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神
作
用
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
が
も
の
を
知
り
、
も
の
を
愛
す
と

い
う
こ
と
は
、
自
力
を
捨
て
て
他
力
の
信
心
に
入
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
西
田
の
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
晩
年
ま
で
貫
か
れ
て
い

る
よ
う
に
思
う
。
知
と
信
と
は
対
比
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
根
本

に
お
い
て
同
一
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
い
う
文
脈
で
は
、「
信
」
は
信
仰
よ
り
む
し
ろ
確
信
の
意
識

と
し
て
問
題
に
な
る
。
西
田
は
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
に

お
い
て
、
内
的
知
覚
に
伴
う
確
信
（Ü

berzeugung

）
の
意
識
に
注

目
し
て
、
こ
の
確
信
の
意
識
の
上
に
、
事
実
的
真
理
も
所
謂
一
般
的

真
理
も
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
る
（
四･

四
以
下
）。
確
信
は
単
に
意

識
の
強
度
が
高
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
超
個
人
的
な
る
思
惟
の
意

は
じ
め
に
―
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
信
と
知

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
に
関
し
て
、「
信
と
知
」
を
テ
ー
マ
に
す
る

こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
西
田
は
「
知
」
を
徹
底
的
に
問
題
に
し

た
と
言
え
る
が
、「
信
と
知
」
と
い
う
対
比
で
考
察
す
る
仕
方
は
西

田
の
も
の
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

『
善
の
研
究
』
の
最
終
章
「
知
と
愛
」
で
は
、
こ
う
論
じ
ら
れ
て

い
る
（『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
～
一
九
八
〇
年
、

一･

九
六
～
二
〇
〇
）

1

。
即
ち
、
普
通
に
は
愛
は
感
情
で
あ
っ
て
純
粋

な
知
識
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、愛
と
は
人
格
的
対
象
の
知
識
で
あ
り
、

愛
は
知
識
の
極
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
と
愛
と
は
本
来
同
一
の
精

自
覚
と
場
所
を
め
ぐ
っ
て

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
信
と
知

氣
多
雅
子
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識
の
様
相
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
確
信
の
意

識
に
お
い
て
は
ま
だ
、
真
に
自
己
を
超
越
し
て
客
観
的
な
も
の
に
直

ち
に
接
す
る
と
は
言
い
得
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
明
白
（Evidenz

）

の
意
識
に
お
い
て
は
、
真
に
自
己
自
身
を
失
っ
て
真
理
を
直
観
す
る

と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
西
田
は
、
両
者
の
違

い
を
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
受
働
的
印
象
と
能
働
的
印
象
と
の
根

本
的
区
別
を
通
し
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
確
信
の
意
識
と
明

白
の
意
識
と
は
性
質
を
異
に
す
る
が
、
意
識
が
主
客
合
一
の
直
観
に

到
達
し
た
と
き
、
確
信
は
明
白
の
感
情
に
変
ず
る
と
見
な
す
。
た
だ

し
、
こ
の
西
田
は
確
信
の
意
識
と
明
白
の
感
情
と
を
こ
れ
以
上
展
開

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
内
的
知
覚
の
根
柢
に
働
く
自
己
と
し
て
の
意
志

の
自
覚
を
認
め
て
ゆ
き
、「
自
覚
」
と
い
う
も
の
を
独
自
の
仕
方
で

追
究
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

西
田
に
お
い
て
「
信
と
知
」
の
事
柄
が
「
自
覚
」
へ
と
収
斂
し
て

ゆ
く
指
し
示
し
を
、
も
う
一
つ
見
て
み
よ
う
。「
信
と
知
」
と
い
う

対
比
は
中
世
の
神
学
か
ら
近
世
の
哲
学
に
お
い
て
一
つ
の
導
き
と
な

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
基
礎
を
据
え
た
思
索
者
と
し
て
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
昭
和
３

年
に
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
自
覚
」（
一
二･

一
一
二
～
八
）
と
い

う
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
。
彼
は
そ
の
な
か
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
『
独
語
（Soliloquiorum

）』
の
一
節
を
紹
介
し
て
お
り
、「
汝

は
存
在
す
る
こ
と
、
生
き
る
こ
と
、
知
る
こ
と
を
欲
す
る
、
併
し
生

き
る
為
に
存
在
す
る
こ
と
を
、
而
し
て
知
る
為
に
生
き
る
こ
と
を
欲

す
る
の
だ
」
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
自

覚
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、『
神
の
国
』
に
拠
っ
て
、

そ
の
「
自
覚
」
は
神
の
三
位
一
体
の
影
像
で
あ
る
こ
と
、『
三
位
一

体
論
』
に
拠
っ
て
、「
自
覚
」
は
私
の
存
在
、
私
の
自
知
、
私
の
愛

の
三
つ
が
互
い
に
区
別
さ
れ
る
と
共
に
本
質
に
お
い
て
一
で
あ
る
と

こ
ろ
の
事
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
信
と
知
の
関
係
を
、
西
田
が
「
自
覚
」

と
い
う
語
に
収
め
取
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

西
田
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン
ト
、
フ
ィ

ヒ
テ
の
名
も
挙
げ
て
、
彼
ら
の
知
の
探
究
の
根
柢
と
な
る
の
は
や
は

り
自
覚
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
彼
ら
の
自
覚
は
理
性
的
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気
づ
く
よ
う
に
な
り
、
意
味
と
実
在
と
の
結
合
、
思
惟
と
直
観
と
の

結
合
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
。
こ
の
書
で

は
一
応
、
そ
れ
を
結
合
す
る
も
の
と
し
て
、「
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
覚
の

如
き
も
の
」
に
到
達
す
る
。
し
か
し
、
西
田
は
そ
れ
に
満
足
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、「
久
し
く
私
の
考
の
根
柢
に
横
た
わ
っ
て
居
た
も
の

を
掴
み
得
た
」
と
確
信
し
た
の
は
、『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』

の
「
場
所
」
の
論
文
に
お
い
て
で
あ
っ
た
（
四･

五
）。
こ
こ
で
掴
ん

だ
の
が
、「
場
所
の
論
理
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
場
所
」
と

い
う
考
え
方
こ
そ
、
西
田
の
「
自
覚
」
を
理
解
す
る
鍵
と
な
る
。

で
は「
場
所
」と
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
ろ
う
か
。
論
文「
場

所
」
の
冒
頭
に
、
い
わ
ば
「
場
所
」
の
定
義
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る

の
で
、
引
用
し
て
お
き
た
い
。

現
今
の
認
識
論
に
於
て
、
対
象
、
内
容
、
作
用
の
三
つ
の
も
の

が
区
別
せ
ら
れ
、
そ
れ
等
の
関
係
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
か
か
る
区
別
の
根
柢
に
は
、
唯
時
間
的
に
移
り
行
く
認
識

作
用
と
之
を
超
越
す
る
対
象
と
の
対
立
の
み
が
考
へ
ら
れ
て
居

る
と
思
ふ
。
併
し
対
象
と
対
象
と
が
互
に
相
関
係
し
、
一
体
系

超
越
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
自
覚
は
、
深
く
自
己
自
身
の
奥
底
に
反
省
し
て
、
知
情
意
を
統
一

し
た
人
格
的
実
在
そ
の
も
の
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
に
見
ら
れ
る
知

的
自
覚
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
見
ら
れ
る
知
と
信
と
の
相
関
に

お
け
る
全
一
的
な
自
覚
と
い
う
対
比
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

西
田
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
信
と
知
の
対
比
で
は
な
く
、
自
覚
の

深
さ
の
違
い
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
西
田
の
「
自
覚
」
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た
い
と
思
う
。

場
所

「
自
覚
」
と
い
う
言
葉
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
は
、『
自

覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
か
ら
で
あ
る
。
西
田
は
、「
純
粋
経
験
」

を
唯
一
の
実
在
で
あ
る
と
す
る
『
善
の
研
究
』
の
立
場
で
は
、
意
味

や
価
値
の
成
立
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
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と
、
有
る
も
の
が
そ
れ
に
於
て
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
赤
や
青
な
ど
の
種
々
の
色
が
そ
れ
に
於
て
あ
る
場
所
は
、
色
の

一
般
概
念
で
あ
る
。
場
所
は
こ
こ
で
、
有
と
無
の
対
立
を
包
む
と
い

う
役
割
を
も
つ
。
有
る
も
の
が
有
る
と
云
い
得
る
た
め
に
は
、
有
る

と
い
う
こ
と
と
無
い
と
い
う
こ
と
と
の
区
別
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
故
に
、
有
る
こ
と
と
無
い
こ
と
と
の
対
立
を
包
む
も
の
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
西
田
は
考
え
る
。
第
二
に
、
認
識
作
用
に
つ

い
て
考
え
る
と
き
、
作
用
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
自
我
が
考
え
ら

れ
る
が
、
自
我
は
非
我
で
な
い
も
の
と
し
て
自
我
で
あ
る
か
ら
、
自

我
と
非
我
の
両
者
を
共
に
包
む
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

が
「
場
所
」
で
あ
る
。
こ
の
対
立
は
認
識
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る

も
の
と
の
対
立
で
あ
り
、
こ
の
観
点
で
は
意
識
の
内
と
外
と
い
う
区

別
が
問
題
に
な
る
が
、そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
そ
の
一
方
で
、

場
所
が
こ
の
よ
う
に
自
我
と
非
我
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
場
所
論
が
直
ち
に
自
我
論
（
自
己
論
）
と
な

る
と
い
う
こ
と
も
言
い
得
る
。
自
我
に
対
し
て
非
我
が
対
立
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
知
る
も
の
は
、
自
我
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

を
成
し
て
、
自
己
自
身
を
維
持
す
る
と
云
ふ
に
は
、
か
か
る

体
系
自
身
を
維
持
す
る
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
共

に
、
か
か
る
体
系
を
そ
の
中
に
成
立
せ
し
め
、
か
か
る
体
系

が
そ
れ
に
於
て
あ
る
と
云
ふ
べ
き
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
…
…
作
用
の
方
に
つ
い
て
考
へ
て
見
て
も
、
純
な
る

作
用
の
統
一
と
し
て
我
と
い
ふ
如
き
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
と

共
に
、
我
は
非
我
に
対
し
て
考
へ
ら
れ
る
以
上
、
我
と
非
我

と
の
対
立
を
内
に
含
み
、
所
謂
意
識
現
象
を
内
に
成
立
せ
し

め
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
如
き
イ
デ
ヤ
を
受
取

る
も
の
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
テ
ィ
マ
イ
オ

ス
の
語
に
倣
う
て
場
所
と
名
づ
け
て
置
く
。
無
論
プ
ラ
ト
ン

の
空
間
と
か
、
受
取
る
場
所
と
か
い
ふ
も
の
と
、
私
の
場
所

と
名
づ
け
る
も
の
と
を
同
じ
い
と
考
へ
る
の
で
は
な
い
。（
四

･

二
〇
八
）

こ
こ
で
西
田
は
、
対
象
と
作
用
と
い
う
認
識
に
お
け
る
二
つ
の
観

点
か
ら
「
場
所
」
と
名
付
け
ら
れ
る
も
の
を
提
示
し
て
い
る
。
第
一

に
、
認
識
に
お
け
る
超
越
的
対
象
が
相
互
に
関
係
し
て
一
つ
の
体
系

を
成
す
と
考
え
る
と
き
、
そ
の
体
系
が
そ
れ
に
於
て
あ
る
と
こ
ろ
の

も
の
、
こ
れ
が
「
場
所
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
別
の
言
い
方
を
す
る
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関
係
を
説
明
す
る
の
に
、「
場
所
」
は
力
を
発
揮
す
る
。
し
か
し
、「
場

所
」
と
い
う
考
え
方
が
本
当
に
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
相
矛
盾
す
る

も
の
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
場
所
」
が
こ
う
い
う
特
質
を
も

つ
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
判
断
を
め
ぐ
る

論
考
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

包
摂
的
判
断
と
述
語
的
論
理

西
田
は
判
断
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
が
、

論
文
「
場
所
」
で
は
判
断
の
構
造
を
、
概
念
の
特
殊
と
一
般
、
判
断

の
主
語
と
述
語
と
い
う
二
つ
の
関
係
に
よ
っ
て
考
察
す
る
。

ま
ず
特
殊
と
一
般
の
関
係
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
二
種
類
の
理
解

の
仕
方
が
あ
る
、
と
西
田
は
考
え
る
。
一
つ
は
一
般
的
な
も
の
が
基

に
な
っ
て
特
殊
な
も
の
を
包
む
と
い
う
理
解
の
仕
方
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
特
殊
な
も
の
が
基
に
な
っ
て
一
般
的
な
も
の
を
有
つ
と
い
う

理
解
の
仕
方
で
あ
る
（
四･

二
七
三
）。
前
者
は
「
特
殊
が
一
般
に
於

て
あ
る
」
と
定
式
化
さ
れ
、
後
者
は
「
特
殊
な
も
の
が
一
般
的
性
質

の
対
立
が
そ
れ
に
於
て
あ
る
場
所
は
、
自
我
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
「
此
の
如
き
イ
デ
ヤ
を
受
取
る
も
の
と
も
云
ふ
べ

き
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
場
所
」
が
そ
こ
に
於
い
て
意

味
の
成
立
す
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

別
の
箇
所
で
は
、
或
る
意
識
現
象
と
別
の
意
識
現
象
と
が
関
係
し

連
結
す
る
と
考
え
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
意
識
現
象
が
そ
こ
に
於
い
て

あ
る
と
こ
ろ
の
場
所
（
こ
れ
は
「
意
識
の
野
」
と
呼
ば
れ
る
）
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
四･
二
一
〇
）。
さ
ら
に
、
意
識
作
用

と
対
象
が
関
係
す
る
と
考
え
る
と
き
に
も
、
意
識
と
対
象
が
関
係
す

る
場
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
四･

二
一
一
）。
物
（
物

理
的
空
間
）
と
物
（
物
理
的
空
間
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
物
理

的
空
間
が
於
い
て
あ
る
場
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、「
場
所
」
は
あ
ら
ゆ
る
関
係
に

つ
い
て
、
そ
の
関
係
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
関
係
の
捉
え
方
は
「
場
所
の
論
理
」
と
呼

ば
れ
得
る
の
で
あ
る
。
関
係
の
な
か
で
も
特
に
、
思
惟
と
感
覚
の
対

立
、
形
式
（
形
相
）
と
質
料
の
対
立
、
真
と
偽
の
対
立
な
ど
、
対
立
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に
は
一
般
な
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
般
的
な
る
も
の
が
、

す
べ
て
有
る
も
の
が
於
て
あ
る
場
所
と
な
る
時
、
意
識
と
な
る
の
で

あ
る
」（
四･

二
三
三
）。
こ
の
一
般
的
な
る
も
の
が
、
意
識
の
事
実

に
お
け
る
具
体
的
一
般
で
あ
る
。
こ
の
具
体
的
一
般
が
限
定
さ
れ
る

こ
と
で
、
主
客
の
対
立
構
造
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
特
殊

が
一
般
に
於
て
あ
る
」
と
い
う
判
断
の
理
解
の
仕
方
は
対
立
以
前
の

と
こ
ろ
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、「
特
殊
な
も

の
が
一
般
的
性
質
を
も
つ
」
と
い
う
場
合
は
、
具
体
的
で
あ
る
の
は

特
殊
の
方
で
あ
り
、
一
般
は
抽
象
的
一
般
で
あ
る
。

従
っ
て
、「
特
殊
が
一
般
に
於
て
あ
る
」
と
「
特
殊
が
一
般
的
性

質
を
も
つ
」
と
は
、
判
断
と
い
う
事
象
の
捉
え
方
と
し
て
射
程
の
違

い
が
あ
り
、
前
者
の
方
が
判
断
と
し
て
根
本
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
前
者
を
判
断
の
形
式
に
お
い
て
考
察

す
る
と
ど
う
な
る
か
。「
特
殊
が
一
般
に
於
て
あ
る
」
は
ま
た
「
一

般
が
特
殊
を
包
摂
す
る
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、

西
田
は
こ
れ
を
包
摂
判
断
と
呼
ぶ
。
こ
の
包
摂
は
作
用
で
は
な
く
関

係
を
意
味
し
、
こ
の
関
係
が
「
場
所
」
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

を
も
つ
」
と
定
式
化
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
結

局
、
実
体
と
属
性
の
関
係
と
な
る
が
、
西
田
は
、
こ
の
関
係
に
は
既

に
主
客
の
対
立
が
含
ま
れ
て
お
り
、
主
語
と
な
る
も
の
が
外
に
射
影

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
一
な
る
特
殊
な
も
の

が
多
な
る
一
般
的
性
質
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
前
者
は
そ
の
よ
う
な
対
立
構
造
を
未
だ
も
っ
て
い
な

い
、
と
西
田
は
言
う
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
。

そ
れ
は
、「
特
殊
が
一
般
に
於
て
あ
る
」
と
い
う
形
が
そ
も
そ
も

意
識
の
立
場
で
の
一
般
と
特
殊
の
あ
り
方
を
写
し
た
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
我
々
は
も
の
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
物
理

的
空
間
に
於
け
る
も
の
の
あ
り
方
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
。だ
が
、

物
理
的
空
間
に
於
け
る
も
の
の
あ
り
方
と
意
識
の
場
に
於
け
る
も
の

の
あ
り
方
と
は
違
う
。
意
識
の
場
に
於
い
て
、
一
般
と
特
殊
は
無
限

に
重
な
り
合
う
あ
り
方
を
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
重
な
り
合
い
は
一

般
が
「
於
て
あ
る
場
所
」
と
な
り
特
殊
が
「
於
て
あ
る
も
の
」
と
い

う
関
係
に
な
る
と
、
西
田
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
重
な
り
合
い
は
最

終
的
な
一
般
に
至
り
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
「
意
識
の
根
柢
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体
の
規
定
が
関
わ
っ
て
く
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
規
定
は
「
特
殊

な
も
の
が
一
般
的
性
質
を
も
つ
」
と
い
う
西
田
が
退
け
た
方
の
関
係

に
基
づ
い
て
い
る
が
、
そ
れ
を
西
田
は
、
一
般
が
基
と
な
っ
て
特
殊

を
包
む
と
い
う
理
解
の
地
平
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
語
と
述
語

の
関
係
を
ひ
っ
く
り
返
す
。地
平
の
転
換
は
一
つ
の
飛
躍
で
あ
る
が
、

こ
の
転
換
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
が
西
田
の
「
述
語
的
論
理
」
で
あ

る
。
主
語
的
論
理
が
“
主
語
が
述
語
を
も
つ
”
と
い
う
構
造
の
も
の

だ
と
す
る
と
、
述
語
的
論
理
は
“
述
語
的
な
も
の
が
主
語
と
な
る
も

の
を
包
む
”
と
い
う
構
造
に
な
る
。

判
断
の
主
語
と
述
語
と
の
関
係
は
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
主
語
的

方
向
に
進
め
て
行
く
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
共
に
、
ど
こ
ま
で

も
述
語
的
方
向
に
進
め
て
行
く
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。前
者
は
、

主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
、
つ
ま
り
個
物
へ
と
至
る
。

個
物
を
一
般
と
特
殊
の
関
係
の
な
か
で
考
え
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
系

列
に
従
っ
て
類
を
特
殊
化
し
て
い
っ
て
最
後
の
種
に
ま
で
至
っ
た
と

き
、
そ
の
最
後
の
種
を
超
え
て
さ
ら
に
特
殊
化
の
方
向
に
押
し
進
め

た
も
の
が
個
物
の
如
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

「
一
般
が
特
殊
を
包
摂
す
る
」
と
い
う
関
係
は
、
特
殊
を
包
摂
す
る

一
般
を
さ
ら
に
包
摂
す
る
高
次
の
一
般
、
そ
の
高
次
の
一
般
を
さ
ら

に
包
摂
す
る
一
層
高
次
の
一
般
、
と
い
う
ふ
う
に
入
れ
子
状
に
広
が

っ
て
ゆ
く
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
類
と
種
の
関
係
と
も
言
い

換
え
ら
れ
る
。
こ
の
広
が
り
が
概
念
の
体
系
を
形
成
す
る
。
こ
の
一

般
化
の
広
が
り
は
同
質
の
も
の
で
あ
り
、
特
殊
を
ど
こ
ま
で
一
般
化

し
て
い
っ
て
も
、
そ
の
一
般
は
特
殊
性
を
脱
却
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
広
が
り
は
逆
の
方
向
で
は
一
般
的
な
も
の
の
特
殊
化
と
な

る
が
、
こ
の
方
向
で
も
同
様
で
あ
る
。
一
般
を
ど
こ
ま
で
特
殊
化
し

て
い
っ
て
も
、
そ
の
特
殊
は
一
般
性
を
脱
却
し
て
個
物
に
至
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
特
殊
と
一
般
と
は
相
関
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
れ

ほ
ど
拡
げ
て
い
っ
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
限
定
し
て
い
っ
て
も
、
特
殊
も

一
般
も
相
関
関
係
の
枠
を
決
し
て
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
を
脱
却
し
て
個
物
と
い
う
も
の
を
考
え
る
に
は
、「
主
語
と

な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
付
加
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
、
西
田
は
言
う
（
五･

三
三
〇
）。
こ
こ
に
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
と
い
う
第
一
実
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も
拘
ら
ず
相
矛
盾
す
る
も
の
を
包
摂
す
る
も
の
を
、
な
お
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
述
語
性
は
完
全
に
否
定
さ
れ
る
に
も
拘
ら

ず
、
一
般
概
念
を
越
え
て
包
む
述
語
的
な
る
も
の
が
、
そ
こ
で
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
「
述
語
と
な
っ
て
主
語
と
な
ら
な
い

も
の
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
。

こ
の
「
述
語
と
な
っ
て
主
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
と
い
う
概
念
は
、

「
場
所
」（
一
九
二
六
年
六
月
）の
論
文
で
初
め
て
出
て
く
る
。「
場
所
」

の
前
の
論
文
「
働
く
も
の
」（
一
九
二
五
年
一
〇
月
）
で
は
、「
特
殊

が
一
般
に
於
て
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を

あ
く
ま
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い

も
の
」
と
い
う
概
念
を
手
掛
か
り
と
し
て
論
じ
て
い
る
。「
特
殊
が

一
般
に
於
て
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
と
と
も
に
、
場
所
と
い
う
発
想

も
既
に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
ひ
と
つ
の
発
想
に
止
ま
り
、
ま
だ
西
田

自
身
に
そ
の
意
義
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。「
述
語
と
な
っ
て
主
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
と
い
う
考
え
方
は
、

場
所
の
論
理
と
一
つ
に
結
び
つ
い
て
成
立
し
た
と
解
さ
れ
る
。

西
田
は
場
所
の
思
想
を
確
立
す
る
前
に
、
い
ろ
い
ろ
と
苦
慮
し
て

レ
ス
の
よ
う
に
特
殊
を
基
に
し
て
考
え
て
も
、
西
田
の
よ
う
に
一
般

を
基
に
し
て
考
え
て
も
、
主
語
と
述
語
と
い
う
命
題
的
関
係
の
枠
を

超
え
た
と
こ
ろ
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
だ

が
、
西
田
は
そ
の
枠
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
た
よ
う
な
主
語
的

方
向
で
は
超
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
述
語
的
方
向
に
超
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

述
語
的
方
向
に
ど
う
超
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
西
田
は
類
と
種

の
概
念
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
即
ち
、
類
を
特
殊
化
し

て
い
っ
て
種
が
成
立
す
る
過
程
は
、
相
反
す
る
種
差
の
一
方
を
排
し

て
他
方
を
取
る
と
い
う
仕
方
で
進
ん
で
ゆ
く
。
最
後
の
種
に
お
い
て

そ
の
相
反
す
る
一
方
を
排
し
て
唯
一
の
も
の
と
な
る
と
き
、
そ
の
種

差
は
互
い
に
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
も
は
や
相
矛
盾
す
る
も
の

と
な
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
矛
盾
す
る
も
の
に
は
両
者

を
包
摂
す
る
一
般
概
念
は
な
く
、
こ
の
相
矛
盾
す
る
種
差
の
一
方
を

さ
ら
に
特
殊
化
の
方
向
に
押
し
進
め
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
自
己
同
一

な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
西
田
の
考
え
る
個
物
で
あ
る
。

そ
れ
を
考
え
る
に
は
、
包
摂
す
る
一
般
概
念
が
な
い
は
ず
で
あ
る
に
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意
識
の
空
間

西
田
は
「
私
は
知
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
識
の
空
間
に
属
せ
し
め
て

考
へ
て
み
た
い
と
思
ふ
」（
四･

二
一
五
）
と
述
べ
て
い
る
。
場
所
の

思
想
は
「
意
識
の
空
間
」
を
構
造
化
す
る
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

空
間
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、プ
ラ
ト
ン
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
近

代
に
お
い
て
は
自
然
科
学
と
の
連
関
で
い
っ
そ
う
の
重
要
性
を
増
し

た
哲
学
的
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
そ
の
空
間
は
物
が
そ
こ
に
於
て
あ
る

空
間
で
あ
り
、
空
間
は
実
体
で
あ
る
か
否
か
、
均
質
で
あ
る
か
否
か
、

力
が
属
す
か
否
か
、
さ
ら
に
空
間
は
物
と
関
係
す
る
も
の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
空
虚
な
容
器
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
直
観
の

形
式
な
の
か
、
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。

西
田
が
考
え
る
の
は
、
意
識
の
空
間
で
あ
る
。
西
田
の
意
識
の
空
間

は
物
の
空
間
と
の
対
比
の
も
と
に
あ
る
。
空
間
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
物
の
一
般
的
性
質
と
し
て
、
す
べ
て
の
物
を
包
摂
す
る
一
般

い
る
。
例
え
ば
「
こ
の
物
は
赤
い
」
と
い
う
と
き
の
赤
と
物
と
の
関

係
を
例
に
挙
げ
る
と
、「
特
殊
が
一
般
に
於
て
あ
る
」
と
い
う
考
え

方
で
は
、「
こ
の
物
は
赤
い
」
は
「
こ
の
物
の
色
は
赤
い
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
色
の
一
般
概
念
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
の

概
念
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
四･

一
八
二
）。
物
の
概
念
の

成
り
立
ち
に
は
、
単
純
な
一
般
と
特
殊
の
関
係
と
は
別
の
種
類
の
説

明
が
必
要
で
あ
る
。
物
の
概
念
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
り
立
ち
、
色

が
赤
い
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
く
の
か
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
西
田
は
さ
ま
ざ
ま
に
思
索
を
試
み
て
い
る
が
、
模
索
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
説
明
で
き
る
と
こ
ろ
に
立
つ
に
は
、
場
所
の

考
え
方
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
一
般
者
の
考
え
方
が
確
立
さ
れ
る
必

要
が
あ
っ
た
。
西
田
の
思
想
は
、
一
つ
ひ
と
つ
不
十
分
な
と
こ
ろ
を

充
当
し
な
が
ら
、
先
へ
進
む
と
い
う
形
を
と
る
。
し
か
し
、
場
所
の

考
え
の
着
想
は
そ
の
歩
み
の
な
か
で
の
大
き
な
飛
躍
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
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ら
ぬ
」（
四･

五
八
）。
そ
れ
は
、
空
虚
な
時
間
、
空
間
が
あ
り
、
そ

の
中
を
物
が
動
く
と
い
う
考
え
方
を
退
け
る
こ
と
か
ら
く
る
。「
働

く
も
の
」「
変
ず
る
も
の
」
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
時
間
空
間

が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
物
理
的
世
界
に
お
い
て
、
時
の
前
後

が
あ
り
時
の
経
過
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
が
空
間
的
関

係
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
心
理
現
象
と
い

え
ど
も
ま
た
客
観
的
時
間
に
お
い
て
生
滅
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
ど

こ
か
に
客
観
的
な
空
間
と
結
合
し
て
い
る
、
と
西
田
は
言
う
。「
時

は
一
次
元
的
で
あ
る
と
い
ふ
が
、
意
識
現
象
が
そ
れ
に
於
て
生
滅
す

る
「
時
」
は
、
単
に
一
次
元
的
直
線
と
い
ふ
如
き
も
の
で
は
な
い
、

唯
そ
の
空
間
的
方
面
の
零
と
考
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
恰
も
静

止
せ
る
空
間
に
於
て
時
が
零
と
考
へ
ら
れ
る
と
同
様
で
あ
る
」（
四

･

五
九
）。
空
間
が
零
で
あ
る
に
せ
よ
、
空
間
を
含
む
時
が
、
西
田
の

考
え
る
意
識
の
「
時
」
で
あ
り
、「
真
の
時
」
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
か
ら
ゆ
く
と
、「
働
く
も
の
」
を
ど
の
観
点
か
ら
見

る
か
、
と
い
う
こ
と
が
鍵
と
な
る
。
論
考
の
い
ま
の
段
階
で
は
、「
働

く
も
の
」
を
物
理
的
世
界
に
お
い
て
考
え
る
か
、
意
識
の
世
界
に
お

概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
の
空
間
と
意
識
の
空
間
と
の
対
比

は
、
最
も
根
本
的
な
意
味
で
物
と
意
識
の
対
比
と
な
る
。

も
っ
と
も
「
意
識
の
空
間
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
違
和
感
を
も

つ
人
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
カ
ン
ト
は
空
間
を
「
外
官

の
形
式
」、
時
間
を
「
内
官
の
形
式
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
空
間
は

外
的
対
象
を
直
観
す
る
形
式
で
あ
り
、
時
間
は
自
己
を
直
観
す
る
形

式
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
自
己
の
直
観
に
加
え
て
、
自
発

的
な
超
越
論
的
統
覚
が
受
動
的
な
内
官
を
触
発
す
る
こ
と
で
「
内
的

経
験
」
が
構
成
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
自
己
を
構
成
す
る

も
の
は
時
間
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
空
間
・
時
間
の
捉
え
方
が
著

し
く
物
理
学
的
な
も
の
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
空
間
と
時
間
の
切
り
分
け
方
に

は
批
判
が
多
い
。
し
か
し
、
時
間
性
が
意
識
と
い
う
も
の
の
不
可
欠

の
契
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

西
田
は
そ
も
そ
も
、
空
間
と
時
間
と
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
異

議
を
唱
え
る
。「
空
間
と
時
間
と
は
共
に
所
謂
実
在
の
形
式
と
し
て

別
々
の
も
の
で
は
な
い
、
内
面
的
に
結
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
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空
間
」
と
い
う
言
い
方
は
、
そ
れ
を
修
正
す
る
役
目
を
果
た
す
で
あ

ろ
う
。

で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

述
語
論
理
の
視
点
で
場
所
の
考
え
方
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
特
殊
は

一
般
に
於
て
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
殊
が
「
於
て
あ
る
も

の
」
で
あ
り
、
一
般
が
「
於
て
あ
る
場
所
」
と
な
る
。
例
え
ば
、
色

の
一
般
概
念
は
赤
や
青
な
ど
の
種
々
の
色
の
「
於
て
あ
る
場
所
」
で

あ
る
（
四･

二
三
〇
）。
こ
の
関
係
は
有
が
有
に
於
て
あ
る
と
い
う
関

係
で
あ
り
、「
於
て
あ
る
場
所
」
は
「
有
の
場
所
」
で
あ
る
。
色
は

自
己
自
身
に
体
系
を
成
し
て
自
己
自
身
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
に
有
と
無
の
対
立
は
な
い
。
こ
の
場
合
の
「
於
て
あ
る
」

の
「
あ
る
」
は
存
在
の
意
味
で
は
な
く
、関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

自
然
界
に
於
て
物
が
あ
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
「
あ
る
」
は
存
在
の

意
味
に
な
る
が
、
西
田
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
存
在
は
一
般
的
繋

辞
（
甲
は
乙
で
あ
る
）
の
特
殊
な
場
合
と
考
え
て
、
本
質
的
な
違
い

は
な
い
と
見
な
す
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
界
に
於
て
物
が
あ
る
と
い

う
場
合
、
や
は
り
有
と
有
の
関
係
に
な
る
。
先
の
場
所
に
つ
い
て
の

い
て
考
え
る
か
、
と
い
う
違
い
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
違

い
は
、物
理
的
世
界
に
お
け
る「
時
」と
意
識
の
世
界
に
お
け
る「
時
」

の
違
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
私
は
知
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
識
の
空

間
に
属
せ
し
め
て
考
へ
て
み
た
い
と
思
ふ
」
と
い
う
言
葉
は
、
西
田

が
後
者
に
立
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
方
が
「
知
る
」
と
い
う

こ
と
を
よ
り
深
く
ま
で
追
究
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、「
意

識
の
空
間
」
は
物
理
的
空
間
と
ど
う
違
う
の
か
。
西
田
が
「
か
か
る

「
時
」（
真
の
時
）
は
意
識
現
象
の
中
に
含
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
っ

て
、
意
識
現
象
が
か
か
る
「
時
」
に
於
て
起
る
の
で
は
な
い
」（
四･

五
九
）
と
言
う
と
き
の
、
意
識
現
象
の
中
に
「
時
」
が
含
ま
れ
て
居

る
と
い
う
言
い
方
の
中
に
、「
意
識
の
空
間
」
と
い
う
こ
と
の
質
が

示
さ
れ
て
い
る
。
管
見
で
は
、
そ
れ
は
「
場
所
」
の
質
を
補
完
す
る

も
の
で
あ
る
。「
場
所
」
の
核
心
を
示
す
の
は
「
於
て
あ
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
物
理
的
な
三
次
元
空
間
を
強
く
イ
メ
ー

ジ
さ
せ
る
。「
場
所
」
は
、
も
と
も
と
時
間
と
空
間
と
の
交
錯
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
空
間
性
が
強

く
、
物
理
的
空
間
の
イ
メ
ー
ジ
に
引
っ
張
ら
れ
や
す
い
。「
意
識
の
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ら
ず
、
意
識
作
用
が
そ
こ
に
於
て
あ
る
場
所
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
が
真
の
無
の
場
所
（
絶
対
無
の
場
所
）
で
あ
る
。
西
田

の
無
の
場
所
の
考
え
は
、
以
上
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

真
の
無
の
場
所
に
、意
識
の
空
間
の
特
質
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。

有
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
物
理
的
空
間
の
モ
デ
ル
で
イ
メ
ー
ジ
し
て

支
障
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
無
の
場
所
に
つ
い
て
は
そ
う
は

い
か
な
い
。
我
々
は
無
の
場
所
と
い
う
と
き
、
ど
う
し
て
も
空
虚
な

三
次
元
空
間
、真
空
状
態
の
よ
う
な
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
し
ま
う
。

だ
が
、
空
虚
な
三
次
元
空
間
は
有
る
も
の
を
す
べ
て
取
り
去
っ
た
空

間
で
あ
り
、
有
る
も
の
に
対
し
て
空
虚
で
あ
る
か
ら
、
ど
こ
ま
で
も

対
立
的
無
の
場
所
で
あ
る
。
物
理
的
空
間
の
イ
メ
ー
ジ
の
限
界
は
、

有
と
無
の
関
係
理
解
の
困
難
さ
に
繋
が
る
。

我
々
は
、
有
る
こ
と
に
対
し
て
無
い
と
言
い
得
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
こ
の
無
は
有
に
対
す
る
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に

理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
我
々
は
こ
の
よ
う
に
有
と
無
と
が
対
立
す

る
と
言
う
と
き
、
こ
の
対
立
を
い
わ
ば
横
か
ら
見
て
し
ま
う
。
あ
る

い
は
、
有
と
無
と
の
対
立
を
包
む
場
所
を
考
え
る
な
ら
、
対
立
を
い

引
用
箇
所
で
は
認
識
を
対
象
と
作
用
に
分
け
て
論
じ
て
い
た
が
、
こ

れ
は
そ
の
対
象
の
方
に
当
た
る
場
所
の
あ
り
方
で
あ
る
。

難
し
い
の
は
作
用
の
方
で
あ
る
。有
る
も
の
が
認
識
さ
れ
る
と
き
、

そ
こ
に
有
と
無
の
対
立
が
現
れ
る
。
有
る
も
の
を
認
識
す
る
と
は
、

有
る
も
の
が
そ
れ
が
於
て
あ
る
場
所
に
映
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
場
所
は
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
の
場
所
は
有
る

も
の
を
そ
の
ま
ま
映
す
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
有

が
於
て
あ
る
場
所
は
無
の
場
所
で
あ
り
、
そ
こ
に
対
立
的
対
象
の
世

界
が
現
れ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
意
識
作
用
と
し
て
の
判
断
作

用
が
現
れ
る
。
西
田
に
お
い
て
、
判
断
作
用
と
は
一
般
と
し
て
の
無

を
特
殊
化
す
る
作
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
無
は
ま
だ
有
の
性
格

を
残
し
て
い
る
。判
断
作
用
に
は
作
用
の
基
体
が
伴
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
基
体
は
有
で
は
な
く
無
の
基
体
で
あ
る
が
、
基
体
で
あ
る
か
ぎ

り
、
有
の
性
格
を
残
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
無
の
場
所

は
真
の
無
の
場
所
で
は
な
い
。
そ
の
無
は
有
に
対
立
す
る
無
で
あ
っ

て
、
こ
の
無
の
場
所
は
対
立
的
無
の
場
所
（
相
対
的
無
の
場
所
）
に

止
ま
る
。
こ
の
対
立
的
無
を
そ
の
内
に
包
む
無
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
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に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
違
い
は
変
化
生
滅
の
深
度
の

違
い
で
あ
る
。西
田
は
こ
の
違
い
を
端
的
に
要
約
し
て
述
べ
て
い
る
。

「
限
定
せ
ら
れ
た
有
の
場
所
に
於
て
単
に
働
く
も
の
が
見
ら
れ
、
対

立
的
無
の
場
所
に
於
て
所
謂
意
識
作
用
が
見
ら
れ
、
絶
対
的
無
の
場

所
に
於
て
真
の
自
由
意
志
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」（
四･

二
三
二
）。

こ
の
一
文
を
説
明
す
る
形
で
、
有
の
場
所
、
対
立
的
無
の
場
所
、
絶

対
無
の
場
所
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

第
一
の
「
限
定
せ
ら
れ
た
有
の
場
所
に
於
て
単
に
働
く
も
の
が

見
ら
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
自
然
的
世
界
、
西
田
の
言
い
方
だ
と

構
成
的
範
疇
の
世
界
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
四･

二
二
七
～
二
二
八
）。

有
の
場
所
と
い
う
の
は
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
、
特
殊

と
一
般
の
関
係
を
主
語
的
方
向
に
超
越
す
る
と
き
に
考
え
ら
れ

る
一
般
者
は
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
限
定
す
る
も
の
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。（
換
言
す
れ
ば
、
有
の
場
所
は
実

は
「
特
殊
が
一
般
的
性
質
を
有
つ
」
と
い
う
考
え
方
で
も
説
明
で

き
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
場
所
の
考
え
方
に
即
し
た
も
の
で
は

な
い
。）
そ
の
限
り
、
有
の
場
所
の
「
場
所
に
於
て
あ
る
も
の
」

わ
ば
下
か
ら
見
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
我
々
は
こ
の
対
立

を
対
象
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
対
象
化
し
た
と
き
、

そ
の
対
立
の
於
て
あ
る
場
所
は
三
次
元
空
間
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
有
で
あ
っ
て
、
有
と
無

と
の
対
立
そ
の
も
の
は
決
し
て
現
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
無
も
現
れ
な

い
。
現
れ
な
い
無
を
、
現
れ
る
も
の
の
背
後
に
何
か
潜
在
す
る
も
の

で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。「
意
識
の
背
後
は
絶
対

の
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
四･
二
三
二
）。
西
田
の
考
え
る
意
識
は
、

隠
れ
と
顕
わ
れ
、
覆
蔵
性
と
非
覆
蔵
性
の
場
所
で
は
な
く
、
生
滅
の

場
所
で
あ
る
。
先
ほ
ど
、意
識
現
象
が
そ
れ
に
於
て
生
滅
す
る
「
時
」

は
空
間
的
方
面
の
零
の
時
で
あ
る
、
と
い
う
西
田
の
言
葉
を
引
用
し

た
が
、
こ
の
場
合
の
空
間
的
方
面
と
は
物
理
的
空
間
を
指
す
と
解
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
無
の
場
所
と
は
物
理
的
空
間
が
「
零
」
で
あ
る
空

間
を
指
し
て
お
り
、そ
れ
が
「
意
識
の
空
間
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

有
の
場
所
、
対
立
的
無
の
場
所
、
真
の
無
の
場
所

「
意
識
の
空
間
」
に
立
つ
こ
と
で
初
め
て
、
三
つ
の
場
所
の
違
い



33 ――― 東西宗教研究　第 17 号・2018 年

用
）
が
そ
こ
に
あ
る
は
ず
だ
と
、
西
田
は
考
え
る
。
し
か
し
結
び
つ

け
る
働
き
と
い
う
だ
け
で
は
、厳
密
な
意
味
で
の
作
用
で
は
な
い（
四

･

二
六
七
）。
厳
密
な
意
味
で
の
作
用
は
、
作
用
の
対
象
を
対
立
的
に

含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
言
う
と
、
知
覚
作
用

の
対
象
は
対
立
的
で
は
な
い
。
判
断
作
用
に
な
る
と
、
対
象
の
対
立

性
が
現
れ
る
が
、
ま
だ
そ
れ
は
十
分
で
は
な
い
。
意
志
作
用
に
な
る

と
、
そ
の
対
象
は
明
確
に
対
立
的
と
な
る
。

西
田
に
よ
れ
ば
、「
働
く
」
と
い
う
考
え
は
、
有
限
な
一
般
者

の
中
に
無
限
の
内
容
を
映
そ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
起
こ
る
（
四･

二
二
八
）。
し
か
し
、
有
限
な
一
般
者
（
有
の
場
所
）
の
内
に
は
無

限
を
映
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
無
の
場
所
へ
の
移

行
が
起
こ
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
。
作
用
が
対
立
的
対
象
を
含
む
と

い
う
こ
と
は
対
象
の
否
定
を
も
含
む
こ
と
で
あ
り
、
有
と
無
と
の
対

立
を
包
摂
す
る
こ
と
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
は
、
働
き
を

働
き
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
無
の
場
所
に
於
て
あ
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
無
の
場
所
は
本
体
の
無
い
様
相
の
世
界
の

よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
中
に
そ
れ
自
身
を
無
限
に
映
す

が
「
物
」
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
有
の
場
所
そ
の
も
の
も
「
物
」

で
あ
る
。
た
だ
し
、
於
て
あ
る
も
の
が
充
実
し
た
物
で
あ
る
と
す

る
な
ら
、
場
所
と
し
て
の
物
は
空
虚
で
あ
る
。
有
の
世
界
と
し
て

典
型
的
に
考
え
ら
れ
る
の
は
感
覚
・
知
覚
の
世
界
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
カ
ン
ト
が
、
感
官
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
直
観
の
多
様
が
悟
性

概
念
（
範
疇
）
に
よ
っ
て
総
合
的
に
統
一
さ
れ
て
経
験
が
成
立
す

る
と
し
た
世
界
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
。
こ
の
世
界
は
、
物
が

物
理
的
空
間
に
於
て
あ
る
と
い
う
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
て
、

物
は
空
間
の
性
質
を
分
有
し
、
空
間
と
物
と
の
間
に
は
本
体
と
様

相
と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
体
と

様
相
の
関
係
で
は
作
用
は
本
体
に
帰
属
し
て
し
ま
い
、
働
き
を
働

き
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
、
こ
こ
に
は

あ
る
。

こ
の
一
文
で
「
単
に
働
く
も
の
」
が
見
ら
れ
る
と
言
わ
れ
る
の

は
、
こ
の
場
合
、
働
き
そ
の
も
の
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
。
於
て
あ
る
も
の
と
於
て
あ
る
場
所
と
の
関
係
が
成
立

し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
も
の
と
場
所
と
を
結
び
つ
け
る
働
き
（
作
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に
自
己
自
身
の
体
系
を
維
持
し
て
ゆ
く
よ
う
な
世
界
で
あ
る
（
四･

二
二
八
）。「
意
識
は
映
す
鏡
と
な
る
」
と
は
こ
の
事
態
を
指
す
。
一

つ
の
鏡
で
は
な
く
、
無
数
の
鏡
面
が
互
い
に
映
し
合
い
映
さ
れ
合
う

そ
の
全
体
が
意
識
な
の
で
あ
り
、
こ
の
鏡
の
譬
喩
は
自
覚
と
い
う
も

の
が
究
極
的
に
示
す
独
特
の
空
間
性
を
表
し
て
い
る2

。

し
か
し
、
直
接
の
経
験
に
つ
い
て
、
本
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
を

背
後
に
想
定
す
る
こ
と
な
し
に
考
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
本

体
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
ず
考
え
る
の
は
、
本
体

の
な
い
作
用
の
世
界
で
あ
る
。
作
用
を
統
べ
る
も
の
を
背
後
の
本
体

に
見
る
の
で
は
な
く
、
作
用
の
内
に
統
一
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
純
粋
作
用
の
世
界
で
あ
り
、
純
粋
思
惟
の
対
象
界
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
有
の
場
所
が
空
虚
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
場
所

は
力
で
充
た
さ
れ
た
世
界
と
な
る
。
そ
れ
は
意
識
に
お
け
る
力
で
あ

る
か
ら
、
純
粋
作
用
と
し
て
の
意
志
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
場
所

は
、
本
体
が
な
い
と
い
う
限
り
で
は
無
の
場
所
で
あ
る
が
、
真
の
無

の
場
所
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
純
粋
作
用
に
は
ま
だ
作
用
の
基
体

の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
作
用
を
純
化
し
本
体

こ
と
が
で
き
る
世
界
な
の
で
あ
る
。
西
田
は
こ
の
よ
う
な
無
の
場
所

と
し
て
の
意
識
の
あ
り
方
を
、「
意
識
は
映
す
鏡
と
な
る
」
と
い
う

言
い
方
で
表
し
て
い
る
。

で
は
改
め
て
、
第
二
の
「
対
立
的
無
の
場
所
に
於
て
所
謂
意
識
作

用
が
見
ら
れ
る
」
と
第
三
の
「
絶
対
的
無
の
場
所
に
於
て
真
の
自
由

意
志
を
見
る
」
に
つ
い
て
考
え
て
見
よ
う
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
有
の

場
所
が
構
成
的
範
疇
の
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
無
の
場
所
は

反
省
的
範
疇
の
世
界
に
相
当
す
る
。
カ
ン
ト
の
場
合
、
理
性
が
悟

性
的
認
識
を
さ
ら
に
総
合
し
て
、
理
念
に
よ
っ
て
認
識
の
体
系
的
統

一
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
、
理
性
的
思
惟
に
よ
っ
て
描
出
さ
れ
る
世
界

は
悟
性
的
認
識
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
西
田
は
逆
に
、
構
成
的
範
疇
の
世
界
は
反
省
的
範
疇

の
世
界
を
前
提
す
る
と
見
て
い
る
。
反
省
的
範
疇
の
世
界
は
、
い
わ

ば
本
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
抜
き
に
し
た
純
性
質
的
な
も
の
が
互

い
に
区
別
し
合
い
互
い
に
関
係
し
合
う
世
界
で
あ
る
。
西
田
は
自
覚

を
説
明
す
る
の
に
鏡
の
譬
喩
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
映
し
合
い
映
さ
れ
合
う
こ
と
で
客
観
的
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由
意
志
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
る
。
西
田
に
お
い
て
意
志
は
、
無
の

場
所
と
し
て
の
意
識
の
中
心
的
な
様
相
で
あ
る
。『
自
覚
に
於
け
る

直
観
と
反
省
』
に
お
い
て
悪
戦
苦
闘
の
思
索
の
結
果
、
西
田
が
到
達

し
た
結
論
は
「
我
々
に
最
も
直
接
な
る
具
体
的
経
験
の
真
相
は
絶
対

自
由
の
意
志
で
あ
る
」（
二･

三
一
二
）
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
以
降
、意
志
の
優
位
は
西
田
の
中
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。「
絶

対
自
由
の
意
志
」は
フ
ィ
ヒ
テ
の
強
い
影
響
下
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、

認
識
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
絶
対
作
用
」
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
（
二･

二
八
六
）、
そ
れ
は
論
文
「
場
所
」

の
言
い
方
で
は
「
純
粋
作
用
」
に
当
た
る
。
場
所
の
考
え
方
に
な
る

と
、「
絶
対
自
由
の
意
志
」
で
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
っ
て
、
純
粋
状

態
と
し
て
の
自
由
意
志
へ
と
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。
純
粋
状
態
と
し
て
の
自
由
意
志
と
は
、
意
志
そ
の
も
の

の
否
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
意
志
が
た
だ
映
す
だ
け
の
無
の

鏡
に
映
さ
れ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
永
遠
な
も
の
の
影
像
と

な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
も
は
や
意
志
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

が
ど
う
し
て
極
致
に
ま
で
進
ん
だ
も
の
か
と
言
う
と
、
こ
の
純
粋
状

を
無
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
が
基
体
と
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
（
四･

二
三
〇
）。「
対
立
的
無
の
場
所
に
於
て
所
謂
意
識

作
用
が
見
ら
れ
る
」
の
一
文
で
「
所
謂
意
識
作
用
」
と
言
わ
れ
る
の

は
、
こ
れ
が
ま
だ
十
全
な
意
味
で
の
「
意
識
」
で
は
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
理
由
に
よ
る
。
こ
の
場
合
、
無
が
基
体

で
あ
る
か
ら
意
識
作
用
そ
の
も
の
の
内
容
は
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
無
は
一
種
の
有
で
あ
る
。
こ
の
基
体
を
除
去
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、真
の
無
の
場
所
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、
純
粋
作
用
の
世
界
で
は
な
く
、「
純
粋
状
態
の
世
界
と
い

う
如
き
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
純
粋
状
態
の
世
界
」
に
「
如

き
も
の
」
と
つ
く
の
は
、「
状
態
」
と
い
う
仕
方
で
有
を
完
全
に
除

去
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
を
言
葉
に
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
ど
う
し

て
も
有
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
と
解
さ
れ
る
。
真

の
無
の
場
所
は
、
擬
似
的
な
仕
方
で
し
か
言
葉
で
示
す
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

絶
対
的
無
の
場
所
に
お
い
て
「
真
の
自
由
意
志
を
見
る
」
と
い
わ

れ
る
の
は
、
西
田
が
作
用
と
し
て
の
自
由
意
志
と
状
態
と
し
て
の
自
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期
に
よ
っ
て
変
遷
が
あ
る
。
そ
の
内
容
が
思
想
的
に
一
つ
の
完
成
を

見
た
の
は
、『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ

に
至
る
に
は
、
場
所
の
思
想
だ
け
で
な
く
、「
具
体
的
一
般
者
」
の

考
え
方
が
確
立
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
論
を

広
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、場
所
の
思
想
と
の
連
関
で
「
自
覚
」

に
言
及
す
る
に
留
め
た
い
。

西
田
の
自
覚
の
基
本
は
通
常
の
意
識
と
の
根
本
的
な
区
別
に
あ

る
。
そ
れ
は
、
物
を
知
る
と
い
う
知
と
、
知
る
こ
と
を
知
る
知
と
の

違
い
で
あ
り
（
四･

一
三
八
）、
前
者
は
意
識
、
後
者
は
意
識
の
意
識

と
言
っ
て
も
よ
い
。
後
者
が
自
覚
で
あ
る
。
二
つ
の
知
の
立
場
が
根

本
的
に
違
う
と
い
う
こ
と
は
、
自
覚
と
い
う
の
は
、
物
を
知
る
、
物

を
知
る
こ
と
を
知
る
、
物
を
知
る
こ
と
を
知
る
こ
と
を
知
る
、
‥
‥

と
い
う
よ
う
に
果
て
し
な
く
反
省
さ
れ
る
知
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

に
表
れ
て
い
る
。
西
田
は
、
こ
れ
を
意
識
の
「
統
一
の
形
式
」
の
違

い
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
（
四･

一
三
九
）。

経
験
的
知
識
に
つ
い
て
言
う
と
、
意
識
の
意
識
と
は
、
す
べ
て
の

経
験
的
知
識
に
随
伴
す
る
「
私
に
意
識
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
意
識
で

態
と
し
て
の
自
由
意
志
の
内
容
が
対
立
的
無
の
場
所
に
映
さ
れ
た
と

き
、
作
用
と
し
て
の
自
由
意
志
が
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、「
知
る
」「
見
る
」「
映
す
」「
包
む
」
と
い
う
語
が
文
脈
に

よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
あ
る
段
階
ま
で
は
作
用

と
し
て
成
立
す
る
が
、
あ
る
段
階
か
ら
作
用
を
超
え
た
関
係
性
を
示

す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
、
別
々
の
事
柄
を
表
す
も
の
で

は
な
い
（
四･

二
四
八
）。
も
っ
と
も
「
映
す
」
は
ほ
と
ん
ど
作
用
性

が
零
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
語
が
定
義
な
し
に
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
西
田
の
理
解
を
難
し
く
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
が
、
一
語
に
固
定
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

意
識
と
自
覚

場
所
の
考
え
方
が
自
覚
と
い
う
意
識
の
構
造
化
を
可
能
に
す
る
。

『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
以
降
、
自
覚
は
西
田
哲
学
の
最
重

要
の
鍵
語
の
一
つ
と
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
「
自
覚
」
の
内
容
は
時
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西
田
に
よ
れ
ば
、
意
識
は
常
に
何
ら
か
の
統
一
の
も
と
に
あ
る
。

『
善
の
研
究
』
の
「
統
一
、
不
統
一
と
い
ふ
こ
と
も
、
よ
く
考
へ
て

見
る
と
畢
竟
程
度
の
差
で
あ
る
、全
然
統
一
せ
る
意
識
も
な
け
れ
ば
、

全
然
不
統
一
な
る
意
識
も
な
か
ら
う
」（
一･

一
六
）
と
い
う
記
述
が

そ
の
曖
昧
さ
の
故
に
し
ば
し
ば
不
評
を
買
う
が
、
表
現
が
未
熟
で
は

あ
っ
て
も
、こ
の
捉
え
方
は
西
田
に
お
い
て
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
。

そ
れ
は
意
識
現
象
の
説
明
で
あ
る
と
言
う
よ
り
も
、「
自
己
の
意
識

で
あ
る
と
い
ふ
自
覚
が
な
く
と
も
、
意
識
は
そ
れ
自
身
に
於
て
統
一

を
有
っ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
四･

一
五
二
）
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
あ
る
種
の
要
請
に
近
い
。
意
識
の
統
一
が
な
い
、
意

識
が
散
乱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
成
立
し
な
い
と
い
う

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
睡
眠
に
よ
っ
て
断
た
れ
た
昨

日
の
意
識
と
今
日
の
意
識
と
が
直
ち
に
結
合
す
る
の
は
何
故
か
、
と

い
う
こ
と
が
西
田
に
と
っ
て
大
き
な
疑
問
と
な
る
。
時
間
的
な
連
続

が
一
つ
の
統
一
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
と
は
違
う
仕

方
の
統
一
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
西

田
が
明
確
な
答
え
を
出
す
の
は
、
後
の
論
文
「
永
遠
の
今
の
自
己
限

あ
る
。こ
の
段
階
の
自
覚
は
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
統
覚
に
相
当
す
る
。

そ
し
て
こ
の
自
覚
が
、経
験
的
判
断
の
述
語
面
と
な
る
と
考
え
る（
四

･

二
七
九
）。
述
語
面
と
い
う
言
い
方
に
場
所
的
性
格
が
表
れ
て
い
る

が
、「
私
に
意
識
せ
ら
れ
る
」
の
「
私
」
は
こ
の
述
語
面
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
覚
に
お
け
る
我
は
、
自
己
の
内
容
の
一
切
が
そ
こ
に
映

さ
れ
る
場
所
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
の
私
が
「
述
語

と
な
っ
て
主
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
主
語
が
さ

ま
ざ
ま
な
性
質
を
も
つ
と
い
う
形
を
主
語
的
統
一
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

場
所
と
し
て
の
私
は
述
語
的
統
一
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
私
が
す

べ
て
の
経
験
的
知
識
の
基
礎
と
な
る
。「
私
に
意
識
せ
ら
れ
る
」
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
述
語
面
に
於
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
判
断
の
主
語
を
包
み
込
ん
だ
述
語
面
が
意
識
面
で
あ
っ
て
、
述

語
面
が
主
語
面
を
越
え
て
よ
り
深
く
よ
り
広
く
な
る
こ
と
で
、
意
識

面
は
よ
り
自
由
に
な
る
と
、西
田
は
考
え
る
。
そ
の
自
由
の
極
致
が
、

先
に
述
べ
た
純
粋
状
態
と
し
て
の
自
由
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
経
験
的
知
識
の
基
礎
と
し
て
の
自
覚
に
留

ま
る
。
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の
諸
機
能
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
考
察
が
進

む
な
か
で
、
志
向
性
の
概
念
は
特
定
の
対
象
へ
と
顕
在
的
に
向
か
う

も
の
に
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
く
な
る
。
そ
の
対
象
は
必
ず
そ

れ
を
取
り
巻
く
背
景
を
伴
い
、
背
景
の
も
と
で
対
象
が
浮
き
彫
り
と

な
る
の
で
あ
る
。
顕
在
的
な
コ
ギ
ト
に
は
ま
っ
た
く
注
意
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
こ
の
背
景
の
現
象
が
、「
地
平
」
と
い
う
概
念
に
結
晶
し
、

地
平
志
向
性
と
し
て
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
西
田
の
フ
ッ
サ
ー

ル
理
解
は
『
イ
デ
ー
ン
』
第
一
巻
の
時
期
に
限
定
さ
れ
る
が
、
こ
の

地
平
志
向
性
は
、
西
田
が
無
の
場
所
と
し
て
考
え
て
い
た
も
の
と
あ

る
程
度
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
「
意
識
の
意
識
と
は
意
識
の
縁
暈
の
如
き
も
の
と
考
へ
る

か
も
知
ら
ぬ
が
、
併
し
我
々
の
意
識
は
い
つ
で
も
一
つ
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
、
二
つ
の
意
識
が
同
時
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
」（
四･

二
九
）
と
い
う
の
が
、
西
田
の
考
え
で
あ
る
。
こ
の
「
意
識
の
縁
暈
」

と
い
う
の
は
、
当
時
の
心
理
学
の
考
え
方
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
我
々
が
何
か
を
意
識
す
る
と
き
、
意
識
の
焦
点
に
あ
る

も
の
が
最
も
明
瞭
に
意
識
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
周
囲
に
、

定
」（
一
九
三
一
年
）に
於
て
で
あ
る
。
論
文「
表
現
作
用
」（
一
九
二
五

年
）
の
段
階
で
も
、
我
々
の
意
識
に
於
て
「
意
識
と
し
て
は
無
な
る

も
の
」
が
働
い
て
「
無
に
し
て
有
な
る
統
一
」
を
も
た
ら
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
（
四･

一
五
三
）、
そ
の
意
味
は

ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
西
田
の
特
徴
は
、
意
識

に
つ
い
て
究
極
の
統
一
を
追
究
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
が
知
る

と
い
う
こ
と
を
意
識
の
空
間
で
考
え
る
必
要
性
に
つ
な
が
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

西
田
と
同
時
期
に
意
識
を
哲
学
の
主
題
と
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

意
識
の
根
本
特
性
を「
志
向
性
」と
捉
え
た
。「
志
向
性
」と「
場
所
」は
、

対
照
的
な
意
識
の
空
間
性
の
捉
え
方
で
あ
る
。「
志
向
性
」と
は
、「
意

識
は
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
、
コ
ギ
ト
と
し
て
そ
れ
自

身
の
内
に
コ
ギ
タ
ー
ト
ゥ
ム
を
保
持
し
て
い
る
、
と
い
う
意
識
の
一

般
的
な
根
本
特
性
」を
指
す3

。こ
の
場
合
の
コ
ギ
ト
は
、知
覚
や
判
断
、

想
像
、
意
欲
な
ど
、
自
我
の
一
切
の
顕
在
的
意
識
作
用
を
意
味
す
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
惟
は
コ
ギ
ト
（
志
向
的
体
験
）
と
コ
ギ
タ
ー
ト
ゥ

ム
（
志
向
的
対
象
）
の
関
係
へ
と
向
か
い
、
そ
の
関
係
構
造
と
作
用
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味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

意
識
を
論
ず
る
場
合
、
意
識
の
内
と
外
と
い
う
こ
と
は
考
察
し
て

お
く
べ
き
問
題
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
意
識
の

範
囲
で
あ
る
。
西
田
は
時
お
り
「
無
意
識
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て

い
る
。
こ
の
言
葉
の
使
用
は
、
意
識
の
範
囲
は
有
限
で
あ
り
、
そ
の

範
囲
を
越
え
る
と
無
意
識
の
領
域
が
無
限
に
広
が
っ
て
い
る
と
い
う

当
時
の
心
理
学
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る4

。
西
田
に
お
け
る
意
識

の
内
と
外
に
は
、
我
々
が
意
識
す
る
範
囲
の
有
限
性
と
意
識
さ
れ
な

い
範
囲
の
無
限
性
と
い
う
対
比
が
踏
ま
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
西
田

が
意
識
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
範
囲
の
問
題
で
は

な
く
構
造
の
問
題
で
あ
る
。

内
と
外
の
対
比
に
つ
い
て
西
田
が
提
出
し
た
問
い
は
、「
我
々
は

如
何
に
し
て
意
識
の
内
外
を
比
較
し
、
意
識
せ
ら
れ
た
も
の
を
有
限

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」（
四･

二
五
）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
つ
い
て
西
田
は
こ
う
考
え
る
。
意
識
の
内
と
外
と
を
比
較
す

る
に
は
、
内
と
外
と
の
両
方
を
見
て
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
の
で
き

る
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
意
識
内
を

不
明
瞭
に
意
識
さ
れ
る
も
の
が
縁
暈
の
よ
う
に
付
着
し
て
い
る
。
さ

ら
に
そ
の
範
囲
を
越
え
る
と
、
無
意
識
の
領
域
と
な
り
、
意
識
さ
れ

な
い
領
域
の
内
容
は
、
我
々
の
有
限
な
意
識
の
範
囲
に
対
し
て
無
限

と
な
る
（
四･

二
五
）。
こ
の
よ
う
に
西
田
は
、
当
時
の
心
理
学
の
考

え
方
を
説
明
し
て
い
る
。
縁
暈
や
地
平
と
い
う
概
念
で
は
、
や
は
り

西
田
の
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
を
言
い
当
て
た
と
は
言
え
な
い
。
さ

ら
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
、
コ
ギ
ト
に
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

顕
わ
れ
と
隠
れ
と
い
う
仕
方
で
問
題
が
捉
え
ら
れ
る
点
も
、
西
田
と

は
方
向
性
が
違
う
と
言
え
る
。

意
識
の
内
と
外

真
の
無
の
場
所
に
つ
い
て
、
西
田
は
「
対
立
的
無
を
含
む
無
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
外
を
映
す
鏡
で
は
な
く
し
て
内
を
映
す
鏡
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
」（
四･

二
三
一
）
と
言
う
。
あ
る
い
は
、「
真
の
無
は

対
立
的
無
を
も
越
え
て
之
を
内
に
包
む
」
と
言
う
。「
映
す
」
や
「
包

む
」
に
つ
い
て
は
言
及
し
た
が
、
こ
の
内
と
外
と
い
う
の
は
何
を
意
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こ
の
「
限
定
す
る
意
識
」
は
働
く
自
己
で
あ
っ
て
、「
主
客
合
一

の
直
観
」、「
純
粋
活
動
の
意
識
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が

直
接
に
与
え
ら
れ
る
も
の
（
直
接
経
験
、
純
粋
経
験
）
で
あ
っ
て
、

無
限
の
内
容
を
含
ん
だ
す
べ
て
の
知
識
の
源
泉
で
あ
る
と
西
田
は
考

え
る
。
こ
れ
は
意
識
で
あ
る
が
、
所
謂
意
識
界
を
超
え
た
超
意
識
界

を
含
む
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
意
識
の
外
」
が
通

常
言
わ
れ
る
意
識
で
あ
っ
て
、「
意
識
の
内
」
は
通
常
言
わ
れ
る
意

味
で
の
意
識
を
超
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
意
識

の
内
と
外
と
い
う
の
は
相
対
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
う

必
要
が
あ
る
。
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
か
、
何
に
照
準
を
合
わ
せ
て
い

る
か
、
そ
れ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

矛
盾

さ
て
、
有
の
場
所
、
無
の
場
所
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
場

所
の
移
行
は
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く
で

あ
ろ
う
。
物
理
的
空
間
の
場
所
の
移
動
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
な
ら
、
西

知
り
う
る
だ
け
で
な
く
、
意
識
外
も
知
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
意
識

外
を
知
る
の
は
思
惟
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
意
識
の
内
外
の
区
別
と
し

て
一
般
に
言
わ
れ
る
の
は
、
感
覚
の
有
無
で
あ
り
、
感
覚
さ
れ
る
も

の
が
意
識
内
と
言
い
得
る
。
し
か
し
、
思
惟
も
意
識
で
あ
っ
て
何
ら

か
の
感
覚
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
思
惟
が
可
能
に

な
る
の
は
感
覚
が
思
惟
内
容
を
代
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る5

。

こ
の
よ
う
に
西
田
は
論
ず
る
（
四･

二
五
）。

結
局
西
田
は
、
感
覚
の
有
無
に
よ
っ
て
意
識
の
内
と
外
を
区
別
す

る
と
い
う
考
え
方
を
採
ら
な
い
。
彼
は
、
意
識
の
内
と
外
を
、
限
定

す
る
方
面
と
限
定
さ
れ
る
方
面
と
の
対
立
と
し
て
捉
え
て
ゆ
く
。
通

常
言
わ
れ
る
意
識
を
「
限
定
さ
れ
た
意
識
」
と
考
え
て
、そ
れ
を
「
限

定
す
る
意
識
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。「
限

定
す
る
意
識
」
が
「
限
定
さ
れ
る
意
識
」
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、「
限
定
す
る
意
識
」
は
「
限
定
さ
れ
る
意
識
」

の
根
柢
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
真
の
無
が
「
外
を
映
す
鏡
で
は
な
く

し
て
内
を
映
す
鏡
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
と
き
の
「
内
」
は

ま
さ
に
限
定
す
る
方
面
、「
外
」
は
限
定
さ
れ
る
方
面
を
指
す
。
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式
論
理
学
の
矛
盾
と
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
矛
盾
と
も
異
な
っ
て
い

る
。
限
定
せ
ら
れ
た
一
般
概
念
は
、
特
殊
の
下
に
特
殊
を
、
一
般
の

上
に
一
般
を
無
限
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
（
四･

二
七
四
）、
こ
の
関
係
に
お
い
て
、
一
般
に
よ
っ
て
包
含
さ
れ
た
特

殊
は
互
い
に
相
異
な
る
も
の
な
い
し
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
一
般
の
面
と
特
殊
の
面
と
が
合
一
す
る
場
合
に
は
、
即
ち
一
般

と
特
殊
と
の
間
隙
が
な
く
な
る
場
合
に
は
、
特
殊
は
互
い
に
矛
盾
す

る
と
、
西
田
は
考
え
る
。
つ
ま
り
、
一
般
と
特
殊
に
間
隙
が
あ
る
と

き
は
、
相
異
や
対
立
、
相
反
に
と
ど
ま
り
、
西
田
が
矛
盾
と
呼
ぶ
も

の
は
成
立
し
な
い
。
一
般
と
特
殊
に
間
隙
が
な
く
な
る
の
は
、
そ
の

一
般
と
特
殊
が
共
に
判
断
の
述
語
面
に
映
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
矛
盾
は
判
断
の
述
語
面
に
映
さ
れ
た
も
の
相
互
の
間
で
起
こ
る

の
で
あ
り
、
主
語
面
で
は
矛
盾
で
な
く
対
立
が
起
こ
る
に
過
ぎ
な
い

（
四･

二
七
七
）。
言
い
換
え
れ
ば
、
矛
盾
が
成
立
す
る
こ
と
と
、
無

の
場
所
に
至
る
こ
と
と
は
同
義
な
の
で
あ
る
。

限
定
せ
ら
れ
た
有
の
場
所
か
ら
そ
の
根
柢
で
あ
る
無
の
場
所
に
至

る
と
い
う
こ
と
は
、
相
異
の
関
係
に
於
て
あ
っ
た
も
の
の
中
に
矛
盾

田
の
場
所
の
考
え
を
取
り
違
え
る
こ
と
に
な
る
。
限
定
せ
ら
れ
た
有

の
場
所
か
ら
対
立
的
無
の
場
所
へ
出
て
行
く
、
対
立
的
無
の
場
所
か

ら
真
の
無
の
場
所
へ
出
て
行
く
、
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
事
態
な

の
か
。
そ
れ
が
次
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

限
定
せ
ら
れ
た
有
の
場
所
は
知
覚
経
験
の
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
で

の
一
般
は
色
や
音
や
香
り
な
ど
の
限
定
せ
ら
れ
た
性
質
の
一
般
概
念

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
対
立
的
無
の
場
所
は
反
省
的
範
疇
の
対
象

界
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
対
象
界
は
（
意
志
的
な
）
力
の
場
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
空
虚
で
あ
っ
た
空
間
は
、
性
質
的
な
も
の
を
自

己
の
中
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
自
体
が
性
質
的
な
も
の
と

な
る
。
つ
ま
り
、
空
虚
な
空
間
は
力
を
も
っ
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
力
の
場
と
し
て
の
空
間
が
す
べ
て
を
含
む
一
般
者
と
な
る
。

力
の
世
界
を
見
る
に
は
、
色
や
音
と
い
う
よ
う
な
限
定
せ
ら
れ
た
一

般
概
念
を
破
っ
て
そ
の
外
に
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な

一
般
概
念
の
外
に
出
る
こ
と
を
、
西
田
は
「
矛
盾
の
世
界
に
出
る
」

と
表
現
す
る
（
四･

二
五
四
）。

西
田
の
い
う
「
矛
盾
」
は
独
自
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
形
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れ
る
。
矛
盾
は
こ
う
い
う
経
過
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。

矛
盾
の
こ
の
独
特
の
あ
り
方
は
、
そ
れ
が
意
識
の
空
間
に
於
て
あ

る
こ
と
か
ら
来
る
。意
識
の
空
間
に
於
い
て
あ
る
こ
と
の
独
自
性
は
、

統
一
の
一
性
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
る
。

先
ほ
ど
、
有
が
真
の
無
に
於
て
あ
る
と
い
う
関
係
を
、
西
田
が
映

す
映
さ
れ
る
と
い
う
言
葉
で
示
す
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
こ
で
は
、
映

す
も
の
と
映
さ
れ
る
も
の
と
は
直
ち
に
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
の
一
を
西
田
は
こ
う
説
明
す
る
。「
そ
の
一
と
は
両
者

の
背
後
に
あ
っ
て
両
者
を
結
合
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
両
者

が
共
に
内
在
的
で
あ
っ
て
、
而
も
同
一
の
場
所
に
於
て
重
り
合
う
と

い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
四･

二
五
六
）。「
重
り
合
ふ
」
と

い
う
よ
う
な
言
い
方
は
、
一
性
を
説
明
す
る
場
面
で
し
ば
し
ば
出
て

く
る6

。
こ
の
重
な
り
合
い
を
説
明
す
る
た
め
に
、
西
田
は
音
楽
を
聴
く
と

い
う
例
を
挙
げ
る
。（
四･

二
五
五
～
六
）。
音
楽
を
聴
く
と
き
、
さ

ま
ざ
ま
な
音
が
一
つ
の
聴
覚
的
意
識
の
野
に
於
て
結
合
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
音
が
自
己
自
身
を
維
持
し
な
が
ら
、
そ
の
上
に
一
種
の
音
調
が

の
関
係
を
見
る
に
至
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
矛
盾
を
見
る
こ
と
に

お
い
て
、
有
の
場
所
そ
の
も
の
を
無
の
場
所
と
見
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
（
四･

二
五
四
）。
限
定
せ
ら
れ
た
一
般
概
念
の
外
に
出
る
と

い
う
こ
と
は
、
真
に
一
般
的
な
も
の
に
至
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。面

白
い
こ
と
に
、
西
田
は
「
矛
盾
的
対
立
」
や
「
矛
盾
的
統
一
」

と
い
う
言
い
方
を
す
る
。
こ
の
矛
盾
に
お
い
て
は
、
対
立
と
統
一
は

別
々
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
対
立
が
克
服
さ
れ
て
統
一
に
至

る
と
い
う
経
過
を
経
る
わ
け
で
は
な
い
。
矛
盾
は
無
の
場
所
に
於
て

あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
矛
盾
の
意
識
と
い
う
仕
方
で
あ
る
。
西
田

に
よ
れ
ば
、
矛
盾
の
意
識
は
、
経
験
的
知
識
の
世
界
に
於
け
る
判
断

の
意
識
か
ら
意
志
の
世
界
に
お
け
る
意
志
の
意
識
へ
の
転
換
点
を
示

す
も
の
で
あ
る
（
四･

二
四
九
）。
そ
の
場
合
の
矛
盾
は
判
断
の
矛
盾

で
あ
り
、
判
断
の
矛
盾
が
超
越
さ
れ
る
。
だ
が
、
矛
盾
の
意
識
は
そ

れ
に
止
ま
ら
ず
意
志
の
意
識
を
も
越
え
て
、
純
粋
状
態
の
直
観
に
入

る
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
言
い
方
で
は
、状
態
と
し
て
の
自
由
で
あ
る
。

こ
の
と
き
の
矛
盾
は
意
志
の
矛
盾
で
あ
り
、
意
志
の
矛
盾
が
超
越
さ
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い
で
あ
り
、
そ
こ
に
矛
盾
が
成
立
す
る
。
一
般
と
特
殊
の
間
に
間
隙

が
な
く
な
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
矛
盾
に
な
る
の
か
、
と
疑
問
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
互
い
に
重
な
り
合
う
も
の
同
士
は
、
決
し

て
融
合
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
り
、
間
隙
な
く
ぴ
っ
た
り
一
致

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
が
際
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
融
合

す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
矛
盾
対
立
す
る
も
の
の
重
な
り
合
い
は
限

り
が
な
い
。
そ
れ
故
こ
う
言
わ
れ
る
。「
空
間
に
於
て
は
、
一
つ
の

空
間
に
於
て
同
時
に
二
つ
の
物
が
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

意
識
の
場
所
に
於
て
は
、
無
限
に
重
り
合
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」

（
四･

二
五
六
～
七
）。

場
所
の
考
え
方
で
は
ど
の
場
所
に
立
つ
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
見
え
る
も
の
が
変
わ
っ
て
く
る
。
限
定
さ
れ
た
有
の
場
所
に
立

っ
て
音
楽
を
聴
く
の
と
、
対
立
的
無
の
場
所
に
立
っ
て
音
楽
を
聴
く

の
と
で
は
、
異
な
る
も
の
が
見
え
て
来
る
。
後
者
に
立
つ
と
、
聴
覚

的
意
識
の
野
に
お
け
る
個
々
の
音
と
音
調
と
の
関
係
も
ま
た
場
所
的

に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
個
々
の
音
が
一
つ
の
音
調
に
於
て
あ
る

と
考
え
て
、
そ
の
於
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
音
の
重
な
り
合
い
と
考

成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
音
が
個
々
に
独
立
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
音
相
互
は
相
異
な
り
、
相
対
立
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
音
が
相
互
に
結
び
つ
い
て
一
つ
の
調
和
を
形
成

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

対
立
と
統
一
が
共
に
成
立
し
て
い
る7

。

意
識
の
野
と
い
う
こ
と
は
、
普
通
は
感
覚
知
覚
に
関
し
て
言
わ
れ

る
よ
う
で
あ
る
が
、
西
田
は
そ
れ
に
加
え
て
思
惟
に
も
思
惟
の
野
と

い
う
も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
感
覚
的
な
意
識
の
野
は
、
感
覚
知

覚
が
純
粋
直
観
と
し
て
の
空
間
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
た
め
、

外
的
空
間
の
性
格
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ

で
は
ま
だ
矛
盾
は
成
立
せ
ず
、
一
性
は
矛
盾
的
統
一
の
一
性
で
は
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
思
惟
の
野
は
意
識
の
空
間
の
特
質
を
純
粋
に

も
つ
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
こ
で
は
場
所
の
関

係
が
直
截
に
現
れ
て
、「
思
惟
の
野
に
於
て
重
り
合
ふ
と
い
ふ
の
は
、

一
般
な
る
も
の
を
場
所
と
し
て
、
そ
の
上
に
特
殊
な
る
も
の
が
重
り

合
ふ
こ
と
で
あ
る
」（
四･

二
五
六
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

一
般
と
特
殊
に
間
隙
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
重
な
り
合
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註

1
 

西
田
幾
多
郎
の
該
当
箇
所
は
巻
数
・
頁
数
の
み
を
示
す
。

2
 

西
田
は
触
れ
て
い
な
い
が
、『
華
厳
経
』
の
因
陀
羅
網
は
こ
の
事
態
を

際
立
っ
て
よ
く
示
す
譬
喩
で
あ
る
。
因
陀
羅
網
と
は
、
帝
釈
天
の
宮
殿

の
な
か
に
張
り
渡
さ
れ
た
網
で
あ
り
、
そ
の
網
の
結
び
目
の
ひ
と
つ
一

つ
に
珠
玉
が
編
み
込
ま
れ
て
い
て
、
珠
玉
の
表
面
は
磨
か
れ
た
鏡
の
よ

う
に
相
互
に
映
し
合
い
反
射
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の

有
り
様
を
通
し
て
、
す
べ
て
の
事
象
が
無
限
に
関
係
し
合
い
作
用
し
合

っ
て
い
る
と
い
う
重
々
無
尽
の
縁
起
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
。

3
 

Edm
und H

usserl, C
artesianische M

editationen und Pariser 
Vortrage (H

usserliana Bd.1) , hrsg. von S. Strasser, D
en H

aag, 
M

artinus N
ij hoff, 1950, S.72.

4
 

現
代
の
深
層
心
理
学
や
精
神
分
析
学
で
は
、
西
田
が
無
意
識
と
述
べ
た

も
の
を
、
も
っ
と
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
我
々
が
生
ま
れ
て
以
降
の

膨
大
な
記
憶
が
大
脳
の
神
経
細
胞
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
に
保
存
さ

れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
想
起
可
能
な
長
期
記
憶
を
蔵
す
る
前

意
識
と
、
想
起
の
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
長
期
記
憶
を
蔵
す
る
無
意
識
に

区
別
す
る
こ
と
は
一
般
的
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
派
の
心
理
学
で
は
、
後
者

の
無
意
識
を
さ
ら
に
、
個
人
的
無
意
識
と
集
合
的
無
意
識
と
に
区
別
す

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
音
楽
を
聴
く
と
き
、
知
覚
は
思

惟
の
上
に
重
な
り
合
う
と
言
い
得
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
対
立
と
統
一
と
は
矛
盾
の
二
つ
の
側
面
で
あ

る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。対
立
が
先
鋭
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

統
一
は
深
く
な
る
。
こ
の
矛
盾
の
考
え
方
は
、
後
期
の
絶
対
矛
盾
的

自
己
同
一
の
思
想
に
ま
で
繋
が
っ
て
ゆ
く
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

終
わ
り
に

西
田
は
「
知
ら
れ
る
も
の
」
で
は
な
く
「
知
る
も
の
」
を
ど
こ
ま

で
も
追
究
す
る
。
そ
の
追
究
は
信
と
は
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
知
の
あ

り
方
を
突
き
抜
け
る
こ
と
に
な
り
、「
自
覚
」
を
そ
の
根
柢
に
向
け

て
掘
り
下
げ
る
思
索
へ
と
展
開
す
る
。「
場
所
」の
思
想
に
よ
っ
て「
自

覚
」
を
構
造
的
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
よ
う

な
掘
り
下
げ
を
導
い
て
い
く
の
で
あ
る
。



45 ――― 東西宗教研究　第 17 号・2018 年

ら
見
え
て
く
る
も
の
」（
西
田
哲
学
会
第
一
五
回
年
次
大
会
）
か
ら
教

示
を
得
た
。

6
 

「
重
な
り
合
い
」
と
い
う
表
現
に
、
量
子
力
学
の
「
重
ね
合
わ
せ
」
を

思
い
起
こ
す
人
も
多
い
で
あ
ろ
う
。「
重
ね
合
わ
せ
」
と
は
、
マ
ク
ロ

の
世
界
に
お
い
て
は
同
時
に
成
立
す
る
は
ず
の
な
い
二
つ
の
性
質
が
、

ミ
ク
ロ
の
世
界
で
は
同
時
に
成
立
す
る
こ
と
を
指
す
。
表
現
の
類
似
は

面
白
い
附
合
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

7
 

意
識
の
野
（
意
識
野
）
と
い
う
の
は
心
理
学
の
用
語
で
、
意
識
の
広
が

り
を
意
味
し
、
よ
く
舞
台
に
喩
え
ら
れ
る
。
舞
台
の
上
の
中
央
部
分
に

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た
っ
て
い
て
、
周
辺
に
行
く
に
従
っ
て
暗
く
な

っ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
部
分
が
意
識
の
焦
点
で
そ
の

周
辺
に
不
明
瞭
な
意
識
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
全
体
が
意
識
の
野
で

あ
り
、
そ
こ
に
次
々
と
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
登
場
し
退
場
し
て
ゆ
く
わ

け
で
あ
る
。

け
た
・
ま
さ
こ 

京
都
大
学
名
誉
教
授

る
。
そ
の
よ
う
に
分
析
が
進
ん
で
も
、
我
々
が
意
識
す
る
範
囲
の
有
限

性
と
意
識
さ
れ
な
い
範
囲
の
無
限
性
と
い
う
対
比
は
有
効
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

5
 

 

こ
の
場
合
の
「
感
覚
」
は
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
「
サ
ン
・
ア

ン
チ
ー
ム
（
サ
ン
チ
マ
ン sentim

ent

）」
に
違
い
な
か
ろ
う
。「
サ

ン
チ
マ
ン
」
は
、
外
的
刺
激
へ
の
反
応
と
し
て
の
「
サ
ン
サ
シ
オ
ン

（sensation

）」
に
還
元
で
き
な
い
「
サ
ン
（
ス
）（sens

）」
の
奥
行
き

で
あ
り
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
新
し
い
展
開
を
も
た
ら
し
た
概

念
で
あ
る
。
西
田
は
意
識
と
い
う
も
の
に
、感
性
・
悟
性
・
理
性
、知
・
情
・

意
な
ど
の
既
成
の
枠
に
は
お
さ
ま
ら
な
い
よ
う
な
あ
る
種
の
感
覚
的
な

色
付
け
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
の
時
期

の
西
田
は
、こ
の
「
感
覚
」
と
思
惟
の
作
用
と
の
関
係
を
捉
え
あ
ぐ
ね
、

「
意
識
は
感
覚
内
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
感
覚
は
意
識
内
に
あ
る
の
で

あ
る
」
と
し
て
、
意
識
に
お
け
る
感
覚
的
な
も
の
の
意
義
を
そ
れ
以
上

突
き
詰
め
て
考
え
な
い
。
そ
れ
は
、
先
述
の
確
信
と
明
白
の
意
識
に
つ

い
て
の
議
論
を
中
途
で
終
わ
ら
せ
て
い
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
西
田
の
関
心
が
意
識
の
構
造
に
集
中
し
、

身
体
の
問
題
を
度
外
視
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
と
西
田
と
の
関
係
は
、
杉
村
靖
彦

の
「〈
自
覚
〉
す
る
身
体
─
─
西
田
の
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
評
価
か


