
講

演

(6
)

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
邂
逅
と
創
造
的
転
換
の
哲
学

——

絶
対
無
と
創
造
的
プ
ロ
セ
ス——

田

中

裕

第I

部

：
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
邂
逅

:

既
成
宗
教
の
枠
組
み
を
越
え
て

キ
リ
ス
ト
教
が
他
宗
教
と
対
話
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
多
元
主
義
に
 

基
づ
く『

神
学
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
^
さ
が
必
要
で
あ
る
。
 

従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
的
立
場
は
、
異
な
る
宗
教
的
立
場
と
の
対
 

話
に
よ
つ
て
自

ら

を
創
造
的
に
変
革
す
る
可
能
性
を
閉
ざ
す
と
い
う
意
 

味
で
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
以
前
の『

天
動
説
的』

神
学
と
い
え
よ
 

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

こ

で
問
題
と
な
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
 

自
ら
の
絶
対
性
を
放
棄
し
諸
宗
教
を
す
ベ
て
権
利
上
対
等
の
も
の
と
み
 

な
す
宗
教
多
元
主
義
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
は
た
し
て
で
き
る
か
と
い
 

う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
懸
念
は
、
宗
教
多
元
主
義
を
説
く
 

\

«
«,

^
^
»
»
»
>
\ 
•
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一

神
i

の
多
く
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
根
底
に
お
い
て
生
か
し
て
い
る
福
 

音
の
真
理
を
脱
神
話
化
と
い
う
か
た
ち
で
相
対
化
し
、
人
間
中
心
主
義
 

の
立
場
か
ら
平
板
に
再
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
言
わ
 

ば
骨
抜
き
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
た
 

い
し
て
、
筆
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
宗
教
多
元
主
義
と
両
立
す
る
ば
か
 

り
で
な
く
、
あ
る
意
味
で
は
、
宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
寧
ろ
キ
リ
 

ス
ト
教
徒
は
徹
底
し
た
相
対
主
義
、
な
い
し
多
元
主
義
を
と
ら
ざ
る
を
 

得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
。

第
一
章(

キ
U
ス
ト
教
的
実
存)

は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
も
そ
も
の
は
 

じ
め
か
ら
宗
教
で
は
な
く
、
寧
ろ
宗
教
の
止
揚
で
あ
っ
た
と
い
うW

*

 

の
確
認
か
ら
は
じ
ま
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
成
り
立
つ
P

に
お
い
て
は
、
 

宗
教
の
世
界
は『

肉
な
る
も
の』

と
し
て
、
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
る
。
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『
霊
に
お
け
る
再
生』

を
も
た
ら
す
恩
寵
の
働
き
は
、
自
然
を
破
棄
す
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
が『

真
実
の
宗
教』

に
 

つ
い
て
語
り
得
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
否
定
を
介
し
た
肯
定
に
お
 

い
て
の
み
で
あ
る
。

第
二
章

(

仏
教
的
寬)

は
、
根
源
的
な
仏
教
は
、
縁

起

(

空
性)

の
 

法
の
自
覚
に
基
づ
く
主
体
的
な
実
践
に
よ
っ
て
、
神
々
へ
の
帰
依
と
来
 

世
の
幸
福
な
生
へ
の
信
仰
、
現
世
利
益
に
よ
っ
て
i

づ
け
ら
れ
る
宗
 

教
性
を
止
揚
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ

と

を
述
べ
て
い
る
。

第
三
章(

宗
教
の
枠
組
み
を
越
え
る
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
邂
逅
の
意
義) 

は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
創
造
的
対
話
は
、
両
者
を
宗
教
と
い
う
 

共
通
概
念
で
括
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
宗
教
的
世
界
が
揚
棄
さ
れ
る
 

場
所
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
、
そ
の
よ
う
な
対
話
 

の
先
駆
者
と
し
て
淹
沢
克
己
の
神
学
的
人
間
学
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
 

筆
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
宗
教
と
見
な
さ
な
い
点
で
、
パ
ル
ト
神
学
の
 

キ
リ
ス
ト
教
論
に
同
意
す
る
が
、
仏
教
を
キ
リ
ス
ト
教
と
同
じ
よ
う
に
 

宗
教
の
止
揚
と
い
う
1

か
ら
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
ル
ト
神
学
の
 

と
く
に
そ
の
f

真
宗
論
を
批
判
し
た
。
パ
ル
ト
神
学
が
独
 

断
的
で
あ
っ
て
対
話
の
原
理
を
欠
く
こ
と
は
、
特
定
の
宗
教
的
伝
統
の
 

な
か
で
与
え
ら
れ
た
啓
示
に
の
み
立
脚
す
る『

教
義
学』

と
、
啓
示
の
 

所

の

i

を
問
わ
ぬ『

啓
示
実
証
主
義』

の
限
界
で
も
あ
る
。

第
四
章

(

無
の
類
比
と
無
の
場
所
綸)

は
、
久
松
真
一
が『

東
洋
的
無
 

の
性
格』

の
な
か
で
、

一
切
の
述
語(

範
簡)

を
超
越
す
る『

無』

が
、
 

言
語
を
越
え
な
が
ら
も
、
言
語
に
よ
る
類
比
的
な
表
現
を
許
容
し
、

『

無』

を
単
な
る
否
定
原
理
で
は
な
く
、
同
時
に
肯
定
的
な
原
理
と
し
 

て
も

捕
ら
え
て
い

る

こ

と

に

着

目

し

た

。筆
者
は
こ

の

議
論
に
触
発
さ
 

れ
て
、
範
疇
を
超
越
す
る『

無』

を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
 

ス
ト
教
の
自
然
神
f

再
考
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
由
来
す
る『

存
 

在
の
類
比(

a
n
a
l
o
g
i
a

 

e
n
t
i
s
)
J

に
基
づ
く
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
 

自
然
神
学
は
パ
ル
ト
に
よ
っ
て
全
面
的
に
否
定
さ
れ
た
が
、
筆
者
は
、
 

こ
れ
に
対
し
て
、『

有』

の

超
越
性
で
は
な
く『

無』

の
超
越
性
と
 

『

無』

の
類
比(

a
n
a
l
o
g
i
a

 

nullius 

entis
)』

に
基
づ
く
ヵ
ト
リ
シ
ズ
 

ム

の
自
然
神
学
は
可
能
で
あ

る

と
考
え
た
。
筆
者
が
こ

こ

で
言
ぅ
ヵ
ト
 

リ
シ
ズ

ム

と
は『

普
遍
の
立
場
に
立
つ
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
真
理(ve 

ritas 

c
a
t
h
o
l
i
c
a
)
』

で
あ
っ
て
、
そ
の
自
然
神
学
と
は
、
宗
教
的
固
 

有
言
語(

特
殊
な
ィ
デ
ォn

ギ

ー)

の
解
体
に
よ
っ
て
.、
形
あ

る

宗
教
を
 

越
え
て
、
そ
れ
を
生
み
だ

し

発
展
さ
せ
る
創
造
的
転
換
の
原
理
の
探
求
 

を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
の
第
二
部
と
第
三
部
で
は
、
西
田
幾
多
 

郎
と
田
辺
元
の『

絶
対
無』

の
哲
学
と
A . 
N .

ホ
ワ
ィ
ト
へ
ッ
ド
 

に
由
来
す
る

プ

ロ

セ

ス
神
学
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
こ

の

よ

ぅ

な
自
然
 

神
学
の
基
礎
原
理
の
探
求
が
遂
行
さ
れ
る
。

第
二
部
：
純
粋
経
験
と
場
所
の
論
理

:

西
田
哲
学
と
プ
ロ
セ
ス
神
学

第
一I
部
は
、
米
国
宗
教
f
K

『

西
田
哲
学
と
プ
ロ
セ
ス
神
学』

の
研
 

究
部
会(

_

九
八
九—

九
〇)

で
の
上
田
閑
照
教
授
の
発
表
を
ふ
ま
え
 

て
、

J 

•

ヵ
ブ
教
授
が
提
出
さ
れ
た
西
田
の
純
粋
経
験
論
と
場
所
の

- 7 0 -



論
理
の
諸
問
題
を
論
じ
、
そ
れ
ら
の
諸
問
題
が
ホ
ヮ
ィ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
 

の
根
本
問
題
と
い
か
に
1

に
関
係
し
て
い
る
か
を
示
す
こ

と

を
試
み
 

た
。第

|

章

(
西
田
の
純
粋
経
験
输)

で
は
、

W
 

.
ジ
ヱ
！
ム
ズ
の
純
粋

経
験
論
に
内
在
す
る
両
義
性
が
西
田
の
純
粋
経
験
論
に
も
あ
る
か
と
い
 

う
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
ジ
ヱ
I

ム
ズ
に
よ
る
と
、

一
方
で
は
 

『

概
念
的
な
諸
範
疇
に
よ
る
反
省
に
先
立
つ
素
材
を
与
え
る
生
の
直
接
 

的
な
流
れ』

が
純
粹
経
験
と
呼
ば
れ
、
他
方
で
は『

現
在
の
瞬
間
的
領
 

野
が
、
そ
の
都
度
す
べ
て』

_

経
験
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
初
め
の
意
 

味
で
は
経
験
を
不
純
な
ら
し

め

る
夾
雑
物
と
し
て
反
省
的
経
験
は
純
粋
 

経
験
か
ら
排
除
さ
れ
る
が
、
後
の
意
味
で
は
、
い
か
な
る
も
の
も『

現
 

在
の
瞬
間
的
な
領
野』

で
し
か
生
起
し
え
ぬ
が
ゆ
え
に
、
反
省
的
経
験
 

も
含
ん
で
全
て
の
経
験
を
純
粹
経
験
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。『

純
粋』

 

と
い
う
語
に
ま
つ
わ
る
こ

の

両
義
性
、
な
い
し
緊
張
関
係
は
西
田
哲
学
 

に
お
い
て
は
ど

の

よ

う

に
解
決
さ
れ
て
い
る
の

で

あ

ろ

う
か
。
筆
者
は
、
 

西
田
の
純
粋
経
験
論
を『

純
粋
経
験
を
間
接
な
る
非
純
粋
経
験
か
ら
区
 

別
す
る

こ

と

を
目
的
と
し

た

の

で
は
な
く
、
寧
ろ
知
覚
、
思
惟
、
意
志
、
 

お
よ
び
知
的
直
観
の
同
一
型
な
る
こ
と
を
論
証
す
る
も
の』

と
し
て
理
 

解
す
る
。
そ
れ
自
身
は
色
彩
を
も
た
ぬ
_

な
光
が
そ
の
な
か
に
自
然
 

界
の
す
べ
て
の
色
を
潜
在
的
に
含
む
よ
う
に
、
西
田
の
い
う
純
粋
経
験
 

は
、

一
切
の
経
験
の
豊
饒
さ
を
内
蔵
す
る『

経
験
の
最
醇
な
る
も
の』

を
指
し
、
反
省
的
な
分
析
に
よ
っ
て
我
々
に
知
ら
れ
る
経
験
は
常
に
抽
 

>
>
>
>
\
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
c
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一

象
に
よ
っ
て
顕
g

し
た
純
粋
経
験
の|

つ
の
相
貌
に
過
ぎ
な
い
。
こ
 

の
よ
う
に
、
経
験
す
る
主
体
そ
の
も
の
も
感
覚
的
経
験
も
知
的
直
観
も
 

含
む
一
切
が
其
処
か
ら
構
成
さ
れ
る

よ

う

な
根
源
的
な
経
験
と
し
て
の
 

m

経
験
は
、
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
哲
学
に
お
い
て
は
経
験
の
諸
契
機
の
 

『

現

成(concrescence) 』

と
よ
ば
れ
る
。
そ
れ
は
、

一

切
の
抽
象
が
 

そ
こ
に
根
差
す
も
っ
と
も
具
体
的
な
経
験
の
、
今
此
処
に
お
け
る
生
起
 

を
あ
ら
わ
す
根
源
語
で
あ
る
。
筆
者
は
、『

現

成(
c
o
n
c
r
s
c
e
r
e
)』

の
 

概
念
に
は
、
キ

リ

ス

ト

教
的
プ
ラ
ト
ニ

ス

ム
の
背
景
が
あ
り
、
N 

•

ク
ザ
！
ヌ

ス

で
は『

縮
減(contractio) 』

と
同
義
で
あ
っ
て
、
絶
対
 

に
無
限
な
る
も
の
が
、
い
ま
此
処
に
有
限
な
る
も
の
と
し
て
具
体
化
さ
 

れ

る

こ

と

を
指
し
て
い
る
こ

と

も
指
摘
し
た
。
西
田
の
純
粋
経
験
論
の
 

射
程
が
自
然
神
学
に
ま
で
及
ぶ
の
と
同
じ
く
、
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
の
哲
 

学
も
ま
た『

現
成
す
る』

経
験
の
直
接
性
の
内
に
自
然
神
学
の
論
拠
を
 

も
と
め
、
そ
こ
か
ら
遊
離
し
た
場
所
で
神
を
論
じ
る
こ
と
は
な
い
。

第
二
章

(

現
成
と
嫌
起)

で
は
、
大
乗
仏
教
が
縁
起
と
呼
ん
だ
も
の
 

こ

そ

、

ホ

ワ

イ

ト

へッ
ド
が『

現
成』

と

い

う
語
に
よ
っ
て
表
現
し
た
 

事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い』

と

い

う

力
ブ
教
授
の
発

言

を
手
引
き
と
し

て
、
 

西

田

と

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
の
、

1

般
に
大
乗
仏
教
の
哲
学
と
プ
ロ
セ
 

ス
神
学
と
の
対
話
の
継
続
を
試
み
た
。
龍
樹
の
中
論
に
お
い
て
は
、
生
 

減
の
世
界
を
離
れ
た
別
の
場
所
に
不
正
不
滅
の
永
遠
の
世
界
が
あ
る
の
 

で
は
な
く
、
縁
起
の
i

性
は
、
単
に
生
死
の
世
界
を
特
徴
づ
け
る
だ
 

け
で
な
く
、
生
死
即
涅
槃
の
全
体
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の



徹
底
し
た
相
依
性
こ
そ
空
の
哲
学
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
乗
仏
 

教
の
有
の
形
而
上
学
の
i

築
と
い
う
否
定
的
側
面
に
つ

き

る
も
の
で
 

は
な
く
、
肯
定
的
な
経
験
論
を
徹
底
し
た
立
場
か
ら
再
解
釈
す
る
こ
と
 

が
可
能
で
あ
る
。
戲

論
を
排
除
す
る

破
邪
の
立
場
が
、
即
顕
正
の
立
場
 

で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
言
語
を
絶
す
る
絶
対
的
 

に
肯
定
的
な
経
験
の——

西
田
な
ら
ば
純
粋
経
験
と
よ
ぶ
も
の
の——

 

光
に
照
ら
さ
れ
る
こ

と

を
前
提
す
る
で
あ
ろ
う
。
ホ

ワ

イ

ト

へ
ッ
ド
哲
 

学
に
お

け

る『

現
実
的
生
起』
も
ま
た
同
じ
く
徹
底
的
に
肯
定
的
な
 

『

現
成』

の
経
験
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
過
程
は
、
 

現
実
世
界
の
一
切
の
事
物
と
と
も
に
観
念
の
世
界(

永
遠
客
体
の
世
界) 

の
す
ベ

て

を

巻

き

込

む

。

神

も

ま

た

、今
此
処
で
生
起
す
る

『

現
成』

 

の
場
所
を
離
れ
た
永
遠
の
存
在
で
は
有
り
得
ず
、
そ
の『

自
己
超
越
的
 

本
性』

に
よ
っ
て
、
現
実
世
界
に
自
己
自
身
を
譲
渡
す
る

。

ホ

ワ

イ

ト

 

へ
ッ
ド
の
語
る
不
滅
性
は
、
実
体
的
な
霊
魂
が
死
後
に
あ
の
世
で
享
受
 

す
る
不
滅
性
で
は
な
く
、『

生
滅
す
る

被
造
物
が
そ

の

ま

ま
客
体
的
に
 

不
滅
で
あ
る』

と
い
う
意
味
で
の
客
体
的
不
滅
性(objective 

i
m
m
o

 
r
t
a
l
i
t
y
)

で
あ
る
。

第
三
章(

プ

□
セ
ス
神
学
と
埸
所
の
論
理)

は

、

ホ

ワ

イ

ト

へ
ッ
ド
の
 

主
著『

過
程
と
実
在』

の
論
議
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
言
 

う

『

有
機
体
の
哲
学』

と
は
単
に『

過
程
の
論
理』

で
あ
る
だ
け
で
な
 

く
、
同
時
に『

場
所
の
論
理』

と
し
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
論
 

じ
た
。
世
界
の『

相
依
性(solidarity) 』

が
、
即
ち
諸
々
の
現
実
存
 

在
が
正
真
正
銘
の
個
物
で
あ
り
な
が
ら
、
あ

る

い

は
寧
ろ
個
物
で
あ

る

こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
諸
個
物
の
中
に
逆
説
的
に
内
在
す
る
こ
と
が
、
 

ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
の
言
ぅ『

普
遍
的
な
相
対
性
の
原
理(the 

princijD 

le 

of U
n
i
v
e
3
a
l

 

relativity) 』

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
西
田
哲
学
 

が

『

一
と
多
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一』

に
よ
つ
て
表
現
し
た
事
態
に
ほ
 

か
な
ら
な
い
。
こ
の
矛
盾
的
自
己
同1

を
可
能
な
ら
し
め
る
条
件
が
、
 

ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
が
プ
ラ
ト
ン
の
テ
イ
マ
イ
才
ス
の『

受
容
者』

に
対
 

応
す
る
も
の
と
し
て
構
想
し
た『

延
長
連
続
体(the 

extensive 

c
o
n

 

t
i
n
u
u
m
)
』

の
場
所
論
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は『

場
所
 

(

延
長
連
続
体) 』

が

『

創
造
性(creativity) 』

と
と
も
に
、
究
極
的
実
 

在
を
表
す
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
の
根
源
語
で
あ
る
と
い
ぅ
J 
. 

ノ
 

ボ
I
の
解
釈
を
手
引
き
と
し
て
、
プ
ロ
セ
ス
神
学
が
、
生
成
論
と
と
も
- 

に
場
所
論
を
含
む
こ
と
を
、
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
の
テ
キ
ス
ト
を
基
礎
と
72 

し
て
論
じ
た
。
生
成
論
に
お
い
て
は
、
確
定
し
た
過
去
と
開
か
れ
た
未

一
 

来
の
非
対
称
性
に
基
づ
く『

因
果
性
の
様
式
に
お
け
る
抱m

i

が
主
題
 

と
な
る
が
、
場
所
論
に
お
い
て
は
、
過
去
ば
か
り
で
は
な
く
未
来
の
現
 

在
へ
の
内
在
を
も
含
む
さ
ら
に一

般
的
な
意
味
で
の|

切
の
現
実
存
在
 

の
あ
い
だ
の
相
互
内
在
の
可
能
性
の
諸
条
件
が
、
そ
し
て
最
後
に
は
神
 

と
世
界
と
の
相
互
内
在
の
条
件
が
主
題
と
な
る
。
最
後
に
i

は
、
西
 

田
哲
学
の
用
語
を
援
用
し
た
場
所
論
的
な
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
1

の
可
 

能
性
を
素
描
し
た
。
そ
れ
は
、
延
長
連
続
体
を『

相
対
的
有
の
場
所』

 

と

し

て

、
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
の
万
有
在
神
論
の
構
図
の
な
か
に
登
場
す
 

る

(

有

相
の)
神
を『

相
対
的
無
の
場
所』

と

し

て

、

ホワイトへッ
 

ド
が『

創
造
性』
と

呼
ぶ
も

の

を

『

絶
対
無
の
場
所』

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ



ム
を
表
現
し
た
も
の
と
再
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。
ホ

ワ

イ

ト

へ
ッ
ド
 

に
よ
れ
ば
、
創
造
性
の_

な
働
き
に
お
い
て
は『

(

有
相
の)

神
も
 

原
初
的
な
被
造
的_

』

と
な
り
、
微
塵
の
ご
と
き
存
在
で
あ
っ
て
も
、
 

そ
れ
は
神
と
同
じ
意
味
で『

現
実
存
在(actual 

entity) 』

で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
絶
対
無
の
場
所
に
お
け
る
創
造
性
こ

そ

、

神
の
根
底
が
 

同
時
に
我
々
の
根
底
で
あ
り
、
神
の
う
ち
に
我
々
自
身
が
、
我
々
の
う
 

ち
に
神
自
身
が
、
逆
対
応
的
に
内
在
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
 

そ
し
て
、
か
か
る
相
依
性
の
関
係
こ
そ
、
神
と
世
界
と
が
と
も
に1

つ
 

の
歴
史
的
生
成
の
過
程
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
プ
ロ
セ
ス
神
学
の
根
 

拠
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
三
部：

歴
史
的
世
界
に
お
け
る

創
造
的
転
換
の
原
理
と
し
て
の
絶
対
無 

:

田
辺
元
の
科
学
哲
学
と
プ
ロ
セ
ス
神
学

第

|

章

(

歴
史
的
世
界
に
お
け
る
主
体
性：

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー•

ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド.

田
辺)

は
、
田
辺
元
の『

図

式

《

時
間》

か
ら
図
式《

世
 

B

へ』

と
い
う
論
文
に
よ
っ
て
、
西
田
哲
学
の
批
判
的
継
畫
と
し

 

て
の
田
辺
の
哲
学
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
彼
の
言
う
世
 

界
図
式
を
ホ
ワ
イ
卜
へ
ッ
ド
の
い
う
範
疇
の
図
式(categoreal 

s
h
e

 

m
e
)

と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
哲
学
に
共
通
す
る
問
題
 

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。『

感
性
と
悟
性
の
共
通
の
知
ら
れ
 

ざ
る
根
源』

を
根
源
的
時
間
性
に
根
差
す
超
越
論
i

力
と
時
間
図
式
 

に
も
と
め
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
に
触
発
さ
れ
て
田
辺
が
書
い

た
こ
の
論
文
は
、
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
範
疇
を
特
徴
づ
け
る
根
源
的
 

な
時
間
性
の
脱
自
的(

e
k
s
t
a
t
i
s
c
h
)

構
造
を
、
西
田
の
場
所
の
論
理
 

の
根
本
特
徴
で
あ
る
と
田
辺
が
理
解
し
た
根
源
的
な
空
間
性
に
媒
介
さ
 

せ
、
両
者
を
世
界
図
式
と
し
て
統1

す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
と
言
っ
 

て
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
田
辺
は
、
世
界
図
式
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
力
 

ン
ト
哲
学
の
枠
組
み
を
原
理
的
に
越
え
る
物
理
学
に
ほ
か
な
ら
ぬ
相
対
 

性
理
論
の
時
間
と
空
間
の一

体
不
可
t

を
あ
ら
わ
す
世
界
概
念
を
念
 

頭
に
お
い
て
い
た
。
田
辺
は
、
こ
の
論
文
の
中
で
、『

空
間
時
間
の
綜
 

合
と
し
て
、
そ
の
含
む
空
間
延
長
を
媒
介
と
し
て
時
間
が
自
己
を
実
現
 

す
る
発
展
の
単
元』

と
し
て
の『

出_

』

が
、
世
界
の
全
体
を
有
機
 

的
に
担
い
な
が
ら
全
体
の
発
展
に
よ
り
常
に
新
た
に
作
ら
れ
る
も
の
と
 

な
る
と
い
う
ホ
ワ
ィ
ト
へ
ッ
ド
の
範
疇
の
図
式
の
根
本
思
想
を
引
用
し
 

て
い
る
。
そ
れ
は
、
延
長
連
続
体
と
い
う
場
所
の
中
で
創
造
的
に
展
開
 

す
る
歴
史
的
世
界
の
な
か
に
お
い
て
、
個
的
実
存
の
主
体
が
時
間
的
に
 

成
立
す
る
論
理
構
造
を
あ
た
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
共
 

時
的
な
社
会
存
在
と
動
的
な
相
互
媒
介
の
関
係
に
あ
る
か
を
解
明
す
る
 

も
の
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
世
界
を
主
題
と
す
る
こ
と
、
こ
の
現
実
の
世
 

界
に
お
け
るI

1

律
背
反
を
現
成
公
案
と
し
て
そ
こ
か
ら
哲
学
の
問
題
を
 

捕
ら
え
直
す
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
通
常
の
意
味
で
の
哲
学
が
否
定
さ
 

れ
る
よ
う
な
場
所
で
哲
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
は
田
 

辺
が
後
期
の
西
田
哲
学
と
共
有
す
る
課
題
で
あ
る
。
晚
年
の
田
辺
の
 

『

生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か』

と
い
う
論
文
は
、

一

切
の
関
係
を
 

絶
し
た
経
験
不
可
能
な
特
異
点
で
あ
り
な
が
ら
現
存
在
の
生
に
深
く
か

»

»

»
s

(

(

(

«

«

«

«

«

«

«

«
<
 

•
東
西
宗
教
^
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学
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省
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一
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か
わ
る
可
繼
と
し
て『

死」

を
捕
ら
え
る
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
論
 

的
分
析
論
を
、
可
能
性
と
し
て
の
死
に
の
み
か
か
わ
り
現
実
の
死
を
媒
 

介
と
し
な
いr

生
の
存
在
学j

と
規
定
し
、
こ
の
独
我
論
的
構
図
に
社
 

<

i
を
回
復
す
る
た
め
に
、『

生
者
を
媒
介
と
し
死
が
復
活
的
に
自
覚
 

さ
れ
る』

死
の
弁
証
法
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
生
死
即
 

涅
槃
を
相
壇
の
関
係
に
お
い
て
捕
ら
え
、
大
悲
の
ゆ
え
に
涅
槃
に
留
 

ま
ら
ぬ
涅
槃(

不
住
涅
槃)
を
説
く
大
乗
仏
教
の
菩
薩
道
と
、
死
者
の
 

復
活
と『

諸
聖
人
の
交
わ
り(

c
o
m
m
u
n
i
o

 

s
a
n
c
t
o
r
u
m
)
」

と
い
ぅ
 

キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
通
底
す
るr

生
と
死J

の
弁
証
法
の
、
 

個
人
的
で
あ
る
と
同
時
に
本
質
的
に
社
会
的
な
i

が
解
明
さ
れ
て
い
 

る
o第

二
章(

懂
悔
道
以
後
の
田
辺
の
科
学
哲
学)
は
、
田
辺
の
後
期
科
学
 

哲
学
を
、
無
の
類
比
に
基
づ
く
自
然
神
学
の
基
礎
づ
け
を
意
図
す
る
筆
 

者
の
視
点
か
ら
取
り
上
げ
た
。
懺
悔
道
以
後
の
田
辺
の
科
学
哲
学
は
、
 

逆
説
に
よ
っ
て
自
己
を
示
す
真
理
に
ほ
か
な
ら
ぬ『

公
案』

を
科
学
の
 

歴
史
の
中
に
見
い
だ
す
こ

と

を
課
題
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
徹
底
的
 

な
歴
史
主
義
に
よ
っ
て
、
理
性
そ
の
も
の
の11

律
背
反
を
突
破
す
る
こ
 

と
を
意
図
し
て
い
る
点
で
、
論
理
実
証
主
義
の
影
響
下
に
あ
る『
科
学
 

哲
学」

と
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
章(

無
の
類
比
に
基
づ
く
自
然
神
学)

は
ビ
ツ
グ
•
パ
！
ン
宇
宙
 

論
と
現
代
物
理
学
に
お
け
る
無
の
f

を
論
じ
た
も
の
で
、r

無
か
ら
 

の
創
造j

を
_

の
言
語
で
語
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
釋
物
理
学
の
諸
問
 

題
を
、
田
辺
の
撃
哲
学
の
根
本
思
想
に
し
た
が
っ
て
萎
的r

塞

 

と

し

て
提
示
し
、
そ
れ
を
無
の
類
比
に
基
づ
く
自
然
神
学
的
考
察
の
一

環
と
し
て
と
り
上
げ
た
。

第

一

の
公
案
は
、
ヵ
ン
卜
の
超
越
論
的
弁
証
論
を
反
復
す
る
も
の
で
 

あ
る
が
、
我
々
自
身
を
含
む
■

の
全
体
を
、
そ
の
内
側
か
ら
科
学
的
 

に
議
論
す
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
我
々
 

は
、
存
在
者
の
総
体
で
あ
る
{
i
を
外
部
か
ら
観
¥

る
こ
と
は
で
き
 

な
い
。
蓄
の
空
間
的
な
境
界
条
件
も
、
f

の
時
間
的
な
初
期
条
件
 

な
い
し
終
期
条
件
も
と
も
に1

8
S
S
S

に
不
可
知
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
我
々
 

は
物
理
学
の
基
本
法
則
を
{
i
全
体
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
原
理
的
に
 

不
可
能
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
のr

科
学
の
公
案j

は
、
力
 

ン
ト
が
示
し
た
よ
う
に
、
釋
に
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
考
察
に
よ
っ

 

て
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
現
代
物
理
学
は
、
1

性
理
論
 

と
量
子
論
の
i

察
を
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
実
験
観
察
とS

W
n

す
る
こ
 

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
&

子
の
公
案
を
解
決
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
ず
 

一
九|

七
年
に
空
間
的
に
は
有
限
の
大
き
さ
を
も
つ
境
界
の
な
い
非
ユ
！
ク
 

リッド的モデルの可

^

1

をー16 ->

た
ア
ィ
ン
シ
ユ
タ
ィ
ン
に
よ
っ
 

て
、『

境
界
を
も
た
な
いJ

と

い

う

境
^
^
件
が
相
^
tt
理
論
に
適
用
 

さ
れ
た
。
こ
の
と
き
に
、

の
内
部
か
ら
f

の
全
体
を
対
象
と
す
 

る
道
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し

て

現

代

論

は

、
こ
の
有
限
な
 

i

が
現
在
拡
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
天
体
観
測
に
よ
っ
て
示
し
、

一 

九
六
〇
年
代
の
蓄
の
背
霜
射
の
発
見
に
よ
っ
て
、
蓄
が
ビ
ッ
グ
• 

パ
ー
ン
と
い
う
特
異
点
に
お
い
て
始
ま
り
約
一
八
年
の
歴
史
を
も

 

つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
人
間
も
地
球
も
あ
ら
ゆ
る
天
体
も一

切
を
含
 

む
の
全
物
質
的
機
構
は
、
永
遠
の
昔
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
は
な
 

く
、
こ
の
有
限
の
歴
史
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
宇

—  74  —



苗
の
始
ま
り
の
時
の
光
を
今
此
処
で
適
当
な
実
験
装
置
で
観
測
す
る
こ
 

と
が
で
き

る

が
、
こ
の
こ
と
は
、{

t
R
E

の
初
め
は
あ
る
意
味
で
、
四
次
 

元
的
に
は
距
離
ゼ
ロ

で
今
此
処
に
隣
接
し
て
い

る

と
い

う

こ

と

で
あ

る

。
 

天
体
観
測
の
現
状
は
、
ま
だ
宇
宙
の
全
体
的
終
末
に
つ
い
て
語
り
得
る
 

だ
け
の
十
分
な
経
験
的
デ~

夕
を
与
え
な
い
が
、{

t
R
E

の
局
所
的
終
末
 

で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ク
•
ホー

ル
は
観
測
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
の
考
察
は
宇
 

宙
の
起
源
に
関
し
て
重
要
な_

か
り
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、 

i

論
に
お
い
て
も
我
々
は
、『

生
と
死』

の
公
案
に
直
面
し
て
い
る
 

と

い

っ

て
よ
か
ろ
う
。

第
一
一
の
公
案
は
、
熱
力
学
の
第
一
一
法
則
を
{
i
の
全
体
に
適
用
す
る
 

こ

と

か

ら
帰
結
す
る
逆
説
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
普
遍
的
な
法
則
は
 

『

閉
鎖
系
は
必
然
的
に
秩
序
か
ら
無
秩
序
へ
と
不
可
逆
的
に
推
移
す
る
 

べ
き
こ

と』

を
の
べ
る
。
さ
て{

t
R
E

が
存
在
者
の
全
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
 

そ
れ
は
閉
ざ
さ
れ
た
系
と
な
る
か
ら
、
ビ
ッ
グ
ー
パ
ー
ン
以
後
の{

t
R
E

 

の
創
造
的
進
化
は
不
可
解
な
も
の
と
な
る
。{

t
R
E

の
始
ま
り
の
原
初
の
 

単
純
性
か
ら
複
雑
な
f

的
組
成
を
も
つ
現
在
の{

t
R
E

は
ど
の
よ
う
に
 

し
て
進
化
し
た
の
か
。
こ
の
逆
説
は
、{

t
R
E

の
外
部
に{

t
R
E

を
秩
序
づ
 

け
る
存
在
を
想
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
解

く

こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ

 

の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と{

t
R
E

を
合
わ
せ
た
全
体
に
再
び
、
普
 

遍
的
な
法
則
が
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
現
£

理
学
は
宇
 

宙
を『

開
か
れ
た
全
：

i
t
a
』

と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
膨
張
 

拡
大
す
る
宇
宙
の
空
間
が
熱
力
学
の
第
一一

法
則
に
矛
盾
す
る
事
な
く
宇
 

宙
の
内
部
に
秩
序
を
生
み
出
す
源
泉
と
な
つ
て
い
る
こ

と

を
証
明
し
て

い
る
。{

t
R
E

の
全
体
は
、『

有』

に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
 

く

『

無』

に
た
い
し
て
、
あ
る
い
は『

無
の
場
所』

に
お
い
て
開
か
れ
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
ビ
ッ
グ
パ
ー
ン
の
特
異
性
 

を

『

無
か
ら
の
創
造』

に

よ

っ
て解消する量論によ

っ

て

裏

 

書
き
さ
れ
る
。
田
辺
は
晩
年
の
i

哲
学
の
諸
著
作
の
な
か
で
、
相
対
 

性
理
論
は
量
子
論
と
統
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
哲
学
的
根
拠
を
述
 

ベ
た
が
、
現
代
物
理
学
は
、
ビ
ッ
グ
パ
ー
ン
の
時
に
は
極
大
の{

t
R
E

と
 

極
小
の
{
i
が

一

致
す
る
が
ゆ
え
に
、
前
者
を
扱
う
®
^
性
理
論
が
後
 

者
を
抜
う
量
子
論
と
統
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と

を
強
調
し
て
い
る< 

相
対
論
的
場
の
量
子
論
が『

無
か
ら
の
宇
宙
の
創
造』

を
科
学
の
言
語
 

で
論
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、1

九
八0
_

に
ビ
レ
ン
キ
ン
や
 

パ
I
ジ
ヱ
ル
の
よ
う
な
物
理
®

に
よ
っ

て
示
さ
れ
た
。
宇
宙
の
原
初
 

の
単
純
性
は『

無』

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
す
べ
て
の『

有』

を

生
み
出
 

す
根
源
的
な
場
所
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
£

理
学
は『

な
ぜ
 

存
在
者
が
あ
っ
て
無
で
は
な
い
の
か』

と

い

う

ラ
ィ
プ
ニ
ツ
の
提
示
し
 

た
問
に
由
来
す
る『

全
面
的
公
案』

に
対
し
て
、『

そ
れ
は
無
の
場
所
 

が
創
造
的
で
あ
る
か
ら
だ』

と
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。{

t
R
E

全
体
 

の
連
帯
性
を
回
復
し
た
ビ
ッ
グ
•
パ~

ン
{

!

論
は
、
時
空
よ
り
も
さ
 

ら
に
根
源
的
な
場
所
と
と
も
に
、
こ
の
場
所
に
お
い
て{

t
R
E

全
体
を
歴
 

史
的
に
進
化
さ
せ
る
創
造
活
動
と
し
て
の
無
の
概
念
を
必
要
と
し
て
い
 

る
。
無
の
場
所
に
お
け
る
創
造
性
こ
そ
、
宇
宙
に
開
か
れ
た
全
体
と
し
 

て
存
在
す
る

こ

と

を
可
能
な
ら
し

め

る
原
理
で
あ
る
。

(
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討
議
者
ヤ
ン
ヴ
ァ
ン
ブ
ラ
フ
卜

時
間
の
都
合
で
、
内
容
の
非
常
に
豊
富
な
、
田
中
先
生
の
発
表
に
関
 

す

る

こ

の

コ

メ

ン

ト

を

そ

の

第

1

部

と

第

一1

部

に

限

ろ

う

と

思

う

。

ま
ず
、
小
生
に
は
、
そ
の
第一

部
と
第
一
一
部
と
が
お
互
い
に
微
妙
に
 

相
反
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
と
い
う
の
は
、
第
一
部
は
、
宗
教
 

の
特
殊
性
の
レ
べ
ル
に
と

ど

ま

る

限
り
本
当
の
出
会
が
不
可
能
で
あ
る
 

と
言
っ
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
宗
教
を
超
え
た
場
で
お
互
い
に
 

出
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て

い

て

、
こ
の
考
え
方
は
大
い
 

に
西
田
哲
学
や
禅
に
お
け
る
仏
向
上
の
思
想
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
思
 

わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
部
に
お
い
て
、
プ
ロ
セ
ス
の
神
学
の
 

立
場
か
ら
同
じ
西
田
が「

歴
史
的
世
界
の
動
的
•
創
造
的
原
理
を
欠
い
 

て
い
る」

と
批
判
さ
れ
て
い
る
と
私
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
さ

に
そ
の
原
理
こ
そ
、
宗
教
の
歴
史
的
特
性
を
超
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
一

 

れ
に
帰
え
る

こ

と

を
我
々
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
88 

第
一
部
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト 

一 

「

自
分
の
宗
教
は
宗
教
で
は
な
い」

と
い
う
主
張
の
動
機
は
様
々
で
あ
 

る
だ
ろ
う
が
、
正
直
に
言
っ
て
、
私
は
そ
の
い
ず
れ
も
疑
わ
し
い
と
思
 

う
。
宗
教
の
中
に
お
け
る
自
己
超
越
へ
の
動
性
を
高
く
評
価
す
る
が
、 

そ
れ
は
あ
く
ま
で
宗
教
の
特
殊
性
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
貫
ぬ
く
と
い
う
 

動
性——

西
谷
先
生
の
言
葉
を
借
り
る
と
、「

仏
を
ふ
ま
え
て
仏
を
超
 

え

る」

こ
と-
-
-

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

さ
て
、
こ
の
第1

部
に
お
い
て
、
お
互
い
に
非
常
に
違
う
も
の
が
同
 

1

視
さ
れ
て
い

る

と

い

う
感
じ
が
す
る
。
す
な
わ
ち
、

1

方
で
は
、
人
 

間
の
営
み
や
自
力
を
完
全
に
捨
て
る
よ
う
な
、
神
の
啓
示
の
唯I

性
の
 

主
張
と
し
て
の
宗
教
の
否
定
、
そ
し
て
他
方
で
は
、
仏

教

(

特
に
禅)



に
お
け
る
、
人
間
の
本
当
の
自
己
に
基
づ
く
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
い
 

わ
ば
宗
教
的
な
宗
教
の
否
定
で
あ
る
。
私
が
そ
の
両
者
の
中
に
共
通
の
 

点
と
し
て
見
て
い
る
の
は
、
ま
ず
両
方
と
も
人
間
社
会
や
歴
史
へ
の
受
 

肉
を
拒
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
質
問
し
た
い
が
、
最
近
：̂

と
キ
リ
ス
ト
教
と
が
お
互
い
に
親
 

i

•
類
似
感
を
お
ぼ
え
て
、
対
話
に
入
り
始
め
て
い
る
が
、
そ
の
出
 

会
の
土
台
が
宗
f

い
う「
類」

で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
両
者
の
接
 

点
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
宗
教
を
超
え
た
場
で
の
出
会
と
い
う
 

も
の
は
ど
う
い
う
§

で
、
ど
う
い
う
条
件
で
諸
宗
教
の
出
会
と
言
え
 

る
の
だ
ろ
う
か
。
§

な
ら
、
宗
教
を
超
え
た
場
で
の
出
会
は
宗
教
の
 

社
会
性(

教
団)

を
も
超
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
個
人
と
個
人
と
 

の
出
会
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
は
諸
宗
 

§

話
に
参
加
す
る
宗
教
家
の
姿
勢
が
問
題
に
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
 

彼
ら
は
ど
う
い
う
意
味
や
程
度
で
自
分
の
自
分
の
宗
教
の
代
表
者
と
レ
 

て
1

に
参
加
す
る
は
ず
の
で
あ
ろ
う
か
。W

T

諸
宗
教
の
出
会
に
 

か
け
ら
れ
る
期
待
の
大
部
分
は
、
世
界
の
諸
宗
教
が
各
々
教
団
と
し
て
 

の
自
己
中
心
性
を
捨
て
て(

そ
う
い
う
意
味
で
自
分
を
超
え
て)

、
お
互
い
 

に
男
し
て
、
人
間
社
会
の
平
和
や
改
善
の
た
め
に
そ
の
社
会
的
力
を
 

動
員
す
る

よ

う
に
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
部
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

西
田
哲
学
と(

プ
ロ
セ
ス
神
学
よ
り
も)

ホ
ワ
ィ
ト
へ
ッ
ド
の
形
而
上
 

学
と
を
相
互
に
照
ら
す
こ
の
第
二
部
に
関
し
て
は
、
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド

哲
学
を
十
分
知
ら
な
い
討
議
者
に
は
、
批
判
や
反
論
を
出
す
資
格
は
な
 

い
の
で
、
以
下
の
コ
メ
ン
ト
は
単
な
る
感
想
と
し
て
受
け
取
っ
て
も
ら
 

い
た
い
。
私
は
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
問
題
が
哲
学
的
に
根
本
的
な
も
の
 

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
$

と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
の
観
点
か
ら
 

見
て
も
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
し
、
発
表
者
に
よ

る

そ
れ
 

ら
の
問
題
の
扱
い
は
非
常
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
と
感
じ
た
。
こ
の
論
 

文
の
基
本
的
テ
ー
ゼ
が
、
西
田
哲
学
に
つ
い
て
、
長
所
や
問
題
点
と
し
 

て
私
が
感
じ
た
と
こ
ろ
に
お
お
か
た
感
応
し
て
い
る
の
で
、
私
は
そ
れ
 

に
大
い
に
同
意
で
き
る
。
そ
の
テ
ー
ゼ
は
英
文
の
原
稿
で
は
次
の
よ
う
 

に
言
い
現
わ
さ
れ
る
。「

西
田
と
ホ
ヮ
ィ
ト
へ
ッ
ド
に
共
通
の
、
困
難
 

で
根
本
的
な
問
題
は
両
体
系
の
再
解
釈
又
は
再
構
築
を
必
要
と
す
る
。
 

す
な
わ
ち
、
プ
ロ
セ
ス
神
f

場
所
の
哲
学
と
の
新
し
い
総
合
が
出
来
 

る

よ

う

に
O
J

そ
れ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
両
：

a
*

が

ど
の
点
に
お
い
て
、
各
々
 

自
ら
の
長
所
を
も
つ
て

相
手
の
弱
点
を
補
な
っ

た

り

訂

正

す

る

こ

と

が

 

出
来
る
か
と
い
う

こ

と

で
あ
ろ
，っ
。

私
の
わ

か

っ
た
限
り
、
発
表
者
の
 

考
え
方
は
、
図
式
的
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
得
る
と
思
う
が

、

ま
 

ち

が

つ
て

い

た

ら
11
正

し

て

も

ら

い

た

い

。

1

、
歴
史
的
世
界
の
動
的
•
釗
造
的
原
理
を
欠
い
て
い
る
西
田
哲
学
 

を
補
え
る
も
の
は
、
プ
ロ
セ
ス
神
学
の
具
体
化
や
新
し
さ
の
原
理
で
あ

る
神
の
中
に
あ
る
。

一
、「
二
つ
の
も
の
が
、
掛
け
替
え
の
な
い
個
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

不
^
^
^

^

土̂g I 
一
 

一
^
!
-
ノ

 

(

そ

の
2)



れ
ぞ
れ
が
他
の
う
ち
に
内
在
す
べ
き
だ」

と
い
う
こ
と
を
、
ホ
ヮ
ィ
ト
 

ヘ
ッ
ド
は(

ほ
と
ん
ど
の
プ
ロ
セ
ス

神
学
者
が
評
価
し
て
い
る

以
上
に)

十
 

分
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
最
後
的
に
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
は
、
 

西
田
の「
場
所
の
論
理」

の
よ
う
な
も
の
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
第
一
一
部
に
お
い
て
、
他
に
も
高
く
評
価
で
き
る
と
こ
ろ——

た
 

と
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
体
と
い
う
概
念
の
分
析
、
龍
樹
の
解
 

釈
な
ど——

が
あ
る
が
、
最
後
に
私
が
特
に
感
銘
を
受
け
た
考
察
を一

 

つ
挙
げ
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
よ
う
な
、
絶
対
 

否
定
の
論
理
は
絶
対
的
肯
定
的
な
も

の—

B

田
の
場
合
で
は
純
粋
経
 

験——

を
前
提
に
し
て
始
め
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
だ
が
、
全
く
 

そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
。

司
会
者
上
田
閑
照

司
会
者
で
は
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
ど
う
ぞ…

…

。

ブ
ラ
フ
ト
田
中
先
生
の
ぺ
ー
パ
！
は
非
常
に
内
容
が
多
い
の
で
す
が
、
 

た
だ
こ
の
場
で
は
私
の
質
問
を
限
定
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
少
し
だ
け
 

出
す
質
問
で
少
し
議
論
を
深
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
ら
い
い
と
思
い
 

ま
す
o

あ

る
意
味
で
、
こ
の
場
合
の
先
生
の
理
論
と
関
係
し
て
言
え
ば
、
私
 

の
問
題
は
西
田
先
生
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
向
き
で
し
た
か
、
そ
れ
と
も
 

ヵ
ト
リ
ッ
ク
向
き
で
し
た
か
。
そ
れ
と
も
彼
の
思
想
は
両
者
を
調
和
さ
 

る

よ

うな
も
の
で
し
た
か
、
と

も
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

田
中
先
生
の
三
つ
の
部
は
夫
々
あ
る
意
味
で
独
立
し
た
論
文
で
、
私
 

は
そ
の
第一

部
と
第
一
一
部
と
の
間
の
関
係
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

私
の
質
問
を
第
一
部
に
限
り
ま
す
と
即
ち
、
宗
教
を
超
え
た
と
こ
ろ
 

の
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
<
^
い
の
こ
と
で
す
ね
。
正
直
に
言
い
ま
 

す
と
私
は
私
の
宗
教
を
考
え
る
場
合
あ
く
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
特
i

を
、
 

捨
象
し
な
い
で
却
っ
て
そ
の
特
殊
性
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
貫
く
動
性
で
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
前
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
®
村
 

さ
ん
は
や
っ
ぱ
り
、m

丨
ロ
ッ
パ
の
坊
さ
ん
は
禅
の
宗
教
性
に
驚
い
た
 

と
言
っ
た
。
そ
れ
は
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
殆
ど
の
禅
の
論
理
は
、
 

そ
の
宗
教
性
を
み
な
無
視
し
た
上
で
の
理
論
で
す
。
し

か

し
そ
の
本
当
 

の
理
論
が
な
い
と
そ
う
思
う
と
き
、
実
際
の
半
分
を
捨
て
て
そ
れ
を
、

一 

た
だ
禅
の
仏
向
上
を
見
る
も
の
ば
か
り
で
、
西
谷
先
生
の
考
え
方
が
い
恥

 

い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
仏
を
踏
ま
え
て
仏
を
- 

超
え
る
と
、
ね
。
そ

う

い

う

こ

と

は正
し
い
じ
ゃ
な
い
か
と
、
私
は
い
 

つ
も
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

私
は
パ
ル
ト
の
神
学
を
全
然
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
た
だ
聞
い
た
 

と
こ
ろ
で
は
、
私
は
い
つ
も
パ
ル
ト
は
や
っ
ぱ
り
宗
教
の
受
肉
を
拒
ん
 

で
い
る
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
か
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
勿
論
、
田
 

中
さ
ん
は
ま
た
別
の
ル
ー
ト
で
そ
れ
を
ま
た
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
 

ま
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
さ
き
ほ
ど
小
野
寺
さ
ん
が
言
っ
た
と
こ
ろ
 

で
は…

…
不
明…

…

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
田
中
さ
ん
は
第
一
部
に
お
い
て
、
ニ
つ
 

の
非
常
に
お
互
い
違
う
よ
う
な
宗
教
の
超
越
を
同一

視
し
て
し
ま
う
ん



じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
強
い
お
気
持
ち
が
あ
る
。

一
方
、
啓
示
を
 

唯
一
性
と
し
て
の
宗
教
性
と
、
他
方
、
や
は
り
人
間
、
ま
あ
世
界
の
本
 

当
の
あ
り
方
、
宗
教
の
本
当
の
も
の
を
探
す
の
が
宗
教
の
理
性
と
か
、
 

し

か

し
そ
の1

1

つ
は
同1

視
し
た
ら
少
し
問
題
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
、
 

私
は
思
う
わ
け
で
す
。

田
中
や
は
り
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
対
応
せ
し
め
て
い
く
と
い
う
こ
 

と
が
常
に
開
か
れ
た
問
題
と
し
て
考
え
て
い
ま
す
。

確
か
に
お

っ

し

ゃ
る
通
り
、
ま
ず
二
つ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
 

い
。
つ

ま

り
宗
教
多
元
主
義
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
考
え
か
。
い
ま
ま

 

で
、
神
そ
れ
自
身
の
啓
示
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
と
。
宗
教
は
人
間
側
 

で
あ
る
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
を
否
定
す
る
と
い
う
意
味
で
宗
教
 

否
定
論
を
い
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
宗
教
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
 

私
は
考
え
て
な
い
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
多
元
主
義
は
正
し
い
。
例
 

え
ば
さ
き
ほ
ど
の
、
日
本
の
古
く
か
ら
の
伝
統
的
な
神
道
の
信
仰
が
あ
 

る
と
か
、
あ
る
い
は
エ

ス

キ

モ
ー
の
ィ

ヌ

ィ
ッ
ト
の
信
仰
が
あ
る
。
あ
 

る
い
は
南
米
に
信
仰
が
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
か
ら
見
れ
ば
非
常
に
奇
妙
 

に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
視
点
を
変
え
て
彼
ら
の
目
か
ら
見
れ
ば
 

文
明
化
さ
れ
た
我
々
の
宗
教
は
お
か
し
な
も
の
に
見
え
る
だ
ろ
う
と
思
 

い
ま
す
。
我
々
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
か
れ
ら
の
宗
教
が
間
違
っ
て
い
る
と
 

い
う
権
利
を
持
た
な
い
。
そ
う
い
う
震
で
の
多
元4

+
W
、

つ
ま
り
我
々
 

は
ど
の
宗
教
も
対
等
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
夫
々
の
仕
方
で
、
夫
々
の
 

特
殊
性
に
応
じ
た
形
で
、
あ
る
超
越
的
な
絶
対
、
そ
れ
はthe 

real

と

かthe 

u
l
t
i
m
a
t
e

と
か
、
言
葉
は
色
々
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
 

う
い
う
も
の
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、
そ
の
特
殊
性
の
中
で
出
会
う
と
 

い
う
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
宗
教
多
元
主
 

義
に
賛
成
な
の
で
す
ね
。

た
だ
そ

れ

と
同
時
に
、
夫

々

の
伝
統
の
中
で
宗
教
が
み
ず
か
ら
を
ト
 

ラ

ン

ス

フ

ォー

ム

し

て

い

く

の

は

！̂

^
。

私

の

テ

ー

マ

は

…
…

i

…
…

 

ク

リ

エ

テ
ィ
ヴ
•
ト

ラ

ン

ス
フ
ォー

メ~

シ
ョ

ン

。
仏
教
は
一

つ
で
な
 

く
て
、
仏
教
は
仏
教
の
中
で
み
ず
か
ら
を
批
判
し
て
展
開
し
て
い
き
ま
 

す
ね
。
そ

う

い

う
こ
と
が
ど

う

し

て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
と
 

い

う

も

の

が
教
理
と
い

う

形
で
言
説
の
体

系

に

な
っ
て
し

ま

う

、

そ

う

 

す

る

と
必
ず
そ

れ

に
対
し
て
、
そ

れ

を

新

し

く
突
き
破
っ
て
み
ず
か
ら
 

生
命
を
も
っ
て
変
え
て
い
く
動
き
が
あ
る
。
そ
の
動
き
は
ど
こ
か
ら
出
 

る
の
か
。
そ
の
次
元
を
宗
教
と
呼
ぶ
こ
と
を
私
は
否

定

し
な
い
。
た
だ
、 

私
が
キ

リ

ス

ト

教

は
宗
教
じ
ゃ
な
い
と
言
っ
た
時
は
、
あ

く

ま

で

も
そ
 

う

い

っ
た
固
有
言
語
と
し

て

の
宗
教
で
、
そ

れ

は
制
度
と
い

う

形
で
固
 

定

化

さ

れ

る

場

合

も

あ

り

ま

す

ね

。

そ

れ

は

結

局

、

カ

ト

リ

ッ

ク

の

言

 

葉
を
使
え
ば
特
殊
啓
示
と
一
般
啓
示
の
問
題
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
 

特
殊
啓
示
と
一
般
啓
示
と
い
う
の
は
要
す
る
に
、
キ

リ

ス

ト

教
で
も
そ

 

う

だ

し

、
仏
教
で
も
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
キ

リ

ス

ト

教

 

に
つ
い
て
は
や
は
り
一

一千
年
の
伝
統
の
中
で
確
立
し
た
制
度
に
入
っ
て_ 

そ
し
て
そ
れ
の
中
で
そ
の
特
殊
性
を
生
か
す
こ

と

に

よ
っ
て

は

じ

め

て

 

キ

リ

ス

ト

教

た

り得
る
の
で
、
何
か
一
般
的
な
論
拠
で
神
に
接

す

る
と

-
--
-
-
-
-
-
—

—

•
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い
う
形
で
は
キ
リ
ス
ト
教
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
の
 

特
殊
啓
示
。
で
す
か
ら一

般
啓
示
と
か
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
平
等
に
開
か
 

れ
た
こ
の
自
然
、
そ
れ
が
自
然
啓
示
。
こ
れ
は
や
は
り
二
つ
と
も
必
要
 

で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
緊
張
関
係
に
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
 

の
で
す
。

た
だ
、
い
ま
ま
で
の
キ
リ
ス
トm

学
で
は
特
殊
啓
示
が
ド
グ
マ
に
 

な
っ
て
、

一
般
啓
示
は
単
な
る
予
備
部
門
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
ら
れ
て
 

い
る
け
れ
ど
も
、
■そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
や
は
り
、
両
者
は
緊
張
 

関
係
に
あ
り
な
が
ら
互
い
に
他
を
変
え
て
い
く
と
、
そ
う
い
う
も
の
で
 

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

宗
教
否
定
と
い
う
言
い
方
を
私
は
ま
だ
続
け
て
い
る
理
由
は
や
は
り
、 

パ
ル
ト
の『

ロ
マ
書』

の
私
自
#
に
与
え
た
衝
撃
を
ま

だ

自
分
の
中
で
 

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。
あ
 

れ
が
完
全
に
越
え
ら
れ
れ
ば
、
私
は
宗
教
に
つ
い
て
も
っ
と
肯
定
的
に
 

語
れ
る
。
私
自
身
は
日
本
の
神
道
に
対
し
て
何
の
偏
見
も
持
っ
て
い
な
 

い
。
神
道
が
た
ぶ
ん
キ
リ
ス
ト
教
へ
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
 

は
高
級
だ
け
ど
、
あ
と
は
み
ん
な
そ
う
で
な
い
と
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
 

と
を
言
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
誤
解
を
ち
ょ
っ
と
受
 

け
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
、
自
分
で
も
感
じ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
 

考
え
方
じ
ゃ
な
く
て
、
ど
の
宗
教
で
も
超
越
的
な
も
の
に
接
し
て
い
て
、
 

そ
れ
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
私
の
こ
こ
に
否
定
す
る
宗
教
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
特
殊
な
意
 

味
で
、
宗
教
的
な
言
説
空
間
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
、
と
い
う
ふ

う
に
理
解
し
て
頂
き
た
い
。

ブ
ラ
フ
卜
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。

司
会
者
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
よ
け
れ
ば
ご
質
問
を
ほ
か
 

に
頂
く
こ
と
に
し
ま
す
。

川
村
い
ろ
い
ろ
学
ば
せ
て
頂
き
ま
し
て
、
む
ず
か
し
い
問
題
で
、
お
 

訊
き
し
た
い
こ
と
は
沢
山
ご
ざ
い
ま
す
が
、

一
つ
だ
け
に
し
ぼ
っ
て
質
 

問
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
自
然
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
こ
か
 

ら
出
て
そ
こ
へ
戻
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
運
動
は
ハ
ィ
デ
ッ
カ
ー
で
 

も
多
少
出
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
現
わ
れ
る
こ
と
が
身
を
隠
す
こ
と
 

で
あ
り
、
身
を
隠
す
と
い
う
こ
と
で
身
を
現
わ
す
と
か
、
そ
う
い
う
ふI 

う
な
自
然
と
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
自
然
の
意
味
で
拟

 

一
応
、
自
然
と
い
う
こ
と
で
も
私
は
み
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
一
 

て
自
然
と
い
う
言
葉
を
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
古
代
で
す
と
、
も
の
の
 

ア
ル
ケ
ー
と
い
っ
た
方
向
で
み
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
ル
ネ
ッ
サ
 

ン
ス
く
ら
い
に
な
り
ま
す
と
、
そ
の
機
械
的
に
見
ら
れ
る
自
然(

自
然
 

観)

が
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。
田
中
先
生
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
ま
す
 

と
ヽ
自
然
科
学
者
の
研
究
対
象
に
な
る
よ
う
な
そ
う
い
う
機
械
論
的
な
 

自
然
と
い
う
意
味
が
多
く
見
え
ま
し
て
、
あ
ま
り
ポ
ジ
チ
フ
な
意
味
で
 

の
自
然
か
見
え
に
く
か
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

そ
し
て
そ
れ
か
ら
自
然
と
い
う
の
は
、
全
体
的
に
世
界
的
に
歴
史
的
 

自
然
と
い
う
こ
と
で
自
然
と
い
う
こ
と
が
解
釈
さ
れ
ま
し
て
、
西
田
哲
 

学
で
純
実
在
的
な
自
然
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り



ま
し
た
が
、
こ

う

い

う
自
然
と
い
う
の
が
何
か
落
ち
て
い
る
と
い
う
よ
 

う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

私
は
ビ
ッ
グ
パ
ー
ン
だ
と
か
、
あ
る
い
は
自
然
法
則
と
か
、
そ
う
い
 

う
も
の
ま
で
自
然
、
お
の
ず
か
ら
然
る
と
な
る
と
い
う
の
が
本
当
の
意
 

味
で
、…

…

不
明…

…

そ
れ
が
ま
た
ボ
イ
エ
チ
フ
と
い
う
ふ
う
に
ハ
イ

デ
ッ
ヵ
ー
も

訳
し
て
お

り

ま

す

が

、.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.不
明.

で

す

か

ら
自
然
と

い
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
自
然
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
も
の
の
根
拠
と
い
 

う
側
面
と
、
非
常
に
機
械
的
に
神
の
手
を
離
れ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
意
 

味
で
の
機
械
的
な
自
然
、
そ
れ
か
ら
歴
史
と
一
つ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、 

そ
う
い
う
自
然
。
そ
れ
か
ら
西
谷
先
生
な
ん
か
も
、
言
っ
て
ら
っ
し
ゃ
 

る
よ
う
な「

お
の
ず
か
ら
然
る」

、「

み
ず
か
ら
然
る」

、
そ
う
い
う
両
 

方
がI

つ
相
即
の
と
こ
ろ
で
自
然
と
い
う
こ

と

を
見
て
お
ら
れ
ま
す
。

ハ
イ
デ
ッ
ヵ
ー
に
も
そ
う
い
う一

九
四
〇
年
代
の
後
期
の
中
に
は
そ
う
 

い
う
も
の
が
沢
山
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
私
は
全
体
と
し
て
そ
 

の
も
の
も
お
の
ず
か
ら
然
る
、
し
か
も
機
械
的
な
自
然
科
学
者
の
研
究
 

対
象
に
な
る
よ
う
な
も
の
も
自
然
、
そ
し
て
、
も
の
の
本
当
に
ナ
チ
ユ
 

ラ
ル
な
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
う
ま
れ
出
ず
る(

誕
生)

と
か
、
そ
う
 

い
う
も
の
も
含
め
て
総
て
自
然
と
い
っ
て
い
る
。
こ
う
自
然
と
い
う
言
 

葉
が
非
常
に
大
切
で
、
今
回
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
ま
す
。
そ
う
い
う
根
 

本
の
自
然
の
理
解
と
い
う
と
こ
ろ
に
ひ
と
つ
の
要
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

そ
れ
ゆ
え
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
な
ん
か
で
は
自
然
と
い
う
こ
と
を
プ
口
セ
 

ス
で
あ
っ
た
り
、
出
来
事
の
複
合
点
と
い
っ
て
み
た
り
、
そ
う
い
う
形

で
自
然
と
い
う
こ
と
を
、
非
常
に
偉
大
な
出
来
事
と
し
て
捉
え
て
い
て
、 

固
定
化
し
て
自
然
と
い
う
意
味
で
は
何
と
も
非
常
に
こ
う
、
古
代
か
ら
 

現
代
ま
で
の
自
然
の
概
念
を
お
さ
え
て
い
る
の
か
、
ど
う
か
そ
の
へ
ん
 

の
自
然
の
全
体
を
貫
い
て
い
る
自
然
を
田
中
先
生
は
ど
う
理
解
し
て
い
 

ら
つ
し
や
る
の
か
。

第

一

章
で
は
自
然
を
い
ろ
ん
な
表
現
で
仰
言
っ
て
い
ま
す
が
ち
ょ
っ
 

と
統
一
的
に(

理
解
困
難…

…
)

。

田
中
そ
れ
に
つ
い
て
、
い
ま
口
答
で
伝
え
ら
れ
る
範
囲
内
で
答
え
さ
 

し
て
頂
き
ま
す
。

ま
ず
最
初
に
、
確
か
に
物
理
学
的
な
自
然
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
 

思
い
ま
す
。
私
は
西
谷
先
生
を
大
変
尊
敬
し
て
い
る
ん
で
す
。
西
谷
先
 

生
の
言
う
自
然
科
学
の
扱
い
方
は
十
九
世
紀
の
自
然
科
学
だ
と
思
い
ま
 

す
。
つ
ま
り
現
代
の
自
然
、
私
の
考
え
て
い
る
よ
う
な
自
然
科
学
で
は
 

な

い

し

、
殆
ど
ニ

！

チ

ヱ

の

ニヒ
リ

ズ

ム

と

の

連
関
で
お
取
り
上
げ
に
 

な
る
。
私
は
そ
う
い
う
自
然
観
は
一
一
十
世
紀
に
な
っ
て
成
立
し
な
い
と
 

思
う
の
で
す
ね
。

で
、
私
は
や
は
り
生
命
の
あ
る
も
の(

自
然
学)

、
あ
れ
が
機
械
論
 

的
な
自
然
を
意
味
す
る
フ
ィ
ズ
ィ
ッ
ク
ス
に
な
っ
た
の
は
非
常
に
時
代
 

的
に
は
あ
と
の
こ
と
で
、
も
と
も
と
は
我
々
の
生
命
、
心
、
精
神
、
全
 

部
含
め
て
自
然
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
。
で
、
キ

リ

ス

ト

教
的
に
は
ま

 

ず
最
初
に
、
自
然
に
対
す
る
も
の
は
人
工
で
は
な
く
て
、
グ
ラ
テ
ィ
ア
 

(

恩
寵)
と
ナ

ト

ウ
ー
ラ(

自
然)

と
い
う
ふ
う
な
、
つ
り
あ
い
の
と
れ

-
-
-
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た
ナ

ト

ゥ

ー

ラ

だ

ろ

う

と思
い
ま
す
。
ま
ず
最
初
、
そ
こ
が
原
点
で
、
 

そ
し
て
そ
の
自
然
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
っ
て
、
さ
き
ほ
ど
言
い
 

ま
し
た
よ
う
に
、
恩
寵
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る

と

い
う
、
そ
う
い
う
側
 

面
を
私
は
前
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。

し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
神
の
自
然
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
だ
ろ
 

う
か
。
曖
昧
な
言
い
方
で
す
が
、
つ
ま
り
我
々
の
方
か
ら
み
れ
ば
恩
寵
 

に
よ
っ
て
我
々
の
自
然
が
肉
な
る
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
、
し
か
 

し
神
の
側
の
自
然
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
我
々
の
自
然
は
確
か
に
否
定
 

さ
れ
ま
す
ね
。
し
か
し
そ
れ
はI
方
的
に
神
の
側
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
 

で
あ
っ
て
も
、
神
の
自
然
と
い
う
形
に
我
々
の
自
然
が
一
致
す
る
と
い
 

う
、
そ
う
い
う
方
向
性
が
あ
る
と
信
じ
ま
す
。
こ
れ
は
私
自
身
、
エ
ッ 

ク
ハ
ル
ト
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
恩
寵
と
い
う
時
に
恩
寵
の
根
源
に
も
う
 

ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る
自
然
と
い
う
も
の
を
彼
は
念
頭
に
お
い
て
い
た
で
 

し

よ

ろ
oあ

る
い
は
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
と
の
、
あ
あ
い
う
三
つ
の
ネ
イ
チ
ヤ
ー

田
中
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
で
つ
か
う
ネ
イ
チ
ャ

ー

の

ネ

イ
チ

ャ

ー
、
そ

う
い
う
意
味
で
。

も
う
ひ
と
つ
仏
教
に
つ
い
て
の
、
こ
れ
は
私
自
身
も
知
り
た
い
こ
と
 

で
も
あ
る
の
で
す
が
、
自
然
は
い
い
意
味
と
悪
い
意
味
と
両
方
あ
る
ん
 

で
す
。
自
然
外
道
と
い
う
の
は
だ
い
た
い
悪
い
意
味
で
使
い
ま
す
ね
。
 

道
元
禅
師
の
自
然
は
あ
ま
り
い
い
意
味
で
使
つ
て
い
ら
つ
し
や
ら
な
い
 

と
思
い
ま
す
け
ど
。

し

か

しI

方
で
自
然
法
爾
と
い
う
時
に
は
、
両
義
的
に
使
わ
れ
て
、

一
方
で
は
自
然
と
い
う
の
は
、
仏
教
で
は「

な
い」

と
し
て
切
ら
れ
る
 

部
分
も
あ
る
と
思
う
。
ま
た
自
然
と
か
自
然
と
か
、
お
の
ず
か
ら
と
い
 

う
、
そ
う
い
う
感
覚
で
仏
法
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
自
身.
は
自
然
神
学
の
問
題
と
い
う
の
は
、
仏
教
で
い
え
ば
例
え
ば
 

本
覚
と
い
う

よ

う

な
問
題
、
本
覚
思
想
と
い
う
の
は
仏
教
で
は
な

い

と

 

い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
え
ば
自
然
神
学
は
神
学
に
似
て
非
な
る
 

も
の
で
あ
る
と
、
い

う

よ

う

に
対
応
す
る

よ

う

に
思
う
。
し
か
し
、
そ

 

う
言
い
切
る
の
は
私
は
反
対
で
す
。
や
は
り
両
者
が
緊
張
関
係
に
あ
る
 

と
思
い
ま
す
。

司
会
者
時
間
が
経
ち
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
う
少
し
時
間
を
と
っ
て
、

I 

田
中
さ
ん
の
ぺ
ー
パ
I
に
つ
い
て
の
a

g

の
大
切
な
ご
質
問
が
あ
れ
ば
94 

ど
う
ぞ
。 

一 

本
多
そ
の
非
連
続
性
と
い
う
点
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
j

た
ち
 

に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
の
で
す
が
、
あ
る
機
<
}3=
:
に
ト
マ
ス
の
原
典
を
よ
く
 

調
べ
て
み
ま
し
た
ら
、
ト
マ
ス
の
言
つ
て
い
る

ア
ナ
ロ
ギ
ア
.
セ
ク
ン
 

ド
ゥ
ム
•
エ
ッ
セ
と
い
う
の
に
は
、
パ
ル
ト
と
ど
こ
が
違
う
の
か
と
思
 

う
く
ら
い
非
連
続
性
の
契
機
が
は
っ
き
り
出
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
 

け
ち
ょ
つ
と
申
し
あ
げ
た
い
。

秋
月
私
も
一
言
。
あ
な
た
が
自
然
外
道
の
自
然
と
。
あ
の
場
合
は
 

自
然
外
道
で
な
く
て
自
然
外
道
な
の
で
す
ね
。
自
然
と
い
う
時
に
は
ど
 

う
し
て
も
親
鸞
の
自
然
法
爾
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

私
は
逆
対
広
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
た
た
め
に
、
み
な
さ
ん
何
か



逆
対
応
の
論
理
で…

…

不
明…

…

僕
は
務
台
理
作
に
従
っ
て
、
場
所
的
 

自
己
限
定
の
中
心
の
結
び
目
を
と
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
逆
対
応
だ
と
言
っ
 

た
の
で
す
。
要
す
る
に
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
 

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
限
界
と
か
何
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
で
言
 

い
出
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
や
っ
ぱ
り
場
所
的
逆
対
応
で
、
単
 

な
る
逆
対
応
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
み
な
さ
ん
不
可
逆
の
問
題
で
も
そ
 

う

と

っ
て
く
る
か
ら
、
お
か
し
く
な
る
の
で
。
場
所
が
自
己
限
定
す
る
 

と
い
う
こ
と
が
発
出
論
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
、
要
す
る

こ
Cそ

れ
に
ひ
っ
か
け
て
田
中
さ
ん
に
考
え
て
頂
き
た
い
の
は
、
あ
な
た
 

が
言
う
自
然
で
す
ね
、
い
わ
ゆ
る
親
鸞
の
自
然
で
す
ね
。
阿
弥
陀
と
い
 

う
の
は「

自
然
の
料
を
知
ら
せ
ん
た
め
の
料」
だ
と
ま
で
言
い
切
っ
た
 

そ
の
自
ね
然
で
す
ね
。
そ
の
自
然
が
現
成
す
る
こ
と
が
逆
対
応
な
の
だ
と
 

そ
う
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
逆
対
応
が
場
所
的
逆
対
応
と
い
う
。
だ
 

か
ら
単
な
る
逆
対
応
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
宗
教
論
じ
ゃ
な
い
 

の
で
あ
っ
て
、
宗
教
論
は
自
己
が
生
ず
る
こ
と
が
世
界
が
生
ず
る
こ
と
 

だ
と
、
創
造
的
世
界
の
創
造
的
契
機
に
な
る
こ
と
、
神
の
も
の
と
な
っ
 

て
見
、
神
の
も
の
と
な
っ
て
行
う
こ
と
が
逆
対
応
な
の
だ
と
僕
は
言
い
 

た
ぃ
。 

.

そ
う
す
る
と
、
あ
な
た
の
言
っ
た
親
鸞
の
自
然
が
逆
対
応
か
ら
出
て
 

く
る
の
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
自
然
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
あ
な
た
が
{|不
 

教
哲
学
の
中
で
受
け
と
め
る
か
。
そ
し
て
そ
う
い
う
場
所
の
理
解
が
、

私
が
清
水
博
さ
ん
に
繰
り
返
し
巻
き
返
し
言
っ
て
い
る
新
し
い
、
あ
な
 

た
が
い
ま
西
谷
先
生
は
十
九
世
紀
だ
と
言
わ
れ
た
、
そ
の一

一
十
世
紀
の
 

自
然
科
学
の
中
の
問
題
に
、
僕
は
清
水
博
さ
ん
に
そ
れ
ば
っ
か
り
言
っ
 

て
る
の
で
す
ね
。
科
学
す
る
主
体
が
問
題
な
ん
で
す
。
自
然
法
爾
は
逆
 

対
応
的
主
体
で
は
じ
め
て
で
き
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
い
ま
の
ニ
 

紀
の
、
現
在
の
自
然
科
学
の
最
先
端
の
問
題
に
場
所
的
逆
対
応
が
関
わ
 

る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
。
要
す
る
に
場
所
的
逆
対
応
的
に
、
私
が
創
造
的
 

世
界
の
我
な
し
と
い
う
こ
と
で
我
を
確
立
す
る
こ
と
で
私
が
|1
造
的
契
 

機
に
な
る
。
神
の
も
の
に
な
る
。
そ
こ
で
見
て
行
う
こ
と
で
自
然
科
学
 

の
い
ま
の
問
題
が
、
何
か
展
開
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
西
田
 

哲
学
と
自
然
科
学
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
何
か
科
学
の
現
場
で
、
私
 

み
た
い
に
問
題
に
し
て
、
そ
れ
を
田
中
さ
ん
に
問
題
に
し
て
教
え
て
も
 

ら
い
た
い
。
こ
れ
は
僕
の
注
文
で
す
。

司
会
者
田
中
さ
ん
へ
の
ご
質
問
は一

応
こ
れ
で
、…

…

。

い
ま
の
無
の
ア
ナn

ギ
ア
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
点
に
関
し
 

て
、
田
中
さ
ん
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
ア
ナ
ロ
ギ
ア
、
そ
れ
が
結
び
つ
く
 

形
と
し
て
無
の
ア
ナ
口
ギ
ア
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
の
必
然
性
 

と
い
う
の
が
、
課
題
が
は
っ
き
り
自
覚
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
 

そ
れ
に
関
し
て
本
多
さ
ん
か
ら
と
秋
月
さ
ん
か
ら
と
、
問
題
の
性
質
と
 

し
て
非
常
に
近
い
形
の
問
題
の
性
質
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

田
中
そ
れ
も
私
自
身
に
対
す
る
公
案
と
し
て
受
け
取
り
ま
す
。
本
多
 

先
生
と
は
い
ろ
い
ろ
論
争
し
て
お
り
ま
す
の
で
。
ま
だ
秋
月
先
生
に
は
、
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親
*

の
自
然
法
爾
は
や
っ
ぱ
り
逆
対
^
か
ら
出
る
と

。

そ
れ
を
、
そ
の
 

逆
対
応
か
ら
と
い
う
の
は
我
々
に
と
っ
て
先
な
る
も
の
か
ら
く
る
逆
対
 

応
、
先
な
る
も
の
の

;̂
^応
で
あ
る
か
、
我
々
の
逆
対
応
か
ら
、
そ
れ
 

を
踏
ま
え
て
自
然
法
爾
に
な
る
と
か
、
そ
う
で
は
な
く
て
法
性
法
身
で
 

す
か
、
形
も
な
い
色
も
な
い
そ
の
も
の
の
中
に
^

^

が
あ
っ
 

て
、
そ
ち
ら
か
ら
く
る
の
か
。
そ
れ
白
身
は
、
や
は
り
あ
と
の
方
で
は
 

な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
我
々
の
方
で
逆
対
応
的
に
接
す
る
 

と

い

う

、
そ
し
て
そ
こ
で
そ
れ
か
ら
自
然
法
爾
と

い

う

こ
と
で
は
な
い
 

と

、

そ

う

い

う
ふ
う
に
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
そ
れ
で
自
然
科
学
か
と
い
う
と
、
私
は
あ

ま

り
そ
こ
ま
で
自
 

然
科
学
に
期
待
し
て
な
い
の
で
。
自
然
科
学
が
関
わ
り
得
る
問
題
、
つ
 

ま
り
そ
こ
で
言
う
逆
対
応
と
い
う
の
は
我
々
の
霊
的
な
_

を
我
々
が
 

自
然
観
察
と
同
じ
よ
う
に
、
厳
正
な
_

と
し
て
そ
れ
に
接
す
る
と
い
 

う
点
で
は
共
通
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
直
接
自
然
科
学
と
し
て
対
応
す
る
 

か
ど
う
か
は
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
う
 

い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

秋

月

私

は
^

h

す
る
主
体
。
そ
れ
が
問
題
だ
と
思
っ
て
。
僕
は
田
辺
 

先
生
の
否
定
面
ば
か
り
言
っ
て
る
。
け
れ
ど
も
田
辺
先
生
が
既
に
言
っ
 

て

る

こ

と
な
の
で
、
そ
れ
を
自
然
；

の
方
が
受
け
止
め
て
な
い
、
 

そ
れ
を
受
け
止
め
て
く

れ

と

、
僕
は
言
っ
て

る

わ
け
で
す
。

田
中
本
多
先
生
の
卜
マ
ス
の
存
在
の
類
似
に
は
i

契
機
が
入
っ
て
 

い
る
の
で
、
私
は
力
卜
リ
ッ
ク
で
あ
る
の
に
パ
ル
卜
な
ど
読
ん
で
曲
解
 

し
て
る
の
で
は
な
い
か(

I

同
笑
い)

と
い
う
。
実
は
カ
ト
リ
ッ
ク
だ

か
ら
パ
ル
ト
を
読
ん
で
い
る
の
で
す
。
や
は
り
だ
い
た
い
ヵ

ト

リ

ッ

ク

 

は
パ
ル
卜
な
ど
読
ま
な
い
の
で
す
ね
。
バ
ル
ト
や
っ
て
い
る
人
は
力
卜
 

リ
ッ
ク
な
ん
か
全
然
興
味
を
持
た
な
い
わ
け
で
す
。
私
の
考
え
て
る
力
 

卜
リ
ッ
ク
は
さ
に
あ
ら
ず
。…

…

例
外
が
あ
る
の
で
す
。…

…

不
明
 

田
中
即
の
理
論
に
関
し
て
。
本
多
先
生
は
特
に
即
非
と
い
う
否
定
契
 

機
を
強
調
さ
れ
ま
し
て…

…

不
明
 

本
多
同
じ
こ
と
な
の
で
す…

…

。

田
中
そ
れ
は
何
か
ち
ょ
っ
と
。…

…

つ
ま
り
存
在
の
類
比
と
言
っ
た
 

時
に
も
う
既
に
卜
マ
ス
は
1

契
機
を
考
え
て
い
く
。
だ
か
ら
む
し
ろ
、
 

こ

う

い

う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
パ
ル
卜
の
言
っ
て
い
る
信
仰
の
類
 

比
と
い
う
の
は
存
在
の
類
比
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
一 

そ
の
働
き
と
し
て
信
仰
の
類
比
が
出
て
く
る
の
で
な
い
。
バ
ル
卜
は
働
邠

 

き
だ
け
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
パ

ル

ト

で

あ

っ

一

 

た
け
れ
ど
も
信
仰
の
類
比
と
い
う
こ
と
は
究
極
に
は
存
在
の
類
比
に
基
 

礎
づ
け
ら
れ
る
し
、
存
在
の
類
比
の
中
に
否
定
契
機
は
あ
る
の
だ
と
い
 

う
の
だ
け
れ
ど
も
。
私
は
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
考
え
が
違
っ
て
、
パ
 

ル
卜
の
方
が
核
心
を
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

本
多
議
論
は
あ
ま
り
し
た
く
な
い
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
頂
き
 

た
い
点
を
あ
と
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
。
卜
マ
ス
の
文
を
。
そ
れ
で
 

考
え
て
頂
け
れ
ば
と…

…

。

司
会
者
感
想
で
す
け
ど
ね
。
も
う
そ
ろ
そ
ろ
司
会
者
の
看
板
を
や
め
 

さ
せ
て
頂
く
よ
う
に
し
て
。

い

ま

お

つ

し

ゃ

つ

た

と

こ

ろ

か

ら

う

と

、

は

即

で

あ

る

、

そ



れ
は
確
か
に
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
し
か
し
即
非
は
即
だ
と
言
っ
 

て
し
ま
う
、
お
そ
ら
く
田
中
さ
ん
が
見
出
し
た
い
と
い
う
問
題
が
出
て
 

く
る
と
思
う
の
で
す
け
ど
。
で
す
か
ら
即
非
は
即
だ
と
言
う
と
同
時
に
 

も
う
即
は
即
非
で
あ
る
と
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
と

 

思
う
の
で
す
け
ど
。
し
か
し
そ
こ
は
や
は
り
、
絶
え
ず
転
換
し
て
と
い
 

う
こ
と
を
面
倒
く
さ
い
だ
け
で
言
わ
な
い
と
や
は
り
、
存
在
の
有
の
ア
 

ナ

ロ

ギ
ア
と
い
う
形
に
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
受
け
取
る
時
 

に
や
は
り
、
連
続
性
が
強
く
出
て
く
る
。
，も
と
も
と
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
い
 

う
こ
と
自
身
が
、
僕
は
全
く
第
三
者
で
す
か
ら
、
門
外
漢
だ
け
れ
ど
も
、 

や
は
り
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
も
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
等
し
く
な
い
も
の
 

の
等
し
さ

と

か
、
西
田
の
言
葉
で
言
い
直
し
た
ら
単
純
に
出
る
時
の
連
 

続
性
、
そ
れ
を
確
立
す
る
と
い
う
で
す
ね
。
し
か
し
、
田
中
さ
ん
の
セ
 

ン
ス
か
ら
す
る
と
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
.
エ
ン
テ

ィ
ス
の
場
合
に
は
非
連
続
 

の
連
続
と
い
う
時
の
対
応
の
仕
方(

逆
対
応
に
対
し
て
言
ぇ
ば
正
対
応)

の
形
に
な
る
。
そ
こ
を
や
っ
ぱ
り
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
入
る
形
で
考
え
た
 

い
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
。

だ
け
ど
こ
ん
ど
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
形
で
無
と
い
う
こ
と
を
出
し
 

た場そのアナ

ロ
ギ
ア
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
 

い
う
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
。

そ
れ
と
、
も
う
ひ
と
つ
問
題
は
.

。

本
多
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
問
題
で
、
無
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
は
い
っ
た
い
何
 

ぞ
や
と
。
し
か
し
田
中
さ
ん
が
言
お
う
と
し
て
る
こ
と
は
感
じ
ま
す
。

た
だ
ト
マ
ス
の
中
に
は
田
中
さ
ん
が
言
お
う
と
し
て
い
る
無
の
ア
ナ
ロ
 

ギ
ア
と
い
う
か
、
こ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
入
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
 

司
会
者
で
は
ま
た
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
き
ち
ん
と
教
え
て
頂
い
て
。

さ
き
ほ
ど
の
小
野
寺
さ
ん
の
ご
発
表
の
時
に
大
切
な
、
是
非
と
も
と
 

い
う
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
こ
こ
で
短
い
時
間
を
と
っ
て
、
小
 

野
寺
さ
ん
へ
の
ご
質
問
を
お
持
ち
の
方
は
ご
く
$

に
お
っ
し
ゃ
っ
て
 

頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

和

田
.

さ
き
の
パ
ン
*
エ
ン
テ
ィ
ス
ム(

万
有
在
神
論)

と
い
う

こ
と
、
そ
れ
か
ら
神
を
無
の
場
所
と
し
て
考
え
た
あ
の
考
え
方
が
、
西
 

田
の
い
ま
の
無
の
場
所
に
お
け
る
創
造
性
と
い
う
と
こ
ろ
が
同
じ
で
な
 

い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
ん
な
ふ
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
、 

そ
れ
を
ひ
と
こ
と
お
訊
き
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。

小

野

寺

マ~

ル
ブ
ラ
ン
シ
ユ
が
影
響
し
て
る

と

い

う

こ

と

は私
な
ん
 

か
で
読
ん
だ
の
で
す
ね
。
是
非
そ
の
こ
と
を
確
か
め
た
い
と
思
っ
て
い
 

ま
す
が
、
文
献
が
分
か
ら
な
く
て
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
し
て…

…
' 

田
中
何
で
読
ん
だ
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
ど
ね
、
そ
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
 

得
た
よ
う
な
こ
と
を
批
評
か
何
か
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
だ
 

け
ど
も
マ
ー

ル
ブ
ラ
ン
シ
ユ
は

ど
こ
で
そ
れ
を
言
っ
て
る
の
か
、
文
献
 

が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
最
近
の
井
-

乂
が
盛
ん
に
ア
ナ
ロ
ギ
ア. 

エ
ン
テ
イ
ス
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
の
で
、
な
お
知
り
た
い
と
思
い
ま

す司
会
者
で
は
宿
題
に
し
ま
し
ょ
ぅ
か
。
そ
れ
を
。
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僕
も
ひ
と
つ
質
問
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
質
問
と
い
う
よ
り
、
肝
心
 

な
と
こ
ろ
三
位一

体
の
神
学
に
つ
い
て
な
ん
で
す
。
あ
な
た
は
特
に
三
 

位
一
体
の
場
所
の
神
学
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
で
、
ど
う
し
て「

場
所」

 

と
い
う
こ
と
を
特
に
言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
そ
の
こ
と
と
、 

場
所
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
時
に
、
ど
う
し
て
絶
対
無
の
場
所
と
い
う
 

こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
形
式
 

的
だ
け
れ
ど
も
根
本
的
な
問
題
と
な
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

小
野
寺
じ
つ
は
先
週
、
ネ
メ
シ
ヱ
ギ
神
父
に
会
い
、
そ
こ
で
ひ
と
こ
 

と

「

三
位
一
体
の
場
所」

と
言
っ
た
の
で
す
。
そ
し
た
ら
ネ
メ
シ
ヱ
ギ
 

神
父
が「

何
故
場
所
で
す
か」

と
言
わ
れ
た
。

司
会
者
お
そ
ら
く
そ
う
な
る
と
思
い
ま
す
ね
。

小
野
寺
と
こ
ろ
が
ネ
メ
シ
ヱ
ギ
神
父
の
い
ま
ま
で
の
著
作
が
十
何
冊
 

ぐ
ら
い
あ
る
の
で
す
。
神
父
は
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
研
究
が
あ
る
わ
け
で
す
。
 

そ
れ
で
三
位I

体
の
重
要
性
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
 

ネ
メ
シh

ギ
神
父
の
展
開
を
見
ま
す
と
、
少
し
も
神
学
的
学
問
の
展
開
、 

つ
ま
り
西
田
の
主
語•

述
語•

啓
示
と
い
う
、
あ
あ
い
う
場
で
す
ね
、

西
田
が
研
究
し
た
、
そ
う
い
う
展
開
が
全
然
な
い
ん
で
す
ね
。

司
会
者
そ
の
場
合
、
西
田
の
こ
と
か
ら
考
え
て
い
く
と
そ
う
な
る
け
 

れ
ど
も
、
三
位|

体
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
ど
う
し
て
三
位1 

体
の
場
所
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
そ
こ
が
は
っ
 

き
り
出
せ
な
い
と
。
例
え
ば
い
ま
の
場
合
だ
っ
た
ら
、
ネ
メ
シ
ヱ
ギ
神
 

父
さ
ん
に
対
し
て
場
所
と
い
う
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
必
然
 

性
の…

…

小
野
寺
だ
か
ら
三1

の1

と
い
う
と
こ
ろ
が
、
じ
つ
は
わ
た
し
な
ん
 

か
、「

の
場
所」

と
言
っ
て
、
ま
た
別
に
言
い
直
す
こ
と
は
な
い
と
思
 

う
の
で
す
ね
。場
所
性
に
つ
い
て
の
自
覚
が
な
い
と
。
だ
か
ら
そ
れ
で
、 

そ
こ
を
強
調
し
て
る
間
に
、
三
位
一
体
の
場
所
と
言
っ
た
の
で
す
。
と
 

こ
ろ
が
実
際
は
、
上
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
三1

と
い
う
、
そ
 

こ
だ
と
思
う
の
で
す
。

司
会
者
そ
し
て
三1

と
い
う
こ
と
だ
け
な
ら
ば
、
ず
っ
と
も
う
、
長
 

い
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
の
歴
史
の
中
で
本
当
に
讓
論
し
尽
く
さ
れ
て
い
 

る
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
小
野
寺
さ
ん
が
言
い
た
い
時
は
何
か
も
う
ひ
と
 

つ
プ
ラ
ス•

ア
ル
フ
ァ
ー
が
あ
る
に
相
違
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

小
野
寺
そ
こ
が
う
ま
く
言
え
ま
せ
ん
。

司
<
3X
者
ち
ょ
っ
と
そ
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
。
 

場
所
と
い
う
こ
と
を
特
に
言
わ
れ
る
必
然
性
を
三

位一

体
の
理
解
の
方
 

か
ら
論
議
し
て
お
ら
れ
る
。
西
田
で
は
、
そ
う
な
っ
て
い
る
か
ら
、
と
 

い
う
形
だ
と
思
う
ん
で
す
。
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
は
そ
れ
で
い
い
と
思
う
 

ん
で
す
が
、
出
し
方
と
し
て
、
た
ぶ
ん
問
題
が
残
り
は
し
な
い
か
と
。
 

小
野
寺
は
い
。

司
会
者
そ
れ
で
は一

応
こ
れ
で
午
後
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
質
問
 

は
終
え
る
形
に
な
り
ま
し
た
。

最
後
に
ち
ょ
っ
と
時
間
を
頂
く
こ
と
に
し
ま
す
。
ま
ず
、
こ
ん
ど
は
 

質
問
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
こ
の
三
日
間
を
通
し
て
、
こ
と
に
西
 

田
哲
学
と
の
対
話
と
い
う
形
で
携
わ
っ
た
よ
う
な
ひ
と
つ
の
プ
ロ
ダ
ラ
 

ム
。
こ
れ
は
あ
る
連
関
を
も
っ
て
組
ま
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
け
れ
ど

- 9 8 -



も

、

全
体
を
通
し
て
、
何
か
特
に
お
感
じ
に
な
っ
た
こ

と

、
特
に
疑
問
 

に
な
っ

た

こ

と

、

あ

る

い

は

こ

うす
べ
き
で
あ

っ

た

と

思

う

と

い

う

よ

 

う

な

こ

と

、

あ

る

い

は今
後
の
参
考
の
た
め
に
、
あ

る

い

は

ボ

ス

ト

ン

 

で
の
発
表
に
対
す
る
い
ろ
ん
な
意
味
で
の
準
備
の
た
め
に
、
何
か

ヒ

ン

 

ト
な
り

、

助
言
な
り

、

そ

う

い

う

こ

と

をお
聞
き
で
き
れ
ば
と

思
い
ま

 

す
。

本
多
ボ
ス
ト
ン
国
際
学
会
で
発
表
さ
れ
る
方
だ
け
が
そ
の
相
互
理
解
 

の
た
め
に
こ

の

学
会
を
利
用
し
て
、
こ
う
い
う
形
で
や
っ
た
ら
い
い
の
 

で
は
な
い
か
。
と
い
う
こ

と

を
昨
年
の
理
事
会
で
提
案
し
た
の
が
私
な
 

ん

で
す
。
私
は
学
会
の
参
加
を
お

り

ま

し

た
け
れ
ど
も
。
こ
う
い
う
特
 

殊
な
理
由
で
今
回
は
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
の
印
象
は
、
大
 

変
い
い
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
討
論
の
時
間
が
短
く
て
、
発
表
者
 

も
随
分
欲
求
不
満
が
残
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

川
村
こ
の
時
間
に
申
し
あ
げ
る
の
が
適
当
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
 

が
、
例
え
ば
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ヱ
ル
ス
先
生
が
お
述
べ
に
な
っ
て

い

ら

っ
 

し

ゃ

る
よ
う
に
、
八
木
先
生
と
f

先
生
が
i

な
さ
つ
て

い

ら
つ
し
ゃ
 

い
ま
す
中
に
は
出
て
い
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
言
わ
せ
て
頂
く
の
で
す
 

が
。
三
位
一
体
論
が
出
ま
し
た
時
に
、
禅
と
西
田
哲
学
と
い
う
よ
う
な
 

場
合
に
三
身
論
と
い
う
の
が
仏
教
に
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
ヴ
ァ
 

ル
デ
ン
フ
ヱ
ル
ス
先
生
な
ん
か
、
ず
っ
と
大
き
な
；

を
書
い
て
い
ら
っ
 

し
ゃ
い
ま
し
て
、
拝
見
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
問
題
は
仏
 

教
の
方
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。•

東
西
宗
教
交
流
^MW

報
告〈

一

司
会
者
三
一
論
、
三
身
論
、
そ
う
い
う
問
題
を
問
題
と
し
て
仏
教
の
 

方
を…

…

◦

川
村
そ
う
い
う
こ
と
が
出
な
い
の
が
私
は
不
思
議
で
。

司
会
者
出
な
い
の
は
、
と
い
う
の
は…

…

。

川
村
例
え
ば…

…

不
明…

…

禅
宗
で
、
法
身
•
化
身
-
応
身
と
い
う
 

形
で
、
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ

ヱ

ル

ス
先
生
な
ん
か
は
、
欧
米
か
ら
見
る
と

問
 

題
が
あ
っ
て
、
仏
教
の
方
か
ら
は
あ

ま

り
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
 

う
が
。

司
会
者
三
身
論
と
三
位一

体
論
と
の
間
に
パ
ラ
レ
ル

な

考
え
方
が
あ
 

る
。
そ
の
問
題
も
仏
教
の
方
か
ら
出
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
 

い
う
こ
と
で
す
ね
。 

I 

川
村
例
え
ば
ア
メ
リ
ヵ
に
行
っ
た
時
に
。
そ
れ
が
問
題
に
な
っ
て
な
99 

い
の
は
、
何
か
私
は
不
思
議
な
気
が
い

た

し

ま

す

。
す
ぐ
そ
こ
に
さ
っ

一
 

と
目
が
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
す
の
で
三
位1

体
論
と
こ
ち
ら
は
三
身
論
 

に
関
心
が
向
く
。
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ヱ
ル
ス
先
生
も
同
じ
と
思

い

ま

す

。
 

司
会
者
三
位
一
体
と
い
う
こ
と
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
は
っ
き

り

出
て
 

き
た
の
は
、
小
野
寺
さ
ん
の
関
係
の
こ
と
で
す
ね
。
基
本
的
に
は
西
田
 

哲
学
と
の
対
話
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
を
最
初
か
ら
主
題
に
す
る
 

と
か
、
そ
う
い
う
形
で
な
く
て
。
だ
か
ら
小
野
寺
さ
ん
の
場
合
も
や
は
 

り
場
所
と
い
う
こ
と
が1

つ
の
媒
介
に
な
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
で
場
所
 

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
三
位
一
体
の
場
所
と
い
う
こ
と
で
出
て
 

く

る

で

あ

ろ

う

と

、

そ

う

い

う形
で
あ
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
必
ず
し
も



仏
教
の
方
か
ら
ね
、
仏
&

珊(

三
身
論)

を
そ
れ
に
絡
め
て
る
必
要
は
 

な
か
つ
た
と
い
う
気
も
し
ま
す
。
だ
け
れ
ど
も
私
は
当
然
あ
る
か
ら
、
 

適
当
な
場
面
で
は
大
い
に
出
し
て
そ
う
い
う
議
論
は
さ
る
べ
き
だ
と
思
 

い
ま
す
。

小
野
寺
三
身
論
を
何
で
論
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
。

川
村
国
際
宗
教
哲
学
研
究
会
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
中
 

に
講
演
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
時
の
論
文
で
、…

…

不
明…

…

と
い
 

う
雑
誌
の
中
に
出
て
お
り
ま
し
た
。

司

会

者

1

時
に
な
り
ま
し
た
の
で
一
応
こ
れ
で
や
め
さ
せ
て
頂
き
ま
 

す
。

た
だ
五
分
間
だ
け
問
題
を
思
い
出
す
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

西
田
哲
学
と
の
対
話
と
い
う
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
西
田
哲
学
と
対
話
 

す
る
こ
ち
ら
に
は
、
実
際
は
も
ち
ろ
ん
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
考
え
ら
 

れ
る
し
、
仏
教
の
中
で
も
禅
と
浄
土
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
も
フ
ロ
 

テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ソ
リ
ツ
ク
、
そ
う
い
う
こ
と
が
前
提
と
し
て
も
う
議
 

論
の
シ
チ
ユ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
そ
う
い
う
こ
と
が
入
つ
て
い
る
。
だ
 

か
ら
お
の
ず
か
ら
西
田
哲
学
と
の
対
話
の
中
で
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
、
 

あ
る
い
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
、
そ
の
対
話
、
こ
う
い
う
 

形
を
と
つ
て
き
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
ま
し
て
も
西
田
哲
学
と
の
対
話
と
い
う
形
、
西
 

田
哲
学
が
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
所
似
で
す
ね
。
こ
れ
は
ボ
ス
ト
ン
で
 

は
こ
う
な
る
と
い
う
形
で
勿
論
出
て
き
ま
し
た
し
、
そ
れ
は
必
然
的
な
 

も
の
で
あ
る
、
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
大
iHI
提
に
な
つ
て

我
々
に
は
理
解
し
て
る

わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
や
は
り
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
 

ど

う

し

て

つ

ま

り
西
田
哲
学
か
。
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
共
に
そ
の
シ
 

チ

ユ

エー

シ
ョ
ン
の
巾
で
、
ど

う

し

て
西
田
哲
学
と
の
対
話
と
い

う

こ
 

と
が
必
要
に
な
っ
て
く

る

か
。
そ
の
意
義
を
や
っ
ぱ
り
は
っ
き
り
と
問
 

題
と
し
て
自
覚
し
な
お
す
と

い

う
必
要
が
あ

る

と
思
い
ま
す
。

そ
の
場
合
、
西
田
哲
学
の
中
に
は
や
っ
ぱ
り
、
哲
学
と
い
う
こ
と
を
 

基
本
的
に
は
真
剣
に
受
け
取
る
べ
き
こ
と
と
し
て
入
っ
て
い
る
と
思
い
 

ま
す
。
そ
し
て
ま
た
西
田
哲
学
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
て
、
つ
ま
り
 

宗
教
と
哲
学
と
の
対
話
と
い
う
、
そ
れ
が
宗
教
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
 

味
を
も
つ
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
上
で
何
故
西
田
な
の
か
と
い
う
こ
と
。
そ
の
こ
と
は
み
 

ん
な
自
明
で
、
前
提
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
と
は
言
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
 

や
は
り
議
論
の
仕
方
を
は
っ
き
り
導
い
て
い
く
者
と
し
て
は
、
そ
う
い
 

う
こ
と
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
自
覚
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
随
分
違
っ
て
 

く
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
前
提
に
な
っ
て
た
こ

と
 

だ
け
れ
ど
も
、
も
う
一
度
そ
れ
を
は
っ
き
り
問
題
と
し
て
問
い
直
す
こ
 

と
が
必
要
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。

質

f
H
J

い
う
と
^

®

田
か
と
い
っ
 

た
時
に
、
き
ょ
う
の
田
中
さ
ん
の
場
合
だ
と
、
非
常
に
田
辺
哲
学
が
大
 

き
く
出
て
く
る
し
、
途
中
で
は
度
々
の
西
谷
先
生
の
こ
と
に
も
触
れ
ら
 

れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
何
故
西
田
哲
学
か
と
い
う
、
西
田
を
取
り
上
げ
 

る
場
ム
口
の
問
題
意
識
の
中
に
は
、
や
は
り
田
辺
と
か
西
谷
と
か
、
そ
う
 

い
う
こ
と
が
同
時
に
視
野
に
入
っ
て
く
る
よ
う
な
、
ひ
と
つ
の
連
関
と
 

い

う

も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
名
付
け
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
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て
は
京
都
学
派
と
い
う
よ
う
に
名
付
け
て
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
 

し
か
し
こ
れ
は
別
に
名
付
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
 

し
、
そ
う
い
う
名
付
け
自
身
が
問
題
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
 

し
か
し
何
れ
に
し
て
も
西
田
、
田
辺
、
西
谷
と
い
う
ふ
う
に
出
て
き
た
 

と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
に
共
通
し
て
、
ど
 

う

し

て
そ
う
い
う
人
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
対
話
 

の
場
を
構
成
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
。
そ
の
理
由
の
よ
う
な
も
の
、
 

そ
こ
が
ひ
と
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
内
容
的
に
言
え
ば
、
今
ま
で
西
田
哲
学
と
い
う
形
で
考
え
 

て
き
た
わ
け
で
す
が
、
や
は
り
何
と
い
っ
て
も
こ
れ
が
大
前
提
の
こ
と
 

な
の
で
す
が
、
西
田
哲
学
を
素
朴
な
意
味
で
き
ち
ん
と
勉
強
す
る
こ
と
 

で
す
ね
。
安
易
な
気
持
ち
を
持
ち
難
い
と
思
う
の
で
す
ね
。

さ
っ
き
小
野
寺
さ
ん
の
時
に
、
最
初
に
個
人
的
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
、
 

そ
の
時
に
、
秋
月
さ
ん
や
上
田
は
幸
福
で
あ
る
と
、
い
う
よ
う
な
こ
と
 

も
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
僕
も
幸
福
っ
て
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
な
あ
 

と
。
む
し
ろ
何
と
言
う
か
、
意
気
阻
喪
し
た
よ
う
な
ね
。
し
か
し
小
野
 

寺
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
り
た
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
時
非
常
に
直
接
な
言
 

い
方
で
、
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
苦
労
し
た
か
と
い
う
、
そ
の
こ
と
を
お
っ
 

し
ゃ
り
た
か
っ
た
。
そ
れ
は
よ
く
分
か
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
苦
労
が
 

幸
福
だ
と
言
わ
れ
た
。
し
か
し
私
に
関
し
て
言
え
ば
、
京
都
で
も
あ
る
 

し
、
ず
っ
と
西
田
を
拝
し
た
り
、
そ
う
い
う
中
で
勉
強
し
て
き
た
と
い

う
こ
と
は
言
え
る
。
け
れ
ど
も
、
西
田
に
関
し
て
言
え
ば
、
西
田
の
近
 

く
に
そ
う
い
う
意
味
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
西
田
の
理
解
を
容
 

易
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
む
し
ろ
僕
と
し
て
は
非
常
に
 

強
調
し
た
い
こ
と
な
ん
で
す
。

小
野
寺
さ
ん
が
い
ま
三
十
年
経
っ
て
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
三
十
年
 

と
い
う
と
、
僕
に
と
っ
て
も
、
僕
は
1

時
代
か
ら
既
に
三
十
年
ど
こ
 

ろ
か
四
十
年
も
実
際
に
経
っ
て
る
。
そ
れ
で
も
僕
と
し
て
は
決
し
て
、
 

分
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
は
到
底
言
え
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
の
僕
が
時
々
 

コ

メ

ン
ト
し
た
り
す
る

一一一一ロ

葉
が
、
い
か
に
も
上
田
が
西
田
を
分
か
っ
て
 

い
る
と
思
つ
て
話
を
し
て
い
る
と
、
ひ
ょ
つ
と
し
た
ら
そ
う
い
う
印
象
 

を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
、
そ
の
点
に
は
僕
と
し
て
反
省
し
 

て
い
ま
す
。

し
か
し
い
ま
で
も
私
は
い
ま
ま
で
に
読
ん
で
き
た
テ
キ
ス
ト
で
最
も
 

む
ず
か
し
い
の
は
西
田
哲
学
で
す
ね
。
何
べ
ー
ジ
読
ん
で

も
殆
ど
数
べ
I 

ジ
に
わ
た
っ
て
分
か
ら
な
い
。
今
で
も
全
く
そ
の
通
り
な
の
で
す
。
た
 

だ

し

か

し

、
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
読
ま
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
が
 

問
題
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
問
題
と
西
田
が
格
闘
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
 

の
問
題
を
ど
う
い
う
形
で
問
題
に
し
て
い
く
か
と
い
う
、
何
と
言
う
か
、
 

哲
学
の1

言
葉
み
た
い
な
も
の
で
は
な
い
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
 

す
ね
。
ヨ
1
D
ッ
パ
の
$

の
長
い
の
中
で
！

さ
れ
て
き
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
哲
学
的
な
文
法
も
そ
の
ま
ま
使
え
な
い
し
、
西
田
自
身
が
そ
 

ぅ
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
と
い
の
中
で
育
つ
て
き
た
、
そ
し
て
み
ず
か
ら
自
覚
的
に
受
容
し
て
き
た
東

-
-

-

—
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西
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洋
の
伝
統
の
言
葉
、
そ
れ
で
も
語
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
ま
さ
 

に
、
そ
う
い
う
両
方
の
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
事
態
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
 

の
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
事
態
そ
の
も
の
を
自
分
の
事
態
と
す
る
と
い
う
 

こ

と

か

ら
出
て
き
た
考
え
方
な
の
で
す
。
僕
は
よ
く
零

っ

の
で
す
が…

…

 

不
明…

…

の
な
い
言
葉
で
西
田
は
語
ろ
う
と
す
る
、
何
故
か
と
い
う
と
、 

き
せ
る
方
法
が
な
い
こ
と
を
言
い
出
し
た
わ
け
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
そ
 

う
い
う
意
味
で
非
常
に
む
ず
か
し
い
。
た
だ
言
え
る
の
は
問
題
へ
の
同
 

感
が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
す
ね
。

歴
史
的
に
言
う
と
、
西
田
の
次
の
世
代
に
な
る
と
も
う
非
常
に
違
っ
 

て

く

る
。
ョー

ロ

ッ

パ
の
哲
学
を
い

う

も

の

の

研
究
と
し

て

も
非
常
に
 

進
ん
で
来
て
い
ま
す
。
西
田
の
持
っ
た
よ
う
な
、
か
み
砕
く
こ
と
を
不
 

可
能
に
す
る
よ
う
な
問
題
と
い
う
も
の
が
だ
ん
だ
ん
消
え
て
い
く
方
向
 

に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
や
は
り
西
田
の
 

問
題
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
少
な
く
と
も
セ
ン
ス
の
上
で
同
感
で
き
る
 

と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
と
、
な
か
な
か
西
田
の
勉
強
と
い
う
も
の
が
 

続
か
な
い
の
で
す
ね
。

「

場
所」

に
つ
い
て
が
一
番
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
西
 

田
が
場
所
と
い
う
こ
と
を
、
そ
も
そ
も
ど
う
し
て
言
う
よ
う
に
な
っ
た
 

の
か
と
い
う
、
そ
の
所
以
の
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
を
ど
う
摑
む
か
。
し
 

か
も
場
所
と
言
う
時
に
結
局
そ
れ
は
絶
対
無
の
場
所
と
い
う
こ
と
も
あ
 

る

し

。

そ
れ
か
ら
、
場
所
と
い

う

こ

と

に

も

う
ひ
と
つ
の
、
あ

ま

り
議
論
に
 

な
ら
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
西
田
が
場
所
と
言
う
時
に
は
、「

於

て
あ
る
場
所」

と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
ね
。
し
か
し
場
所
と
い
う
 

時
に
は
い
つ
も「

於
て
あ
る
も
の」

と
い
う
の
を
一
緒
に
考
え
る
。

「

於
て
あ
る
も
の」

と
い
う
の
は「

場
所
に
於
て
あ
る
も
の」

と
い
う
 

こ
と
で
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り「

個
物
は
1

に
対
し
て
個
物」

で
あ
る
、
 

そ
れ
が「

場
所
に
於
て
あ

る」

そ
れ
を
一
緒
に
、
そ
う
い
う
こ
と
も
西
 

田
の
場
所
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
 

ら
れ
ま
す
。

ま

あ

そ

う
い
う
ふ
う
な
問
題
が
あ

り

ま

し
た
し…

…

。
た
だ
西
田
に
 

つ
い
て
、
田
辺
哲
学
と
非
常
に
い
ろ
い
ろ
議
論
も
あ
る
し
、
問
題
は
大
 

変
で
あ
る
と
い
う
感
じ
で
す
。

秋

月

一

言
だ
け
。
あ
な
た
の
今
度
の『

西
田
幾
多
郎
を
読
む』

と

い

I 

う
本
で
、
い
ま
最
後
に
あ
な
た
が
言
っ
た「

場
所」

と
い
う
の
は
、
西

10
2 

田
哲
学
の
中
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
出
て
来
た
か
と
い
う
こ
と
を
、

一
 

実
に
よ
く
説
い
て
い
た
だ
い
た
。
私
は
あ
れ
、
是
非
英
訳
し
て
出
版
し
 

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

司
会
者
そ
れ
で
は
大
変
長
い
間
、
熱
心
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
し
て
 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ブ
ラ
フ
ト
み
な
さ
ん
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。

秋
月
龍
珉
著公

案
丨
実
践
的
禅
入
門
六
〇
〇
円 

ち
く
ま
文
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