の

自
覚
」
の
う
ち
で
、
絶
対
無
が
時
間
的
生
死
転
換
の
自
己
犠
牲

的
苦
悩
を
嘗
め
な
が
ら
、「
苦
悩
即
歓
喜
」
と
い
う
愛
の
統
一
を
、

永
遠
の
動
的
反
復
即
創
造
、
空
化
即
充
実v

と
い
う
歴
史
的
、
具

体
的
な
永
遠
の
動
性
の
中
で
、
実
現
さ
れ
て
行
く
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
は
、
悔
い
改
め
の
即

自
態
と
、
死
復
活
の
対
自
態
と
の
、
罪
の
自
覚
と
い
う
媒
介
に

よ
っ
て
統
一
さ
れ
、
即
自
且
対
自
態
と
し
て
成
り
立
つ
。
そ
こ

に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
の
み
可
能
な
「
社
会
的
連
帯
の
自
覚
」、

「
自
己
犠
牲
的
愛
の
統
一
」
と
い
う
媒
介
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の

弁
証
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
。
田
辺
氏
に
よ
れ
ば
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
理
性
的
で
直
接
的
な
同
一
性
は
、
ヘ
ブ

性
的
即
理
性
的
に
統
一
さ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
統
一
は
、
類
の
立
場
で
の
連
帯
責
任
の
自
覚
と
、
種
の

立
場
で
の
闘
争
の
不
可
避
性
に
対
す
る
連
帯
懺
悔
と
に
よ
っ
て
、

愛
の
自
己
否
定
即
肯
定
の
協
同
統
一
に
復
活
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
類
、
種
、
個
の
媒
介
は
、

愛
と
闘
争
と
自
由
と
の
三
一
的
交
互
媒
介
に
よ
っ
て
具
体
化
さ

れ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
相
互
媒
介
に
よ
っ
て
田
辺
氏
の
弁
証
法
的
実
践

哲
学
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
科
学
と
相

容
れ
な
い
神
話
的
要
素
が
完
全
に
払
い
棄
て
ら
れ
た
、
主
と

し
て
Ｒ
・
プ
ル
ト
マ
ン
（Rudolf K

arl Bultm
ann, 
一
八
八
四
年
～

一
九
七
六
年
）
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
田
辺
氏
の
終
末
論
の
「
非
神

話
化
」
が
、
こ
こ
で
簡
単
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
辯
証
』
で
は
、
辨
証
と
辯

証
と
が
峻
別
さ
れ
て
い
る
。
辨
証
は
、
単
に
対
象
的
存
在
の
対

立
契
機
を
分
別
し
て
そ
の
関
係
を
客
観
的
に
実
証
す
る
思
惟
操

作
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
辯
証
は
、
自
立
主
体
の
自
由
で

自
発
的
な
連
帯
協
力
に
よ
っ
て
、
社
会
の
超
越
的
霊
的
社
会
建

設
が
行
わ
れ
る
べ
き
実
践
的
自
覚
で
あ
るt

。
無
論
、
田
辺
氏
で
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る
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
か
ら
、
イ
エ
ス
の
神
の
国
の

福
音
へ
と
遡
及
し
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
有
神
論
（
な
い

し
有
の
人
格
神
）
に
対
し
て
は
、「
愛
の
三
一
性
」
や
「
絶
対
無

即
愛
」
が
、
既
に
、
非
神
話
化
の
問
題
の
連
関
の
う
ち
で
論
究

さ
れ
た
が
、
本
書
に
お
け
る
「
終
末
論
の
非
神
話
化
」
は
、「
特

殊
と
し
て
の
歴
史
性
」
と
係
わ
る
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単

な
る
理
性
の
限
界
内
で
の
、
歴
史
を
地
盤
と
す
る
、
倫
理
と
宗

教
と
の
転
換
媒
介
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
神
の

国
の
終
末
性
は
、
そ
の
待
望
か
ら
現
世
が
否
定
さ
れ
て
却
っ
て

「
神
の
国
へ
の
救
済
」
へ
の
転
換
が
可
能
と
な
る
。
旧
約
聖
書
の

正
義
の
神
が
新
約
聖
書
の
福
音
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
る
。
イ
エ

ス
の
終
末
論
的
意
識
が
、
十
字
架
上
の
死
を
も
っ
て
、
永
遠
の

生
で
あ
る
天
国
へ
の
救
済
に
対
す
る
媒
介
と
な
る
信
仰
を
確
立

し
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
倫
理
的
宗
教
か
ら
、
新

た
に
宗
教
的
倫
理
へ
の
転
換
が
生
じ
、
ま
た
、
悔
い
改
め
は
同

一
性
の
立
場
で
の
倫
理
的
後
悔
（regret, R

eue

）
か
ら
、
宗
教

的
懺
悔
（repentance, Buße

）
に
転
化
し
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。（
第
十
巻
、
一
一
八
頁
）
つ
ま
り
、
人
間
世
界
の
愛
に
よ

る
霊
的
協
同
へ
の
転
換
の
為
の
努
力
と
そ
の
失
敗
を
媒
介
と
し

ラ
イ
的
な
原
罪
的
根
元
的
悪
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
両
者
の
弁

証
の
総
合
的
段
階
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
の
自
己
否
定
的

（
空
化
的
）統
一
へ
と
歴
史
的
に
転
ぜ
ら
れ
た
。し
か
し
、こ
こ
で
、

東
洋
の
禅
に
お
け
る
「
無
の
即
自
的
行
証
」
が
、
つ
ま
り
自
ら

行
的
に
自
己
の
無
に
お
い
て
絶
対
無
が
具
体
化
さ
れ
、
媒
介
さ

れ
、
対
自
的
に
無
が
自
覚
実
証
さ
れ
る
こ
と
が
、
即
ち
、
絶
対

無
の
行
的
転
換
で
の
有
即
無
、
無
即
有
、
か
つ
他
即
自
、
自
即

他
の
自
覚
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
仏
教
化
す
る
必
要
の
一
側
面
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
るw

。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
禅
が
無
の
原

理
を
徹
底
的
に
実
現
し
て
行
く
方
向
を
、
歴
史
的
必
然
を
媒
介

と
し
な
い
抽
象
的
な
「
無
歴
史
的
日
常
性
の
無
差
別
平
等
化
」

と
し
て
、
批
判
す
る
。
禅
が
歴
史
的
に
倫
理
化
さ
れ
、
修
道
が

具
体
的
に
実
践
化
し
、
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
に
よ
っ
て

禅
自
ら
が
具
体
化
す
る
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
と
理
解

さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
、無
の
普
遍
と
愛
の
個
別
と
を
媒
介
す
る
、

特
殊
と
し
て
の
歴
史
性
に
相
応
す
る
宗
教
形
態
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
。

さ
て
、
特
殊
と
し
て
の
歴
史
性
に
相
応
す
る
宗
教
形
態
と
し

て
は
、「
イ
エ
ス
か
パ
ウ
ロ
か
」
の
問
題
で
は
、
パ
ウ
ロ
に
お
け
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の
意
味
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
弁
証
な
く

し
て
は
実
現
さ
れ
得
ず
、
従
っ
て
、
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
の

媒
介
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
、
宗
教
と
哲
学
と
は
必
然
的
に
交

互
的
分
極
浸
透
の
弁
証
法
的
関
係
の
う
ち
で
理
解
さ
れ
て
い
るz

。

ま
た
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
単
な
る
理
性
に
基
づ
く
倫
理
も
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
意
味
で
の
信
仰
の
創
造
的
な
「
反
復
」
と

い
う
行
的
動
態
の
う
ち
で
、
神
の
国
の
終
末
性
が
可
能
と
な
る

と
さ
れ
、神
の
国
が
最
期
の
審
判
の
日
に
到
来
す
る
と
い
う
「
神

話
」
が
非
神
話
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
愛
の
自
己
犠
牲

的
な
行
為
に
よ
っ
て
自
己
否
定
や
自
己
放
棄
が
弁
証
法
的
に
対

自
的
と
な
り
、
絶
対
無
即
愛
の
神
の
国
が
実
現
さ
れ
、
神
の
国

の
成
就
は
愛
の
霊
的
協
同
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
更
に
、
こ

の
世
に
お
け
る
過
去
が
、
イ
エ
ス
の
復
活
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ

こ
と
も
、
過
去
が
無
の
深
淵
に
よ
っ
て
断
絶
さ
れ
、
永
遠
に
よ

っ
て
切
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
造
的
に
回
復
さ
れ
る
と
い

う
非
神
話
化
が
行
わ
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
受
難
後
の
復
活
も
、

現
在
の
死
と
未
来
の
永
遠
と
が
復
活
に
よ
っ
て
分
か
た
れ
な
が

ら
繋
が
り
、
永
遠
が
時
間
に
入
り
込
む
転
換
的
切
点
と
し
て
、

非
神
話
化
さ
れ
て
い
る
。

て
の
み
、
神
の
国
の
終
末
性
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の

逆
説
が
、「
弁
証
法
的
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
キ
リ

ス
ト
教
の
「
弁
証
」
は
、「
絶
対
の
自
己
否
定
的
媒
介
即
根
源
自

覚x

」と
表
現
さ
れ
、か
つ
終
末
論
そ
の
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
の
方
法
の
自
覚
は
、
弁
証
の
歴

史
的
媒
介
性y

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
に
つ
い
て
の
理
解

も
、
本
書
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
が
媒
介
と
な
っ
て
、
終
末

論
は
、
キ
リ
ス
ト
の
素
朴
実
在
論
的
意
味
か
ら
パ
ウ
ロ
の
自
覚

存
在
論
的
意
味
に
転
ぜ
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ

に
、
俗
流
的
時
間
が
否
定
さ
れ
て
、
絶
対
無
の
否
定
的
転
換
が

行
ぜ
ら
れ
る
創
造
的
切
断
と
し
て
の
、
真
に
弁
証
法
的
な
「
中

間
時
」（
第
十
巻
、
一
一
三
頁
）
の
自
覚
が
到
達
さ
れ
た
と
理
解

さ
れ
る
。
こ
れ
は
種
か
ら
類
へ
の
転
換
で
あ
り
、
こ
れ
が
パ
ウ

ロ
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
が
世
界
宗
教
と
な
る
働
き
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。
ま
た
、
信
仰
の
内
容
や
信
仰
そ
の
も
の
の
形
式
的
構

造
も
、
弁
証
法
的
、
否
定
媒
介
的
で
あ
り
、
信
仰
の
成
立
も
生

成
即
行
為
の
実
存
的
弁
証
法
で
あ
り
、
完
成
は
即
未
完
、
未
完

即
既
成
で
あ
り
続
け
、
不
断
の
創
造
的
反
復
と
い
う
行
的
動
態

の
う
ち
に
成
り
立
つ
と
、
非
神
話
化
論
的
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
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よ
っ
て
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
永
遠
の
自

己
否
定
的
無
が
時
の
成
立
根
源
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
無
が
自
覚

的
現
成
と
し
て
「
無
の
象
徴
」
と
な
り
、
こ
の
必
然
性
が
自
己

に
お
い
て
そ
の
ま
ま
自
由
の
決
断
と
し
て
行
ぜ
ら
れ
る
。
そ
の

場
合
、キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
け
る「
反
復
」が
永
遠
に
対
す
る「
宗

教
的
範
疇D

」
と
見
な
さ
れ
、「
反
復
」
に
お
い
て
死
の
哲
学
の
自

由
が
生
ま
れ
て
く
る
。
更
に
、キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
「
反

復
」
は
死
復
活
の
「
実
践
的
自
覚
」
の
弁
証
法
的
概
念
と
見
な

さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
思
索
と
存
在
」
と
の
同
一

命
題
に
対
す
る
理
解
は
、
こ
の
命
題
を
単
に
無
媒
介
に
跳
躍
的

に
提
出
さ
れ
た
観
念
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
、
田
辺
氏
は
批

判
し
て
い
る
。
田
辺
氏
は
、パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
同
一
命
題
は
「
突

如
」
と
し
て
観
念
即
実
在
的
に
突
破
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

がE

、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
解
に
は
思
索
と
存
在
の
間
に
、
観
念
そ

れ
自
身
が
実
在
を
媒
介
契
機
に
含
ん
だ
交
互
挿
入
転
換
が
な
い

と
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
解
釈

に
は
、
無
の
象
徴
性
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
文「
同
一
性
原
理
」（
一
九
五
七

本
書
に
お
い
て
は
、「
愛
が
類
、
当
為
が
種
、
自
由
が
個
の
論

理
的
形
式
的
契
機
に
相
当
す
る
実
存
的
契
機
と
し
て
、
三
者
交

互
に
相
媒
介
し
、
以
て
絶
対
媒
介A

」
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
種
の
立
場
の
闘
争
と
個
の
立
場
の
自
由
と
類
の
立
場
の

愛
と
が
相
互
に
媒
介
さ
れ
て
、
類
種
個
の
三
一
的
統
一
が
成
り

立
つ
。
因
に
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
個
の
媒
介
に
よ
り
種
的

同
一
性
が
絶
対
否
定
さ
れ
、類
の
絶
対
無
性
に
高
め
ら
れ
る
「
信

條
の
辯
証
」
と
理
解
さ
れ
て
い
るB

。
ま
た
、
本
著
書
の
最
終
部

分
で
は
、
イ
エ
ス
の
即
自
的
な
福
音
が
パ
ウ
ロ
の
対
自
的
な
神

学
に
発
展
し
、
パ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
信
仰
に
よ
っ
て
、
却
っ
て

イ
エ
ス
の
福
音
が
世
界
宗
教
へ
と
弁
証
法
的
に
転
換
す
る
こ
と

も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
因
に
、
論
理
的
関
係
に
お
い
て
は
、
宗

教
は
個
の
立
場
、
宗
教
哲
学
は
普
遍
の
立
場
、
そ
し
て
神
学
は

特
殊
の
立
場
と
な
っ
て
い
るC

。

﹃
生
の
存
在
学
か
死
の
辯
証
法
か
﹄
に
お
い
て

本
書
に
お
い
て
は
、「
生
の
存
在
学
」
の
終
末
と
し
て
の
死
に

よ
っ
て
復
活
す
る
「
死
の
辯
証
法
」
が
、
自
己
否
定
的
無
の
、

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
永
遠
と
理
解
し
た
意
味
で
の
「
反
復
」
に
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の
存
在
論
を
解
釈
学
的
に
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
無

に
よ
る
自
己
否
定
の
媒
介
を
経
て
い
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

グ
ノ
ー
シ
ス
的
な
直
接
の
神
人
冥
合
で
は
な
く
、
無
の
象
徴
で

あ
る
、
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
の
死
復
活
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
る

絶
対
無
即
愛
が
田
辺
氏
の
弁
証
論
の
要
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ

て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
命
題
解
釈
に
お
い
て
も
、

無
を
根
柢
と
す
る
自
己
否
定
的
転
換
媒
介
が
認
め
ら
れ
な
い
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

田
辺
哲
学
に
お
け
る
﹁
宗
教
哲
学
﹂

田
辺
哲
学
に
お
い
て
は
、
哲
学
は
、
宗
教
と
同
様
に
、
絶
対

と
相
対
と
の
関
係
の
自
覚
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

哲
学
と
宗
教
と
の
相
違
は
、
哲
学
で
は
歴
史
的
現
実
が
絶
対
媒

介
の
否
定
契
機
と
し
て
の「
自
己
疎
外
の
原
理
」と
な
っ
て
お
り
、

「
絶
対
弁
証
法
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
事
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う

に
、
宗
教
哲
学
は
、
宗
教
の
哲
学
的
自
覚
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
宗
教
は
、
最
終
的
に
は
、
西
欧
思
想
の
有
の
立
場
、「
生

の
存
在
学
」
か
ら
菩
薩
道
に
よ
っ
て
日
々
形
成
さ
れ
る
「
死
復

活
の
交
わ
り
」
の
世
界
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
十
世

年
）
や
他
の
諸
論
文
か
ら
判
断
す
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想

が
弁
証
法
的
に
進
展
し
て
い
る
こ
と
は
、
田
辺
氏
に
よ
っ
て
認

め
ら
れ
て
は
い
る
。
け
れ
ど
も
、
田
辺
氏
は
、
歴
史
理
解
に
関

し
て
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
弁
証
法
的
終
末
論
の
方
が
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
の
性
起
（Ereignis
）
の
説
よ
り
は
適
切
と
考
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
仏
教
の
菩
薩
道
は
、
自
己
の
悟
道
よ
り
も
先
に

他
者
の
悟
道
を
意
図
す
る
「
忍
」
に
よ
っ
て
「
絶
対
否
定
即
肯

定
」
に
人
間
存
在
を
転
じ
、
苦
悩
の
底
に
「
自
他
協
同
解
脱
の

歓
喜
を
自
証
せ
し
めF

」、
死
復
活
の
実
存
協
同
へ
の
希
望
を
与
え

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
近
世
の
「
生
」
本
位
、
科
学
技
術
万

能
時
代
は
、
既
に
田
辺
氏
の
時
代
に
終
末
に
臨
ん
で
い
る
と
理

解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
、「
禅
」
は
、
二
律
背
反

的
矛
盾
を
「
忍
」
に
お
い
て
越
え
、
死
復
活
的
に
そ
れ
を
突
破

す
る
の
で
あ
る
と
、
科
学
を
回
避
す
る
の
で
は
な
く
、
二
律
背

反
の
限
界
を
押
し
進
め
て
徹
底
突
破
す
る
と
、
菩
薩
道
の
死
復

活
的
弁
証
法
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
弁
証
法
は
死
復
活
の
自
覚

で
あ
り
、
絶
対
無
即
愛
の
絶
対
媒
介
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
故
に
、

ブ
ル
ト
マ
ン
に
お
け
る
解
釈
の
底
流
で
あ
る
グ
ノ
ー
シ
ス
的
意

味
で
の
死
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
転
回(K

ehre)

も
、
究
極
的
に
は
有
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て
い
る
。
宗
教
は
個
別
の
、
神
学
は
特
殊
の
、
宗
教
哲
学
は
普

遍
の
、
そ
れ
ぞ
れ
立
場
で
、
イ
エ
ス
の
「
神
の
国
信
仰
」
と
い

う
福
音
が
、
パ
ウ
ロ
の
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
済
信
仰
の
特
殊

性
に
媒
介
さ
れ
て
、
さ
ら
に
、
ヨ
ハ
ネ
の
神
学
に
よ
っ
て
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
化
さ
れ
て
究
極
的
に
は
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
に

蘇
っ
た
普
遍
の
立
場
と
し
て
の
宗
教
哲
学
は
、
光
、
生
命
、
愛

の
神
学
へ
と
普
遍
化
さ
れ
て
行
っ
た
と
い
うH

。
し
か
し
、
他
方

の
仏
教
は
、
歴
史
的
現
実
と
の
媒
介
関
係
に
乏
し
い
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。田
辺
氏
は
、そ
の
当
時
の
宗
教
哲
学
の
課
題
を
、

宗
教
と
倫
理
と
科
学
と
の
歴
史
的
実
践
的
媒
介
に
係
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
科
学
か
ら
解
放
さ
れ
た
『
死
の
哲
学
』
が
ど
こ
ま

で
も
、
受
け
取
り
直
す
と
い
う
意
味
で
の
反
復
に
お
い
て
考
察

す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

田 

辺
哲
学
に
お
け
る
﹁
宗
教
哲
学
﹂
の
特
徴  

―
―
西
田
哲
学
と
の
比
較
に
お
い
て

田
辺
哲
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
見
方
と
、
哲
学
が
生
ま

れ
な
が
ら
の
理
性
の
「
七
花
八
裂
」（
第
七
巻
、
二
三
五
頁
）、
つ

ま
り
死
復
活
を
遂
げ
た
「
懺
悔
道
の
哲
学
」
と
「
死
の
弁
証
法
」

紀
の
原
子
力
の｢

死
の
時
代｣

が
突
破
さ
れ
る
為
に
、
復
活
還

相
し
て
、
諸
宗
教
が
更
に
思
想
化
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

さ
て
、『
哲
学
入
門-

補
説
三 

宗
教
哲
学 

倫
理
学
』
に
お
い

て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
世
界
の
二

大
宗
教
と
さ
れ
、
仏
教
は
生
死
か
ら
の
離
脱
で
成
り
立
つ
宗
教

で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
は
罪
と
罰
か
ら
の
救
済
か
ら
成
り
立
つ

福
音
（
神
の
国
信
仰
）
の
宗
教
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

キ
リ
ス
ト
教
は
、
神
の
国
の
到
来
と
い
う
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神

史
観
や
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
と
同
様
に
、
終
末
観
と
い
う
理

想
主
義
的
な
世
界
観
を
基
礎
と
し
た
有
の
立
場
と
見
な
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、無
難
禅
師
（
一
六
〇
三
年
～
一
六
七
六
年
）
の
「
生

き
な
が
ら
死し
び
と人
と
な
り
て 

な
り
は
て
て 

お
も
ひ
の
ま
ま
に 
す

る
わ
ざ
ぞ
よ
きG

」に
見
ら
れ
る
境
涯
が
、パ
ウ
ロ
の「
我
々
は
日
々

に
死
す
」（I C

or., 15,31

、新
共
同
訳
：
わ
た
し
は
日
々
死
ん
で
い
ま
す
。）

と
語
ら
れ
て
い
る
境
涯
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
キ
リ

ス
ト
の
復
活
は
、
キ
リ
ス
ト
自
身
の
信
仰
行
為
が
実
在
化
し
た

も
の
で
あ
り
、
更
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
種
々
の
矛
盾
や

困
難
が
弁
証
法
的
に
解
決
さ
れ
て
行
く
場
合
に
は
、
神
は
有
の

神
か
ら
無
の
神
へ
と
転
じ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
と
理
解
さ
れ
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相
互
媒
介
的
「
一
」
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
種
の
論
理
に
お
い
て
は
「
繋
辞
の
論
理
」（
第
七
巻
、

三
五
七
頁
）
も
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
よ
う
な
繋
辞
（copula

）

に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
主
語
と
述
語
と
の
可
逆
的
関
係
で
は
な
く
、

主
語
と
述
語
以
外
の
第
三
の
要
素
で
あ
る
「
種
」
の
自
己
媒
介

が
中
心
と
な
る
。
つ
ま
り
、「
種
」
が
、
死
復
活
に
よ
る
「
生

命
の
有
即
無
、
無
即
有
」
の
転
換
帰
還
す
る
否
定
的
循
環
と
い

う
自
己
媒
介
と
な
っ
て
い
る
。「
種
」
は
、
類
と
個
の
自
己
疎
外

の
否
定
原
理
と
し
て
中
心
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
田

辺
哲
学
の
判
断
論
理
に
お
い
て
は
、
主
語
存
在
と
し
て
の
個
と
、

述
語
概
念
と
し
て
の
類
と
を
、
否
定
的
に
媒
介
統
一
す
る
繋
辞

は
、「
種
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
例
と
し
て
キ
リ
ス

ト
教
を
挙
げ
れ
ば
、
イ
エ
ス
と
い
う
個
と
、
神
の
国
と
い
う
類

概
念
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
パ
ウ
ロ
に
よ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

を
迫
害
す
る
こ
と
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
を
異
教
徒
へ
と
宣
教
す

る
と
い
う
否
定
的
媒
介
を
経
て
、
個
と
種
と
類
と
い
う
三
者
の

「
一
」
的
発
展
が
遂
げ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
田
哲
学
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
に
お
い

て
は
、
類
と
個
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
が
い
わ
ば
「
無
媒

に
よ
っ
て
成
り
立
つ｢

宗
教
哲
学｣

を
、
１
と
２
に
お
い
て
ご

く
簡
単
に
理
解
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
次
に
、
そ
の
特
徴
が
明

確
に
な
る
よ
う
に
、
西
田
哲
学
と
の
比
較
に
お
い
て
重
要
と
思

わ
れ
る
、
以
下
の
主
な
諸
点
の
み
に
つ
い
て
考
察
が
進
め
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

媒
介
と
無
媒
介
の
媒
介　

田
辺
哲
学
で
の
「
論
理
」
は
、
特
殊
を
普
遍
（
絶
対
無
）
に

よ
っ
て
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
（
第
七
巻
、「
種
の
論

理
」
論
文
集
Ⅱ
「
種
の
論
理
の
辯
証
法
」、
一
九
四
七
年
、 327

頁
）
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
種
の
論
理
」
は
、
種
が
類
と
個
と

の
自
己
疎
外
態
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
類
と

個
の
分
離
対
立
が
媒
介
さ
れ
る
論
理
で
あ
る
（
第
七
巻
、
三
四
九

頁
）
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、「
種
」
の
レ
ベ
ル
の
歴

史
的
現
実
が
絶
対
媒
介I

と
な
り
、
絶
対
媒
介
の
否
定
契
機
と
し

て
の
「
自
己
疎
外
の
原
理
」
が
、哲
学
の
核
心
に
置
か
れ
て
い
る
。

田
辺
哲
学
に
お
け
る
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
は
、
我
執
に
死
に

切
っ
て
他
者
の
た
め
に
自
ら
を
捧
げ
る
愛
の
実
践
と
い
う
宗
教

的
行
、
つ
ま
り
社
会
的
実
践
に
よ
り
復
活
し
、
個
と
種
と
類
の
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の
い
わ
ば
哲
学
の
世
界
に
受
け
取
り
直
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

「
理
事
無
礙
」
の
世
界
に
お
け
る
創
造
的
な
働
き
の
世
界
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
得
る
。

田
辺
哲
学
に
見
ら
れ
る
如
き
絶
対
媒
介
の
哲
学
と
、
西
田
哲

学
に
見
ら
れ
る
如
き
根
源
的
な
宗
教
経
験
か
ら
の
自
発
自
転
的

に
展
開
さ
れ
て
行
く
、
究
極
的
に
は
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る

も
の
へ
と
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
世
界
に
生
き
抜
こ
う
と
す
る
「
自

己
と
世
界
」
の
「
自
覚
の
哲
学
」
と
は
、
後
者
が
基
礎
と
な
っ

て
初
め
て
前
者
の
絶
対
媒
介
に
よ
る
、「
懺
悔
道
の
哲
学
」
か
ら

｢

死
の
哲
学｣

に
至
る
哲
学
が
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
。
と

い
う
の
も
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
一
方
で
は
、
懺
悔
と
、「
懺

悔
道
の
哲
学
」
か
ら｢

死
の
哲
学｣

に
至
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
、

生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
に
よ
る
「
生
の
哲
学
」
へ
の
批
判
と
し

て
の
「
絶
対
批
判
」
と
の
両
者
の
根
拠
が
明
確
と
な
り
難
い
か

ら
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
た
と
え
空
で
あ
れ
、
絶
対
無
で
あ
れ
、

そ
れ
が
執
着
さ
れ
て
、
固
定
化
、
実
体
化
さ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
こ
に
は
真
の
自
覚
が
成
り
立
ち
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

介
の
媒
介
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、「
種
」
の
レ
ベ
ル
の

問
題
は
、
純
粋
経
験
と
い
う
「
大
死
一
番
乾
坤
新
た
な
り
」
の

宗
教
経
験
が
経
ら
れ
た
個
の
「
目
的
的
形
成
作
用
」
と
類
の
レ

ベ
ル
で
あ
る
歴
史
的
実
在
の
世
界
の
「
表
現
的
形
成
的
作
用
」

と
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
で
各
個
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
行
く
歴

史
的
実
在
の
世
界
の
「
表
現
」
の
問
題
と
し
て
の
、
各
国
や
各

民
族
の
文
化
や
伝
統
や
言
語
の
問
題
と
し
て
、
類
と
個
と
の
レ

ベ
ル
の
問
題
と
同
時
に
論
究
さ
れ
て
い
る
。

哲
学
の
動
機
と
し
て
の
、
個
に
お
け
る
人
生
の
深
い
悲
哀
の

問
題
（
西
田
幾
多
郎
全
集
、
第
六
巻
、
一
一
六
ペ
ー
ジ
）、
種
の
レ
ベ

ル
で
の
表
現
の
問
題
そ
し
て
類
の
問
題
と
し
て
の
各
個
に
お
け

る
哲
学
と
し
て
の
「
世
界
の
自
覚
」
に
基
づ
く
歴
史
的
実
在
の

問
題
は
、
知
情
意
の
未
分
離
で
、
か
つ
類
・
種
・
個
の
未
分
離

で
あ
る
根
源
的
な
開
け
で
の
根
源
的
い
の
ち
の
働
き
と
の
「
一
」

に
成
り
立
つ
「
純
粋
経
験
」
か
ら
、
種
々
の
過
程
を
経
て
自
発

自
転
的
に
展
開
さ
れ
て
行
く
。
西
田
哲
学
で
の
、
こ
の
よ
う
な

絶
対
無
の
場
所
の
「
無
媒
介
の
媒
介
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て

行
く
歴
史
的
実
在
の
世
界
は
、
静
的
な
（static

）
な
自
己
同
一

的
世
界
で
は
な
く
、「
事
事
無
礙
」の
世
界
の
経
験
が「
理
事
無
礙
」



88 

い
る
。
ま
し
て
や
、
二
〇
世
紀
後
半
以
降
現
在
に
至
る
原
発
事

故
（
一
九
七
九
年
の
ス
リ
ー
・
マ
イ
ル
島
、
一
九
八
六
年
の
チ
ェ
ル
ノ

ブ
イ
ル
、
二
〇
一
一
年
の
福
島
第
一
原
発
）
や
原
水
爆
実
験
に
よ
る

放
射
性
汚
染
物
の
地
球
環
境
汚
染
や
人
間
を
含
め
た
諸
生
物
の

遺
伝
子
へ
の
悪
影
響
が
田
辺
氏
の
時
代
よ
り
も
遥
か
に
増
大
し
、

更
に
今
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
起
因
す
る
各
国
の
領
土
や
食

料
を
廻
る
闘
争
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
拡
大
さ
れ
て
行
く
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
現
代
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
現
実
が
絶
対
媒
介
と

な
る
弁
証
法
は
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
絶
対
無
の
媒
介
」
と

同
様
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
根
柢
に
「
絶
対

無
」
の
「
無
媒
介
の
媒
介
」
の
働
き
あ
っ
て
の
「
死
復
活
の
絶

対
弁
証
法
」
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
原
発
事
故
以
後
の
哲
学
は
、

絶
対
無
の
「
無
媒
介
の
媒
介
」
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
常
に

同
時
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
田
辺
氏
の
語
る
、
道
徳
的
な
実

践
の
挫
折
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
の
挫
折
に
よ
る
死
復
活
の

絶
対
弁
証
法
に
よ
る
懺
悔
を
通
し
て
の
「
死
の
哲
学
」
が
是
非

と
も
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
西
谷
啓
治
氏
の
、

西
田
哲
学
に
は
哲
学
と
は
何
か
の
問
い
が
な
い
と
い
う
西
田
哲

学
批
判
の
よ
う
にK

、
哲
学
は
、
歴
史
的
現
実
の
諸
問
題
の
解
決

哲 
学
の
根
幹
で
あ
る
﹁
歴
史
的
現
実
態
﹂
と 

﹁
絶
対
無
﹂
と
の
働
き

田
辺
哲
学
の
根
幹
は
、
宗
教
で
は
な
く
、
論
理
を
否
定
す
る
、

個
と
普
遍
と
の
媒
介
と
な
る
現
実
の
歴
史
的
、
倫
理
的
な
非
合

理
的
直
接
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
種
」
の
絶
対
媒
介

に
よ
る
宗
教
哲
学
で
成
り
立
つ
の
は
、
懺
悔
よ
る
死
復
活
の
転

換
で
成
り
立
つ
「
死
の
哲
学
」
に
お
け
る
「
実
存
協
同
」
で
あ
る
。

西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
を
「
有
（
存
在
）‐
神
‐
論
的
」 

(0nto-theo-logisch)

で
あ
る
と
し
て
批
判
し
た
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ

ー
の
哲
学
を
も
、
や
が
て
は
行
き
詰
ま
る
「
生
の
存
在
学
」
と

し
て
斥
け
た「
死
の
哲
学
」に
お
け
る「
自
覚
」に
お
い
て
は
、「
絶

対
無J

」
は
、「
絶
対
無
即
愛
」
の
他
力
と
し
て
限
り
な
く
、
道
徳

的
に
死
復
活
の
実
践
を
続
け
て
行
く
。
類
に
お
け
る
将
来
の
平

和
や
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
聖
徒
の
交
わ
り
」
に
も
準
え
ら
れ
て
い

る
「
実
存
協
同
」
の
世
界
の
た
め
に
も
、
ま
た
原
子
力
の
危
機

的
な
利
用
に
つ
け
て
も
、「
種
」
の
レ
ベ
ル
の
歴
史
的
事
実
が
核

心
的
な
媒
介
と
な
る
必
要
性
が
、
田
辺
氏
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
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ら
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
俗
も
聖
も
、
聖
俗
を
超
え
た
絶
対
無

の
開
け
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ

う
な
区
別
は
消
失
す
る
。
そ
の
よ
う
な
生
死
が
超
え
ら
れ
た
世

界
は
、
禅
で
は
「
無
聖M

」
の
世
界
と
呼
ば
れ
る
。
そ
こ
は
、
生

死
の
世
界
が
そ
の
ま
ま
涅
槃
（
生
死
即
涅
槃
）
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
開
け
と
し
て
の
世
界
で
も
あ
る
。
万
人
が
救
済
さ
れ

得
る
世
界
と
は
、
聖
俗
の
二
元
性
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
な
一

切
の
二
元
性
が
超
え
ら
れ
た
レ
ベ
ル
で
初
め
て
可
能
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
世
界
へ
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る

人
格
の
尊
厳
性
が
認
め
ら
れ
る
「
目
的
の
王
国
」
へ
の
到
達
で

す
ら
も
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
漸
近
線
的
に
し
か
近
づ
き
得

な
い
。
し
か
し
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
「
絶
対
無
」

の
働
き
は
、
瞬
間
的
に
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
は
、「
根
源
的
な

い
の
ち
」
に
触
れ
得
る
経
験
と
し
て
「
自
己
」(self)

に
は
経
験

さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な「
永
遠
の
今
」に
お
け
る「
無
聖
」

の
経
験
が
あ
っ
て
初
め
て
、否
定
契
機
と
し
て
の
「
俗
」
と
「
聖
」

が
、世
俗
の
世
界
で
の
「
俗
」
と
「
聖
」
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
「
無

聖
」
と
し
て
経
験
さ
れ
得
る
。

に
対
す
る
無
力
さ
を
懺
悔
し
て
、
絶
対
無
の
「
無
媒
介
の
媒
介
」

の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
く
る
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て
の
愛

や
慈
悲
の
働
き
に
よ
り
、
死
し
て
蘇
っ
て
行
く
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
絶
対
無
の
「
無
媒
介
の

媒
介
」
の
働
き
か
ら
湧
出
し
て
く
る
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
の
働
き

と
、「
種
」
の
レ
ベ
ル
で
の
歴
史
的
現
実
が
否
定
契
機
と
な
っ
て

の
「
疎
外
の
原
理
」
に
よ
る
「
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
」
と
の
い

わ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
如
き
「
恊
働
」（Spiegel-Spiel

）

に
よ
っ
て
「
死
の
哲
学
」
も
初
め
て
揺
る
ぎ
な
き
も
の
と
な
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

﹁
聖
﹂
と
﹁
無
聖
﹂︵
な
い
し
﹁
涅
槃
﹂
と
﹁
生
死
﹂︶

キ
リ
ス
ト
教
が
行
き
詰
ま
り
、
そ
の
限
界
に
お
い
て
「
死
の

哲
学
」
に
転
じ
た
個
と
普
遍
の
「
一
」
の
世
界
は
、
聖
な
る
実

存
協
同
を
な
し
、キ
リ
ス
ト
教
の
所
謂
「
聖
徒
の
交
わ
り
」（
四
八

頁
）
と
考
え
ら
れ
て
い
るL

。
世
俗
の
道
徳
的
な
世
界
で
の
交
わ

り
に
比
し
て
、
そ
の
よ
う
な
実
存
協
同
は
「
聖
」
と
特
徴
づ
け

ら
れ
る
こ
と
は
理
解
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
絶
対
無
の
自

覚
が
、
自
我
（ego

）
の
大
死
が
遂
げ
ら
れ
た
絶
対
無
の
境
涯
か
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齬
も
な
い「
一
」な
る
関
係
か
ら
湧
出
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

無
論
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
も
、
人
間
と
自
然
と
絶
対
無
の
レ

ベ
ル
は
「
一
」
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
西
田

哲
学
に
お
い
て
霊
や
霊
性
や
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
霊
に
つ
い
て
の

明
確
な
叙
述
が
な
い
と
し
て
も
、
絶
対
無
の
働
き
は
、
絶
対
無

の
神
の
働
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
働
き
に
常
に
伴
っ
て
湧

出
し
て
き
て
い
る
霊
の
働
き
で
も
あ
る
と
も
理
解
さ
れ
得
る
の

で
あ
る
。「
死
の
哲
学
」
に
お
い
て
は
、
愛
の
三
一
性
に
お
け
る

愛
の
相
互
媒
介
が
霊
の
交
わ
り
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
西
田

哲
学
で
は
、
三
位
一
体
論
は
中
心
的
な
問
題
と
は
な
っ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（M

eister Eckhart, 

一
二
六
〇
年
～

一
三
二
八
年
）
に
お
け
る
「
神
性
の
無
」
に
お
け
る
よ
う
に
、
西

田
哲
学
に
お
け
る「
絶
対
無
」の
開
け
が
開
け
て
く
る
の
は
、各
々

の
自
己
が
無
念
、
無
想
、
無
心
に
な
っ
て
無
性
の
自
己
へ
と
大

死
が
遂
げ
ら
れ
て
い
る
瞬
間
で
あ
る
の
で
、
三
位
一
体
論
は
西

田
哲
学
で
は
中
心
的
な
問
題
と
は
な
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

類
・
種
・
個
の
愛
の
レ
ベ
ル
の
交
互
媒
介
の
﹁
聖
霊
﹂
と 

類
・
種
・
個
の
レ
ベ
ル
を
包
摂
す
る
﹁
根
源
的
い
の
ち
﹂

と
し
て
の
﹁
霊
性
﹂

田
辺
の
宗
教
哲
学
で
は
、
聖
霊
は
、「
種
の
論
理
」
に
従
っ
て

類
と
種
と
個
の
相
互
の
愛
の
交
互
性
と
理
解
さ
れ
て
い
るN

。
個

の
レ
ベ
ル
の
、
道
徳
的
に
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
に
生
き
る
各

個
の
自
由
が
、
種
の
レ
ベ
ル
の
歴
史
的
現
実
と
し
て
の
否
定
原

理
に
よ
っ
て
死
し
て
復
活
で
き
る
こ
と
に
よ
り
、
類
の
立
場
で

あ
る
宗
教
に
お
け
る
万
物
に
通
底
す
る
真
の
「
自
己
」
に
生
き

う
る
時
に
は
、
類
・
種
・
個
の
各
レ
ベ
ル
で
の
、
働
き
と
し
て

の
絶
対
無
の
神
か
ら
の
愛
と
、
そ
の
「
神
の
愛
」
へ
の
各
自
の

愛
と
、
各
自
己
の
相
互
の
愛
と
の
交
互
の
愛
が
、
田
辺
哲
学
で

は
「
聖
霊
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
西
田
哲
学
で
は
、
経
験
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
て
く
る
各
人
間
の
個
と
自
然
と
絶
対
無
と
は
、そ
れ
ぞ
れ
別
々

に
分
離
し
て
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
三
者
が
常
に
「
一
」
に
成
り

立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
愚
見
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
に
語
ら
れ

る
霊
や
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
霊
は
、
人
間
と
自
然
と
超
越
の
次
元

（
本
稿
で
は
「
絶
対
無
」）
と
が
、
相
互
に
如
何
な
る
関
係
の
齟
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に
、
自
然
法
爾
的
に
働
い
て
く
る
の
で
な
け
れ
ば
、「
絶
対
批
判
」

は
、
揺
れ
動
く
人
為
的
な
も
の
と
な
る
恐
れ
を
免
れ
得
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

「
死
の
哲
学
」
に
「
非
思
量
の
思
量
」
が
働
く
た
め
に
は
、
哲

学
の
根
幹
が
、
歴
史
的
現
実
で
あ
る
倫
理
的
な
も
の
に
で
は
な

く
、
実
践
的
な
修
行
と
か
根
源
的
な
真
の
自
覚
へ
の
執
着
心
が

離
脱
さ
れ
、
修
行
や
自
覚
の
区
別
も
超
え
ら
れ
た
、
つ
ま
り
修

行
に
も
自
覚
に
も
留
ま
ら
な
い
「
無
心
」
で
生
き
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
根
源
的
宗
教
経
験
で
あ
る
「
純
粋

経
験
」
が
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
、「
事
事

無
礙
」
の
境
涯
が
も
う
一
度
「
理
事
無
礙
」
の
境
涯
へ
と
哲
学

的
に
受
け
取
り
直
さ
れ
て
い
る
の
で
、
理
事
無
礙
の
自
覚
の
哲

学
と
は
理
解
さ
れ
得
て
も
、「
非
思
量
の
思
量
」
に
よ
る
哲
学
と

は
言
い
難
い
。
従
っ
て
、「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
や
「
事
事
無

礙
法
界
」
に
お
け
る
如
き
「
非
思
量
の
思
量
」
の
哲
学
は
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
如
きein anderes D

enken

と
し
て
の

「
詩
歌
」
で
は
な
く
、「
物
語
」
や
「
禅
語
録
」
の
如
き
も
の
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
詩
歌
の
世
界
は
、
絶
対
無
の

﹁
死
の
哲
学
﹂
に
お
け
る
﹁
絶
対
批
判
﹂
と
﹁
非
思

量
の
思
量
﹂

田
辺
氏
の
宗
教
哲
学
に
お
い
て
は
、
往
相
即
還
相
、
還
相
即

往
相
と
し
て
、
倫
理
と
宗
教
と
が
互
い
に
交
流
循
環
し
て
、
倫

理
と
宗
教
と
が
弁
証
法
的
発
展
の
契
機
と
し
て
交
互
転
換
的
に

媒
介
統
一
さ
れ
て
行
く
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
るO

。
歴
史
的
な

現
実
の
世
界
で
は
そ
の
よ
う
な
往
還
一
如
の
歩
み
が
試
み
ら
れ
、

実
行
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
往
還
一
如
の
根
源

に
開
け
て
い
る
開
け
と
し
て
の
絶
対
無
に
お
い
て
は
、
働
き
と

し
て
の
愛
や
、
か
の
愛
の
交
互
媒
介
と
し
て
の
三
一
性
か
ら
湧

出
す
る
聖
霊
の
働
き
の
み
な
ら
ず
、
働
き
と
し
て
の
「
非
思
量

の
思
量
」
が
常
に
働
い
て
い
る
。
知
情
意
が
未
分
離
で
、
類
と

種
と
個
が
未
分
離
の
絶
対
無
の
開
け
か
ら
の
知
は
、
生
ま
れ
な

が
ら
の
理
性
知
で
あ
る
思
惟
に
対
し
て
は
「
非
思
量
の
思
量
」

と
表
現
さ
れ
得
る
。
時
間
と
空
間
と
が
「
一
」
に
成
り
立
っ
て

い
る「
永
遠
の
今
」と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
絶
対
無
の
開
け
に
は
、

「
死
の
哲
学
」
の
「
絶
対
批
判
」
の
立
場
が
そ
こ
か
ら
成
り
立
つ
、

「
廓
然
無
聖
」
の
「
非
思
量
の
思
量
」
が
、
超
理
性
的
に
と
同
時
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究
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。註本

文
中
の
カ
ッ
コ
内
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
は
、『
田
辺
元
全
集
』（
筑

摩
書
房
、
一
九
六
五
年
）
と
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
年
）
の
数
。
尚
、
引
用
中
の
旧
仮
名
遣
は
新
仮
名
遣
い

に
修
正
。）

1
  

 「
理
事
無
礙
」
の
世
界
は
、
華
厳
宗
に
お
け
る
四
（
種
）
法
界
（
＝

事
法
界
、
理
法
界
、
理
事
無
礙
法
界
、
事
事
無
礙
法
界
）
の
三
番

目
の
法
界
に
位
置
し
、
現
象
界
と
本
体
界
は
一
体
不
二
で
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。

2
	

『
コ
ン
サ
イ
ス　

佛
教
辞
典
』、
宇
井
白
寿
監
修
、
大
東
出
版
者
、

一
九
九
八
年
、
二
九
八
頁
参
照
。「
向
上
」
は
絶
対
平
等
の
境
涯

で
あ
り
、「
向
下
」は
相
対
区
別
の
境
涯
で
あ
る
。
向
上
即
向
下
」は
、

両
者
が
両
立
し
て
い
る
境
涯
。

3
  

華
厳
宗
の
四
（
種
）
法
界
の
三
番
目
の
理
事
無
礙
に
つ
い
て

は
、『
新
・
佛
教
辞
典
』、
誠
信
書
房
、
一
九
七
八
年
、
四
七
八
～

四
七
九
頁
参
照
。

4
 

「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
に
つ
い
て
は
、中
川
孝
『
六
祖
壇
経
』（
禅

の
語
録
４
）、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
、
四
〇
～
四
一
頁
参
照
。

直
接
的
な
「
無
媒
介
の
媒
介
」
の
働
き
で
は
な
く
、
表
現
の
世

界
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
る

問
題
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
付
言
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
発
表
者
に
と
っ
て
、
学

生
時
代
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
最
も
大
き
な
魅
力
は
、
新
約
聖
書

の
「
山
上
の
垂
訓
」（M

t. 5–7

）
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
の
神
学

者
Ｈ
・
ケ
ル
ス
テ
ン
（H

olger Kersten,

一
九
五
一
年
～

P

）
に
よ
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
の
真
髄
で
あ
る
「
山
上
の
垂
訓
」（
の
内
容
）
は
、

イ
エ
ス
以
前
の
古
代
イ
ン
ド
の
宗
教
の
世
界
に
既
に
存
在
し
て

い
た
と
い
う
。
も
し
こ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真

髄
の
ア
ガ
ペ
ー
（
神
的
愛
）
と
仏
教
の
根
柢
で
あ
る
慈
悲
と
は

通
底
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
古
代
の
イ
ン
ド
の
宗

教
の
核
心
と
し
て
の
慈
悲
と
キ
リ
ス
ト
教
の
真
髄
と
し
て
の
愛

(

ア
ガ
ペ
ー)

と
の
通
底
性
に
よ
っ
て
、
絶
対
無
の
愛
の
働
き
に

向
か
う
「
種
の
論
理
」
と
絶
対
無
の
働
き
そ
の
も
の
の
働
き
で

あ
る
「
無
媒
介
の
媒
介
」
の
「
場
所
の
論
理
」
と
の
、
ア
ガ
ペ

ー
や
慈
悲
に
お
け
る
通
底
性
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
の
通
底
性
が
、
宗
教
的
な
倫
理
を
核
心
と
し
て
い
る
と
い
う

点
で
、
示
さ
れ
得
る
こ
と
は
、
今
後
の
宗
教
や
宗
教
哲
学
の
研
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の
力
動
的
な(dynam

ic)

な
働
き
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
静

的
（static

）
に
固
定
さ
れ
た
概
念
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

i
 

田
辺
元
『
実
存
と
愛
と
実
践
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
四
七
年
、

三
三
四
頁
参
照
。

j
 

同
上
掲
書
、
一
三
七 

頁
参
照
。

k
 

同
上
掲
書
、
三
三
八
頁
参
照
。

l
 

『
田
辺
元
全
集
』
第
十
巻
（『
キ
リ
ス
ト
教
の
辯
証
』）、
三
〇
三
～

三
〇
四
頁
。

m
 

田
辺
元
『
哲
学
入
門-

補
説
第
三
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
五
三
年 

一
七
頁
。

n
 

同
上
掲
書
、
四
三
頁
。

o
 

『
田
辺
元
全
集
』
第
五
巻
所
収
の
「
正
法
眼
蔵
哲
学
私
観
」

（
一
九
三
九
年
）、
筑
摩
書
房
、
四
九
四 

頁
参
照
。

p
 

同
上
掲
書
、
四
九
四
頁
。

q
 

『
田
辺
元
全
集
』、
第
十
巻
、
八
頁
。　

r
 

同
上
掲
書
、
十
一
～
十
二
頁
。

s
 

同
上
掲
書
、
十
一
頁
。

t
 

同
上
掲
書
、
二
三
頁
。       

u
 

同
上
掲
書
、
二
七
頁
。　
　

v
 

同
上
掲
書
、
二
七
頁
。　

w
 

同
上
掲
書
、
三
一
頁
。　
　
　

 
x

 

同
上
掲
書
、
六
九
頁
。　

 

5
 

田
辺
元
『
哲
学
入
門-

補
説
第
三-

宗
教
哲
学 

倫
理
学
』、
筑
波
書

房
、
一
九
五
三
年
、
九
頁
参
照
。

6
 

同
上
掲
書
、
一
七
頁
参
照
。

7
 

「
非
思
量
の
思
量
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
書
を
参
照
。『
正
法

眼
蔵　

正
法
眼
蔵
随
聞
記
』 （
日
本
古
典
文
学
体
系81

）、
岩
波

書
店
、
西
尾
実
・
鏡
島
元
隆
・
酒
井
得
元
・
水
野
弥
穂
子 

校
註
、

一
九
六
五
年
、
六
三
頁
（
坐
禅
箴
の
巻
）。

8
 

田
辺
元
全
集
』
第
十
巻(

『
キ
リ
ス
ト
教
の
辯
証
』)

、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
三
年
十
一
頁
。

9
 

同
上
掲
書
、
十
頁
。

0
 

同
上
掲
書
、
十
七
頁
。　

a
 

『
田
辺
元
』（
現
代
日
本
思
想
体
系
）
所
収
の
「
種
の
論
理
と
世
界

図
式
」（
一
九
三
五
年
）、筑
摩
書
房
、一
九
七
五
年
、二
三
三
頁
（
下

段
）。

b
 

同
上
掲
書
、
二
三
三
頁
（
上
段
）。　

 
c

 

同
上
掲
書
、
一
九
一
頁
（
上
段
）。

d
 

同
上
掲
書
、 

一
九
三
頁
（
下
段
）。　

e
 

『
田
辺
元
』（
現
代
日
本
思
想
体
系　

二
三
）
所
収
の
『
懺
悔
道
と

し
て
の
哲
学
』、
二
五
九
頁 

（
上
段
）。

f
 

同
上
掲
書
二
七
〇
頁
（
下
段
）

g
 

同
上
掲
書
二
七
九
頁
（
上
段
）。

h
 

田
辺
氏
の
「
無
即
愛
」
や
「
神
即
愛
」
は
、
神
は
「
絶
対
無
の
神
」
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L
 

『
田
辺
元
』（
現
代
日
本
思
想
体
系
二
三
）
所
収
「
メ
メ
ン
ト 

モ
リ
」

( 

一
九
五
八
年) 

三
三
七
―
三
三
八 

頁
参
照
。

M
 

平
田
高
士
『
碧
巌
集
』（
仏
教
講
座
二
九
）、
大
蔵
出
版
、

一
九
八
二
年
、
第
一
則
「
達
磨
廓
然
無
聖
」
四
五
―
五
〇
頁
参
照
。

N
 

『
田
辺
全
集
』
第
十
巻
、
三
一
二 

頁
参
照
。

O
 

H
olger K

ersten, Jesus lived in India (Zürich: The R
adio-pro-

religio Foundation, 1981), 

邦
訳
、『
イ
エ
ス
復
活
と
東
方
へ
の
旅
』、 

佐
藤
充
良
、
た
ま
出
版
、
二
〇
一
二
年
。

P
 

田
辺
元
『
哲
学
入
門
・
補
説
三
』、
一
四
一
頁
参
照
。

y
 

同
上
掲
書
、
八
七
頁
。

z
 

同
上
掲
書
、
九
四
頁
。　

     
A

 
同
上
掲
書
、
二
二
一
頁
。  

B
 

同
上
掲
書
、
二
五
三
頁
。

C
 

田
辺
元
『
哲
学
入
門-

補
説
三
』、
一
五
二
頁
。　

D
 

田
辺
元
（
現
代
日
本
思
想
体
系　

二
三
）
所
収(

「
生
の
存
在
学

か
死
の
弁
証
法
か
」)
、
三
七
二
頁
。

E
 

田
辺
元
『
死
の
哲
学
』（
田
辺
元
哲
学
選
書
Ⅳ
）、
藤
田
正
勝
編
、

岩
波
文
庫
、
三
七
一
頁 

参
照
。

F
 

『
田
辺
元
』（
現
代
日
本
思
想
体
系
二
三
）
所
収
（「
生
の
存
在
学

か
死
の
弁
証
法
か
」）、
三
八
二
頁
。

G
 

田
辺
元
『
哲
学
入
門-

補
説
三
』、
九
〇
―
九
一
頁
。

H
 

同
上
掲
書
、
一
六
六
頁
。

I
 

田
辺
哲
学
に
お
け
る
媒
介
は
、「
論
理
を
否
定
す
る
非
合
理
的
直

接
態
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
絶
対
媒
介
」
で
あ
り
得

る
。（『
田
辺
元
』（
現
代
日
本
思
想
体
系
二
三)

所
収(

「
種
の
論

理
と
世
界
図
式
」)

一
六
七
頁
。

J
 

田
辺
元
『
死
の
哲
学
』、
岩
波
文
庫
、
三
八
三
頁
。

K
 

『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
九
巻
所
収
の
論
文
「
西
田
哲
学
と
田
邊

哲
学
」（
一
九
五
一
年
）、
創
文
社
、
一
九
八
七
年
、
二
四
七
―

二
四
九
頁
参
照
。
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論
理
が
形
成
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
田
辺
の
哲
学
を
指
す
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
第
二
次
大
戦
の
末
に
挫
折
し
て
七
花
八
裂
と

な
っ
た
こ
と
を
田
辺
は
『
懴
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て

告
白
し
、
以
後
、
田
辺
は
北
軽
井
沢
の
山
荘
に
蟄
居
し
て
宗
教

哲
学
的
思
索
の
世
界
に
沈
潜
し
、
そ
こ
で
「
種
の
論
理
」
は
消

滅
し
た
と
見
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
外
観
で

あ
っ
て
、「
種
の
論
理
は
」
は
消
滅
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
種

の
論
理
は
新
し
い
根
拠
か
ら
捉
え
直
さ
れ
、『
懴
悔
道
と
し
て
の

哲
学
』
以
後
の
宗
教
哲
学
の
諸
著
作
は
、
そ
の
新
し
く
蘇
っ
た

「
種
の
論
理
」
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
キ
リ

ス
ト
教
を
め
ぐ
る
田
辺
の
諸
著
作
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
う
い

う
こ
と
か
ら
、
花
岡
先
生
は
、
田
辺
の
種
の
哲
学
を
「
歴
史
的

現
実
を
否
定
媒
介
」
と
し
た
哲
学
と
規
定
し
、
田
辺
の
宗
教
哲

学
を
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
に
追
究
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

本
発
表
で
花
岡
先
生
は
、
こ
の
よ
う
な
田
辺
の
宗
教
哲
学
の

性
格
を
西
田
哲
学
と
対
比
す
る
形
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
田
辺

は
西
田
哲
学
を
批
判
す
る
こ
と
を
を
バ
ネ
に
し
て
自
ら
の
哲
学

を
形
成
し
た
の
で
す
か
ら
、
両
哲
学
を
対
比
的
に
捉
え
る
の
は

当
然
の
こ
と
で
す
が
、
両
哲
学
の
根
本
的
違
い
が
ど
こ
に
あ
る

か
を
見
極
め
る
こ
と
は
、
今
な
お
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

本
発
表
で
は
、
田
辺
の
「
宗
教
哲
学
」
が
「
キ
リ
ス
ト
教
」

と
の
関
わ
り
を
主
に
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

田
辺
の
宗
教
哲
学
の
根
本
の
性
格
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
と
、

発
表
者
は
考
え
ら
れ
た
か
ら
と
思
わ
れ
ま
す
。花
岡
先
生
は
、「
宗

教
的
解
放
即
社
会
的
解
放
た
る
意
味
を
も
つ
と
こ
ろ
の
宗
教
が
、

キ
リ
ス
ト
教
を
お
い
て
の
他
に
現
存
し
な
い
こ
と
は
争
い
が
た

き
歴
史
的
事
実
で
あ
る
」　

と
い
う
田
辺
の
言
葉
を
と
り
あ
げ
、

「
田
辺
の
種
の
論
理
は
非
合
理
的
な
歴
史
的
現
実
が
絶
対
否
定
原

理
と
し
て
の
媒
介
の
論
理
と
な
る
社
会
存
在
の
論
理
」　

で
あ
る

と
捉
え
、
そ
こ
か
ら
一
貫
し
て
、
田
辺
の
宗
教
哲
学
の
性
格
を

掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
至
極
尤
も
と
思
わ
れ
ま
す
。

田
辺
哲
学
は
「
種
の
論
理
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、そ
れ
は
一
応
、

二
つ
の
時
機
、「
種
の
論
理
」が
形
成
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
と
、『
懴

悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
を
境
に
、
そ
れ
が
挫
折
し
た
後
と
に
分

け
ら
れ
ま
す
。「
種
の
論
理
」
と
い
わ
れ
る
田
辺
哲
学
は
、
種
の

レ
ス
ポ
ン
ス

長
谷
正
當
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の
哲
学
」、
す
な
わ
ち
「
宗
教
哲
学
」
へ
と
開
け
て
ゆ
く
」
の
に

対
し
て
、
西
田
哲
学
は
、「
す
べ
て
を
な
げ
捨
て
て
、
ひ
た
す
ら

「
己
事
究
明
」
に
邁
進
し
、
そ
こ
か
ら
開
か
れ
て
く
る
自
覚
の
世

界
を
説
明
し
、反
省
す
る
哲
学
」で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
規
定
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
対

比
か
ら
出
て
く
る
の
は
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
で
す
。

花
岡
先
生
は
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
西
田
哲
学

は
己
事
究
明
に
邁
進
す
る
上
か
ら
の
哲
学
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で

は
、
哲
学
は
己
事
究
明
に
お
い
て
開
か
れ
て
く
る
絶
対
無
の
世

界
を
説
明
、
反
省
す
る
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
西
田
の
言
葉
で
い

え
ば
、「
純
粋
経
験
か
ら
全
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」
と
い
う
こ

と
が
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
そ
こ
で
出
て
く
る
問
い
は
、
哲
学
と
は
た
だ
そ
れ
だ
け
の

も
の
か
と
い
う
疑
問
で
す
。
つ
ま
り
、
哲
学
に
は
さ
ら
に
別
の

哲
学
固
有
の
課
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ

の
問
い
を
出
し
た
の
は
田
辺
で
す
が
、
田
辺
は
こ
の
問
い
を
、

西
田
哲
学
は
結
局
の
と
こ
ろ
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
発
出
論
に
な
る
と

い
う
批
判
の
形
で
示
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
田
辺
が
そ
こ
で
提

示
し
た
か
っ
た
の
は
、「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
っ

た
わ
け
で
、
田
辺
は
そ
の
問
い
を
、
西
田
に
は
「
種
」
の
問
題

発
表
者
は
両
哲
学
の
対
比
点
を
五
つ
挙
げ
て
考
察
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
対
比
点
は
発
表
者
が
構
想
さ
れ
た
も
の
で
、
興
味

深
く
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
両
哲
学
の
中
核
を
射
当
て
て
い

る
か
を
注
意
深
く
追
究
す
る
と
、
異
論
も
生
じ
て
く
る
よ
う
に

思
わ
れ
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
対
比
点
の
中
に
は
な
お
吟

味
を
要
す
る
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
対
比
点
は
、

両
哲
学
の
根
本
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て

き
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
異
論
の
余
地
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
、
そ
の
対
比
か
ら
生
じ
て
く
る
問
題
を
め
ぐ
っ
て
質
問

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。  

花
岡
先
生
は
、
西
田
哲
学
は
「
自
覚
の
哲
学
」
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
田
辺
哲
学
は
「
歴
史
的
現
実
を
否
定
原
理
と
し
て
歩

む
宗
教
哲
学
の
道
で
あ
る
」
と
し
、
自
覚
に
お
い
て
開
か
れ
る

「
絶
対
無
の
開
け
」
を
「
上
の
レ
ヴ
ェ
ル
」、「
現
実
の
世
界
」
を

「
下
の
レ
ヴ
ェ
ル
」
と
す
る
な
ら
、
西
田
哲
学
は
「
上
か
ら
」
の

哲
学
で
あ
る
の
に
対
し
て
田
辺
哲
学
は
「
下
か
ら
」
の
哲
学
で

あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
田
辺
哲
学
が
、
否
定
原
理
と
し

て
は
た
ら
く
歴
史
的
現
実
に
遭
遇
し
な
が
ら
諸
学
問
の
道
を
歩

み
続
け
て
、「
最
後
に
哲
学
の
死
復
活
で
あ
る
「
懴
悔
道
と
し
て
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こ
れ
は
多
分
に
謎
め
い
た
言
葉
で
す
が
、
こ
こ
に
、「
哲
学
と
は

何
か
」
と
い
う
問
い
の
鍵
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
西
谷
先
生
は
多
分
に
、
田
辺
と
共
通
す

る
問
題
意
識
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

花
岡
先
生
は
本
発
表
で
、「
西
谷
先
生
が
晩
年
縷
々
［
田
辺
先

生
の
問
題
、
課
題
は
未
解
決
の
ま
ま
だ
。
今
後
探
求
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
］
と
語
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
胸
深
く
思
い
起
こ
す
」

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
い
っ
た
い
、「
田
辺
先
生
の
問
題
、

課
題
は
未
解
決
だ
」
と
い
う
こ
と
で
西
谷
先
生
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
考
え
て
お
ら
れ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
花
岡
先

生
の
お
考
え
を
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
質
問
は
、
田
辺
の
宗
教
哲
学
の
性
格
を
め
ぐ
る

も
の
で
す
。
本
発
表
で
花
岡
先
生
は
、
田
辺
の
「
念
仏
禅
」
と

い
う
考
え
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
念
仏
禅
と
い
う
田

辺
の
考
え
は
奇
怪
な
も
の
で
あ
り
、
田
辺
は
宗
教
を
捏
造
し
う

る
と
考
え
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
と
も

か
く
、
田
辺
は
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
、
浄
土
仏
教
や
禅
仏
教
の

い
ず
れ
に
も
帰
属
し
な
い
で
、
そ
れ
ら
の
間
を
揺
れ
動
く
と
い

う
仕
方
で
思
索
を
め
ぐ
ら
し
て
い
ま
す
。
道
元
か
ら
親
鸞
へ
、

親
鸞
か
ら
イ
エ
ス
へ
、
さ
う
し
て
ま
た
禅
の
立
場
へ
と
い
う
さ

が
欠
け
て
い
る
と
い
う
形
で
表
明
し
ま
し
た
。

田
辺
に
よ
れ
ば
、哲
学
と
は
、解
決
の
つ
い
た
問
題
を
説
明
し
、

反
省
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
解
決
の
つ
か
な
い
問
題
を
解
決
の

つ
か
な
い
ま
ま
に
捉
え
て
、
そ
れ
を
解
決
が
つ
く
ま
で
忍
耐
つ

よ
く
追
究
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
わ
れ

わ
れ
の
悩
み
や
苦
し
み
や
喜
び
が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
現
実
の

状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
構
造
を
わ
れ
わ
れ
の
生
き
ざ
ま
と

の
関
係
で
追
究
し
解
決
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い

て
生
じ
て
く
る
の
は
「
種
の
問
題
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
田

辺
の
問
題
意
識
は
、
哲
学
と
は
「
純
粋
経
験
か
ら
す
べ
て
を
説

明
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
な
ら
、
哲
学
に
場
所
を
も
た

な
い
こ
と
に
な
る
。
田
辺
が
哲
学
の
問
題
と
し
て
「
種
の
問
題
」

に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
西
谷
先
生
が
生
涯
に

わ
た
っ
て
取
り
組
ま
れ
た
の
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
っ
た

の
で
す
が
、
先
生
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
宗
教
の
問
題
で
は

な
く
、
哲
学
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

そ
の
こ
と
と
併
せ
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
先
生
は
「
西
田

哲
学
の
ア
キ
レ
ス
の
踵
と
も
い
ふ
べ
き
点
が
ま
さ
し
く
田
辺
哲

学
の
立
脚
点
を
な
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
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離
れ
ず
」
と
い
う
こ
と
は
、
特
定
の
宗
教
的
伝
統
に
立
つ
と
い

う
こ
と
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
が
‥
‥
‥
。

一
方
、
武
内
義
範
先
生
は
そ
の
よ
う
な
田
辺
の
立
場
を
必
ず

し
も
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
先

生
は
、
田
辺
の
「
宗
教
的
巡
礼
に
は
一
本
の
強
靭
な
筋
が
通
っ

て
い
て
、
哲
学
が
そ
の
実
存
的
要
求
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
殆
ど
宗
教
の
立
場
に
翻
り
、
宗
教
を
い
は
ば
そ
の
内
面
か
ら

裁
く
絶
対
批
判
の
立
場
に
立
つ
」
と
し
て
、「
そ
こ
で
哲
学
の
批

判
が
同
時
に
宗
教
そ
の
も
の
へ
の
帰
依
告
白
で
あ
る
か
の
ご
と

き
、
つ
き
つ
め
た
遭
遇
と
対
決
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
定
の
宗
教
や
神
学
の
立
場
か
ら
す

れ
ば
、
田
辺
の
立
場
は
、
宗
教
の
外
に
た
っ
て
、
こ
れ
を
品
定

め
し
て
い
る
も
の
の
ご
と
く
で
、
腰
の
定
ま
ら
な
い
も
の
の
よ

う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
「
哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
の
立

場
か
ら
す
る
哲
学
的
信
仰
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が

田
辺
の
宗
教
哲
学
の
特
色
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
田
辺

の
宗
教
哲
学
の
立
場
が
そ
れ
自
身
、
ひ
と
つ
の
宗
教
と
い
う
性

格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な「
哲

学
的
信
仰
」
と
も
い
う
べ
き
田
辺
の
立
場
は
そ
れ
で
も
や
は
り

す
ら
い
常
な
き
様
子
で
す
。「
念
仏
禅
」
と
い
う
考
え
も
、
田

辺
の
そ
の
よ
う
な
、
特
定
の
宗
教
に
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
と

結
び
つ
い
て
生
じ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い

う
田
辺
の
立
場
を
西
谷
先
生
は
、「
仏
教
と
か
キ
リ
ス
ト
教
と
か

真
宗
と
か
禅
と
か
の
そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
う
る
、
ま
た
い
ず

れ
で
も
な
い
、
哲
学
・
宗
教
哲
学
の
立
場
」
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
特
定
の
宗
教
的
伝
統
に
根
差
す
こ

と
の
な
い
田
辺
の
宗
教
哲
学
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
。
花

岡
先
生
は
、
私
の
誤
解
で
な
け
れ
ば
、
田
辺
の
そ
の
よ
う
な
宗

教
哲
学
の
立
場
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
田
辺
の
そ
の
よ
う
な
立
場
を
「
途
上
存
在
的

な
哲
学
」
と
捉
え
、
臨
済
の
「
途
中
に
あ
っ
て
家
舎
を
離
れ
ず
」

で
は
な
く
、「
途
中
に
あ
っ
て
、
家
舎
は
な
し
」
と
い
う
立
場

で
あ
っ
て
、「
絶
対
無
」
と
い
う
「
超
越
的
次
元
」
に
立
つ
の
で

な
け
れ
ば
、
懴
悔
道
と
い
う
「
絶
対
批
判
」
も
「
揺
れ
動
く
人

為
的
な
も
の
に
な
る
恐
れ
を
免
れ
え
な
い
」
と
し
て
、「
絶
対
無

の
開
け
」
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
花
岡
先
生
は
、「
絶
対
無
と
い
う
超
越
的
次
元
」
に

立
つ
と
い
う
こ
と
は
禅
ば
か
り
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お

い
て
も
可
能
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、「
家
舎
を
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
友
愛
の
章
の
「
い
か
な
る
人
も
自
己
一
人

で
生
き
る
こ
と
を
好
ま
ず
人
と
人
と
睦
み
合
う
こ
と
の
要
求
を

す
て
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
ひ
い
て
、「
人
と
人
と
の
睦
み
合
う

喜
び
」
に
は
「
文
化
の
建
設
」
で
は
尽
き
ぬ
も
の
が
あ
る
と
述

べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
最
晩
年
の
死
の
哲
学
に
至
る
ま
で
田
辺

を
貫
い
て
い
る
根
本
直
観
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
田
辺
の

中
心
の
テ
ー
マ
は
孤
独
な
芸
術
の
営
み
で
は
な
く
、
人
と
人
と

の
交
わ
り
に
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
よ
り
一
般
化
し
て
言
う
な

ら
、田
辺
の
中
心
の
テ
ー
マ
は
「
宗
教
と
自
然
」
で
は
な
く
、「
宗

教
と
社
会
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
田
辺
哲
学
を
他
の

哲
学
と
の
連
関
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
田
辺
哲
学

の
こ
の
核
と
も
い
う
べ
き
直
観
を
外
れ
た
と
こ
ろ
で
論
ぜ
ら
れ

て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
家
舎
な
き
」
ふ
ら
つ
い
た
立
場
か
。
そ
の
こ
と
に
に
つ
い
て
改

め
て
花
岡
先
生
の
お
考
え
を
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
こ
れ
は
質
問
で
は
な
く
コ
メ
ン
ト
で
す
が
、
中
期

か
ら
最
晩
年
の
「
死
の
哲
学
」
に
至
る
ま
で
の
田
辺
哲
学
の
全

体
を
貫
い
て
い
る
も
の
が
「
種
の
論
理
」
で
あ
る
な
ら
、
田
辺

に
お
い
て
そ
の
種
の
論
理
を
動
か
し
て
い
る
「
根
本
の
動
機
」

は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。「
種
」
の
概
念
の
内
実
は
一
様
で
は

な
く
、「
社
会
共
同
体
」、「
国
家
」、「
実
存
協
同
」、「
生
者
と
死

者
と
の
交
わ
り
」
な
ど
、
時
期
や
状
況
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い

ま
す
が
、
そ
の
よ
う
多
様
な
形
を
と
っ
て
現
れ
る
も
と
に
な
る
、

「
種
の
論
理
」
を
う
み
だ
す
、
い
わ
ば
万
能
細
胞
の
よ
う
な
は
た

ら
き
を
し
て
い
る
も
の
は
、
田
辺
に
あ
っ
て
は
何
か
。
田
辺
哲

学
の
根
源
に
立
ち
帰
っ
て
そ
れ
を
見
極
め
る
こ
と
が
、
田
辺
哲

学
と
西
田
哲
学
と
の
決
定
的
な
違
い
を
見
定
め
る
鍵
と
な
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
花
岡
先
生
が
そ
れ
を
「
転
換
の
中
心
と
な
る
倫

理
の
次
元
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
通

り
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
倫
理
の
次
元
の
さ
ら
に
奥
で

は
た
ら
い
て
い
る
も
の
は
何
か
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
田
辺
の

退
官
間
際
の
「
懴
悔
道
」
と
い
う
講
演
の
な
か
で
語
っ
て
い
る

言
葉
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
田
辺
は
そ
こ
で
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た
と
、
西
谷
先
生
は
仰
っ
て
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と

は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
否
定
媒
介
と
し
て
、
ニ
ヒ

リ
ス
ト
た
ち
が
こ
れ
で
も
っ
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
で

き
る
と
い
う
立
場
す
ら
も
超
え
た
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
克
服

の
道
が
禅
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
西
谷
先
生
は

は
っ
き
り
と
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』（
弘
文
堂
、
一
九
六
一

年
、
二
三
七
頁
）
で
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
や
は
り
そ

こ
で
、
西
谷
先
生
は
媒
介
を
経
ら
れ
て
、
本
当
に
哲
学

さ
れ
る
よ
う
に
な
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
将
来
残
さ
れ
て
い
る
ま
だ
解
決
さ
れ

て
い
な
い
問
題
は
、
媒
介
と
無
媒
介
の
関
係
と
か
、
種

の
論
理
と
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
田
辺
先
生
は
絶
対
無
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
哲
学

は
さ
れ
て
い
て
も
、
中
心
は
い
つ
も
倫
理
の
と
こ
ろ
に

お
あ
り
で
い
ら
し
て
、
つ
ま
り
歴
史
的
現
実
性
が
立
場

の
根
本
に
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
今
の
二
十
一
世

紀
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
問
題
だ
と
、
わ
た
く
し
は

考
え
て
お
り
ま
す
。
昨
日
小
野
寺
先
生
か
ら
「
根
無
し

草
」
と
い
う
言
葉
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
西
谷
先
生
は

花
岡 

西
谷
先
生
は
解
答
を
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
、
必
ず
生
徒

に
考
え
さ
せ
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
わ
た
く
し
の
考
え

で
す
。
あ
る
本
で
読
ん
だ
の
は
、「
西
田
先
生
は
『
物

と
な
っ
て
考
え
、
物
と
な
っ
て
見
る
』
と
仰
っ
て
い
る

け
れ
ど
、
人
間
は
誰
で
も
物
と
な
っ
て
考
え
な
い
ん
で

す
よ
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
と
い
う
こ

と
は
、
や
は
り
突
然
無
媒
介
な
と
こ
ろ
に
入
る
と
い
う

の
は
、
な
か
な
か
困
難
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
。
西

谷
先
生
で
す
ら
、
あ
れ
だ
け
シ
ェ
リ
ン
グ
と
か
カ
ン
ト

と
か
ヘ
ー
ゲ
ル
を
勉
強
さ
れ
て
い
る
方
で
す
の
に
。
美

味
し
そ
う
な
ご
馳
走
が
あ
っ
て
ポ
ー
ン
と
飛
ん
で
い
っ

た
ら
、
ち
ょ
う
ど
蠅
が
ガ
ラ
ス
の
あ
る
の
に
気
が
つ
か

な
く
て
、
ガ
ラ
ス
に
ぶ
つ
か
っ
て
落
ち
る
よ
う
に
、
自

分
も
い
つ
も
脳
震
盪
を
起
こ
し
て
そ
こ
に
落
ち
て
い

討
議
Ⅲ

司
会
長
谷
正
當
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で
き
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の

機
会
を
与
え
ら
れ
て
大
変
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま

す
。
人
間
の
個
は
エ
ゴ
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
か
ら
実

存
に
、
脱
自
存
在
に
行
っ
て
、
そ
れ
か
ら
生
の
立
場
に

行
っ
て
、
虚
無
を
通
り
抜
け
て
、
そ
し
て
最
終
的
に
は

真
の
セ
ル
フ
に
戻
っ
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
で
す

ね
。
そ
れ
は
西
谷
先
生
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
そ
う
考
え

て
お
り
ま
す
。
東
大
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
か
ら
戦
犯
者
を

四
、五
人
出
す
よ
う
に
言
わ
れ
た
ら
、
全
員
が
罪
を
持

っ
て
い
る
か
、
全
員
が
無
罪
か
の
ど
ち
ら
か
し
か
な
い

か
ら
と
言
っ
て
、
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
誰
も
出
さ
な
か

っ
た
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
京
大
の
方
は
ま
ず
お
若

い
三
人
の
先
生
を
出
さ
れ
て
、
ま
た
後
か
ら
二
人
を
出

さ
れ
て
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
に
教
授
会
で
そ
の
幹
部
の

先
生
方
の
お
名
前
も
聞
い
て
お
り
ま
す
。
森
田
雄
三
郎

先
生
が
そ
れ
を
調
べ
に
名
古
屋
ま
で
行
か
れ
て
全
部
お

聞
き
し
た
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
の
お
話
を
聞
か
れ

て
、
西
谷
先
生
に
批
判
的
だ
っ
た
人
が
い
つ
も
味
方
を

し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
の
こ
と
で
す
。
追

そ
れ
で
も
一
瞬
で
も
応
無
処
住
而
生
其
心
と
い
う
と
こ

ろ
に
触
れ
、
そ
こ
か
ら
歴
史
的
現
実
を
い
つ
も
見
ら
れ

た
ら
よ
い
と
い
う
こ
と
を
皆
分
か
っ
て
な
い
の
で
は
な

い
か
と
仰
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
理
解
し

て
お
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
自
身
も
キ
リ
ス

ト
教
に
入
っ
て
ど
う
し
て
も
救
わ
れ
な
く
て
、
相
国
寺

に
行
っ
て
、
相
見
し
て
独
参
し
て
、
初
め
て
本
当
の
自

己
に
戻
れ
る
と
同
時
に
、
生
き
る
力
も
湧
い
て
き
ま
し

た
。
や
は
り
そ
の
時
点
時
点
で
、
夫
が
病
気
に
な
る

と
か
死
ぬ
と
か
、
子
ど
も
が
病
気
に
な
っ
て
死
ぬ
と

か
、
そ
う
い
う
も
の
で
ゆ
ら
ゆ
ら
し
な
い
、
永
遠
の
い

の
ち
に
触
れ
る
、
そ
う
い
う
瞬
間
と
い
う
の
が
人
間
に

一
瞬
で
も
あ
れ
ば
救
わ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
西
谷
先
生
は
ど
ん
な
ご
質
問
を
し
て
も
、
そ
れ
は

難
し
い
問
題
だ
か
ら
自
分
で
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
と
い
つ
も
仰
っ
て
、
必
ず
答
え
は
出
さ
れ
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
、
先
生
の
ご
一
生
を
考
え
ま
す
と
、
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
が
媒
介
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
わ
た
く
し
は
や
は
り
田
辺
理
解
が
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べ
き
」
を
意
味
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ま
し
た
。
第
二
の

ご
質
問
へ
の
応
答
は
、「
途
上
存
在
的
」
な
宗
教
哲
学

が
私
の
求
め
る
「
宗
教
哲
学
」
と
し
て
の
「
哲
学
」
で

す
。
コ
メ
ン
ト
へ
の
応
答
は
、「
自
我
→
実
存
→
生
（
虚

無
）
→
自
己
」
へ
の
反
復
の
「
己
事
究
明
」
の
道
を
途

上
的
に
生
き
る
中
で
、
初
め
て
「
交
わ
り
」
が
可
能
と

考
え
ま
す
。

長
谷 

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
お
答
え
い
た

だ
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
花
岡
先
生
は
ご
自
分
の
独

自
な
解
釈
も
交
え
て
、
西
田
と
田
辺
の
解
釈
を
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
色
々
な
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の

で
、
ど
な
た
で
も
ご
自
由
に
ご
質
問
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

小
野
寺　

二
つ
ほ
ど
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
先
生
は
、

前
半
キ
リ
ス
ト
教
に
打
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
誠
実
な
体

験
の
後
で
、
ご
主
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
に

し
て
キ
リ
ス
ト
教
で
は
救
わ
れ
な
か
っ
た
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
、禅
と
い
う
も
の
に
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
い

放
令
を
受
け
て
、
皆
さ
ん
は
鬼
の
よ
う
な
顔
で
受
け
取

ら
れ
た
の
に
、
西
谷
先
生
だ
け
は
ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て
受

け
取
ら
れ
た
と
。
や
が
て
戻
っ
て
は
来
ら
れ
ま
す
け
れ

ど
、
五
、六
年
職
が
な
く
て
、
い
つ
も
百
万
遍
あ
た
り

で
皆
様
に
お
会
い
に
な
り
、
ず
っ
と
「
何
か
職
は
な
い

で
す
か
ね
」
と
頼
ん
で
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
、
色
々
な
も

の
で
読
み
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
苦
労
な
さ
っ
て
、
ご
家

族
も
大
変
で
、
五
人
の
お
子
さ
ま
方
も
病
気
で
、
先
生

も
三
畳
か
四
畳
の
お
部
屋
が
ご
書
斎
で
あ
っ
た
と
、
追

悼
式
の
時
に
伺
い
ま
し
た
。
先
生
も
大
変
な
自
己
否
定

的
な
媒
介
を
経
て
、
あ
れ
だ
け
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克

服
と
し
て
の
新
し
い
道
を
開
か
れ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
決
し
て
ご
自
分
で
は
お

っ
し
ゃ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
何
が
課
題
か
は
分

か
ら
な
い
よ
う
な
、
私
へ
の
問
題
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

　

次
に
、
長
谷
先
生
の
二
つ
の
ご
質
問
と
コ
メ
ン
ト
に

簡
単
に
応
答
い
た
し
ま
す
。
第
一
の
「
田
辺
先
生
の
問

題
は
未
解
決
」
と
い
う
西
谷
先
生
の
お
考
え
へ
の
私
の

理
解
は
、「
も
っ
と
種
の
論
理
が
真
剣
に
考
え
ら
れ
る
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う
こ
と
が
一
つ
で
す
ね
。
あ
ま
り
重
ね
て
は
い
け
ま
せ

ん
が
、
先
生
の
原
稿
の
一
七
頁
の
上
の
方
で
す
け
れ
ど

も
、「
西
田
哲
学
に
お
い
て
霊
や
霊
性
や
聖
霊
に
つ
い

て
の
明
確
な
叙
述
が
な
い
と
し
て
も
、
絶
対
無
の
働
き

は
、
絶
対
無
の
神
の
働
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
働

き
に
常
に
伴
っ
て
湧
出
し
て
き
て
い
る
霊
の
働
き
で
あ

る
と
も
理
解
さ
れ
得
る
」。
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、「
西
田
哲
学
で
は
三
位
一
体
論
は
中
心
的
問
題

と
は
な
っ
て
い
な
い
」
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
場

所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
で
は
三
位
一
体
論
が
か

な
り
中
心
テ
ー
マ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
は

逢
坂
元
吉
郎
と
い
う
牧
師
と
の
交
流
で
、
逢
坂
元
吉
郎

は
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
影
響
が
あ
り
ま
す
し
、
三
位
一
体
論

が
中
心
の
牧
師
で
す
の
で
、
逢
坂
と
の
交
流
と
い
う
の

を
通
し
て
、
西
田
が
三
位
一
体
論
に
非
常
に
深
い
関
心

を
も
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
ぼ
く
は
思
っ
て
い
る
の

で
す
。
先
生
の
ご
指
摘
は
非
常
に
重
要
な
の
で
す
け
れ

ど
も
、「
西
田
哲
学
で
は
、
三
位
一
体
論
は
中
心
的
な

問
題
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
ち
」
と
い
う
も
の
を
い
た
だ
い
た
、
永
遠
の
い
の
ち

に
触
れ
る
と
い
う
か
、
生
き
が
い
と
い
う
も
の
を
持
て

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
お
話
が
あ
っ
て
、
非
常
に
深

い
体
験
で
す
。
そ
れ
は
先
生
だ
け
で
は
な
く
わ
た
し
の

周
辺
に
も
そ
う
い
う
人
間
が
お
り
ま
し
た
の
で
、
非
常

に
大
き
な
問
題
提
起
だ
と
思
っ
て
聴
い
て
お
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
非
神
話
化
と
い
う
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、

田
辺
の
も
の
を
読
ん
で
い
ま
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
の
復

活
は
神
話
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
が
出
て
き
て
、
キ
リ

ス
ト
の
復
活
と
い
う
事
実
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て

は
重
要
な
概
念
で
す
ね
、
そ
れ
を
神
話
で
あ
る
と
言
う

の
で
す
ね
。
そ
し
て
「
神
話
で
は
な
く
て
、
象
徴
と
し

て
解
釈
す
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
が
何
度
も
出
て
き
ま

す
。「
象
徴
と
し
て
解
釈
す
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
の

意
味
が
禅
の
立
場
か
ら
は
も
っ
と
深
く
解
釈
で
き
る
の

か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
わ
た
く
し
に
は
ち
ょ
っ
と

分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。
ど
う
し
て
象
徴
と
い
う

こ
と
が
非
神
話
化
の
解
決
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か

ら
な
か
っ
た
の
で
、
先
生
の
ご
意
見
を
伺
い
た
い
と
い
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格
的
即
非
人
格
的
、
非
人
格
的
即
人
格
的
と
い
う
ふ
う

に
、
究
極
的
実
在
の
二
面
性
を
即
で
捉
え
て
、
両
極
を

認
め
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
よ
。
わ
た
し
は
こ
れ
に
共

鳴
し
て
い
る
の
で
す
。
西
谷
先
生
の
弟
子
で
あ
る
先
生

が
、
絶
対
無
の
神
の
実
在
性
を
根
底
に
置
か
れ
る
の
は

正
し
い
。
で
す
け
れ
ど
も
、
三
位
一
体
論
、
つ
ま
り
絶

対
無
が
絶
対
有
に
転
換
す
る
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
相

即
的
な
捉
え
方
を
な
さ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
、
わ
た
く
し
は
思
っ
て
い
る
の
で
、
先
生
と
わ
た
し

の
考
え
は
九
割
が
た
共
通
な
の
で
す
よ
。
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
こ
が
違
う
。

花
岡 

気
が
つ
い
て
お
り
ま
し
た
。

小
野
寺　

そ
う
い
う
こ
と
も
ち
ょ
う
ど
良
い
機
会
で
す
の
で
、

い
つ
か
質
問
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
そ

の
二
点
で
す
ね
。
象
徴
的
と
い
う
こ
と
、
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
の
両
極
は
や
は
り
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
脱
出
論
に
な
っ

て
し
ま
う
。
人
格
性
を
認
め
な
い
と
人
権
論
な
ど
の
近

に
お
け
る
『
神
性
の
無
』
に
お
け
る
よ
う
に
、
西
田
哲

学
に
お
け
る
『
絶
対
無
』
の
開
け
が
開
け
て
く
る
の

は
、
各
々
の
自
己
が
無
念
、
無
想
、
無
心
に
な
っ
て
無

性
の
自
己
へ
と
大
死
が
遂
げ
ら
れ
て
い
る
瞬
間
で
あ
る

の
で
、
三
位
一
体
論
は
問
題
と
は
な
り
得
な
い
と
考
え

ら
れ
る
」
と
あ
り
ま
す
ね
。
確
か
に
そ
の
通
り
だ
と
思

い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
三
位
一
体
論
は
問
題
と
は
な
り

え
な
い
と
な
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
見
る
と

や
は
り
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
。
先
生
か
ら
言
わ
せ
れ

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
救
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
禅
の
体
験
に
触
れ
て
救
い

の
体
験
を
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
も
分
か
り
ま
す
。

そ
れ
は
そ
う
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

三
位
一
体
の
叙
述
を
否
定
で
き
な
い
要
素
が
わ
た
く
し

に
は
あ
る
の
で
す
ね
。
田
辺
先
生
も
西
谷
先
生
も
人
格

神
と
い
う
の
を
否
定
し
て
、
絶
対
無
の
神
と
い
う
も
の

を
前
提
に
し
て
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
ぼ
く
も

正
し
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
認
め
ま
す
。
け
れ
ど

も
、
西
谷
先
生
の
『
宗
教
と
は
何
か
』
を
読
む
と
、
人
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漠
の
無
」
な
ど
色
々
な
表
現
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

こ
で
は
す
べ
て
の
立
場
が
否
定
さ
れ
て
、
そ
れ
が
ま
た

否
定
さ
れ
て
働
き
に
戻
っ
て
く
る
二
重
の
否
定
性
の
と

こ
ろ
で
す
。
わ
た
く
し
のZen and Christianity

を

書
評
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
先

生
が
最
近
『
絶
対
無
』
と
い
う
本
を
出
さ
れ
て
、
小
野

寺
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
わ
た
く
し
に
対
し

て
「
イ
エ
ス
と
い
う
言
葉
が
一
度
も
出
て
こ
な
い
、
大

変
不
思
議
で
す
」
と
、
書
評
で
は
な
く
て
本
と
し
て
書

い
て
い
ら
し
て
、
わ
た
く
し
は
自
分
の
思
い
を
全
部
書

い
て
お
送
り
し
ま
し
た
、
そ
の
お
返
事
は
来
て
な
い
の

で
す
が
、
お
分
か
り
に
な
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
け
れ
ど
も
。「
象
徴
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
田
辺

先
生
で
し
て
、
テ
ィ
リ
ヒ
も
象
徴
と
い
う
言
葉
を
時
々
、

サ
イ
ン
に
対
し
て
シ
ム
ボ
ル
と
い
う
言
葉
で
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
わ
た
し
は
象
徴
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

絶
対
無
か
らgeschehen

し
て
く
る
、E

reignis

と
い

う
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
性
起
と
は
考
え
ま
せ
ん
が
、
や
は

り
出
来
事
と
し
て
そ
こ
か
ら
形
成
さ
れ
て
く
る
、
個
が

代
の
根
本
的
発
想
が
活
き
て
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
面
が
あ
り
ま
し
て
、
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

花
岡 

ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
変
難
し
い
問

題
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
に
と
っ
て
は
三
位
一
体

論
と
い
う
の
は
絶
対
無
の
場
所
か
らgeschehen

し
て

く
る
、
出
来
事
と
し
て
形
成
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
し
て
。
た
と
え
ば
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
も
、

神
か
ら
神
性
の
無
に
深
く
、
深
く
自
覚
的
に
入
っ
て

行
き
ま
す
と
、
そ
こ
で
は
三
位
一
体
が
消
え
て
行
き
ま

す
。
父
・
子
・
聖
霊
と
い
う
区
別
が
な
く
な
っ
て
行
き

ま
す
が
、
わ
た
く
し
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
抑
え
な
い
と

ど
う
し
て
も
や
っ
て
ゆ
け
な
い
の
で
す
。
そ
こ
を
「
象

徴
」
と
言
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
田
辺
先
生
の
お
言
葉

で
、テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
「
ア
ビ
ス
」（abyss 

深
淵
）
と
か
、

シ
ェ
リ
ン
グ
も
「
無
底
の
底
」
と
か
、
そ
の
よ
う
な
言

葉
で
本
当
の
最
内
奥
の
と
こ
ろ
を
言
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
は
表
現
の
し
よ
う
も
な
い
「
神
性
の
無
」
と
か
「
砂
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キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
な
い
で
す
か

ら
…
…

小
野
寺　

あ
の
、
わ
た
く
し
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
絶
対
無

と
い
う
概
念
は
自
覚
的
な
概
念
で
す
よ
ね
。
自
覚
を
徹

底
し
て
い
っ
た
時
に
絶
対
無
が
出
て
く
る
と
。

花
岡 

生
き
て
初
め
て
分
か
る
と
い
う
。

小
野
寺　

そ
う
そ
う
、
そ
の
通
り
。
だ
か
ら
本
当
に
分
か
る
と

い
う
こ
と
は
、
自
覚
を
通
し
て
で
し
か
分
か
ら
な
い
。

で
す
か
ら
、
絶
対
無
の
中
に
絶
対
的
な
真
実
が
あ
る
と

い
う
は
、
わ
た
し
も
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
キ
リ
ス

ト
教
は
信
仰
と
い
う
面
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
信
と

覚
と
い
う
問
題
は
八
木
誠
一
先
生
も
い
つ
も
問
題
に
さ

れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
わ
た
し
は
信
と
い
う
認
識

が
あ
る
と
思
う
の
で
す
よ
。
キ
リ
ス
ト
教
は
信
仰
の
宗

教
で
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
た
と
え
ば
、
赤
ち
ゃ
ん
の
目

を
見
て
い
る
と
、
そ
れ
は
自
覚
の
目
で
は
な
く
て
、
母

親
を
信
頼
す
る
信
仰
の
目
で
す
よ
ね
。
ぼ
く
は
小
学
校

の
生
徒
を
六
年
間
教
育
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
ね
、
や
は

あ
っ
て
純
粋
経
験
を
す
る
の
で
は
な
く
て
純
粋
経
験
か

ら
色
々
な
経
験
を
経
て
個
が
形
成
さ
れ
て
く
る
と
い
う

の
と
同
じ
意
味
合
い
で
、
父
・
子
・
聖
霊
が
出
て
く
る

と
。
つ
ま
り
、
そ
こ
か
ら
ど
ん
な
考
え
方
も
出
て
く
る

の
で
す
。
絶
対
無
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
、

神
道
も
そ
こ
か
らgeschehen

し
て
く
る
事
実
で
ご
ざ

い
ま
す
。
た
だ
し
、
父
・
子
・
聖
霊
と
い
う
三
位
一
体

論
は
、
わ
た
し
は
取
ら
な
い
わ
け
な
ん
で
す
。
こ
こ
が

小
野
寺
先
生
と
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
テ
ー
マ
を

い
た
だ
い
た
時
に
拝
見
し
ま
し
て
、
そ
こ
が
違
う
と
思

い
ま
し
た
。
で
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
そ

れ
で
構
わ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
わ
た

く
し
は
そ
こ
の
根
本
の
と
こ
ろ
は
ど
う
し
て
も
問
題
で

ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体

論
や
色
々
な
宗
教
が
出
て
く
る
、
そ
の
絶
対
無
か
ら
あ

ら
ゆ
る
も
の
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
キ
リ

ス
ト
教
だ
け
の
三
位
一
体
論
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

仏
教
の
方
に
も
イ
ス
ラ
ム
教
の
方
に
も
失
礼
に
な
る
と

言
い
ま
す
か
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
は
イ
エ
ス
が
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の
で
、
一
度
お
聞
き
し
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

田
中 

今
の
お
話
は
非
常
に
根
本
的
な
問
題
で
す
。
小
野
寺
先

生
が
取
り
上
げ
た
花
岡
先
生
の
文
章
で
、「
西
田
哲
学

に
お
け
る
『
絶
対
無
』
の
開
け
が
開
け
て
く
る
の
は
、

各
々
の
自
己
が
無
念
、
無
想
、
無
心
に
な
っ
て
無
性
の

自
己
へ
と
大
死
が
遂
げ
ら
れ
て
い
る
瞬
間
で
あ
る
の

で
、
三
位
一
体
論
は
問
題
と
は
な
り
得
な
い
と
考
え
ら

れ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
わ
た
く
し
は
こ
の
「
三
位
一

体
論
は
問
題
と
は
な
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
が
非

常
に
問
題
の
あ
る
文
章
だ
と
受
け
止
め
ま
し
た
。
花
岡

先
生
ご
自
身
の
宗
教
経
験
と
い
う
こ
と
は
置
い
て
お
き

ま
す
。
と
い
う
の
は
、
西
田
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
の
『
三
位
一
体
論
』
は
非
常
に
重
要
な
著
作
だ
と

言
う
こ
と
で
す
。『
無
の
自
覚
的
限
定
』
を
書
い
て
い

る
時
に
、
彼
は
深
く
こ
れ
に
打
た
れ
て
、
つ
ま
り
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
三
位
一
体
論
』
を
読
ん
だ
日
本
の

哲
学
者
と
い
う
の
は
そ
ん
な
に
多
く
は
な
い
の
で
す
。

り
子
ど
も
た
ち
の
目
を
見
て
い
る
と
、
自
覚
ま
で
行
か

な
い
信
仰
で
動
い
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。
教
師
に
対
す

る
信
頼
と
か
ね
。
だ
か
ら
、
覚
の
前
提
に
信
が
あ
る
と

い
う
の
が
、
わ
た
し
の
考
え
で
す
ね
。
浄
土
教
も
や
は

り
覚
の
根
底
に
信
を
見
て
、
そ
こ
に
浄
土
教
の
信
仰
も

生
ま
れ
て
く
る
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
共
通
の
面
が
あ

る
。
信
と
覚
と
い
う
両
面
を
捉
え
る
の
が
宗
教
性
で
あ

っ
て
、
先
生
の
覚
へ
の
自
覚
と
い
う
の
は
本
当
に
わ

た
く
し
も
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
て
共
感
し
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
う
か
と
い
っ
て
信
と
い
う
面
を
排
除
し
て
は
い

け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
し
て
本
多
正
昭
さ
ん
は

ぼ
く
と
兄
弟
み
た
い
に
親
し
い
の
だ
け
れ
ど
、
彼
は
三

位
一
体
を
認
め
な
い
の
で
す
よ
。
あ
れ
は
政
治
的
謀
略

だ
と
、
あ
な
た
の
よ
う
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
、

い
つ
も
反
対
し
て
お
ら
れ
た
。
で
す
け
ど
、
わ
た
く
し

は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
研
究
し
て
き
て
、
や
は
り
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
は
信
と
覚
と
い
う
両
面
が
あ
る
の

で
、
わ
た
く
し
の
体
系
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
、
花
岡
先

生
に
は
ひ
ど
く
共
感
す
る
け
れ
ど
も
そ
こ
だ
け
が
違
う



108 

ま
り
、
田
辺
の
西
田
批
判
と
何
か
花
岡
先
生
の
先
ほ
ど

の
文
章
は
非
常
に
よ
く
似
て
お
り
ま
し
て
ね
、
す
な
わ

ちA
llgem

eine

と
、
こ
れ
は
神
、
あ
る
い
は
対
象
化
し

え
な
い
神
と
い
う
ふ
う
に
田
辺
は
言
い
ま
す
。
そ
し
て

Einzelne

と
い
う
の
は<

こ
の
私>

で
す
ね
。
禅
の
人

は
、
た
と
え
ば
秋
月
龍
珉
先
生
は
「
超
個
の
個
」
と
お

っ
し
ゃ
い
ま
す
。
個
と
絶
対
者
で
す
ね
。
こ
れ
の
不
可

分
、
不
可
同
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
不
可
逆
と

い
う
こ
と
は
問
題
に
し
た
け
れ
ど
も
、Besondere

を
問

題
に
し
な
い
。
だ
か
ら
、
禅
の
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
は

今
置
い
て
お
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
絶
対
者
と
個
と
い
う

こ
の
二
極
に
限
定
す
る
考
え
方
で
は
、Besondere

が

な
い
。
そ
れ
が
田
辺
の
最
初
の
禅
の
捉
え
方
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
二
つ

の
も
の
が
不
一
不
二
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て

三
つ
の
も
の
を
考
え
て
、
そ
し
て
特
にBesondere

と

い
う
も
の
を
中
心
に
考
え
て
い
る
。
わ
た
し
が
田
辺
の

西
田
理
解
は
誤
解
だ
と
言
う
の
は
、
西
田
の
中
に
す
で

に
三
一
論
的
な
も
の
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ

け
れ
ど
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
特
に
人
間
論
で
す

ね
、
三
位
一
体
の
写
し
と
し
て
の
人
間
、
記
憶
論
で
あ

る
と
か
時
間
論
で
す
ね
、
こ
れ
は
非
常
に
深
い
分
析
で

あ
り
、
人
間
の
自
覚
の
構
造
を
こ
れ
以
上
よ
く
表
現
し

た
西
欧
の
思
想
家
は
い
な
い
と
ま
で
、
西
田
は
表
現
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
や
は
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

『
告
白
』
だ
け
で
は
な
く
『
三
位
一
体
論
』
を
読
ん
で

お
り
、
そ
れ
は
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
の
中
心
的
な
問

題
だ
と
、
こ
れ
は
西
田
解
釈
の
問
題
で
す
ね
。
も
う
一

つ
は
三
位
一
体
論
と
言
う
場
合
に
、
た
と
え
ば
父
と
子

と
聖
霊
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
れ

ば
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
特
殊
な
表
現
で
す
。
た
と

え
ば
イ
ス
ラ
ム
教
は
「
父
な
る
神
」
と
は
絶
対
に
言
わ

な
い
。
父
と
い
う
人
間
的
な
類
比
を
絶
対
者
に
当
て
は

め
る
と
い
う
こ
と
に
は
反
対
し
て
い
る
は
ず
で
す
ね
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、<

三
つ
の
も
の

を
一
つ
と
し
て
見
る>

と
い
う
そ
う
い
う
ロ
ジ
ッ
ク

だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
西
田
は
三
位
一
体
的
な
も
の
で

は
な
い
と
言
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
田
辺
な
の
で
す
。
つ
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そ
し
て
人
間
中
心
主
義
で
は
な
い
と
い
う
素
晴
ら
し
い

理
論
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
具
体
的
な
環
境
運
動
と
し

て
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
力
が

欠
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
田
辺
が
言
っ
て
い
る
こ
と

は
そ
う
い
う
こ
と
で
、
そ
の
意
味
で
単
な
る
二
つ
の
も

の
の
不
可
分
、
不
可
同
、
不
可
逆
と
い
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
て
、
も
う
一
つ
の
要
素
で
す
ね
。
三
一
的
な
思

惟
と
い
う
も
の
を
強
調
し
た
の
は
や
は
り
田
辺
の
発
見

だ
と
、
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
理

解
で
は
そ
れ
は
西
田
の
中
に
す
で
に
あ
っ
た
。
西
田
で

は
三
位
一
体
論
は
、
父
と
子
と
聖
霊
と
い
う
特
殊
キ
リ

ス
ト
教
的
な
表
現
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

や
は
り
中
心
的
な
問
題
で
あ
っ
た
と
わ
た
く
し
は
思
い

ま
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

花
岡 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
小
野
寺
先
生
か
ら
も
二

つ
の
問
い
と
し
て
、
今
挙
げ
て
く
だ
さ
っ
た
と
こ
ろ
の

ご
質
問
が
あ
り
ま
し
て
、
小
野
寺
先
生
の
ご
質
問
の
二

つ
は
一
つ
の
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
半
々
ぐ
ら
い

を
む
し
ろ
、
田
辺
は
自
分
の
考
え
方
の
中
で
展
開
し
て

い
っ
た
と
。
だ
か
ら
、
ま
ず
西
田
解
釈
と
し
て
三
位
一

体
論
が
問
題
と
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
、
西
田

解
釈
と
し
て
は
わ
た
し
は
反
対
で
す
。「
な
り
え
な
い
」

と
い
う
言
い
方
は
で
き
な
い
の
で
す
。
た
だ
、
そ
の
部

分
を
展
開
し
た
の
は
む
し
ろ
田
辺
で
あ
り
、
臨
済
禅
で

と
く
に
強
調
さ
れ
た
「
見
性
」
に
対
し
て
、
田
辺
は
そ

れ
だ
け
で
は
ま
ず
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、Besondere

と
い
う
の
は
歴
史
性
が
問
題
に
な
る
。
歴
史
的
現
実
と

い
う
も
の
を
問
題
に
し
て
い
る
時
に
は
、
や
は
り
キ
リ

ス
ト
教
の
方
が
実
践
に
対
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
花
岡
先
生
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
環
境
問
題
に
せ

よ
、
現
在
様
々
な
宗
教
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な

こ
と
が
、
仏
教
に
は
深
い
思
想
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
実

践
的
な
力
が
欠
け
て
い
る
。
現
に
、
環
境
問
題
に
対
し

て
提
言
を
す
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
文

化
の
中
か
ら
出
て
い
る
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
日
本

で
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
に
仏
性
が
あ
り
、
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り
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
が
、
あ
る
い
は
三
位
一
体
論
だ
け

が
問
題
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
の
宗
教
の
人
に
納
得
の

ゆ
く
、
そ
う
い
う
宗
教
の
理
解
は
な
い
も
の
か
と
考
え

て
お
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
京
大
で
も
先
生
方
は
皆

違
う
宗
教
で
し
た
。
武
藤
先
生
は
キ
リ
ス
ト
教
、
長
尾

先
生
は
仏
教
で
し
た
し
、
島
先
生
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
、

武
内
先
生
は
浄
土
真
宗
で
、
西
谷
先
生
は
臨
済
禅
で
し

て
、
辻
村
先
生
も
田
辺
先
生
も
全
部
違
う
宗
教
、
思
想

を
お
持
ち
に
な
っ
て
い
て
、
だ
か
ら
こ
そ
素
晴
ら
し
い

大
学
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
ど
う
し
て
わ
た

く
し
は
自
分
の
道
を
見
出
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
の
は
、

大
変
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
七
十
五
年

か
か
っ
た
と
い
う
感
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
中
で
キ

リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
論
は
、
仏
教
に
も
三
身
論
が
ご

ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
そ
れ
ぞ
れ
の
教
え

が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
根
底
の
と
こ
ろ
を
ま
ず
わ
た

く
し
は
理
解
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

で
も
っ
て
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、

父
が
記
憶
で
、
イ
エ
ス
が
意
志
で
、
聖
霊
が
愛
な
ん
て

に
は
お
答
え
し
た
つ
も
り
で
お
り
ま
し
た
。
三
位
一
体

論
と
い
う
の
は
聖
書
の
中
に
そ
う
い
う
用
語
が
あ
る
わ

け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
月
日
が
何
百
年
と
経
っ
て

か
ら
、
三
位
一
体
論
と
い
う
教
理
学
上
の
用
語
で
き
た

も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
事
柄
自
体
は
聖
書
の
中
に
入
っ

て
お
り
ま
す
が
。
た
だ
し
。
わ
た
く
し
は
生
ま
れ
育
っ

た
家
庭
環
境
に
お
い
て
多
く
の
宗
教
に
触
れ
て
い
ま
し

た
。
わ
た
く
し
は
、
表
面
上
は
臨
済
禅
と
な
っ
て
お
り

ま
す
が
、
曹
洞
禅
の
人
や
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
人
、
儒
教
の
大
好
き
な
曽
祖
父
が
お
り
ま
し
た

の
で
、
す
べ
て
の
宗
教
の
根
本
を
見
極
め
た
い
と
い
う

問
題
意
識
が
あ
り
ま
し
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
大

好
き
で
し
た
。『
三
位
一
体
論
』
や
『
告
白
』
だ
と
か
、

あ
ら
ゆ
る
書
物
を
読
み
ま
し
た
。
す
べ
て
が
素
晴
ら
し

い
書
物
で
し
た
が
、
私
の
問
題
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は

な
く
て
、
す
べ
て
の
宗
教
が
本
当
に
一
体
と
な
っ
て
生

き
て
い
け
る
の
に
は
、
ど
う
い
う
方
向
が
あ
る
か
と
い

う
こ
と
が
問
題
で
し
た
。
小
さ
い
時
か
ら
家
族
全
員
の

宗
教
が
違
う
と
い
う
中
で
生
き
て
お
り
ま
す
と
、
や
は
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宗
の
様
々
な
考
え
方
が
出
て
き
た
り
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
自
分
の
領
域
を
守
る
と
い
う

の
で
は
な
く
て
、
何
か
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
わ
た
し
の
問
題
意
識
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
だ
け
で
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
だ
け
で
も
禅
宗
だ
け
で
も
、
わ
た
し
に
は
無
理
で
し

て
、
す
べ
て
の
宗
教
の
根
底
に
通
底
す
る
意
味
で
の

「
禅
」と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
も
問
題
で
し
た
。
先
に
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
神
性
の
無
」
で
は
三
位
一
体
論
が

消
失
す
る
と
述
べ
ま
し
た
の
も
、
西
田
の
「
絶
対
無
」

と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
神
性
の
無
」
の
通
底
性
が
示
さ

れ
る
為
で
し
た
。
そ
こ
は
な
か
な
か
掴
め
な
い
と
こ
ろ

で
す
。
今
回
の
発
表
で
田
辺
先
生
の
考
え
方
も
分
か
り

ま
し
て
、
今
ま
で
全
部
別
々
に
考
え
て
き
た
こ
と
を
こ

の
辺
で
ま
と
め
な
い
と
、
明
日
あ
た
り
死
ぬ
か
も
し
れ

な
い
の
で
、
私
な
り
に
一
応
の
ま
と
め
を
し
て
お
か
な

い
と
い
け
な
い
と
い
う
思
い
で
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
に
働
き
を
く
っ
つ
け
て
本
質
は
一
つ

で
働
き
は
三
つ
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。
で
も
、

そ
れ
が
奥
の
奥
に
行
く
と
全
部
一
つ
に
な
る
。
そ
の
一

つ
に
な
る
と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
に
は
ど
う
し
て
も
問
題

で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
生
き
る
、
あ
る
い
は
色
々
な

宗
教
に
お
い
て
ど
う
生
き
て
ゆ
く
か
、
ど
う
し
た
ら
自

己
が
求
め
た
い
も
の
を
求
め
て
行
け
る
か
と
い
う
と
こ

ろ
が
問
題
で
し
た
。
田
中
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ

さ
っ
た
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
は
時
は
過
去

の
現
在
、
現
在
の
現
在
、
未
来
の
現
在
し
か
な
い
と
い

う
、
時
が
現
在
か
ら
始
ま
る
と
い
う
考
え
で
、
そ
れ
は

瞬
間
で
す
ね
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
ア
ト
ム
的
な
も
の

ま
で
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
よ
う
な
、
素
晴
ら
し
い
思
想

家
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
や
は
り
キ
リ
ス

ト
教
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
や
神
道
な

ど
色
々
な
宗
教
が
あ
る
中
で
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

っ
た
ら
良
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
わ
た
く
し
の
問
題

で
す
。
そ
し
て
、
絶
対
無
か
ら
ど
の
よ
う
に
三
位
一
体

論
が
出
て
き
た
り
、
三
身
論
が
出
て
き
た
り
、
浄
土
真
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の
西
田
批
判
の
な
か
に
は
、
西
田
哲
学
の
性
格
を
よ
り

明
ら
か
に
し
て
く
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
非

常
に
一
面
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
当
然
あ
る
と
思
い

ま
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
を
批
判
し
た
、
そ
れ
は
極
め
て
一
面

的
な
批
判
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
哲
学
史
の
見
方
と
し

て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
や
は
り
後
継
者
で

あ
り
、
批
判
的
な
継
承
者
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
田
辺
の
問
題
は
す
べ
て
西
田

の
中
に
潜
在
的
に
あ
っ
た
も
の
、
そ
れ
を
独
自
の
仕
方

で
受
け
継
い
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
か
ら
も
う
一
つ
、
哲
学
的
に
は
田
辺
が
西
田
の
影

響
を
一
番
を
受
け
た
の
は
「
絶
対
無
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
田
辺
は
も
と
も
と
カ
ン
ト
哲
学
、
批
判
哲
学
の
立

場
で
す
ね
。
し
か
し
、
西
田
は
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は

批
判
哲
学
が
成
り
立
つ
所
以
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
な

い
と
、
批
判
哲
学
の
立
場
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
こ
と

を
要
求
し
ま
す
。
理
性
に
対
す
る
信
頼
と
い
う
の
が
カ

ン
ト
哲
学
の
根
底
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
立
場

藤
田　

田
中
先
生
の
コ
メ
ン
ト
に
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
確
か
に
西
田
の
中
に
三
位

一
体
的
な
も
の
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
だ
と
思

う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
西
田
が
後
期
の
思
索
の

中
で
「
種
」
と
い
う
こ
と
を
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
取

り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
示
し

て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
ね
。
そ
れ
自
体
や
は
り
田
辺

元
の
種
の
論
理
と
い
う
も
の
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、

そ
こ
か
ら
示
唆
を
得
て
、
そ
の
問
題
を
自
分
自
身
の
問

題
と
し
て
考
え
て
ゆ
く
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る

と
思
う
ん
で
す
。
そ
こ
に
田
辺
と
の
対
話
と
い
う
こ
と

を
持
っ
て
こ
な
い
と
、
西
田
に
お
け
る
三
位
一
体
の
話

も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
わ
た
し
自
身
は
考
え

て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
点
は
い
か
が
で
す
か
。

田
中　

田
辺
と
西
田
の
関
係
と
い
う
の
は
そ
れ
自
体
大
き
な
テ

ー
マ
で
す
し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
で
宗
教
哲

学
に
限
ら
ず
日
本
の
哲
学
の
展
開
を
跡
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
、
わ
た
く
し
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
田
辺
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す
か
ら
、
今
度
は
田
辺
が
西
田
哲
学
を
批
判
す
る
と
き

に
は
、
直
接
性
と
い
う
も
の
を
あ
た
か
も
所
与
の
ご
と

く
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的

な
媒
介
の
知
の
論
理
で
も
っ
て
西
田
を
批
判
す
る
わ
け

で
す
。
そ
れ
が
田
辺
哲
学
の
成
立
で
す
。
田
辺
独
自
の

哲
学
が
出
て
く
る
の
が
、
媒
介
構
造
の
探
求
と
し
て
の

「
種
の
論
理
」
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う

田
辺
の
批
判
を
受
け
て
、
今
度
は
西
田
自
身
が
、
自
分

の
立
場
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
過
程
の
辯
證
法
」
を
問

題
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
西
田
は
「（
絶
対
無
の
）
場

所
的
辯
證
法
」
こ
そ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
過
程
の
弁

証
法
」
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
哲
学
は
ヘ

ー
ゲ
ル
以
後
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
の
辯
證
法
や
マ

ル
ク
ス
主
義
の
辯
證
法
的
唯
物
論
を
も
問
題
に
し
て
い

ま
す
。
田
辺
が
取
り
上
げ
て
い
る
「
種
の
論
理
」
は
、

西
田
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
場
所
的
辯
證
法
」
の
な
か

で
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。　

す
る
と
田
辺

と
西
田
の
論
争
は
、
今
度
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
深
化
す

る
。「
場
所
的
弁
証
法
」
と
い
う
言
葉
は
田
辺
は
絶
対

か
ら
は
宗
教
的
経
験
の
事
実
が
語
れ
な
い
。
で
す
か

ら
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
更
に
批
判
し
て
ゆ
く
よ
う

な
立
場
、
絶
対
批
判
の
立
場
を
出
し
た
の
は
、
西
田
が

田
辺
よ
り
先
で
す
。
田
辺
は
カ
ン
ト
の
第
三
批
判
を
解

釈
し
た
後
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辯
證
法
の
研
究
を
す
る
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
西
田
の
言
う
「
決
し
て
ノ
エ
マ
化
さ

れ
な
い
ノ
エ
シ
ス
的
な
普
遍
」
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理

学
の
普
遍A

llgem
eine

を
読
み
か
え
た
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
、
絶

対
無
の
辯
證
法
に
よ
っ
て
超
え
て
ゆ
く
手
が
か
り
を
得

た
。
そ
こ
は
田
辺
が
一
番
西
田
か
ら
影
響
を
受
け
た
部

分
で
す
。
し
か
し
、『
善
の
研
究
』
以
来
、
西
田
に
お

い
て
は
直
接
性
が
非
常
に
強
調
さ
れ
る
、
こ
れ
は
参
禅

修
行
と
い
う
西
田
自
身
の
宗
教
経
験
に
由
来
す
る
も
の

で
す
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
直
接
性
は
哲
学
の
原
理

と
し
て
認
め
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
世
の
一
切
の
も
の

は
媒
介
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
媒
介
の
構
造
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
哲
学
で
、
直
接
知
と
い
う
の
は
単
な
る
神

秘
主
義
で
あ
り
、
そ
れ
は
哲
学
で
は
な
い
と
い
う
。
で
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な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な

も
の
が
出
て
く
る
内
的
な
必
然
性
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
ま
た
唯
識
で
言
う
分
別
知
と
無
分
別
知
の
関
係
を

論
ず
る
場
合
で
も
、
こ
の
二
つ
の
知
を
二
元
的
に
分
け

て
し
ま
う
の
は
、
そ
れ
自
身
分
別
知
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
両
者
の
関
係
を
語
る
論
理
は
、
分
別
知
か
ら
出
る

は
ず
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
無
分
別
の
分
別
」
と

い
う
言
い
方
が
出
て
き
ま
す
ね
。
こ
の
「
の
」
は
由
来

を
表
す
「
の
」
で
す
が
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
根
據
は

顕
か
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
無
差

別
の
同
一
性
」
を
批
判
し
た
理
由
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。 

　

わ
た
し
は
直
接
性
と
無
媒
介
性
を
分
け
て
考
え
て
い

ま
す
。<

何
か
存
在
す
る
も
の
が
二
つ
の
存
在
す
る
も

の
を
媒
介
す
る>

と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
は
、
絶
対
無

は
媒
介
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
西
田
的
な

言
い
方
で
、た
と
え
ば
無
作
用
的
作
用
と
い
う
の
が
『
無

の
自
覚
的
限
定
』
の
中
に
出
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
絶

対
無
の
作
用
と
い
う
も
の
を
、
因
果
律
を
適
用
し
て
、

た
と
え
ば
こ
れ
は
作
用
因
の
系
列
に
於
け
る
第
一
原
因

に
使
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
か
わ
る
も
の
と

し
て
、
田
辺
は
「
絶
対
弁
証
法
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ

た
。
こ
れ
は
「
絶
対
批
判
」
と
お
な
じ
く
、
哲
学
か
ら

形
而
上
学
の
残
滓
を
排
除
し
て
批
判
を
徹
底
さ
せ
る

田
辺
の
考
え
方
か
ら
来
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、「
絶
対
無
」
の
捉
え
方
に
は
違
い
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
相
互
に
影
響
し
な
が
ら
自
己
の
哲
学

を
、
わ
た
し
は
展
開
し
て
い
た
と
理
解
し
て
い
ま
す
。 

   

三
位
一
体
論
に
戻
る
と
、
西
田
は
「
父
と
子
と
聖
霊
」

と
い
う
言
い
方
は
し
て
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
イ

ス
ラ
ム
教
で
あ
れ
、
日
本
の
伝
統
宗
教
で
あ
れ
、
や
は

り
三
つ
の
も
の
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
は
必

ず
出
て
き
ま
す
。
単
に
二
つ
の
も
の
の
「
不
一
不
二
」

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
媒
介
を
含
ん
だ
「
三
位
一

体
」
と
い
う
論
理
が
出
て
く
る
の
は
、
わ
た
し
は
仏
教

に
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
こ
う
し
た

こ
と
は
テ
ー
マ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
と
え
ば
天
台

宗
で
言
う
「
三
諦
説
」
は
、
ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
の
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
と
し
て
は
成
り
立
た
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森 

い
や
、
括
弧
に
く
く
っ
て
い
る
以
上
、
つ
ま
り
媒
介
と

「
無
媒
介
の
媒
介
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、「
無
媒
介
の
媒
介
」
と
い
う
タ
ー
ム
が
ど
の
テ

キ
ス
ト
の
ど
こ
に
出
て
く
る
の
か
を
明
示
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
よ
。
そ
う
で
な
い
と
無
媒
介

と
今
問
題
に
な
っ
て
い
た
直
接
性
ね
、
た
と
え
ば
先
生

の
や
ら
れ
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
直
接
性
と

い
う
の
は
あ
る
意
味
で
一
番
最
初
に
乗
り
越
え
る
も
の

で
す
よ
ね
、
反
省
の
段
階
で
す
か
ら
。
し
か
し
今
度
、

純
粋
経
験
や
、
あ
る
い
は
大
拙
の
よ
う
な
無
分
別
と
い

う
も
の
に
な
る
と
霊
性
と
い
う
か
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で

言
う
と
第
二
の
あ
る
い
は
高
次
の
直
接
性
と
い
う
点
が

出
ま
す
よ
ね
。
そ
う
な
る
と
「
無
媒
介
」
と
い
う
言
い

方
は
言
わ
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
、
つ
ま
り

無
意
味
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
し
か
聞
こ
え
な

い
の
で
す
け
れ
ど
も
。（
一
同　

笑
）
つ
ま
り
、
タ
ー

ム
が
ど
こ
に
あ
る
か
言
わ
な
い
と
、
西
田
と
田
辺
と
の

比
較
は
成
立
し
な
い
と
思
う
の
で
す
よ
。

で
あ
る
と
か
、
目
的
因
の
系
列
に
於
け
る
第
一
原
因
で

あ
る
と
考
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
而
上
学
の
伝
統
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
存
在
の
論
理
学
」
な
の
で
あ
っ

て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
絶
対
無
の
作
用
」（
ノ
エ

シ
ス
的
限
定
）
は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
を
西
田
は
「
無
作
用
的
作
用
」
と
言
う
わ
け

で
す
。　
「
無
媒
介
の
媒
介
」
と
い
う
の
は
田
辺
の
言

い
方
で
す
が
、
そ
う
い
う
と
き
の
「
無
媒
介
」
と
い
う

の
は
、
た
ん
な
る
直
接
性
と
は
違
う
の
で
す
ね
。

森 

花
岡
先
生
ね
、「
無
媒
介
の
媒
介
」
っ
て
い
う
こ
れ
は
、

先
生
の
言
葉
で
す
か
。

花
岡 

い
え
、
違
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
武
藤
先
生
の
論
文
に
…
。

森 

い
や
い
や
、
簡
単
で
い
い
で
す
よ
。
つ
ま
り
、
西
田
に

出
て
く
る
の
で
す
か
。

花
岡 

出
て
く
る
と
思
い
ま
す
ね
。

森 

い
や
、
思
い
ま
す
、
で
は
な
く
て
…
。

花
岡 

意
識
は
し
て
い
な
い
で
す
が
、
出
て
く
る
と
。
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花
岡 

ち
ょ
っ
と
そ
れ
は
探
し
ま
す
ね
、
時
間
が
か
か
る
か
も

し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
も
。

長
谷 

残
念
で
す
け
れ
ど
も
時
間
が
超
過
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
こ
れ
で
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
か
ざ
る
を
え
ま

せ
ん
。

花
岡 

ど
こ
か
探
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

長
谷 
こ
の
言
葉
は
確
か
に
謎
め
い
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
す

ね
。

森 

そ
う
そ
う
。
も
し
無
媒
介
と
い
う
言
い
方
を
ド
イ
ツ
語

で
言
う
な
ら
、U

nm
ittelbarkeit

に
な
り
ま
す
よ
。

長
谷　

そ
う
す
る
と
、
無
媒
介
の
媒
介
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。

森 

そ
う
そ
う
、
だ
か
ら
そ
う
い
う
タ
ー
ム
が
も
の
凄
い
決

定
的
な
タ
ー
ム
と
し
て
、
西
田
に
あ
る
の
か
ど
う
か
、

ぼ
く
は
あ
ま
り
す
ぐ
に
思
い
つ
か
な
い
か
ら
ね
。

花
岡 

ど
こ
か
に
あ
り
ま
す
か
ら
。

森 

無
作
用
の
作
用
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
も
凄
い
重
要
な

用
語
で
、
神
と
の
関
係
は
無
作
用
的
な
作
用
で
す
ご
く

重
要
な
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
高

次
の
直
接
性
で
す
よ
、
も
し
言
い
換
え
れ
ば
。
霊
性
と

言
っ
て
も
良
い
。
で
す
か
ら
無
媒
介
で
は
な
い
の
で
す

よ
ね
。
だ
か
ら
ち
ょ
っ
と
そ
こ
が
分
か
り
に
く
い
と
い

う
か
ね
。


