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W

西
谷
に
お
け
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
空
の
立
場

長谷
正當

⑴
空
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

西
谷
の
宗
教
哲
学
の
根
幹
が

「
空」

の
思
想
であ
る

こ
と
は
改
め
て 

言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

『

根
源
的
主
体
性
の
哲
学

』

か

ら『

神 

と
絶
対
無

』

や

『

ニ
ヒ
リ
ズ
ム

』

を

へ

て『
宗
教
と
は
何
か

』

に
至
る 

ま
で
の
西
谷
の
思
索
の
歩
み
は
、
根
本
的
に
言
っ
て
空
の
思
想
を
巡
っ 

て
い
る
。
と
は
い
え
、
空
の
概
念
は
前
記
の
三
つ
の
著
作
に
お
い
て
表 

立
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し

か

し

、そ
れ
は
地
下
の 

見
え
な
い
深
層
で
成
長
し
続
け
た
の
で
あ
り
、

『

宗
教
と
は
何
か

』

に 

お
い
て
表
に
現
れ
出
る
に
至
っ
た
。

い
わ
ば
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
石
の 

圧
力
に
耐
え
て
成
長
し
た

「

光
芒
が
、
つ
い
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
突
き
破
っ 

て
地
表
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

空
の
思
想
は
、
若
い
西
谷
が
出
く
わ
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
®
ホ 

問
題
の
解
決
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
は
西
谷
に
と
っ 

て
単
に
一
つ
の

「

思
想」

と
言
う
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
西 

谷
は
空
の
思
想
と
は
言
わ
ず
、

「

空
の
立
場

」

と
言
う
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム

の
問
題
は
、
西
谷
が
た
ま
た
ま
取
り
組
ん
だ
一
つ
の

s
t

h
s

i

で
あ
っ 

た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
人
と
な
り
や
素
質
、
彼
が
置
か
れ
た
時 

代
状
況
に
よ
っ
て
、
否
応
無
し
に
彼
に
課
さ
れ
、
そ
し
て
彼
が
担
う
こ 

と
を
決
意
し
た
根
本
問
題
で
あ
り
、
西
谷
に
と
っ
て
い
わ
ば
運
命
と
も

-
 

言
う
べ
き
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
西
谷
が
悪
戦
苦
闘
の
末
に
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迪
り
着
い
た

「

空
の
立
場

」

も
、
西
谷
に
と
っ
て
自
己
の
存
在
の
根
底

一
 

に

探
り
当
て
た
花
阔
岩
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
大
地
の
底
に
連
な
る 

深
さ
と
確
か
さ
を
有
し
て
い
た
害
で
あ
る
。
こ
の

こ

と

を西
谷
自
身
は 

は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
た
。
先
ず
、
西
谷
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
空 

と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
の
接
点
が
、
空
の
思
想
を
如
何
な
る
も
の
と
し
て
表 

し

出
す
こ

と

に

なつ
た

か

、

と

い

う

こ

と

か

ら

見
る
こ

と

に

し

た

い

。

ニ
ヒリ
ズ

ム

は

西
谷
の
哲
学
の
中
心
を
貫
く
も
の
で

あ

っ

て
、
西
谷 

は
自
ら
の
哲
学
の
立
場
を
規
定
し
て
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ

「

ニ
ヒ 

リ
ズ
ム
を
通
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服

」

と
い
う
こ
と
に
な
る
、
と 

述
べ
て
い
る
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
彼
の
抱
え
た
問
題
は
哲
学
の
問
題
と 

し
て
も
極
め
て

「

難
し
い
問
題

」

で
あ
っ
て
、
容
易
に
解
決
す
る
こ
と



の
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
思
想
的
な
問
題
と
個
人
的
な 

問
題
と
が
絡
み
あ
っ
て
い
る
た
め
に
、
た
だ
努
力
し
て
行
け
ば
解
決
が 

つ
く
と
い
う
問
題
で
も
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
思
想
を
勉
強
し
て
も
問
題 

の
周
り
を
廻
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
な
か
な
か
接
触
し
な
い
。
そ
れ
で
、 

「

結
局
も
う
仕
様
が
な
く
て
、
思
想
と
は
全
く
麗
な
し
で
禅
で
も
や
っ 

て
み
よ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、

そ

こ

ま

で行
っ
て
は
じ
め
て
何 

か
少
し
ず
つ
解
決
の
途
が
見
え
て
き
た
。
そ
れ
が
一
体
何
を
意
味
す
る 

の
か
、
哲
学
と
し
て
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
今
も
っ
て
問 

題
で
す
け
れ
ど
も
。

」
(『

理
想』

一
九
七
六
、
三

)

と
、
阿
部
正
雄
氏
と 

の
対
話
の
な
か
で
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、

一

つ
の
問
題
に
長
年 

も
の
間
ず
っ
と
辛
抱
し
て
関
わ
る
と
い
う
西
谷
の
態
度
は
異
常
と
言
え 

な
い
ま
で
も
、
決
し
て
尋
常
で
は
な
い
。
物
事
に
関
わ
る
仕
方
や
態
度 

を
方
法
と
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
西
谷
の
哲
学
の
方
法
は
、
次
の 

ヴ
ヱ
ー

ユ
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「

哲
学
本 

来
の
方
法
は
、
解
決
不
可
能
な
問
題
を
、
そ
の
解
決
不
可
能
の
ま
ま
に 

明
白
に
理
解
し
、
次
い
で
余
分
の
も
の
を
混
じ
え
ず
、
そ
れ
ら
の
問
題 

を
じ
っ
と
、
飽
く
こ
と
な
く
、
何
年
間
も
、
ど
ん
な
望
み
も
抱
か
ず
、 

た
だ
待
望
し
つ
つ
注
視
し
続
け
る

こ

と

にあ
る
。
こ
の
基
準
に
照
ら
し 

て
見
る
と
本
来
の
哲
学
者
は
わ
ず
か
し
か
い
な
い
。
わ
ず
か
と
い
う
の 

も
、
な
お
言
い
過
ぎ
で
あ
る
。
超
越
的
な
も
の
へ
の
移
行
が
果
た
さ
れ 

る
の
は
、
人
間
の諸
能
力
ー
知
性
、
意
志
、人
間
愛
な
ど

ー

が
、
あ
る 

限
界
に
ぶ
ち
当
た
り
、
そ
の
人
が
境
界
線
上
に
た
た
ず
ん
で
、
そ
の
向 

こ

う

へ

は一
歩
も
進
め
ず
、
し
か
も
そ

こ

か

ら引
き
返
そ
う
と
せ
ず
に
、 自

分
が
何
を
望
ん
で
い
る
か
も
さ
と
ら
な
い
で
、
緊
張
の
う
ち
に
た
だ 

待
ち
望
ん
で
い
る
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
は
、
極
度
の
屈
辱
の
状
態 

で
あ
る
。
屈
辱
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
人
に
は
、

つ
い
に
不
可 

能
な
状
態
で
あ
る
。
天
才
と
は
思
考
の
領
域
に
お
け
る
謙
遜
と
い
う
超 

自
然
的
な
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。

」
(『

超
自
然
的
認
識

』

田
辺
保
訳
、
三
六 

o
頁)

実
際
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
解
決
不
可
能
な
問
題
に
取
り
組
み
、 

長
年
に
亙
っ
て

一

人
孤
独
の
な
か
で
思
索
し
続
け
た
西
谷
は
、
真
に
そ 

の
名
に
値
す
る
希
有
な
哲
学
者
で
あ
っ
た
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

、o
I
V

西
谷
に
お
け
る
空
の
思
想
は
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
潜
り
抜
け
る
こ
と
に 

よ
っ
て
如
何
な
る
も
の
と
し
て
出
会
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

空
の
思
想
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
大
乗
仏
教
の
教
え
の
中
心
を
な
す
も 

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
数
限
り
な
く
論
ぜ
ら
れ
て
き 

た
。
空
の
思
想
の
文
献
学
的
考
察
は
歴
大
な
数
に
上
る
で
あ
ろ
う
。
そ 

の
な
か
に
あ
っ
て
、
西
谷
の
空
の
思
想
が
特
別
な
意
味
を
有
す
る
な
ら 

ば
、
そ
れ
は
空
を

「

現
在
の
自
己
の
身
上
に
主
体
的
に
問
う

」

た
と
こ 

ろ
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
わ
り
方
は
、
お
よ
そ
宗
教
に
対
す
る
本
来 

の
態
度
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
真
理
は
そ
の
よ
う
な
態
度
に
お
い
て
で
な 

け
れ
ば
現
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
の
仕
方
で 

の
問
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
一
般
的
で
あ
る
と 

い
う
こ
と
で
は
な
い
。

現
在
の
自
己
の
身
上
に
問
う

と

い

う
こ
と
は
、
仏
教
で
言
え
ば
、 

「

衆
生
が
仏
に
な
る

」

と

い

う
こ
と
、
あ

る

い

は

「

悟
り」

や

r

覚
証」
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を
問
題
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
曽
我
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

「

釈 

尊
の
自
証

」

と
い
う
根
本
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
、

「

仏
教
と
は
仏
陀 

が
説
い
た
教
え
で
あ
る
！
と
言
う
こ
と
だ
け
か
ら
仏
教
経
典
に
関
わ
る 

研

究

は「
仏
教
唯
物
論

」

と
い
う
こ
と
に
な
る

(r

親
鸞
の
仏
教
史
観

j 

東
本
願
寺
、一
ニ
頁)

。

そ

れ

は

自

然

科

学

の

「

物」

と
同
じ
よ
う
に 

「

経
典」

を
見
て
、

コ
ッ
プ
の
水
を
化
学
的
に
分
析
す
る
よ
う
に
経
典 

を
取
り
扱
，っ
の
で
あ
る
か
ら
、

コ
ッ
ブ
の
水
は
消
え
る
し
、

コ
ッ
ブ
の 

水

の「

円
成
実
性

」

と
い
う
こ
と
も
消
え
る
。
そ
こ
に
は

「

仏
に
成
る

」 

と
い
う
問
題
は
初
め
か
ら
な
か
つ
た
こ
と
に
な
る
。
空
の
思
想
は
、
現 

実
的
状
況
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
問
題
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
主
体
的
に 

問
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み

「

精
神」
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
関 

わ
り
を
抜
き
に
し
て
考
察
さ
れ
た
空
は
単
な
る

「

物」

に
転
落
す
る
。 

曽
我
氏
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、

「

現
今
、
仏
教
研
究
の
大
勢
は
、 

宗
教
否
定
の
唯
物
論
と
い
う
基
礎
に
立
っ
て

仏
教m

j
を
説
明
す
る
と 

こ
ろ
の
仏
教
唯
物
史
観

」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
曽
我
氏
の
断
言
に
は 

異
論
の
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
うが
、「

仏
に
な
る

」

と

い

う

主

体

的

• 

実

な

問

題

を

抜

き

に

し

た

仏

教

研

究

は

、
結
局
の
と
こ
ろ

「
仏
教 

唯
物
論」

で
あ
る
、
と
曽
我
氏
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、 

西
谷
の
宗
教
に
関
わ
る
態
度
は
、

「

人
間
の
う
ち
か
ら
宗
教
と
い
う
も 

の
が
起
こ
つ
て
く
る
も
と
を
現
在
の
身
上
に
、
主
体
的
に
探
究
す
る
こ 

と」

に
あ
り
、
唯
物
論
の
逆
を
ゆ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
西
谷
の 

空
に
対
す
る
態
度
で
も
あ
る
。
空
を
現
在
の
身
上
に
、
主
体
的
に
問
う 

こ
と
に
よ
つ
て
、
空
は
伝
統
か
ら
蘇
り
、
現
代
に
お
い
て
生
き
て
働
く

も
の
と
な
る
。
西
谷
を
し
て
空
を
現
在
の
自
己
の
身
上
に
問
わ
し
め
た 

も
の
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
献
学
的
考
察 

の
対
象
と
し
て
、

つ
ま
り
鑑
賞
の
た
め
の

「

物
質」

と
し
て博

®
®

の 

陳
列
棚
に
置
か
れ
た
空
の
思
想
は
、
自
己
の
生
存
に
直
接
的
に
関
わ
る 

生
け
る
通
貨
と
し
て
、

つ
ま
り

「

_

」

と
し
て
、
現
実
の
市
場
に
持 

ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
実
の
市
場
と
は
、

ニ
ー
チ
ェ
の
ツ
ア 

ラ
ッ
ス
卜
ラ
が
永
劫
回
帰
を
説
い
た

「

斑
牛
と
い
う
名
の
街

」

で
も
あ 

る
。「

斑
牛
と
い
う
名
の
街

」

はE

谷
に
よ
れ
ば
、

「

雑
H

を
も
っ 

た
多
彩
な
世
界

」

で
あ
り
、
ま
さ

し

く

「

現
代」

を
意
味
す
る
が
、
空 

を
そ
こ
へ
解
放
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
斑
牛
と
い
う
街
を
裸
足
で
行
く 

こ
と
で
あ
る◊
そ
れ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
た
だ
中
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。

一
 

宗
教
が
宗
教
と
し
て
生
じ
る
1

な
い
し
零
点
に
人
が
触
れ
る
の
は
、

肋 

ま
さ
に
そ
こ
に
立
つ
と
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
西
谷
の
考
え
で
あ
る
。

一
 

ニ

ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
が
空
の
立
場
に
お
い
て
の
み

^

^

で
あ
る
と
い 

う
こ
と
は
、
空
が
現
代
に
お
い
て
唯
一
の
通
行
可
能
な
超
越
の
道
で
あ 

る
と
い
う
確
信
、

「

空
へ
の
信

」

と
も
言
う
べ
き
も
の
を
西
谷
に
与
え 

て
い
る
。
空
へ
の
信
と
は
希
妙
な
表
現
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、 

空
へ
の
西
谷
の
思
い
入
れ
に
は
、
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
相
応
し
い 

と

さ

え
言
い
う
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
空
は
、

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

を
克
服
し
う 

る
様
々
な
道
の
内
の
一
つ
で
は
な
く
、
唯

1

の
道
で
あ
る
か
ら
、

ニ
ヒ 

リ
ズ
ム
が
支
配
す
る
現
代
に
お
い
て
、
空
を
超
越
へ
の
唯

I

可
能
な
道 

と

し

て
選
び
取
ると

い

う
選
択
な
い
し
決
断
が
西
谷
に
あ
る
。
そ
こ
に 

は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、

「

末
法」

と
い
う
時
代意



識
の
も

と

で

、他

力

を

唯一

の
通
行
可
能
な
道
と
し
て
選
び
、
他
の
道 

を
不
可
通
と
し
て
捨
て
た
法
然
の

「

選
択
本
願
の
立
場

」

に
近
い
も
の 

が
働
い
てい
る

とも
言
え
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西

谷

が

「

空 

の
思
想」

と
は
言
わ
ず
、

「

空
の
立
場

」

と
言
う
と
こ
ろ
に
そ
の
よ
う 

な
選
択
の
立
場
が
現
れ
て
い
る
。
西
谷
の
そ
の
信
念
を
支
え
る
も
の
は
、 

西
谷
の
現
実
感
覚
な
い
し
歴
史
感
覚
と
言
う
べ
き
も
の
で

あ

る

。
そ
の 

よ
う
な
時
代
感
覚
は
、
自
ら
の
生
き
る
時
代
を
末
法
と
し
て
捉
え
、
そ 

こ
に
お
い
て
真
に
有
効
な
超
越
の
道
を
探
っ
た
$

教
の
祖
師
た
ち
に 

通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
感
覚
は

あ

る
意
味
で
、
末
法
の 

感
覚
であ
る

と
も
言
い
う
る
。
末
法
の
時
代
に
お
い
て
、
末
法
を
そ
の 

ま
ま
受
け
止
め
る
と
こ
ろ
に
開
か
れ
て
く
る
親
紫
の
ご
と
き
他
力
の
立 

場
が
あ
っ
た
が
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
お
い
て
、
西
谷
に
と
っ
て
唯 

一
通
行
可
能
な
道
と
し
て
現
れ
た
の
が
空
の
立
場
で
あ
る
。
末
法
の
自 

覚
は
誰
に
も
明
ら
か
な
客
観
的
な
認
識
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
特
別 

な
歴
史
感
覚
な
い
し
時
代
認
識
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、 

虚
無
を
虚
無
と
し
て
捉
え
る
に
は
そ
の
よ
う
な
時
代
認
識
、

「
繊
細
の 

精
神」

を
必
要
と
す
る
。
西
谷
は
そ
れ
を
リ
ア
リ

テ

ィ

の感
覚
と
言
う
。 

リ
ア
リテ
ィ

の感
覚
は
他
か
ら
学
ぶ
こ

と

は
で
き
な
い
。
ヴ

ァ

ン

•
ブ 

ラ

フ

ト

氏

は

西

谷

の

「

予
言
者
的
性
格

」

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る 

(「

予
言
者
たる
西
谷
啓
治

」

、『

情
意
にお
け

る空』

一
六
九
頁
、
創
文社)

。 

そ
の
よ
う
に
言
い
う
る
と
こ
ろ
が
西
谷
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ 

の
リ
ア
リ
テ
ィ
感
覚
に
由
来
す
る
。
西

谷

の

「

空
の
立
場

」

に

お

い

て
 

何
よ
り
も
重
要
な
側
面
は
、
空
が
根
を
下
ろ
す
べ
き
大
地
、
先
に
述
べ

た

「

斑
牛
と
い
う
街

」

に
た
い
す
る
感
覚
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
わ
ば 

「

機」

の
自
覚
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
西
谷
に
お
い
て
は
、

ニ 

ヒ
リ
ズ
ム
が
そ
の
よ
う
な
機
の
自
覚
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で 

あ
る
。

空
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
後
に
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
て
、
こ 

こ

で

は「

ニ
ヒ
リ
ズ
ム

」

の
問
題
に
立
ち
入
っ
て
考
察
し
た
い
。
西
谷 

が
逢
着
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
容
易
に
解
決
し
え
な
い
問
題
で
あ
っ
た
の 

は
、‘
何
故
か
。
そ
の
理
由
は
、
西
谷
に
よ
れ
ば
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う 

問
題
そ
の
も
の
の
本
質
の
う
ち
に
、

つ
ま
り
、
そ

れ

が

「

自
乗
化」

さ 

れ
た
虚
無
で
あ
る
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
、
人
間
が 

出

く

わ

す「

虚
無」

の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
！

が

「

請t
*

常」

一
 

と
し
て
捉
え
た
よ
う
な
、
時
と
所
を
超
え
て
人
間
に
本
質
的
で
普
遍
的

46 

な
虚
無
で
は
な
い
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
虚
無
は
歴
史
的
状
況
の
う
ち
で
生
一 

じ
る
虚
無
で
あ
り
、
歴
史
や
社
会
や
文
化
の
有
り
様
と
結
び
付
い
て
生 

じ

て
く
る
。
そ
の
こ
と
は
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
自
然
的
な
虚
無
の
克
服 

を
可
能
に
し
た
諸
価
値
内
に
新
ら
し
く
出
現
し
て
く
る
虚
無
で
あ
り
、 

し
た
が
っ
て
、
虚
無
は
そ
こ
で
は
、
歴
史
や
社
会
に
現
れ
た
に
よ
っ 

て
自
乗
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
谷
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の 

二
つ
の
側
面
を
取
り
出
し
、
そ
の
二
つ
が
一
つ
に
結
び
付
い
た
も
の
が 

ニ

ヒ
リ
ズ
ム
であ

る

と
言
う
。
即
ち
、ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は「

第
一
に
、
自 

分
の
存
在
が
無
根
拠
な
も
の
と
し
て
自
分
自
身
に
露
呈
さ
れ
て
く
る
と 

言
ふ
、
人
間
存
在
の
本
質
に
根
差
し
た
実
存
的
な
問
題
で
あ
る
と
共
に
、

第1

一
に
、
我
々
の
歴
史
的
•
社
会
的
生
を
支
え
る
価
値
体
系
が
崩
壊
し
、



歴
史
的
•
社
会
的
生
の
全
体
が
よ
り
所
を
失
つ
た
と
言
ふ
歴
史
的
現
象 

で
あ
る
。
外
的
に
は
社
会
秩
序
の
崩
壊
、
内
的
に
は
精
神
的
退
廃
の
兆 

候
で
あ

る

。

」
(
8
/
7
)

そ
し
て
、
こ
の一一
つ
が
結
び
付
い
て
、
歴
史
的

. 

社
会
的
生
の
虚
無
が
、
歴
史
に
生
き
る
人
間
の
底
に
虚
無
の
深
淵
を
開 

き
、
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
問
題
化
し
て
く
る
と
こ
ろ
に 

ニ
ヒ

リ

ズ

ムの
⑶
■
があ

る

。
ニ
ヒ
リ

ズ

ム

が錯
綜
し
た
容
易
に
解
決 

し
が
た
い
問
題
で
あ

る
所
以
はそ
こ

に
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
の
実
存 

に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
虚
無
が
、
そ
の
内
に
歴
史
や
社
会
の
問
題
を
巻 

き
込
ん
で
い
る
が
故
に
透
視
し
難
い
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、

ニ 

ヒ
リ
ズ
ム
を
自
覚
化
す
る
に
は
、
自
己
の
実
存
の
う
ち
に
自
己
が
置
か 

れ
た
歴
史
的
社
会
的
な
課
題
を
読
み
取
る
と
い
う
歴
史
的
感
覚
を
必
要 

と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
存
在
の
虚
無
に
お
い
て
時
代 

の
虚
無
を
透
視
す
る
眼
差
し
が
要
求
さ
れ
る
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
錯
綜
し 

た
、
見
通
し
の
き
か
ぬ
問
題
で
あ
る
の
は
こ
の
こ
と
に
よ
る
。

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

に
お
い
て
は
虚
無
は
一
一
重
化
し
て
い
る
。

ニ
ヒ

リ

ズ

ム
 

が
歴
史
的.
社
会
的
な
問
題
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
先
に
み
た
よ
う 

に
、
自
然
的
虚
無
を
克
服
し
た
文
化
的
•
社
会
的
な
諸
価
値
の
内
に
再 

び
虚
無
が
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
虚
無
が
®

化
し
て
い
る
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。
自
然
的
な
虚
無
の
克
服
を
可
能
に
し
た
価
値
が
崩
壊 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
虚
無
は
行
き
場
を
失
い
、
疑
い
と
な
っ
て
自
己 

の
内
に
屈
折
し
、
そ
の
底
に
蟠
る
。

一
旦
開
削
さ
れ
た
道
は
、

ニ

ヒ
リ 

ズ
ム
に
お
い
て
は
、
行

き

止

ま

り

と
な
り
、
崩
壊
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
の
よ
う
なニ
ヒ

リ

ズ

ム

の
虚
無
の
特
異
な
質
は
、
例
え
ば
、
西
田
が 哲

学
の
出
発
点
に
お
い
た

「

悲
哀」

と
対
比
し
て
み
る
と
き
、
明
ら
か 

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「

悲
哀
の
虚
無

」

と

「

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の
虚
無」

は
、
虚
無
で
あ
る
点 

で

同

じ

も

の

で

あ

る

よ

う

に

見
え
る
。し

か

し

、見
え
ざ
る
深
淵
が
両 

者
を
隔
て
て
い
る
。
西
田
が
哲
学
の
出
発
点
に
置
き
、
ま
た
宗
教
心
の 

源
に
捉
え
た
悲
哀
は
、
人
が
人
生
の
不
幸
に
出
会
っ
た
と
き
に
生
じ
る 

虚
無
の
感
情
で
あ
る
。
だ
が
悲
哀
は
単
な
る
否
定
に
止
ま
る
も
の
で
は 

な
い
。
悲
哀
に
は
否
定
を
肯
定
に
転
ず
る
質
の
も
の
が
あ
る
。
極
度
の 

不
幸
に
陥
っ
た
者
は
、
心
の
底
か
ら
沸
々
と
宗
教
心
が
湧
い
て
く
る
の 

を
禁

じ

る

こ

と

が

で

き

な

い

、

と
西
田
は
述
べ
て
い

る

。悲
哀
の
固
有 

性
は
、
出
会
っ
た
否
定
を
通
し
て
そ
の
否
定
の
乗
り
超
え
を
可
能
に
す

一 

る

よ

う

な超
越
的
な
心
情
、つ
ま

り宗
教
心
の
湧
出
を
促
す
と

い

う

と47 

こ

ろ

に
あ
る
。
宗
教
心
と
は
否
定
に

よ

る
傷
を
癒
す
治
癒
力
で
あ
る
。

一
 

悲
哀
は
、
そ
れ
を
通
し
て
人
を
超
越
的
世
界
へ
参
入
せ
し
め
る

が

、
そ 

こ

で
悲
哀
の
う
ち
に
働
い
て
い
る
の
は
、

『

涅
槃
経』

に

説
か
れ
て
い 

る
よ
うな
、
阿
闍
世
の
傷
を
癒
し
た
月
光
の
治
癒

力

で
あ
る
。
悲
哀
が 

「

宗
教
的
感
情

」

で
あ
り
、
不
幸
に
出
会
っ
た
も
の
の
傷
を
癒
す
所
以 

が
そ
こ
に
あ
る
。
人
は
悲
哀
に
お
い
て
絶
望
の
囚
人
と
な
る
の
で
は
な 

く
、
か
え
っ
て
絶
望
か
ら
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し

か

し

、

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の

虚
無
は
そ
の
よ
う
な
超
越
性
を
有
し
て
は 

い
な
い
。
そ
れ
は
超
越
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
は
お
ら
ず
、
超
越
に
背 

を
向
け
て
閉
じ
て
い
る
。
超
越
へ
の
道
は
破
壊
さ
れ
、
無
効
に
さ
れ
て 

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の
虚
無
は
悲
哀
と
は
異
な
っ
て
、



不
幸
の
傷
を
癒
す
こ
と
は
な
い
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
虚
無
が
直
接
的
で
素 

朴
な
虚
無
で
は
な
く
、
自
乗
化
さ
れ
た
虚
無
で
あ
り
、
疑
い
と
な
っ
た 

虚
無
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
所
以
は
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
旦
克
服 

さ
れ
た
虚
無
の
内
に
新
た
な
虚
無
を
導
入
し
て
く
る
と
い
う
点
で
、
対 

自

的
.

自
覚
的
と
な
っ

た
虚
無
であ
る

。

西
谷
は
、

ニヒ

リ
ズ
ム
の
虚 

無
を
、1

旦
強
力
な
薬
品
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
な
が
ら
、
新
し
い
抗
性 

を
も
っ
て
再
起
し
て
き
た
細
菌
や
ヴ
ィ
ー
ル
ス
に
喩
え
て
い
る
。
そ
れ 

は
宗
教
が
立
っ
て
い
る
と
同
じ
高
み
に
お
い
て
非
宗
教
な
い
し
反
宗
教 

的
な
場
を
開
い
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
最
早
如
何
な
る
宗 

教
へ
の
道
も
な
い
。
宗
教
が
湧
出
す
る
源
は
断
た
れ
、
宗

教

心

は

-f
t
渴 

し
て
い
る
。
宗
教
心
が
湧
出
す
る
害
の
と
こ
ろ
に
、
深
い
疑
惑
が
蟠
っ 

て
い
る
。
悲
哀
に
お
い
て
成
立
し
た
自
己
と
絶
対
者
と
の
繫
が
り
に
、 

深
い
切
断
が
入
り
、
絶
対
的
不
信
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
蔓
延
っ
て
い 

る
。
西
谷
が
、
彼
の
哲
学
の
出
発
点
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
言
う
と 

き
、
彼
の
出
く
わ
し
た
虚
無
が
、
西
田
の
い
う
よ
う
な

「

悲
哀」

と
は 

異
な
っ
た
質
の
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
救
済
を
無
力
化
す
る
も
の
で 

あ
る
こ

と

を

明

確

に

自

覚

し

て

い
た
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
虚
無
は
う
ち
に 

不
信
と
反
抗
を
秘
め
た
も
の
で
あ
り
、
悪
と
も
い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ 

る
。
そ
の
よ
う
な
虚
無
が
西
谷
の
哲
学
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ

の

よ

う

なニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
虚
無
は
特
別
な
克
服
の
仕
方
を
必
要
と 

す
る
。
西
谷
が
空
の
思
想
に
想
到
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、

ニ
ヒ 

リ
ズ
ム
の
虚
無
の
こ

の

よ

う

な屈
折
し
た
性
格
の
故
で
あ
る
。
空
の
独 

自
性
は
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
断
た
れ
た
超
越
へ
の
道
を
開
く
と
い

う

と

こ

ろ

に

あ

る

。

そ

し

て

ま

た

、

そ

こ

に

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

に

お

け

る

虚
 

無
の
独
自
性
、つ

ま

り
一
切
の
超
越
の
道
を
無
効
に

す

る

と

いう
性
格 

が

あ

る

。

そ

し

て
ま
た
、
こ

こ

に
西
谷
の
、
宗
教
と
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い
て 

の
独
自
な
理
解
の
源
が
あ
る
。
西
谷
に
お
い
て
は
、
哲
学
は
生
の
上
空 

を
飛
翔
す
る
思
弁
で
は
な
い
。
そ
れ
は
哲
学
以
前
か
ら
現
れ
て
哲
学
以 

後
へ
と
至
る
、
生
の
た
だ
中
を
貫
通
す
る
道
で
あ
る
。
哲
学
は
、
生
の 

た
だ
中
に
お
け
る
絶
対
否
定
の
道
で
あ
り
、
大
疑
の
道
で
あ
り
、
突
破 

の
道
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
宗
教
の
側
に
た
っ
て
、
宗
教
を 

説
明
す
る
立
場
で
は
な
い
し
、
ま
た
宗
教
の
手
前
に
至
る
ま
で
懐
疑
を 

進
め
て
行
き
、
宗
教
に
直
面
す
る
に
至
っ
て
自
ら
を
断
念
し
、
放
棄
す 

る
立
場
で
も
な
い
。
哲
学
は
、
西
谷
に
お
い
て
は
、
絶
対
不
遜
と
も
い 

う

べ

き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
く
手
を
遮
る
も
の
は
な
い
。
宗
教
に 

直
面
し
て
宗
教
を
突
き
抜
け
て
行
く
立
場
で
あ
る
。
そ

れ

が

「

思
考」

に
固
有
な
働
き
で
あ
る
。
哲
学
と
は
、
論
理
で
は
な
く
、

「

思

考(thi

n
k
i
n
g
)

 

の
道」

で
あ
る
と
西
谷
は
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
谷
の 

宗
教
哲
学
に
お
い
て
は
、
宗
教
と
哲
学
と
は
調
和
の
関
係
で
は
な
く
、 

切

れ
ロ

う
関
係
にあ

り

、
相
互
に
否
定
し
、
貫
徹
し
あ

う
も
の
と
し
て 

捉

え

ら

れて
い
る
。
その
よ

う
な
宗
教
哲
学
の
道
を
西

谷
に
歩
ま
せ
る 

こ

と

を強
い
た
の
は
、

「

虚
無」

と

い

う
懐
疑
で
あ
る
。
西
谷
の
直
面 

し
た
虚
無
は
解
決
の
つ
か
な
い
問
い
で
あ
っ
た
か
ら
、
常
に
そ
こ
に
留 

ま
っ
て
考
え
る
こ
と
を
、
西
谷
は
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、 

西
谷
自
身
は

「
私
は
自
分
の
問
題
が
宗
教
の
次
元
で
の
み
解
決
を
得
ら

- 4 8  一



れ
る
は
ず
と
承
知
し
な
が
ら
、
し
か
も
哲
学
へ
と
迂
回
せ
ざ
る
を
得
な 

か
っ
た
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と

い

う
問
題
が
そ
れ
を
要
求
し
た

」
(20/193) 

と
語
っ
て
い
る
。
空
の
立
場
は
、
哲
学
的
思
考
が
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て 

開
い
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
思
考
が
宗
教
の
内
へ
と
入
り
込
み
、 

宗
教
に
お
い
て
宗
教
を
突
き
抜
け
た

と

こ

ろ

に開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

宗
教
を
突
き
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
の
内
に
開
か
れ
た
思
考
な 

い
し
、
知
の
無
限
の
空
間
な
い
し
深
さ
が
空
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、

一
切
を
突
き
抜
け
て
進
む
思
考
を
西
谷
は

「

仏
向
上」

と
呼
ん
で
い
る
。 

し
か
し
、
思
考
は
生
の
た
だ
中
、

つ
ま
り
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
た
だ
中
を
突 

き
抜
け
る
思
考
は
無
限
の
忍
従
を
強
い
ら
れ
る
。
無
限
の
忍
従
は
自
尊 

を
打
ち
砕
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
仏
向
上
は
ま
た
、
思
考
の
領
域
に
お
け
る 

真
の
謙
遜
で
あ
り
、
思
考
の
無
私
性
を
表
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

ニ
ヒリ
ズ

ム

と

空
と
の
結
び#
き
は
、
空
に
お
け
る
超
越
の
独
自
性 

に
注
目
せ
し
め
る
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
は
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
ニ
ヒ
リ 

ズ
ム
の
内
へ
と
徹
底
す
る
こ
と
の
み
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ
っ 

て
、
そ
の
こ
と
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
本
質
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
西 

谷
は
述
べ
て
い
る
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
そ
の
よ
う
な
克
服
の
仕
方
を
要
求 

す
る
の
は
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
虚
無
が
懐
疑
と
な
っ
て
内
に
閉
じ
た
も
の 

だ
か
ら
で
あ
る
。
自
己
内
閉
鎖
性
は
内
か
ら
し
か
開
か
れ
な
い
。
内
か 

ら
開
く
こ
と
は
、
も
の
の
自
体
へ
と
至
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
可
能
に 

な
る
。
空
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
の
自
体
へ
の
道
で
あ
る
。

ニ
ヒ
リ
ズ 

ム
の
克
服
が
空
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
さ
れ
る
こ
と
の
理
由
は
そ
こ
に 

あ
る
。
空
に
お
け
る
超
越
は
、
無
に
対
し
て
存
在
を
、
死
に
対
し
て
生

を
、
無
意
味
に
対
し
て
意
味
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。 

「

三
界
無
法
、
何
れ
の
処
に
か
心
を
求
め
ん

」

と

い

う
問
い
に
対
し
て
、 

空
は
何
処
か
に
心
を
提
示
す
る
の
で
は
な
い
。

「

心
不
可
得

」

と

い

う
 

こ
と
、

つ
ま
り
問
そ
の
も
の
の
内
に
安
心
と
答
え
を
見
い
だ
す
。

そ

こ
 

に「

空」

の
立
場
が
あ
る
、
と
西
谷
は
言
う
。
そ
れ
は
、
虚
無
を
虚
無 

と
し
て
、
無
意
味
を
無
意
味
と
し
て
丸
ご
と
受
け
取
り
、
虚
無
や
無
意 

味
の
内
に
深
ま
り
ゆ
く
と
こ
ろ
に
無
意
味
や
虚
無
を
脱
す
る
道
で
あ
る
。 

「

何
処
に
生
き
る
理
由
を
見
い
だ
す
か

」

に
た

い

し

て

「

何
故
な
し

」 

と

い

う

とこ
ろ
、「

孤
独
を
癒
す

」

た

め

に「

砂
漠
に
至
る

」

と

こ

ろ
 

に
、
空
は
真
に
生
き
る
理
由
や
救
い
を
見
い
だ
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は 

1

体
如
何
な
る
超
越
の
道
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
単
な
る
否
定
の
道
と
考

一
 

え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
否
定
や
肯
定
と
は
異
な
っ
た
も
う

49 

1

つ
の
道
で
あ
る
。
リ
ア
リ
テ
ィ
の
道
、
と
西
谷
は
言
う
。
空
と
は
、

一
 

そ
こ
に
お
い
て
一
切
が
そ
の
真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
お
い
て
現
れ
る
と
こ 

ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
空
が
底
無
し
と
い
う
こ
と
、

一
切
の
底
を
突
き 

破
っ
た
底
な
き
深
さ
で
あ

る

と
い
う
こ

と

に
お
い
て
可
能
と
な
る
。
リ 

ア

リ
テ
イ
の
原
理
と
は
、

「

底
な
し」

と

い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、 

そ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
の
道
が
如
何
に
し
て
超
越
の
道
な
の
で
あ
ろ 

う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
終
で
改
め
て
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑵
哲
学
以
前
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
西
谷
の
哲
学
的
出
発
点
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ 

は
哲
学
的
な
問
題
と
し
て
も
次
第
に
大
き
く
成
長
し
、
現
代
に
生
き
る



人
間
存
在
の
殆
ど
す
ベ
て
の
問
題
を
包
括
す

る

も
の
と
なっ
て

い

る

。 

科
学
的
世
界
像
や
科
学
的
合
理
性
の
問
題
、
人
間
的
生
の
あ
ら
ゆ
る
分 

野
に
浸
透
し
て
い
る
テ

ク

ノ

ロ

ジ

ー

の

問
題
、
現
代
社
会
に
お
け
る
道 

徳
的
退
廃
の
問
題
な
ど
、
こ

の

よ

う

な現
代
の
文
明
を
そ
の
中
心
に
お 

い
て
侵
し
てい
る

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

を

取

り

出

し

、

そ
れ
をど
の

よ

う

な方 

向
に
乗
り
越
え
る
か
を
探
る
こ
と
が
西
谷
の
宗
教
哲
学
の
中
心
の
課
題 

を

な

し

て

い

る

。

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の
問
題
を
そ
の
全
貌
に
亙
っ
て
見
る
に
先
だ
っ
て
、

ニ 

ヒ
リ
ズ
ム
は
西
谷
に
お
い
て
如
何
な
る
も
の
と
し
て
出
会
わ
れ
た
か
、 

を

見
る
こ

と

に

し

た

い

。
そ
れ
に
つ
い
て
、
西

谷
は

「

私
の
青
！̂
代」 

や「

私
の
哲
学
的
出
発
点

」

に
お
い
て
語
っ
て
い

る

。

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

は
 

哲
学
的
問
題
と
し
て
措
定
さ
れ
る
の
に
先
だ
っ
て
、

「

独
特
な
性
格
を 

も
っ
た
虚
無
の
気
分

」

と
し
て
若
い
西
谷
に
取
り
付
い
た
の
で

あ

る

。 

そ
の
独
特
な
性
格
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

西
谷
は
自
ら
の
哲
学
的
出
発
点
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

r

哲 

学
す
るこ
と

の動
機
と
な
る
も
の
、
哲
学
以
Hr
と
哲
学
を
結
ふ
も
の 

そ
の
意
味
で
哲
学
の

「

初
め」

を
な
す
も
の
と
し
て
、
古
来
い
ろ
い
ろ 

な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る

「

お
ど
ろ 

き」

、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
信
仰
の
た
め
の

「

護
教」

、
デ
ヵ
ル
ト
に 

お

け

る「

懐
疑」

な
ど
は
も
と
よ
り
、
そ
の
他
た
と
へ
ば
西
田
幾
多
郎 

先
生
に
あ
つ
て
は
、
哲
学
は
人
生
の
深
い
悲
哀
か
ら
始
ま
る
と
も
言
は 

れ
て
ゐる
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、

「

形
而
上
学

」

と
し
て
の
哲
学 

に
関
し
て
で
あ
る
が
、
近
代
だ
つ
た
ら
数
学
や
自
然
科
学
、
或
ひ
は
社

会
科
学
や
精
神
分
析
学
な
ど
、

「

科
学」

と
の
連
関
で
哲
学
が
始
め
ら 

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
自
身
の
発
足
点
と
な
つ
た
も
の
は
、 

そ
れ
ら
と
は
違
つ
て
ゐ
た
。
今
そ
れ
を
言
ひ
表
は
そ
う
と
す
れ
ば
、
結 

局

「

ニ
ヒ
リ
ズ
ム

」

と
い
ふ
よ
り
外
は
な
い
。
さ
う
い
ふ
概
念
が
そ
の 

当
時
の
私
に
は
つ
き
り
し
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
か
ら
振
り
返 

つ
て
考
へ
る
と
、
さ
う
名
付
け
る
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、 

厳
密
に
い
へ
ば
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
ふ
の
は
既
に
哲
学
的
に
措
定
さ
れ 

た
一
つ
の
立
場
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
言
ふ
の
は
さ
う
い
ふ
意
味
の 

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
さ
う
か
と
い
つ
て
、
た
だ
の
虚
無
的
な
気
分 

と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
も
な
い
。

い
は
ば
、
哲
学
以
前
で
あ
り
な
が
ら 

哲
学
の
次
元
へ
の
移
行
を
本
質
的
に
含
ん
で
ゐ
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ 

形
態
で
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

」
(20/1

006)

「

哲
学
以
前
で
あ
り
な
が
ら
哲
学
の
次
元
へ
の
移
行
を
本
質
的
に
含 

ん
で
い

る

よ

う

な形
態
の
ニヒ
リ

ズ

ム

」

が
、
ど

の

よ

う

なも
の
であ
っ
 

た
か
を
、
西
谷
は
、

「

私
の
青
春
時
代

」

の
な
か
で
次
の
よ
う
に
率
直
、 

か
つ
的
確
に
語
っ
て
い
る
。

「

私
自
身
の
青
春
時
代
は
、

一
言
で
い
へ 

ば
、
希
望
と
い
ふ
も
の
の
全
く
無
い
時
期
で
あ
つ
た
。
或
ひ
は
む
し
ろ
、 

単
に
希
望
が
な
い
と
い
ふ
よ
り
も
、
希
望
へ
の
道
を
根
こ
そ
ぎ
奪
わ
れ 

た

や

う

な境
遇
で
あ
つ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
時
代
そ
の
も
の
が
さ
う
い
ふ
時
代
で
あ
つ
た
と 

い
ふ
の
で
は
な
い
。
反
対
に
、
当
時
は
第
一
次
大
戦
の
直
後
で
、
日
本 

は
少
な
く
と
も
外
面
的
に
は
、
最
も
華
や
か
な
、
最
も
盛
ん
な
時
代
に 

入
つ
て
ゐ
た
。
青
年
に
と
つ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
希
望
の
夢
を
、
最
も
豊
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か
に
夢
見
る
こ
と
が
で
き
る
時
代
で
あ
つ
た
と
い
へ
る
。
し
か
も
私
自 

身
は
、
時
代
が
与
え
る
さ
う
い
ふ
希
望
が
す
べ
て
無
意
味
と
し
か
映
ら 

な
い
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
状
態
に
陥
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
単
に
外
的
な 

状
態
だ
け
の
意
味
で
は
な
い
。
む
し
ろ
精
神
的
な
状
態
に
っ
い
て
で
あ 

る
。

っ
ま
り
当
時
の
私
は
、
心
の
底
に
刺
が
刺
さ
っ
て
ゐ
る
や
う
な
状 

態
に
あ
っ
た
。
そ
の
刺
は
絶
へ
ず
痛
み
を
与
へ
、
そ
の
痛
み
に
駆
ら
れ 

て
私
は
人
生
と
い
ふ
も
の
に
苦
し
ん
で
ゐ
た
。
そ
の
刺
は
自
分
の
力
で 

は
抜
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
死
ぬ
以
外
に
そ
の
苦
し
み
か
ら
解
放 

さ
れ
る
道
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
た
か
ら
、
当
時
の
私
の
生
は
全
く
虚 

無
の
う
ち
に
あ
り
、
絶
望
の
う
ち
に
あ
つ
た
。

」
(
2
0
/
1
7
S

西
谷
が
陥
っ 

た
絶
望
は
、
彼
が
こ
れ
か
ら
社
会
に
出
て
自
己
の
生
き
る
道
を
開
く
た 

め
に
支
え
を
必
要
と
す
る
時
期
に
父
を
失
っ
た
こ
と
を
初
め
と
し
て
、 

生
き
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
よ
う
な
様
々
な
生
活
の
上
で
の
不
如
意
が 

重
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
は
彼
を

「

自 

然
に
癒
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
は
異
な
っ
た
憂
愁
、
極
度
の
憂
■

の
状 

態」

に
彼
を
陥
れ
るこ

と

に

なっ
た
と
、
彼
が
語
っ
て
い
る

こ

と

であ 

る
。「

自
然
に
癒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
憂
愁

」

と
は
ど
の
よ
う
な
憂
愁 

で
あ
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な

_

や
孤
独
が
人
生
に
あ
る
、
と
西
谷
は 

語
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「

自
分
自
身
の 

中
心
部
の
毒
針
を
刺
さ
れ
た
樹
の
憂
愁
、
生
命
の
脈
管
内
に
流
し
込
ま 

れ
た
死
の
液
と
自
己
自
身
の
う
ち
で
闘
う
樹
の
孤
独
、
さ
う
い
ふ
も
の 

が
人
生
に
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
樹
に
と
つ
て
は
、
春
に
逢 

つ
て
伸
び
や
う
と
す
る
生
命
液
の
活
動
が
、
そ
の
ま
ま
毒
液
の
活
動
で

も
あ
つ
た
ら
う
。
そ
こ
で
は
生
の
方
向
は
同
時
に
死
の
方
向
で
あ
つ
た
。 

生
は
い
は
ば
根
源
か
ら
麻
痺
さ
れ
て
ゐ
た
。

」
(20/179)

そ
の
よ
う
な 

憂
愁
で
あ
る
。

そ
の
憂
愁
は

「

そ
の
解
決
が
他
の
な
に
も
の
に
か
ら
も
求
め
ら
れ
な 

い
性
質
の
も
の

」

、「

答
へ
を
自
分
自
身
の
内
に
秘
め
て
ゐ
る
や
う
な
問 

ひ」

、「

い
は
ば
裸
に
さ
れ
て
投
げ
出
さ
れ
た
や
う
な
絶
望
の
う
ち
で
、

そ
の
底
か
ら
、
ぎ
り
ぎ
り
の
し
か
し
根
源
的
な
、
抵
抗
と
希
望
の
力
を 

見
い
だ
し
、
生
き
る
力
を
く
み
取
る

」

し
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と 

西
谷
は
述
べ
て
い
る
。
西
谷
は
そ
の
よ
う
な
絶
望
か
ら
脱
し
て
生
き
る 

道
を
ど
う
に
か
見
い
だ
し
た
が
、
後
に
古
人
の
句
に

「

石
圧
し
て
荀
斜 

め
に
出
で
、
岸
懸
か
っ
て
花
倒
に
生
ず

」

と

い

う

の

を

見

い

だ

し

た

と

一
 

き
、
自
分
の
青
春
時
代
を
顧
み
て
、
自
分
が

ま

さ

し

くそ
の
よ
う
で
あ
っ
51 

た

と

つ
く
づ
く
思
っ
た
、
と

述
懐
し
て
い
る
。
西

谷

の

出

く

わ

し

た

虚

一
 

無
は
そ
の
よ
う
な
屈
折
し
た
性
格
の
も
の
、
無
限
の
屈
従
を
強
い
る
も 

の
で
あ
っ
た
の
で
、
後
に
そ
れ
を
克
服
し
た
生
に
お
い
て
も
そ
の
傷
痕 

は
残
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
哲
学
以
前
と
も
い
う
べ
き
虚
無
の
心
情
に
お
い
て
西 

谷
が
示
し
て
い
る
の
は
、
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の
虚
無
の
固
有
の
質
、
い
わ
ば 

「

自
乗
化
さ
れ
た
虚
無

」

と
西
谷
が
語
る
、
虚
無
の
質
で
あ
る
。

そ
の 

よ
う
な
虚
無
に
つ
い
て
、
西
谷
は
既
に

「

近
代
意
識
と
宗
教

」
(『

根
源 

的
主
体
性
の
哲
学

』
1
/
9
9
)

に
お
い
て
語
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
西
谷
は
、

近
代
人
の
宗
教
意
識
に
潜
む
絶
望
を

「

®

a
的
信
仰」

と
名
づ
け
て
い 

る
。
自
己
の
有
限
性
や
罪
性
な
ど
の
純
粋
な
宗
教
的
動
機
か
ら
信
仰
に



至
っ
た
者
が
、
そ
の
内
容
を
具
体
化
せ
ん
と
し
て
、
文
化
を
享
受
し
つ 

つ
、
様
々
な
領
域
で
専
門
家
と
し
て
生
き
る

こ

と

の

うち
で
生
じ
てく
 

る
絶
望
を
秘
め
て
い
る
の
が
、
敬
遠
的
信
仰
で

あ

る

。
そ
こ
で
は
、 

「

我
信
ず」

と
意
識
し
て
い
る
者
の
う
ち
で

「

信
仰
そ
の
も
の
は
意
識 

の

背
後
に
没
し
、
影
の
薄

い
幻
像
と
な
る
と
同
時
に
、
外
的
生
活
へ
の 

関
心
や
名
利
の念
も
回
復
し
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、

「

我
信
ず
、
我
が 

信
な
き
を
捨
て
お
か
れ
ん
こ
と
を

」

と

い

う
要
求
が
彼
の
内
実
と
な
っ 

て

い

る

。も

し

彼

が「

最
後
の
誠
実
を
残
し
て
自
己
の
顏
落
に
気
づ
く 

な
ら
ば
、
彼
の
繊
細
の
魂
は
す
べ
て
の
も
の
に
興
味
を
失
っ
た

全

く

の
 

倦
怠
、全

く

のin
e
r
t
n
e
s
s

の

圏
に
下
っ
て行

く

で

あ

ろ

う

。

」

C
/

0
2

) 

こ

の

よ

う

な敬
遠
的
信
仰
がニ
ヒ

リ

ズ

ム

の
虚
無
を
表
し
てい
る

。

そ
 

れ
は
信
仰
以
前
の
虚
無
、
彼
を
信
仰
へ
と
向
か
わ
せ
た
虚
無
で
は
な
く
、 

彼
が
信
仰
へ
と
至
っ
た
後
に
襲
い
、
彼
を
信
仰
か
ら
立
ち
去
ら
せ
た
虛 

無

で

あ

る

。

そ
の
よ
う
な
ニヒ
リ
ズ
ム
の
虚
無
の
員
^

2
な
«

^
を
、
西
谷
は
一 

つ
の
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
若
く
し
て
夫
を
無
く
し
、
女

手

1 

つ
で
苦
労
し
て
子
供
を
育
て
上
げ
た
母
親
が
そ
の
息
子
を
無
く
し
た
よ 

う

な

□
、
そ
の
母
親
を
襲
う
虚
無
は
ま
だ
救
い
よ
う
は
あ
る
。
母
親 

は
子
供
を
失
っ
て
も
、
な

お

霊

的

な

世

界

で

と

の

繫

が

り

を

保

持 

す
る
こ
と
か
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
母
親
が
息
子
と

j 

緒
に
暮
ら
し
て
い
て
空
襲
に
遇
い
、
自
分
自
身
が
死
に
そ
う
に
な
っ
た 

が
、
息
子
が
母
親
を
お
い
て
自
分
だ
け
急
い
で
逃
げ
去
り
、
そ
の
後
再 

び

帰
つ

て
来
て
一
緒
に
暮
ら
す
よ

う

に

な

つ

た

«ム
ロ
の
«双
の
ガ
持
ち

は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
、
息
子
は
存
在
す
る
が
、
彼
と
の
繫
が
り
は
戦 

死
し
たSM
n

よ
^

^
深
く
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
虚
無
は
、

先
の
場
合
と
は
別
の
も
の
と
な
る
。
彼
女
の

1

ち
は
息
子
に
は
向
か 

う
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
神
や
仏
に
も
向
か
え
な
い
。

「

神
も
仏
も
あ 

る

も
の
か
と
い
ふ
や
う
な
状
況
が

あ

ら

わ

れ

る

」

。

そ
の
や
う
な
虚
無 

が
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の
虚
無
で
あ
る
。
そ
の
虚
無
に
つ
い
て
、
西
谷
は
次
の 

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「

そ
れ
は
、
彼
女
か
ら
ず
り
落
ち
て
い
つ
た
息 

子
の
存
在
の
底
に
、

…
…

深
い
i

が
見
え
て
く
るこ
と

で
あ
る
。そ
 

れ
は
倫
理
的
な
繫
が
り
も
宗
^S

な
繫
が
り
も
す
ベ
て
を
不
可
能
に
す 

る
や
う
な
虚
無
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
彼
女
の
足
元
か
ら
開
け
て 

く
る
。
彼
女
の
現
存
在
の
根
底
か
ら
現
じ
て
く
る
。
存
在
の
繫
が
り
を
一 

求
め
、
拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
気
持
が
絶
へ
ず
起
こ
り
な
が
ら
、
息

子
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に
も
向
か
へ
な
い
し
、
神
や
仏
に
も
向
か
へ
な
い
。
跳

ね

返

さ

れ

た

そ

■
 

の
気
持
は
、
彼
女
の
う
ち
に
ま
す
ま
す
虚
無
を
深
め
、
絶
望
と
孤
独
を 

強
め
る
。
宗
教
や
倫
理
の
次
元
を
も
く
ぐ
り
抜
け
て

1

性
を
具
え
た 

そ
の
虚
無
、
倫
理
や
宗
教
か
ら
も
包
み
得
な
い
も
の
と
し
て
自
覚
に
上 

が
つ
て
来
た
そ
の
虚
無
は
、

「

対
自
的」

に
な
っ
た
虚
無
で
あ
る
。

あ 

る
ひ
は
確
か
さ
を
根
拠
づ
け
ら
れ
た
ぺ

シ

ミ

ズ

ムと
も
い
へ
る
。

ニ
ヒ 

リ

ズ

ム

とい
う
も
の
が
発
起
し
て
く
る
の
は
、
さ
う
い
ふ
意
味
で
の 

「

產

の

対

自

化

」

と
い
ふ
形
の
も
と
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、

さ 

う
い
ふ
形
が
い
は
ば
ニ
ヒ
リ

ズ

ム

の胚
珠
だ

と
言
へ
る

と
思
う
。」

(20 

/
1
9
0
)ニ

ヒ
リ
ズ
ム
の
虚
無
は
、
I

ホ
教
が
成
立
す
る
害
の
場
に
虚
無
が



入
り
込
み
、
宗
教
の
場
を
内
か
ら
崩
壊
せ
し
め
る
。
近
代
の

M

子
が
そ 

の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
西
谷
は
考
え
る
。

「

近
世
以
来
の
自 

然
科
学
に
よ
っ
て
、
自
然
的
世
界
の
像
は
一
変
し
、
世
界
は
全
く
非
情 

な
、
人
間
的
関
心
に
対
し
て
全
く

「

無
関
心」

な
世
界
と
し
て
現
れ
て 

来
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
神
と
人
と
の
人
格
関
係
を
横
に
切
断
す
る
も
の
に 

な
っ
て
ゐ
る
。

」
(
1
0
/
1
0
1
)

と
西
谷
は
言
う
。
近
世
以
来
の
自
然
科
学 

が
開
い
た
、
機
械
的
で
無
目
的
的
な
自
然
観
な
い
し
世
界
像
は
、
そ
の 

外
に
、
精
神
的
世
界
、
神
と
人
間
と
の
人
格
的
関
係
を
成
立
せ
し
め
る 

よ
う
な
宗
教
的
世
界
の
存
在
を
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
然
科 

学
的
な
世
界
像
は
、

一
切
を
非
情
で
物
質
的
な
も
の
の
支
配
す
る
死
の 

世
界
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
、
科
学
と
宗
教
と
の
領
域
を 

区
分
し
、
両
者
の
領
域
を
定
め
っ
っ
両
者
の
関
係
を
設
定
し
よ
う
と
す 

る
よ
う
な
立
場
は
瓦
解
す
る
。

つ
ま
り
、
科
学
は
、
神
の
座
に
ま
で
入 

り
込
ん
で
、
そ
れ
を
追
放
し
、
破
壊
す
る
の
で
あ
る
。
科
学
と
宗
教
と 

の
領
域
を
区
分
し
、
両
者
の
領
域
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
っ
っ
両
者
の
関
係 

を
設
定
す
る
よ
う
な
宗
教
の
立
場
は
、
こ
う
し
て
瓦
解
す
る
。

こ
の
よ
う
な
、
宗
教
に
よ
っ
て
は
包
み
え
な
い
よ
う
な

「

対
自
化
し 

た」

虚
無
の
克
服
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。

「

空」

に
し
て
初 

め
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
、
と
西
谷
は
考
え
る
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題 

と
空
と
の
結
び
付
き
の
必
然
性
が
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
問 

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
両
者
の
結
び
付
き
の
必
然
性
で 

あ
ろ
う
。
果
た
し
て
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
虚
無
は
空
に
よ
っ
て
で
な
け
れ 

ば
克
服
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
空
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
は
克
服

し
え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
は
、
改
め
て
西
谷
に 

投
げ
返
さ
れ
る
問
い
と
な
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
西
谷
は
や
は
り 

「

否」

と
答
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
別
の
立
場
か
ら
別
様
に
答
え
が
提
示 

さ
れ
う
る
と
思
う
。
し
か
し
、
言

〖

の
回
答
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
自 

ら
言〖

剣
に
実
践
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。

⑶
近
代
化
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題

西
谷
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
主
題
的
に
論
じ
た
の
は
、

『

ニ
ヒ
リ
ズ
ム

』 

に
お
い
てで
あ

る

。西
谷
は
そ
こ
で
、
先
に
見
た
よ
う
な

「

漠
然
と
し 

た
虚
無
の
気
分
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

」

で
は
な
く
、

「

明

確

に

自

覚I 

的
に
な
っ
た
思
想
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

」

を

取
り
上
げて

い

る

。
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「

虚
無
の
気
分
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

」

も
、「

哲
学
以
前
で
あ
り
な
が
一 

ら
哲
学
の
次
元
へ
の
移
行
を
本
質
的
に
含
ん
で
い
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

」

で 

あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
い

ま

や

、気
分
と
い
う
次
元
を
出
て
、
明
確
に 

「

哲
学
的
に
推
定
さ
れ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

」

と
し
て
論
じ
ら
れ
る
に
至
っ 

た

。西

谷

が『

ニ
ヒ
リ
ズ
ム

』

の
な
か
で
論
じ
て
い
る
の
は

r
m

 —

 

ロ
ッ 

パ
の
ニ

ヒ

リ

ズム」

で
あ
る
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
本
質
的
に

「
m

1

ロ
ッ 

パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
西
谷
は
言
う
。
何
故 

な
ら
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
人
間
存
在
の
無
根
員
せ
が
露
呈
さ
れ
て
く
る
と 

い
っ
た
よ
う
な
、
時
と
処
を
超
え
て
人
間
存
在
の
本
質
に
根
差
し
た
問 

題
で
は
な
く
、

「
我
々
の
生
を
支
え
る
価
値
体
系
全
体
が
崩
壊
し
、
歴



史
的
社
会
的
生
全
体
が
拠
り
ど
こ
ろ

を

失
う
時
の
現
象

」
( 8/

7
)

だ
か 

ら
で

あ

る

。そ
の
よ
う
なニ
ヒ

リ

ズ

ム

を

、
西
谷
は
次
の
よ
う
に
規
定 

し

て

い

る

。
「

我
々
が
現
在ニ
ヒ

リ

ズ

ム

と
云
つ
て

い

る
も
の
は
、
歴 

史
上
に
お
け
る
特
定
の
現
象
を
指
す
歴
史
的
概
念
な
の
で

あ

る

。
そ
れ 

は
、

ョt
 
ロ

ッ
パ
と
い
ふ
処
、
そ
し
て
近
代
と
い
ふ
時
代
の
精
神
的
境 

位
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
を
指
し
て

い

る

。
そ
れ
は
ョ

ー

ロ

ッ
パ
の 

人
間
で
、
彼
ら
が
そ
の
自
己
存
在
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
過
程
の
う
ち 

か
ら
、
発
生
し
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る

」
( 8/ 5)。

ョ

ー

ロ
ッ
パ
か
ら
離
れ
た
曰

本
に
お
い
て
、

そ
の
よ
う
な

ョ

ー
 

ロ
ッ
パ

の

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

を

問
®
に
する
か

と

い

う

、

当

然

生

じ

て

く

る
 

問
い
に
た
い
し
て
、
西
谷
は
次
の

一

一
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
答
え
て
い
る
。 

|

つ
は
、
日

本

の

「

近
代
化」

と
い
う
問
題
と
の
連
関
に
お
い
て
で
あ 

る
。
日
本
は
、
明
治
以
後
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
近

^
夂
殳
を
取
り
入
れ
、
急 

速
に
近
代
化
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
魂
の
底
に
大
き
な 

精
神
的
空
白
を
生
む
に
至
っ
た
が
、
そ
の
空
白
の
実
態
に
つ
い
て
の
明 

確
な
自
覚
が
な
い
ま
ま
、
現
代
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
空
白
を
乗
り
超 

え
る
た
め
に
は
、
そ
の
空
白
の
自
覚
的
把
握
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い 

が
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ

ヒ

リ

ズ

ムが
そ
の
空
白
の
実
態
を
負
見
化
す
る 

た
め
の
先
達
と
な
る
。

つ
ま
り
、
日
本
の
近
代
化
が
含
む
問
題
点
を
明 

確
に
捉
え
る
た
め
に
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の
自
己
化
が必
要
 

で
あ
る
、
と
西
谷
は
考
え
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
従
来
の
価
値
体
系 

の

崩
壊
と
い
う
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
のニ
ヒ

リ

ズ

ム

の
現
象
か
ら
、
我
が
国 

に
お
け
る
伝
統
の
破
壊
と
い
う
現
象
を
見
直
そ
う
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
西
谷
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
解
釈
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、 

「

近
代
の
超
克

」

と
い
う
問
題
に
連
な
っ
て
い
る
。

も

う1

つ
は
、「

伝
統
と
繁
が
り

」

の
回
復
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

西
谷
は
そ
れ
を
ニ

ー

チ
ヱ
解
釈
を
巡
っ
て
展
開
し
て

い

る

。即
ち
、ニ
|
 

チ

ェ

の「

能
動
的ニ
ヒ

リ

ズ

ム

」

の

う

ち

に

、

ョ

~

ロ
ッ
パ
近
代
の
帰 

結
と
し
て
のニ
ヒ

リ

ズ

ム

を
乗
り
超
え
る
立
場
を
捉
え
、
そ
の
能
動
的 

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の

う

ち

に

、

大

乗

仏

教

の

「

空」

の
立
場
に
通
じ
る
も
の 

を

探
る
こ

と

を
西
谷
は
目
指
し
て
い

る

。

そ

れ

は

、
能
動
的ニ
ヒ
リ
ズ 

ム
を
空
の
立
場
に
引
き
付
け
て
解
釈
す
る
と
同
時
に
、
空
の
立
場
を
能 

動

的
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の
解
釈
を
通
し
て
確
証
し
、
具

^

^
し
、
深
化
する 

こ
と
であ

る

。
実
際
の
とこ
ろ

、『

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

』

に

お

け

る

西谷

の

一 

ニー

チ
ヱ
解
釈
を
導
き
、

ニ

ー

チ
ヱ
のニ
ヒ

リ

ズ

ム

に
含
ま
れ
てい

る

S

深
い
可
能
性
を
取
り
出
す
こ

と

を
可
能
にし

た

も

の

は

、
そ
こ
に
投
射
一 

さ

れ

て

い

る西
谷
の
空
の
理
解
で
あ

る

、

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

ニ

ー
 

チ

ェ

は

、

ョ

~

ロ

ッ

パ

の

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

を

：

^

の

ョ
I

ロ

ッ

パ的
形
態 

と

し

て
捉
え
たが
、
西
谷
がニ
ー
チ
ュ
の「

能

動

的
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

」

、 

「

創
造
的ニ
ヒ

リ

ズ

ム

」

と

い

う
事
柄
の
内
に
捉
え
る
も

の

は

、

「

空」

の
ョ

ー

ロ
ッ
パ
的
形
態と
も

い

う

べ

き
も
の
で
あ
る
。と
り

わ

け

、

ニ

ー
 

チ

ュ

の「

運
命
愛」

な
ど
に
お
い
て
見
ら
れ
る

「

能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム 

と
有
限
性
と
の
統

1
」

と

い

う
事
態
の
う
ち
に
、
西
谷
は
大
乗
：̂

の 

空
の
立
場
に
近
い
も
の
を
見
て
い
る
。
西
谷
の
、

ニ
ー
チ
ュ
の
ニ
ヒ
リ 

ズ
ム
の
創
造
的
で
独
創
的
な
解
釈
を
可
能
に
し
た
の
は
、
そ
こ
に
暗
黙 

の
う
ち
に
働
い
て
い
る

「

空」

の
概
念
な
の
で
あ
っ
て
、
西
谷
は
い
わ



ば
、m

丨
ロ
ッ
パ
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
く
自
ら
の
伝
統 

を
自
覚
に
も
た
ら
し
、
伝
統
へ
帰
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、 

「

ニ
ヒ
リ
ズ
ム

」

を

介

し

て「

空
の
立
場

」

を
理
解
し
よ
う
と
し
た
西 

谷
は
、
西
欧
の
哲
学
の

「

論
理」

を

介

し

て「

東
洋
的
な
も
の

」

を
表 

現
し
、
西
欧
に
対
峙
せ
ん
と
し
た
西
田
と
は
異
な
っ
て
、
逆
に
、

ョ
ー 

ロ
ッ

パ
の
内
部
に
深
く
入
り
込
む

こ

と

に

なっ
た

。

こ
こ
で
は
、
上
に
挙
げ
た
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

に

対
す
る
一
一
つ
の
観
点
の
う 

ち
の
第
一
の
も
の
、
即

ち
「

近
代
化」

の
問
題
か
ら
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
見 

る
こ
と
に
し
た
い
。

西
谷
は
、
彼
の
思
索
を
長
年
の
間

一
貫
し
て
動
か
し
て
き
た
問
題
は
、 

日
本
人
の
心
の
底
に
潜
む
精
神
的
空
白
で

あ

る

と
し
て
、
次
の
よ
う
に 

述
べ
て
い
る
。

「

現
代
の
世
界
に
お
け
る
歴
史
の
急
激
な
推
移
の
底
に 

は
、
長
い
間
ず
つ
と
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
残
さ
れ
て
き
た
、

一

つ
の
根 

本
的
な
欠
陥
が
潜
在
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。 

現
代
の
世
界
の
全
て
の
動
き
、
現
代
の
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
営
み
の
う
ち 

に
、
何
か
が
根
本
的
に
欠
け
て
い
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と 

で
あ
る
。
こ
の
欠
陥
は
、
簡
単
に
い
ふ
と
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
個
人
的 

な
、
ま
た
社
会
的
な
、
行
き
方
ゃ
考
へ
方
の
根
底
に
潜
ん
で
ゐ
る
精
神 

的

な〔

空
虚〕

と

も

い

うふ
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
近
代
と
い 

ふ
時
代
の
成
立
と

(

傍
線
筆
者

)

と
も
に
発
生
し
た
、
人
間
に
と
つ
て 

の
根
本
問
題
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
著
者
の
解
釈
で
あ
る
。

」
(『

風
の
こ
こ 

ろ』 )

こ
の
よ
う
な
、
現
代
文
明
の
中
枢
に
潜
ん
で
い
る
精
神
的
空
虚 

は
、
人
間
が
根
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
、
根
を
降
$

べ
矣
地
を
失
つ

て
、
宙
に
浮
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
西
谷
は
、
そ
の
よ
う 

な
現
代
人
の
底
に
潜
む
精
神
的
空
虚
は
、
実
は
近
代
と
い
う
時
代
の
帰 

結
で
あ

る

と
言
う
。「

近
代
と
い
う
時
代
の
成
立

」

の
根
本
に
潜
む
根 

本
の
問
題
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
し
て
捉
え
、
そ
の
病
が
今
や
現
代
社
会
の 

全
体
を
覆
う
に
至
っ
た
、
と
い
う
の
が
西
谷
の
；

^

で
あ
る
。
し
た
が
っ 

て
、
西
谷
に
お
け
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
、
ま

た

「

近
代
化」

と
い 

う
問
題
と
不
可
分
で
あ
り
、
近
代
と
い
う
時
の
骨
格
を
捉
え
る 

こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
西
谷
に
お
い
て

「

ニ
ヒ
リ
ズ 

ム
の
克
服

」

と
い
う
問
題
は
ま
た

「

近
代
の
超
克

」

と
い
う
問
題
と
重 

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
代
文
明
の
根
底
に
潜
む
空
虚
の
淵
源
と
し
て
の

「

近
代
と
い
う
時
一 

代」

の
成
立
は
、
日
本
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
れ
た
昍 

の
だ
ろ
う
か
。

 

一

明
治
維
新
と
い
う
時
代
の
根
本
的
な
特
色
は
、
日
本
が
全
く
異
質
の 

西
洋
の
近
代
文
明
を
取
り
入
れ
、
近
代
化
を
積
極
的
に
推
し
進
め
る
こ 

と
を
決
意
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
西
洋
と
東
洋
と
い
う 

非
常
に
高
い
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
意
志
的
な
文
化
の
出
会
い
と
い
う
も
の
が 

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
谷
は
そ
こ
に
明
治
と
い
う
時
代
の
特 

色
を
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
如
何
な
る 

事
態
が
生
じ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
谷
は
、
そ
こ
に
非
常
に 

広
い
見
通
し
と
同
時
に
非
常
に
深
い
裂
け
目
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
に 

着
目
し
て
い
る
。
西
洋
の
文
明
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
決
意
す
る
と
い 

う
こ
と
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
単
に
知
的
好
奇
心
の
問
題
で
は



な
く
、
そ
れ
を
身
に
着
け
、
我
が
物
に
す
る
と
い
う
全
身
的
な
問
題
で 

あ
り
、
自
己
の
生
存
の
問
題
で
あ
っ
た
。
生
き
る
と
い
う
時
の
意
志
と 

か
力
に
風
わ
る
も
の
で
あ
り
、
魂
の
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ 

で
は
、
魂
の
問
題
で
あ

る

と
い
う
こ
と
は
、
魂
の
中
に
深
い

I

が
入
っ 

て
い
ると

い

う

こ

と

で
あ
っ
て
、視

野

の

広

さ

と
い
う
こ

と

は同
時
に 

魂
の
亀
裂
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
西
谷
は
言
う
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、 

「

霊」

が
天
上
へ
と
向
か
う
方
向
を
有
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
魂
は
身 

体
と
結
び
付
き

「

大
地
性」
の
方
向
を
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
魂
に 

亀
裂
が
入
っ
て
い
る
と

い

う
こ
と
は
、

「

自

分

た

ち

が一体
何
処
に
自 

分
と
い
う
も
の
の
心
の
在
所
、
心
の
本
当
の
座
を
据
え
た
ら
い
い
か
分 

か
ら
な
いと

い

う
こ
と
、そ
う

い

う意
味
の
深
い
問
題
を
は
ら
ん
だ
形 

で
魂
と
い
う
も
の
を
感
じ
取
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

」

西
谷 

に
よ
れ
ば
、
明
治
維
新
の
時
代
を
生
き
た
人
々
を
動
か
し
た
魂
の
問
題 

と
は
、
自
分
の
心
の
座
を
何
処
に
求
め
た
ら
よ
い
か
と
い
う
問
題
、
魂 

の
根
付
く
べ
き
大
地
性
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
魂
の
内
に
入
っ 

た
龜
裂
を
そ
の
よ
う
な
根
や
大
地
の
方
向
へ
と
向
か
っ
て
問
わ
し
め
た 

も
の
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
モ
ラ
ル

•

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の 

エ
ネ
ル
ギI
が
人
々
の
内
に
働
い
で
い
た
と
き
、
伝
統
と
の
繫
が
り
は 

保
持
さ
れ
、
根
は
ど
う
に
か
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

近
代
化
が
日
本
人
の
心
に
精
神
的
な
空
虚
を
生
じ
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的 

状
況
を
生
み
出
し
て
き
た
の
は
、
明
治
維
新
の
人
々
を
支
え
て
い
た
よ 

う
な
モ
ラ
ル•
エ

ネ
ル
ギ
！
、
魂
の
亀
裂
を
そ
の
大
地
性
の
方
向
に
向 

け
て
乗
り
超
え
よ
う
と
す
る
力
が
欠
如
し
て
き
た
と
き
で
あ
る
。
伝
統

と

の
繫
が
り
が
希
薄
に
な
り
、
魂
の
根
が
断
た
れ
て
、
精
神
の
深
い
根 

底
に
空
虚
が
生
じ
て
き
た
。

「

根
性」

と
い
う
よ
う
な
も
の
が
失
わ
れ
、 

魂
が
お

か

し

く

な

っ

て

き

た
。
人
間
が
薄
っ
ぺ
ら
な

も

の

と
な
り
、

「

魂」

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
欠
落
し
て
き
た
。
西
谷
は
そ
こ
に
、
西
田 

幾
多
郎
や
鈴
木
大
拙
、
夏
I

石
な
ど
の
生
粋
の
明
治
人
間
と
、
西
谷 

自
身
を
含
め
た
彼
の
時
代
の
人
間
と
を
分
か
つ
歴
然
と
し
た
差
異
を
見 

る
。
西
谷
の
苦
悩
は
、
自
分
の
精
神
の
底
に
彼
の
同
時
代
の
救
い
難
い 

精
神
的
空
虚
を
見
い
出
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
西
谷
を
®

子
へ
と
向
か 

わ

し

め
た
も
の
は
、
彼
が
自
己
の
精
神
の
底
に
捉
え
た
空
虚
で
あ
り
、

そ
の
空
虚
を
そ
の
根
本
に
立
ち
返
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
、
西
谷
の
哲
学 

の
根
本
の
主
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
西
谷
が
、
自
分
の
®

子
の
中
心
一 

の
主
題
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
西

邠
 

田
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
西
洋
と
対
比
し
て
な
も
の

」

一
 

を

「

無」

と

し

て
明
確
な
自
覚
に
も
た
ら
そ
う
と
い
う
、
強
い
緊
張
は 

な
い
。
東

洋

的

な

「

無」

に
代
わ
っ
て

「

虚
無」

と

い

う

、

よ

り

東
洋 

や

ョ

ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
な
普
遍
的
な
問
題
が
対
象
と
な

っ

て

い

る

。

そ 

し
て
、
西
田
の

「

緊
張」

に
対
し
て
西
谷
の
が
取
っ
て
代
わ
っ 

て
い
る
。
西
谷
は
そ
れ
を

「

近
代
化」

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
ニ
ヒ 

リ
ズ
ムと

し

て
捉
え
る
。
西
谷
が
近
代
化
と
い
う

こ

と
で
捉
えて
い

る
 

の
は
、

モ
ラ
ル•
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
欠
如
と
、
伝
統
と
の
繁
が
り
の
断
絶 

と
に
お
い
て
生
じ
た
魂
の
根
こ
ぎ
の

i

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ョ
1

0
ッ 

パ
の
近
代
に
由
来
し
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
共
通
し
た
問
題
で
あ
る
。

こ 

う
し
て
、
日
本
に
お
け
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
と
い
う
時
代

」

に
由



る
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い 

う
角
度
か
ら
問
い
直
す
こ
と
が
、

『

二
ヒ
リ
ズ
ム

』

に
お
け
る
西
谷
の 

主
要
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
谷
は
、

「

近
代
化」

と

い

う
問

題

をr

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

』

 

に
お
い
て
初
め
て
問
題
に
し
た
の
で
は
な
い
。

「

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

』

に
先 

立
ち
、
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の
淵
源
と
し
て
の

「

近
代
と
い
う
時
代
の
成
立

」

を
、
文
化
や
宗
教
や
歴
史
な
ど
含
め
て
そ
の
全
貌
に
わ
た
っ
て
捉
え
る 

こ
と
は
、
既
に
、

r

根
源
的
主
体
性
の
哲
学

』

の
主
題
を
な
し
て
い
た
。 

近
代
と
い
う
時
代
を
開
い
た

「
自
律
的
主
体

」

と
い
う
立
場
の
確
立
が
、 

そ
れ
の
獲
得
し
た
華
々
し
い
成
果
の

舆
に
潜
め
て
い
た
問
題
を
掘
り
起 

こ
し
、
そ
の
問
題
の
解
決
の
方
向
を
、

^
1
1
*
£
主
体
の1

空
へ
と
破
っ 

た
根
源
的
主
体
性
と
い
う
方
向
に
探
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
そ
こ
で
の 

西
谷
の
思
索
の
中
心
の
主
題
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
谷
が
近
代 

と
い
う
時
代
の
分
析
に
大
き
な
努
力
を
集
中
し
た
の
は
、
近
代
と
い
う 

遺
産
を
受
け
継
い
だ
の
が
現
代
で
あ
り
、
我
々
が
生
き
て
い
る
現
代
社 

会
の
抱
え
て
い
る
主
要
な
問
題
の
多
く
は
、
そ
の
淵
源
を

「
近
代」

に 

お
い
て
開
か
れ
た
思
想
に
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

⑷
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
科
学
の
変
貌

『

根
源
的
主
体
性
の
哲
学

』

に
お
い
て
、
西
谷
が
近
代
の
根
源
に
掘 

り
起
こ
し
た
諸
問
題
は
、
そ
の
後
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
集
約
さ
れ 

て
、「

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

」

、r

宗
教
と
は
何
か

j

及
び
そ
の
後
の
諸
著
作
に 

お
い
て
、

一
貫
し
て
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
西
谷
自
身
、
彼
の
哲

学
の
出
発
点
で
あ
つ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
、
問
題
と
し
て
も
次
第 

に
大
き
く
成
長
し
、
現
代
に
生
き
る
人
間
存
在
の
殆
ど
す
ベ
て
の
問
題 

を
包
括
す
る
も
の
と
な
つ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
科

学

界

像

や

科
 

学
的
合
理
性
の
問
題
、
人
間
性
の

あ

ら

ゆ

る分
野
に
浸
透
し
て
い
る
技 

術
の
問
題
、
現£

会
に
お
け
るi

的
i

の
問
題
な
ど
、
こ
れ
ら 

現
代
文
明
の
大
き
な
問
題
は
す
べ
て

f

し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
あ
る
い 

は暗
！！

泛
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
帰
着
す
る
。

こ
の
よ
う
な
現
代
の
文
明 

を
そ
の
中
心
に
お
い
て
侵
し
て
い
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
取
り
出
し
、
そ
れ 

を
如
何
な
る
方
向
に
乗
り
超
え
る
か
を
探
る
こ
と
が
、
西
谷
の

i

の 

根
本
の
課
題
を
な
し
て
い
る
。

現
代
の
社
会
を
そ
の
中
心
に
お
い
て
侵
し
て
い
る
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

は

、

一
 

あ

ら

ゆ

る面
で
人
間
関
係
が
希
薄
で
疎
遠
と
な
り
、
全

人

格

的

没

入

を

57 

拒
む
よ
う
な
、
断
片
的
で
、

1

時
的
な
も
の
と
な
つ
て
い
る
と
い
う
こ

一

 

と
で
あ
る
。
目
的
や
意
味
の

g

と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
自
己
の
存
在 

の
全
体
を
丸
ご
と
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
が
欠
如
し
て
い
る
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
全
体
を
投
入
し

う

る

よ

うな
場
所
が
社
会 

生
活
の
何
処
に
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

会
を
病
ん
だ 

も
の
に
し
て
い
る
。
外
部
社
会
と
の
関
わ
り
に
人
生
の

D
O
Q
S

や
意
味
や 

使
命
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
個
人
は
、
人
為
的
で
私
的
な
領
域 

に
隠
遁
し
、
そ
こ
で
、
自
由
で
独
立
し
た
生
活
を
獲
得
し
よ
う
と
夢
み 

る
が
、
し
か
し
、
あ

ら

ゆ

る制
約
か
ら
解
放
さ
れ
た
私
的
領
域
に
は
、 

無
為
の
空
虚
と
不
安
が
あ
る
だ
け
で
、
真
の
歓
び
は
欠
如
し
て
い
る
。

西
谷

は「
現

代

人

の

悩

み

」

を
g

f

の
^

^
に

捉

え

て

い

る

。

「

そ



れ
は…

…

人
間
相
互
の
間
で
は
、
親
和
性
が
失
わ
れ
て
き
て
、
闘

争

. 

相
克
が
人
間
関
係
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
支
配
的
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
面
に 

共
通
性
の
場
が
な
く
な
つ
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

」
(『

風
の
こ
こ 

ろ』

700)
自
己
の
全
的
投
入
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
確
か
な
も
の
が
欠 

如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
生
き
る
歓
び
を
奪
い
、
現
代
人
の

# 

形
成
を
困
難
に
し
て
い
る
、
と
西
谷
は
い
う
。
人
間
相
互
の
関
係
が
超 

自

然

的
•
宗
教
的
な
根
拠
か
ら
な
さ
れ
ず
、
権
利
や
契
約
と
い
う
法
的 

擬
制
の
も
と
に
置
か
れ
る
と
き
、
人
間
の
関
係
は
条
件
付
き
で
、
か
り 

そ
め
の
も
の
と
な
る
。
献
身
や
自
己
放
棄
と
い
う
、
非
合
理
だ
が
宗
教 

的
な
関
係
に
代
わ
っ
て
、
人
間
の
自
律
性
の
尊
重
に
基
づ
く
、
権
利
や

- 

契
約
と
い
っ
た
、
合
理
的
だ
が
外

j
g
g

な
関
係
が
取
っ
て
代
わ
る
と
き
、 

近

代

の「

自
律
的
主
体

」

か
ら
現
代
の

「

私
的
人
間

」

へ
の
距
離
は
殆 

ど
一
歩
で
あ
る
。
そ
の
一
歩
が
限
り
な
く
遠
い
距
離
で
あ
っ
た
の
は
、 

自
律
的
主
体
と
い
う
理
念
を
社
会
の
隅
々
に
ま
で
貫
徹
す
る
た
め
に
、 

克
服
す
ベ
き
抵
抗
や
障
害
が
な
お

1

し
て
い
た
限
り
に
お
い
て
で
あ
っ 

た
に
す
ぎ
な
い
。
関
係
の
希
薄
化
は
、
人
間
を
私
的
領
域
に
閉
じ
込
め
、 

あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
に
背
を
向
け
た
い
わ
ゆ
る

「

お

た

く」

的
人
間
を 

生
む
に
至
る
。
西
谷
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
あ
り
よ
う
を
、

『

宗
教 

と
は
何
か

』

に
お
い
て
、

「

自
然
法
則
の
全
く
外
に
立
っ
た
欲
求
的

• 

衝
動
的
主
体

」

と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
成
立
の
源
に 

は
、
近

代

の

「

自
律
的
主
体

」

と
い
う
考
え
が
あ
る
。

近
代
の
自
律
的
主
体
は
、

一
切
の
法
則
の
外
に
出
た
欲
求
的
•
衝
動 

的
主
体
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
理
性
的
法
則
に
則
っ
て
自

ら
を
規
定
し
、
実
現
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
自
律
的
主
体
の
立
場
が
成 

立
し
た
。
し
か
し
、
自
律
的
主
体
と
い
う
理
念
が
内
に
孕
ん
で
い
た
問 

題
は
、
近
代
が
そ
の
理
念
を
社
会
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
さ
せ
、
そ
れ
に 

則
っ
て
社
会
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
非
合
理
的
な
抵
抗 

や
障
害
と
戦
っ
て
い
た
限
り
、
表
面
に
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
自 

律
的
主
体
が
障
害
を
克
服
し
て
殆
ど
自
ら
を
実
現
し
た
か
に
見
え
る
に 

至
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
内
に
孕
ん
で
い
た
諸
問
題
が
表
面
化
し
、
自
ら 

の
根
拠
の
脆
弱
さ
を
露
呈
し
て
崩
壊
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
が
現
代
で 

あ
る
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
寧
態
が
生
じ
た
の
か
。
法
則
に
則
る
と 

こ
ろ
に
お
い
て
自
己
を
確
立
し
た
害
の
近
代
の
自
律
的
主
体
が
、
現
代 

の
、
全
く
法
則
の
外
に
立
っ
た
欲
求
的
主
体
へ
と
変
貌
す
る
に
至
っ
た 

の
は
何
故
か
。

こ
の
現
代
の
病
根
の
根
源
に
近
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
あ 

る
と
、
西
谷
は
考
え
る
。
科
学
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
近
代
の
ニ
ヒ 

リ
ズ
ム
が
、
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
招
い
た
の
で
あ
る
。

西
谷
は
、
現
代
の
ニ
ヒ

リ

ズ

ムは
近
代
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
#

え 

る
。
し
か
し
、
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
果
た
し
て
、
近
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ 

ム
と
連
続
し
て
い
る
の
で
あ

'ろ
う
か
。
二
つ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
間
に
は 

大
き
な
断
絶
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

で
は
、
ど
こ
に
そ
の 

断
絶
が
あ
る
の
か
。
現
代
の
科
学
•
技
術
の
変
貌
が
そ
こ
に
あ
る
よ
う 

に
思
わ
れ
る
。
科

学

•
技
術
に
対
す
る
信
頼
沪
確
信
の
崩
壊
が

一

一
つ
の 

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
隔
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
い 

て「

神
は
死
ん
だ

」

が
、
そ
こ
で
は
な
お
科
学
は
生
き
て
い
た
。
そ
の 

「

科

学
•
技
術
が
死
ん
だ

」

と
こ
ろ
に
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
生
じ
た



の
で
あ
る
。

近
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
源
に
あ
る
の
は
、
自
律
的
主
体
と
い
う
理
念 

と
そ
れ
と
結
び
付
い
て
生
じ
た
科
学

•

技
術
に
対
す
る
確
信
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
自
律
的
主
体
と
い
う
理
念
を
生
ん
だ
近
代
と
は

一
体
何
か
。
そ

れ

は

「

真
理」

や

「

確
実
性」

に
対
す
る
新
し
い
要
求 

な
い
し
見
方
が
成
立
し
た
と

い

う
こ
と
で
あ
る
。

「

経
験」

と
い
う
概 

念
が
近
代
に
お
い
て
第
一
義
的
な
位
置
を
も
っ
て
き
た
こ
と
に
、
そ
の 

こ
と
が
現
れ
て
い
る
。
確
実
と
い
う
こ
と
は
、

「

確
か
め
る」

こ
と
で 

あ
り
、「

物」

に
お
い
て
確
か
め
る
と
こ
ろ
に

「

経
験」

が
成
立
し
た
。

一
方
、「

自
己」

に
お
い
て
確
か
め
る
と

こ

ろ

に

「

良
心」

が
成
立
し 

た
。
暖
昧
な
も
の
、
不
確
か
な
も
の
、
外
的
な
権
威
に
よ
る
も
の
を
排 

し
て
、
自
分
の
目
で
確
か
め
る
と
い
う
確
実
さ
へ
の
要
求
が
、
内
に
、 

近

代

の「

自
律
的
主
体

」

と
い
う
理
念
を
生
み
、
そ
れ
が
、

r

宗
教
改 

革」

を
生
み
出
す
源
に
な
っ
た
一
方
、

一
切
の
暖
昧
さ
を
排
除
し
た
、 

自
然
法
則
に
支
配
さ
れ
た
機
械
的
自
然
観
や
科
学
的
世
界
像
が
、
外
に
、 

生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
近
代
に
お
け
る
機
械
の
成
立
は
、
そ
の
よ
う
な 

疑
い
の
な
い
確
か
さ
に
立
脚
す
る
と
い
う
立
場
を
保
証
す
る
も
の
で
あ 

り
、
ま
た
そ
れ
に
花
を
添
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
神
の
支
配
の
も
と
で 

は
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
が
神
の
栄
光
を
讚
え
た
が
、

「

確
実
性」

と
い 

う
近
代
の
理
念
の
栄
光
を
讚
え
た
も
の
は
、

が
造
っ
た
§

で
あ
っ 

た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
暖
昧
な
機
械
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

機
械
の
な
か
に

「

曖

昧

さ(

フ
ァ
ジ
ー

)」

と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
た 

の
は
現
代
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
た
め
に
機
械
は
曖
昧
に

な

っ

た

わ

け

で

は

な

い

。

近
代
の
科
学
的
世
界
像
が
、
確
実
さ
と
い
う
反
面
に
、
非
情
で
、
非 

人

格

的•

没
価
値
的
な
性
格
を
秘
め
て
い
る
こ
と
が
、
人
格

的

•
目
的 

的
な
性
格
を
も
っ
た
従
来
の
伝
統
的

.
文
化
的
価
値
を
崩
壊
せ
し
め
て
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
生
ん
だ
こ
と
は
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ 

る
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
近
代
の

ニ

ヒ

リ

ズ

ムに
お
い
て 

従
来
の
最
高
価
値
は
崩
壊
し
た
が
、
そ
こ
で
は
科
学.

技
術
は
な
お
信 

奉
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
高
価
値
の
崩
壊
に
伴
う
ニ
ヒ 

リ

ズ

ム

の虚
無
に
耐
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
科
学
•
技
術 

を
信
奉
す
る
こ
と
と
一
つ
に
結
び
付
い
て
い
る
。
科

学

•
技
術
に
付
随 

す
る
虚
無
は
耐
え
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
耐
え
得
る
と
考
え
ら
れ
た
。

一
 

「

完
全
なニ
ヒ

リ

ズ

ム

」

と
い
わ
れ
る
も
の
は
そ
の
自
信
を
表
し
て
い
阳 

た
の
で
あ
る
。
虚
無
に
耐
え
る
こ
と
は
最
高
の
力
の
表
明
で
あ
っ
た
。

一
 

科

学
•
技
術
が
、
虚
無
と
死
の
世
界
の
到
来
を
そ
の
裏
面
に
潜
め
て
い 

た
に
せよ
、
そ
れ
は
従
来の
最
高
価
値
を
没
落
さ
せ
た
功
労
者
と
し
て

 ヽ

な
お
信

頼

さ

れ

、

高

く
遇
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
近
代
の

ニ

ヒ
 

リ
ズ
ム

の
特
質
が
あ
る
。

し
か
し
、
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、

ま

さ

に
科

学

•
技
術
が
疑
わ
し 

く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
。
真
理
と
確
実
性
を
保
証
す
る
最
後
の
場 

所
と
し
て
の
科
学
的
知
識
の
内
に
、
疑
い
が
持
ち
込
ま
れ
る

こ

と

に

よっ 

て
、
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
生
じ
た
。

「

神
の
死」

に
次
い
で

「

鼓

子
. 

技
術」
が
死
ん
だ
の
であ

る

。
で
は
、
科

学

•
技
術
が
死
ん
だ
と
は
如 

何
な
るこ
と

で

あ

ろ

う
か
。
科

学•
技

術

が崩
壊
し
、
消
失
し
た
と
い



う
こ
と
で
は
勿
論
な
い
。
現
代
の
科
学

•
技
術
が
、i

破
壊
と
か
バ 

ィ

オ•
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
か
臓
器
移
植
と
い
っ
た
領
域
で
種
々
の
難
問 

を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
科

学

•
技
術
が
光
り
を 

失
い
、「

価
値」
で
あ
る
こ
と
を
止
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
実 

性
を
失
っ
た
科
学•
8

*が
な
お
豸
畠
す
る
と
き
、
そ
れ
は
不
透
明
な 

呪
術
的
力
に
変
貌
す
る
。
呪
術
的
力
と
な
っ
た
科
学
•
技
術
の
な
か
に 

我
々
が
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
あ
る
。

科

学
•
技
術
が
確
実
性
の
場
所
で
あ
っ
た
の
は
、
人
間
の
精
神
が
宇 

宙
を
支
配
す
る
法
則
を
通
し
て
宇
宙
を
全
体
と
し
て
把
握
し
、
明
確
な 

{
t
R
E

像
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
確 

信
に
よ
っ
て
人
間
は
自
ら
の
精
神
の
力
を
確
信
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、 

人
間
は
不
確
実
性
と
気
ま
ぐ
れ
の
支
配
す
る
呪
術
的
な
世
界
か
ら
、
方 

法
と
秩
序
を
も
っ
た
合
理
的
世
界
へ
と
高
め
ら
れ
た
。
闇
の
世
界
か
ら 

光
の
世
界
へ
と
揚
げ
ら
れ
た
の
で

あ

る

。
人
間
は
、
現
実
に
は
、
そ
の 

よ
う
な
合
理
的
世
界
に
住
む
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
が
、
科

学

•

技
 

術
へ
の
確
信
が
そ
の
よ
う
な
世
界
の
存
在
を
保
証
し
た
の
で
あ
り
、
そ 

の
限
り
に
お
い
て
、
近
代
人
は
少
な
く
と
も
観
念
と
思
想
に

お

い

て

、 

そ
の
世
界
に
実
際
に
住
ん
で
い
た
の
で

あ

る

。
そ
こ
に
科
学.

技
術
の 

「

価
値」

と

「

光
り」

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
に
お
い
て
、
人
間 

は
科
学
•
技

術

の

た

だ

中

で

再

び

へ

沈

み

込

む

こ

と

に

な

っ
 

た

。
そ
こ
に
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が

あ

る

。
光
り
と
し
て
の
科
学
•
技 

術
が
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
の 

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
明
確
で
は
な
い
が
、
確
か
な
こ
と
は
、
現

代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、

「

神
が
死
ん
だ

」

と
宣
言
さ
れ
た
と
き
に
近
代 

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
抱
い
た
解
放
感
や
精
神
的
高
揚
、

ニ
ー
チ
ヱ
が
言
う 

「

開
け
た
海

」

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
や

「

曙
光」

の
予
感
を
も
は
や
も
っ
て 

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

科
学
が
把
握
する
自
然
の
法
則
が
科
学
の
進
歩
と

と

も

に
複
雑
化
す 

る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
は
人
間
の
思
考
の
射
程
を
超
え
出
る
も
の
と
な
る
。 

そ
の
と
き
、
か
つ
て
思
考
の
射
程
の
拡
大
と

と

も

に
自
ら
を
確
信
し
、 

自
信
と
誇
り
を
抱
い
た
人
間
の
精
神
は
、
逆
に
科
学
の
前
で
萎
縮
す
る
。 

複
雑
化
し
た
道
具
や
機
械
の
中
に
法
則
や
方
法
が
あ
っ
て
も
、
人
間
精 

神
の
内
に
は
そ
れ
は
も
は
や
、
存
在
し
な
い
。
人
間
が
自
律
的
主
体
で 

あ

り

う

るの
は
、
自
ら
の
精
神
の
内
に
法
則
や

_

を
も
ち
、
そ

れ

を一
 

物
に
う
ち
に
も
再
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
の
み
で
あ

60 

る
。
し

か

し

、人
間
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
物
の
う
ち
に
法
則
や
方
法
が
一 

あ

っ
て
も
、
人
間
精
神
の
う
ち
に
そ
れ
が
な
い
と
き
、
人
間
は
、
致

子

. 

技
術
的
世
界
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
か
つ
て
盲
目
的
自
然
力
の
前
に
ひ 

た

す
ら
に
畏
怖
し
た
原
始
人
と
同
一
の
レ
ヴ

ヱ

ル
に
転
落
す
る
。そ
こ
 

で
は
、
科

学•
技
術
的
世
界
は
確
実
性
の
場
所
で
あ
る
よ
り
は
、
原
始 

人
に
と
っ
て
の
自
然
的
世
界
の
ご
と
き
、
理
解
し
得
な
い
も
の
、
不
確 

か
な
も
の
、
不
気
味
な
も
の
の
支
配
す
る
場
所
と
な
る
。
こ
う
し
て
、 

現
代
人
の
人
間
は
科
学
•
技
術
の
世
界
に
あ
っ
て
、
不
確
実
で
混
沌
の 

世
界
、
疑
い
の
み
が
支
配
す

る

呪
術
的
世
界
の
内
に
住
む
こ

と

に

な

る

。 

「

神
は
死
ん
だ

」
と

い

う

のが
近
代
のニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
が
、
そ
 

れ
は
い
ま
や

「
科
学
は
死
ん
だ

」

と

い

う
現
代
の
ニ
ヒ

リ

ズ

ム

に

よ

っ



て
取
っ
て
替
わ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

確
実
性
と
真
理
へ
の
確
信
と
い
う
、
か
つ
て
、
科
学
が
有
し
て
い
た 

光
り
を
失
う
と
き
、
科
学
と
呪
術
を
区
別
す
る
基
準
は
も
は
や
な
く
な 

る
。
現
代
に
お
い
て
、
才

力
ル
ト
と
科
学
と
い
う
、
相
反
す
る
も
の
が 

結

び

付

く理
由
も
そ
こ
にあ

る

。

こ

う

し

て

、

科

学

や
技
術
に
携
わ
る 

も
の
は
、
当
初
の
科
学
的
精
神
と
は
無
縁
の
呪
術
師
に
近
い
も
の
と
な 

る
。
現
代
は
、
近
代
が
そ
の
出
発
点
に
お
い
た
確
実
性
、

つ
ま
り
、
そ 

れ
に
則
る
こ
と
に
よ
っ
て
閣
の
世
界
か
ら
明
る
み
の
世
界
へ
と
高
め
ら 

れ
た
よ
う
な
光
り
を
喪
失
し
た
。

一
切
が
曖
昧
と
な
り
、
真
の
実
在
は 

存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
、
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

r

ゥ
ァ
ー 

チ
ャ
ル
•
リ
ア
リ
テ
ィ
の
世
界

」

が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
の

ニ 

ヒ

リ
ズ
ム
を
生
ぜ
し
め
た
0

子
の
虚
無
の
内
に
、
さ

ら

に
深
い
闇
が持
 

ち
込
ま
れ
、
近
代
の
科
学
を
支
え
た
確
実
さ
と
い
う
概
念
が
消
滅
し
た 

と
こ
ろ
に
生
じ
た
世
界
で
あ
る
。
西
谷
が
挙
げ
て
い
る
盤
山
禅
師
の
言 

葉
、「

三
界
無
法
、
い
ず
れ
の
処
に
か
心
を
求
め
ん

」
が
、

こ
の
よ
う 

な
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
様
相
を
端
的
に
表
す

も

の

と
言
え
よ
う
。

西
谷
は
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
源
に

「

近
代」

を
捉
え
る
こ
と
に
お 

い
て
、
近
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
を
連
統
的
に
見 

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
一
の
科
学
•
技
術
が
両
者
を
繫
い
で
い 

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
代
の
虛
無
の
底
に
、

€

の
0

子
•
技
術 

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
世
■

や
人
間
観
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い 

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
底
に
は
、
む
し
ろ
近 

代
&

子
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
世
界
観
の
崩
壊
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
源
に
は
、
死
と
虚
無
と
い
う 

色
調
を
帯
び
た
近
代
の
自
然
科
学
の

「

法
則」

が
あ
る
の
で
は
な
く
、 

現
代
の
科
学
の
死
と
も
生
と
も
つ
か
ぬ

「

無
法」

が
あ
る
。
さ
き
に
挙 

げ

た「

開
か
れ
た
海

」

や

「

曙
光」

と
い
う
展
望
に
代
わ
っ
て
、
見
通 

し
の
き
か
ぬ

「

混
沌」

が
支
配
し
て
い
る
。

そ
こ
に
、
現
代
の
ニ
ヒ
リ 

ズ
ム
を
近
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
分
か
つ
特
異
性
が
あ
る
。

現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
近
代
科
学
に
内
部
で
生
じ
た
変
貌
、
近
代 

の
科
学
を
支
え
た
根
本
原
理
で
あ
る

「

確
実
と
い
う
観
念

」

の
崩
壊
と 

い
う
事
態
に
基
づ
い
て
い
る
。
ど
う
し
て
科
学
の
内
部
で
そ
の
よ
う
な 

変
貌
が
生
じ
たの
で

あ

ろ

うか
。
確
実
性
の
場
で
あ
っ
た
近
代
の

0

子 

が
、
ど

う

し

て不
確
実
性
の
場
へ
と
転
落
す
る

こ

と

に

なっ
た
の
か
。
一 

_

が
そ
の
原
理
を
変
え
た
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
あ
る
。
罾

性

理

61 

論
、
パ
ラ
ダィ
ム
理
論
、
集
合
論
、
と
い
っ
た
、
多

元

的

で

相

対

的

な

| 

見
方
が
、
近
代
の
科
学
を
支
え
て
来
た
原
理
的
、

一

一
薛
な
見
方
に
と
っ 

て

代
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
胃

科

学

の

変

貌

と

、
そ
れ
が
人
間
世
界
に 

も

た

ら

し

た結
果
に
つ
い
て
は
、
■

な
側
面
か
ら
、よ
り
立
ち
入
っ 

た
分
析
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
は
私
の
能
力
を
超
え 

た

こ

と
で
あ
る
の
で
、こ
こ

で

は断
八r

心
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
見
方
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
西

谷

が

『

宗
教
と
は 

何
か』

に
お
い
て
目
指
し
て
い
る

r

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服

」

は
な
お 

「

モ
ダ
ー

ン」

で
あ
り
、

「

ポ

ス

ト
•
モ
ダ

！

：

\
」

の
見
地
か
ら
捉
え
直 

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
代
の
ニ
ヒ

リ

ズ

ム

を
 

支
配
し
て
い
る
の
は

「

法
則
の
死

」

で
は
な
く
、

「

無
法
の
混
沌

」

で



あ
る
。
確
実
さ
の
失
わ
れ
た
世
界
に
お
い
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
何
処
に 

求
め
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
谷
が
掲
げ
て
い
る

「

三
界
無
法
、 

何
れ
の
処
に
か
心
を
求
め
ん

」

と
い
う
問
い
が
こ
こ
に
生
じ
て
く
る
。 

こ
れ
は
、
現
代
の
哲
学
•
宗
教
の
根
本
の
問
題
で
あ
る
。

(5

)

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
と
空

「

空
の
立
場
が
ど
う
し
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
と
い
う
意
味
を
も
つ 

か」

、
に
つ
い
て
不
十
分
な
が
ら
、

『

宗
教
と
は
何
か

』

に

お

い

て

論
述 

し
た
、
と
西
谷
は
述
べ
て
い
る
。

こ
の
問
題
を
や
や
変
え
て
、

「

空
に 

お
け
る
超
越
は
、
現
代
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
か

」

、

と 

い
う
角
度
か
ら
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

空
に
お
け
る
超
越
の
独
自
性
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
。
空
が
超 

越
で
あ

る

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
何
処
か
別
世
界
へ
向
か
っ
て
こ
の
世 

界
を
超
越
す
る
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
空
と
は
、
諸
物
や
我
々
の 

存
在
の
全
き
転
換
と
い
う
意
味
で
の
超
越
で
あ
る
、
と
西
谷
は
言
う
。 

そ

れ

は「

諸
物
や
自
己
が
新
し
い
目
で
み
ら
れ
、
新
し
い
生
命
で
生
き 

ら
れ
る」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
諸
事
物
が
如
実
に
、
そ
の
真 

の

「

リ

ア

リ

テ

イ

」

に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ 

と
が
可
能
と
な
る
の
は
、
空

の

「

底
な
し」

と
い
う
こ
と
に
お
い
て
で 

あ
る
。

一
切
の
事
物
が
如
実
に
現
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
底
な
し
と
い
う 

と
こ
ろ
が
あ
る
。
西
谷
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「

白
い
も
の
は
底
な 

く
白
く
、
悲
し
み
は
底
な
く
悲
し
く
、
水
を
飲
ん
で
感
ず
る
冷
た
さ
は 

底
な
く
冷
た
い
の
で
あ
る
。
そ

れ

が

「

空」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
白

い
も
の
が
底
な
く
白
い
と
い
う
と
き
、
白
い
も
の
は
あ
く
ま
で
白
く
し 

て「

空」

で
あ
る
。
同
様
に
悲
し
み
は
あ
く
ま
で
悲
し
く
て
、
し
か
も 

「

空」

で
あ
り
、
水
の
冷
た
さ
、
あ
る
い
は
冷
た
い
水
は
、
あ
く
ま
で 

水
の
冷
た
さ
と
し
て
或
い
は
冷
た
い
水
と
し
て

「

空」

で
あ
る
。

「

空」 

と
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
そ
れ
ら
の
も
の
と
し
て
如
実
に
成
立
た
せ
、 

如
実
に
あ
ら
し
め
て
い
る
本
原
で
あ
る
。

」
(
2
0
/
3
7
)「

底
な
し」

と
い 

う
こ
と
は
、
あ
る
も
の
が
根
底
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自 

己
の
底
に
虚
無
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
虚
無
を
通
し
て
虚 

無
を
破
っ
た
と
こ
ろ
、
真
実
の
意
味
で
底
が
な
い
こ
と
が

「

空」

で
あ 

る
、
と
西
谷
は
言
う
。

「

白
い
も
の
が
底
な
く
白
い
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
白
い
と
い
う
こ
と
に
実
相
や
実
体
が
な
く

…
…

、
そ
れ
ら
は
本
来
一 

空
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
他
方
で
は
、
底

な

く

白
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い
と
い
う
こ
と
は
、
徹
底
的
に
、
ど
こ
ま
で
も
白
い
と
い
う
こ
と
で
あ
一 

る
。
如
実
に
白
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

」
(
2
0
/
3
2

こ

の「

如
実」 

と
い
う
こ
と
、
も

の

が

「

リ
ア
ル」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
虚 

無
か
ら
空
へ
の
転
換
が
あ
る
。
虚
無
が
如
実
に
虚
無
で
あ
る
と
こ
ろ
で 

は
、
虚
無
は
超
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
虚
無
が
超
え
ら
れ
た
と
こ 

ろ
は
、
虚
無
は
如
実
に
虚
無
で
あ
る
。
空
に
お
け
る
超
越
は
、
も
の
の 

「
自
体」

へ
至
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
虚
無
の
外
に
出 

た
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
虚
無
の
内
に
出
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
超
越
で 

あ
る
。
ま
た
、
空

の

「

底
な
し」

と
い
う
こ
と
は
、
空
が
、
あ
ら
ゆ
る 

深
淵
を
超
え
た

「

深
淵」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
西
谷 

は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「

虚
無
の
深
淵
と言
は
れ
る
も
の
も
、



実
は
空
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
。
そ
れ
が
さ
う
い
ふ
深
淵
と 

し
て
表
象
さ
れ
る
と
言
ふ
こ
と
自
身
も
、
空
の
上
に
お
い
て
の
み
可
能 

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
虚
無
が
存
在
す
る
も
の
に
と
つ
て
一
つ
の 

深
淵
で
あ■る
や
う
に
、
空
は
そ
の
虚
無
の
深
淵
に
と
つ
て
も
一
つ
の
深 

淵
で
あ
る
と
言
へ
る
。
例
へ
ば
底
知
れ
ぬ
深
い
谷
も
実
は
際
涯
な
き
天 

空
の
う
ち
に
あ
る
と
も
言
へ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
虚
無
も
空
の
う
ち 

に
あ
る
。
但
し
そ
の
場
合
天
空
と
い
う
の
は
、
単
に
谷
の
上
に
遠
く
広 

が
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
地
球
も
我
々
も
無
数
の
星
も
そ 

の
う
ち
に
あ
り
、
そ
の
う
ち
で
動
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
と
し
て
で
あ
る
。 

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
立
つ
足
元
に
も
あ
り
、
谷
底
の
更
に
底
に
も
あ
る
。 

も

し
遍
在
す
る
神
の
ゐ
ま
す
と
こ
ろ
が
天
国
で
あ
る
な
ら
ば
、
天
国
は 

底
な
き
地
球
の
更
に
底
に
も
あ
る
害
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
天
国
は
地 

獄
に
と
っ
て
も
一
つ
の
深
淵
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
同
様
な
意
味
で
、
空 

は
虚
無
の
深
淵
に
と
つ
て
一
つ
の
深
淵
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
時
に

そ
 

れ
は
、
我
々
の
自
我
と
か
主
体
と
か
い
は
れ
る
も
の
よ
り
も
一
層
此
岸 

に
開
か
れ
る
も
の
、

一
層
直
接
な
る
も
の
で
あ
る
。

」
(10/111) 

と
こ
ろ
で
、
現
代
に
お
い
て
、
空
に
お
け
る
超
越
が
必
要
と
さ
れ
る 

の
は
、
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
そ
れ 

を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
空
に
お
け
る
超
越
が
現
代 

に
お
い
て
必
要
な
理
由
は
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
実
在
の
否
定
し
難
い
側
面 

と

し

て
登
場
し
て
来
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
近
世
以
来
の
科
学
が
、

そ
 

れ
ま
で
の
宗
教
に
よ
っ
て
は
包
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
実
在 

の
次
元
、
虚
無
と
死
の
支
配
す
る
次
元
を
開
い
て
き
た
。
こ
の
次
元
を

如
何
に
取
り
込
む
か
、
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
宗
教
は
あ
り
え
な 

い
。
宗
教
はこ
の
次
元
が
手
に
負
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

こ

の
次
元 

を
無
視
し
た
り
、
排
除
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
宗
教
は
無
法 

と

も
言
う
ベ
き
こ
の
世
界
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら 

な
い
。
宗
教
が
こ
の
次

一

兀
を
非
宗
教
的
次

一

兀
と
し
て
自
ら
の
外
に
排
除 

す
る
と
き
、
宗
教
は
自
ら
の
立
つ
場
を
失
っ
て
崩
壊
せ
ざ
る
を
え
な
い
。 

そ
れ
が
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
も
と
で
の
宗
教
の
状
況
で
あ
る
。
宗
教 

が
こ
の
虚
無
に
直
面
し
て
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
如
何
な 

る
変
貌
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

西
谷
は
、
宗
教
は
こ
れ
ま
で
概
ね

「

生」

の
方
向
を
主
軸
と
し

て

い
 

た
、
と
考
え
る
。
魂
や
精
神
や
人
格
と
い
わ
れ
る
も
の
も
従
来
は
専
ら

I 

生
の
面
か
ら
見
ら
れ
て
き
た
。
生
の
方
向
と
し
て
、
無

生

物

を

一

歩

越
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え
た
と
こ
ろ
に
生
物
的
な
生
命
が
見
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
更
に
魂
、
精

神

一
 

及
び
人
格
と
い
わ
れ
る
も
の
の
次
元
へ
向
上
し
て
行
く
方
向
が
考
え
ら 

れ
、
そ
し
て
そ
の
方
向
の
上
、

一
つ
の
飛
躍
と
し
て
、
神
と
人
間
と
の 

人
格
関
係
と
し
て
の
宗
教
と
い
う
立
場
も
考
え
ら
れ
た

(
S
/
1
0
3
)、

と
西
谷
は
い
う
。
し
か
し
、
近
世
以
来
の
自
然
科
学
が
開
い
た
の
は
、 

そ
の
よ
う
な
生
の
方
向
と
は
逆
に
、

一
切
を
物
質
の
方
向
、
死
の
方
向 

に
見
て
行
こ
う
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
そ
の
見
方
は
単
に
科
学
の
領
域 

の
中
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
従
来
の
宗
教
が
成
り
立
っ
て 

来
た
基
盤
を
切
り
崩
す
よ
う
な
見
方
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

そ

の

こ

と
 

を
西
谷
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「

現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、

そ
の
虚
無
は
い
は
ば
神
の
存
在
の
場
に
ま
で
延
び
入
り
、
か
く
て
深
淵



化
し
、
そ
の
深
淵
化
し
た
無
神
の
虚
無
の
上
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
が
、 

即
ち
生
物
的
な
生
命
や
魂
の
み
な
ら
ず
、
精

神

的
.

人
格
的
な
生
す
ら 

が
、
根
本
に
お
い
て
無
意
味
な
る
も
の
の
相
を
現
し
て
く
る
。

」
(10/ 

1
0
5
)

そ
こ
で
は
、
神
と
人
間
と
を
人
格
的
に
考
え
て
、
両
者
の
人
格 

的
関
係
に
立
脚
し
て
き
た
従
来
の
宗
教
の
立
場
は
、

一

つ
の
根
本
的
な 

難
問
に
逢
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

「

近
世
以
来
の
自
然
科
学
に
よ
つ
て
、 

自
然
的
世
界
の
像
は
一
変
し
、
世
界
は
全
く
非
情
な
、
人
間
的
関
心
に 

対
し
て
全
くィ

ン
デ
ィ
フ

ァ

レ

ン

ト

な
世
界
とし
て
現
れ
来
る
。
そ
れ 

は
神
と
人
間
と
の
人
格
的
関
係
を
横
に
切
断
す
る
も
の
に
な

つ

て

ゐ

る

。 

そ
の
結
果
、
神
に
よ
る
世
界
の
秩
序
と
か
歴
史
の
摂
理
と
か
い
ふ
こ
と
、 

更
に
は
神
の
存
在
と
い
ふ
こ
と
自
身
も
、
縁
遠
い
想
念
と
な
り
、
人
間 

は
さ
う
い
ふ
想
念
に
た
い
し
て
は
無
関
心
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
ひ
い
て 

は
自
己
自
身
の
人
間
性
に
た
い
し
て
も
無
関
心
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
人 

間
が
非
人
間
化
さ
れ
、
機
械
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
や
う
な
事
態
に 

面
す
る
と
き
、
人
間
と
か
精
神
と
か

V
ふ
立
場
、
或
ひ
は
神
と
人
間
と 

の
間
の
人
格
的
関
係
と
い
ふ
立
場
か
ら
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
解
決
で 

き
な
い
も
の
が
現
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
か
ら
し
て
、 

人
格
と
か
精
神
と
か
の
立
場
を
超
え
た
超
人
格
の
場
、
し
か
も
人
格
や 

精
神
と
い
ふ
も
の
が
却
つ
て
そ
こ
に
お
い
て
の
み
人
格
や
精
神
と
し
て 

現
成
し
て
い
る
や
う
な
場
が
開
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
要
求 

さ
れ
てく
る

。

」
(10/101)

宗
教
が
、
死
へ
の
方
向
を
も
つ
科
学
的
見
方
に
対
し
て
生
の
方
向
を 

立
て
るこ
と

は

、

現
代
の
ニヒ
リ

ズ

ム

の

も

と

で

は

不
可
能
に
なつ
た

。

そ
こ
で
要
求
さ
れ
て
く
る
の
は
、
次
の
如
き
立
場
で
あ
る
。
即
ち
、
死 

の
方
向
を
否
定
し
て
生
の
方
向
を
見
る
見
方
に
対
し
て
、
世
界
を
生
の 

方
向
に
見
る
と
同
時
に
死
の
方
向
に
も
見
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
立
場
、 

言
わ
ば
世
界
を

一

一
重
写
し
に
お
い
て
見
て
、

「

生
の
相
が
生
の
相
の
そ 

の
ま
ま
で
同
時
に
死
の
相
と
し
て
も
見
ら
れ
う
る

」

よ
う
な「

生
即
死」

、 

「

死
即
生」

と
い
っ
た
立
場
が
要
求
さ
れ
て
来
る
。

そ
の
よ
う
な
見
方 

を
可
能
に
す
る
の
が

「

空」

の
立
場
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
西
谷
は
述 

ベ
て
い
る
。

「

そ
こ
に
於
い
て
や
は
り
一
っ
の
飛
躍
が
可
能
で
あ
る
と 

し
て
も
、

…
…

そ
れ
は
生
即
死
、
死
即
生
と
い
ふ
も
の
の
当
相
の
い
は 

ば
直
下
に
成
立
っ
や
う
な
飛
躍
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
は
、
物 

質
性
と
人
格
性
と
の
間
に
諸
々
の
段
階
あ
る
い
は
次
元
を
別
け
る
と
い

I 

ふ
見
方
、
従
っ
て
高
い
段
階
へ

「

上
が
る」

と

か

囊

へ「

還
元
す
る

」
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と
か
い
ふ
見
方
の
ほ
か
に
、
そ
れ
と
は
全
く
違
っ
た
見
方
が
現
れ
る
害
一 

で
あ
る
。
人
格
性
と
物
質
性
と
し
て
絶
対
の
排
除
し
あ
う
と
考
へ
ら
れ 

る
も
の
が
、
通
常
そ
れ
ら
に
付
さ
れ
て
い
る
固
定
し
た
観
念
を
脱
し
て
、 

前
に
言
っ
た
言
葉
で

一

種
の
一
一
重
写
し
に
お
い
て
見
ら
れ
得
る
や
う
な
、 

さ
う
い
ふ
立
場
が
考
へ
ら
れ
得
る
害
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
立
場
は
、
人 

格
が
人
格
であ

る
そ
の
ま
ま
で
然
も
物
質
的
事
物
と
等
し
く
見
ら
れ
、 

物
質
的
事
物
が
、
物
質
的
事
物
で
あ
る
そ
の
ま
ま
で
人
格
と
等
し
く
見 

ら
れ
る
と
い
ふ
、
さ
う
い
ふ
絶
対
的
な
平
等
と
も
言
ふ
ベ
き
立
場
で
あ 

る
。
さ
う
い
ふ
こ
と
が
成
立
し
う
る
の
が

「

空」

の
立
場
ほ
か
な
ら
な 

い
。

」
C10/106—7)

「

空」

が
人
格
と
物
質
、
生
と
死
と
を
等
し
く
見
る
平
等
の
立
場
で



あ

る

と
す
れ
ば
、
そ
の
平
等
に
お
い
て
成
り
立
つ
一
如
の
世
界
は
如
何 

な
る
世
界
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ

は

「

も
の」

が

そ

の「

リ

ア

リ

テ

ィ

」 

に
お
い
て
現
成
す
る
世
界
で
あ
る
。
事
々
物
々
が
、
そ
の
真
に
リ
ア
ル 

な
如
実
相
を
も
っ
て
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
空
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
の 

の「

自
体」
と
も
言
う
べ
き
と
こ
ろ
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
も 

の
の
リ

ア

リ

テ

ィ

に
触
れ
る
の
は
、
も
の
の
自
体
の
場
、
も
の
の
自
己 

同
一
の
場
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
も
の
の
自
体
の
場
と
は
、
も
の
の
無 

自
性
で
あ
る
、
と
西
谷
は
い
う
。
火
の
自
体
と
は
火
の
不
燃
焼
で
あ
る
。 

火
が
燃
焼
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
自
体
は
不
燃
焼
で
あ
る
。

r

勿
論
、 

そ
の
非
燃
焼
は
、
燃
焼
と
離
れ
て
別
に
あ
る
と
い
ふ
も
の
で
は
な
い
。 

火
は
燃
焼
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
於
い
て
非
燃
焼
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、 

こ
の
非
燃
焼
と
い
ふ
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は
、
燃
焼
と
い
ふ
こ
と
も
実 

は
考
へ
ら
れ
な
い
。

」
(10/132)

火
が
燃
焼
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と 

の
た
だ
中
に
お
け
る
非
燃
焼
が
空
で
あ
る
。
そ

れ

は

「
騒
音」

の
た
だ 

中

に

お

け

る

「

静
け
さ」

で
あ
り
、「

熱
さ」

の
た
だ
中
に
お
け
る 

「

非
熱」

で
あ
り
、

「

寒
さ」

の
た
だ
中
に
お
け
る

「

非
寒」
で
あ
る
。 

こ
れ
が
空
に
お
け
る
超
越
で
あ
る
。

「

悲
し
さ
の
た
だ
中

」

は
悲
し
く 

な
く
、「

底
な
き
寂
し
さ

」

に
お
い
て
寂
し
さ
の
底
が
抜
け
て
い
る
、 

と
い
う
こ
と
が
空
に
お
け
る
救
い
で
あ
る
。

西
谷
は
そ
の
よ
う
な
空
に
お
け
る
超
越
の
例
を
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン 

シ
ス
の
場
合
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

r

ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス 

は
灼
熱
し
た
鉄
の
棒
で
眼
に
外
科
手
術
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の 

鉄
棒
に
対
し
て
十
字
を
切
っ
て
、
兄
弟
な
る
火
よ
、
自
分
は
汝
を
神
の

最
も
美
し
い
被
造
物
と
し
て
こ
よ
な
く
愛
し
た
、
ど
う
か
余
り
自
分
を 

痛
め
付
け
な
い
で
欲
し
い
、
と
言
つ
た
と
伝
へ
ら
れ
る
。

…
…

自
己
と 

他
者
と
の
関
係
の
上
に
十
字
が
切
ら
れ
る
こ
と
は
、
自
己
も
他
者
も
共 

に
.神
の
ァ
ガ
ぺ
に
結
ば
れ
る
場
、
共

に

「

無」

に

さ

れ「

空
し
く」

さ 

れ
る
場
が
開
か
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
で
他
者
と
の
出
会
ひ
が
な
さ 

れ
る
こ

と

と

はい
へ
な
い
だ
ろ
う
か
。

…
…

彼
が
火
に
た
い
し
て
自
ら 

十
字
架
を
印
し
た
と

き
か
か
る
場
が
開
か
れ
た
の
だ
と
い
へ
る
。
事
実
、 

そ
こ
で
は
火
は
彼
を
痛
め
な
か
つ
た
。
医
師
が
そ
の
灼
熱
し
た
鉄
棒
を 

彼
に
あ
て
て
、
耳
元
か
ら
眉
根
ま
で
引
い
た
時
、
彼
は
母
親
の
手
に
撫 

で
ら
れ
る
子
供
の
よ
う
に
低
く
笑
っ
た
。
そ
し
て
逃
げ
去
っ
た
兄
弟
た 

ち
が
再
び
戻
っ
て
来
た
時
、
彼
は
言
っ
た
。
気
の
小
さ
い
連
中
だ
、
何

一 

を
そ
ん
な
に
こ
わ
が
る
こ
と
が
あ
る
、
私
は
少
し
も
痛
み
を
感
じ
な
か
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つ
た
、
と
。
こ
の
話
は
か
の

「

心
頭
を
滅
却
す
れ
ば
火
も
ま
た
涼
し

」

一
 

を
思
ひ
起
こ
さ
せ
る
。
勿
論
、
彼
の
場
合
で
も
、
火
は
熱
く
、
肉
体
は 

痛
み
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
。

し

か

し

、火
は
そ
の
熱
い
と
こ
ろ
で
熱 

く
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
痛
み
は
そ
の
痛
む
当
所
で
痛
く
な
か
っ
た
の 

で
あ
る
。
火
は
そ
の
燃
焼
し
つ
つ

あ

る

と
こ
ろ
で
、
燃
焼
せ
ず
、
火
で 

な
っ
か
っ
た
。
彼
は
痛
み
を
感
じ
る
自
身
に
お
い
て
、
痛
み
を
感
ぜ
ず
、 

自
身
で
は
な
か
つ
た
。
そ
し
て
火
が
火
で
な
く
彼
が
自
己
で
な
い
と
こ 

ろ
に
お
い
て
、
彼
は
火
と
交
わ
り
、
火
は
実
際
兄
弟
と
し
て
出
会
わ
れ 

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
火
は
、

「

火
は
火
を
焼
か
ず

」

と
曾
て
言
っ 

た
と
こ
ろ
、

「

火
は
火
で
な
い
ゆ
え
に
火
で
あ
る

」

と
い
つ
た
と
こ
ろ 

で
、
そ
の
火
自
身
の
も
と
に
あ
つ
た
。
彼

も

「

自
己
な
ら
ぬ
自
己

」

と



し
て
真
に
自
己
自
身
の
も
と
に
あ
つ
た
。

」
(10/314)

空
の
立
場
が
そ
の
よ
う
な
も
の
の

「

自
体」

に
通
入
す
る
とこ
ろ

に
 

お
い
て
開
か
れ
る
超
越
の
場
で
あ
る
と
き
、
空
に
お
い
て
開
か
れ
な
い 

も
の
は
一
切
な
い
、
と
西
谷
は
言
う
。

「

悪
魔」

(

デー

モ

ン)

の

本
質 

は「

閉
じ
た
も
の

」
と

い

う

と

こ

ろ

に
あ
る
が
、
空
に
お
い
て
は
そ
れ 

は
内
か
ら
開
か
れ
る
。
悪

魔

(

デ
ー

モ

ン

)

は
あ
ら
ゆ
る
多
彩
な
形
を 

取
っ
て
現
れ
、
そ
の
正
体
が
見
極
め
難
い
と

こ

ろ

に
デ
ー
モ
ン
たる
所 

以
が
あ
る
が
、
宗
教
の
本
質
は
デ
ー
モ
ン
を
そ
れ
と
見
分
け
て
、
そ
れ 

を
無
力
化
とこ
ろ

に
あ
る
。
デ
ー
モ
ン
の
本
質
は
虚
無
で
あ
り
、
虚
無 

が
姿
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
が
デ

ー
モ
ン
で
あ
る
。
悪
や
罪
は
人 

間
を
不
能
に
す
る
デ
ー
モ
ン
で
あ
る
が
、
現
代
に
お
い
て
そ
れ
は

「

技 

術」

や「

罾
は」

の

う

ち

にあ
ら
わ
れ
てい
る

と

、西
谷
は
考
え
る
。 

機
械
が
非
人
間
的
で
非
情
な
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
付
き
合
う
人
間 

を
反
人
間
的
に
す
る
が
、
機
械
の
運
動
が
一
切
の
目
的
か
ら
離
れ
た 

「

自
然
の
運
動

(spiel)」
(

遊
び)

と
捉
え
ら
れ
、
機
械
の
響
き
が
波 

や
風
の
音
と
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
デ
ー
モ
ン
は
無
力
化
し
姿
を
く 

ら
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
反
人
間
的
な
機
械
の
音
や
波
や
風
の
音
と
な
る 

と

こ

ろ

が「

空」

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
機
械
の
非
人
間
性
は
、
人
間
を 

反
人
間
的
な
も
の
へ
と
転
落
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

「

業」

と
い
う
有
り
よ
う
も

ま

た

デ

ー

モ

ン

で

あ

る

。

そ

れ

は

負
荷 

を
解
消
し
よ
う
と
す
る
行
為
が
、
そ
の
つ
ど
新
し
い
賦
課
を
生
む
と
い 

う
仕
方
で
人
間
に
重
く
の
し
か
か
り
、
無
始
爾
来
未
来
永
劫
に
わ
た
っ 

て

人
間
を
輪
廻
の
鎖
に
繋
ぐ
重
荷
で
あ
り
、
閉
鎖
性
で

あ

る

。

そ

れ

は

、 永
劫
回
帰
を
説
く
ッ
ア
ラ
ッ

ス

ト
ラ
の
脳
中
に
鉛
の
ご
と
く
垂
ら
さ
れ 

た

「

重
力
の
精

」

と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
生
き
る

こ

と

を耐

え

. 

難
く
さ

せ

る
も
の
で
あ
る
。
重
力
の
精
は
無
限
な
自
己
中
心
性
、
自
己 

閉
鎖
性
で
あ
り
、
そ

れ

は

「

無
限
衝
動

」

の
中
に
潜
ん
で
い
る
。
そ
の 

自
己
閉
鎖
性
は
空
に
お
い
て
開
か
れ
、
の
し
か
か
る
重
力
の
刺
は
魂
の 

底
か
ら
抜
か
れ
る
。
業
に
お
い
て
有
為
で
あ
り
、
負
い
目
で
あ
っ
た
も 

の
が
、
空
に
お
い
て

「

無
為」

と

な

り「

任
運
滔
々

」

と
い
う
性
格
を 

も
っ
て
く
る
。

「

現
存
在
の
本
質
的
な
負
荷
性
が
空
の
立
場
に
お
い
て 

脱
却
さ
れ
る
。

」
(
1
0
/
2
8
5
)

空
の
立
場
に
お
い
て
は
、

一
切
の
働
き
は 

根

源

的

に「

遊
び」

の
性
格
を
も
っ
て
く
る
。
根
源
的
な
意
味
で
の
遊 

び
は
、
根
源
的
な
意
味
で
の
真
面
目
で
も
あ
る
。
真

面

目

と

は

現

存

在

一 

を

現
存
在
の
も
と
に
連
れ
戻
す

こ

と

で
あ
り
、
現
存
在
の
も
と
を
開
削

66 

す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
遊
び
と
は

「

恰

も

大

地

の

底

か

ら

火

が

一
 

噴
き
出
す
や
う
に
、
現
存
在
の
も
と
を
通
し
て
い
わ
ば
世
界
万
有
の
底 

か
ら
迸
り
出
る
生
命
が
体
験
さ
れ

る」
(
1
0
/
2
8
4
)

こ

と

で
あ
る
、

と 

西
谷
は
語
る
。

空
の
立
場
が
現
代
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
理
由
は
、

ニ

ヒ
リ

ズ

ム

の
 

虚
無
を
乗
り
超
え
る
道
は
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

を
通
し
てし

か

あ

り

え

な
い
か 

ら
で
あ
る
。ニ
ヒ

リ

ズ

ム

の
虚
無
は
外
か
ら
開
か
れ
ず
、
虚
無
の
内
か 

ら
し
か
開
か
れ
な
い
所
以
は
、

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の
虚
無
が
、
先
に
みた 

「

悲
哀」
と
は
異
な
っ
て
、

一
切
の
意
味
や
解
答
を
打
ち
崩
し
て
ゆ
く 

深
い
疑
惑
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
懐
疑
を
乗
り
超
え
る
道
は
、 

懐
疑
を
懐
疑
と
し
て
丸
ご
と
受
け
入
れ
る
こ
と
し
か
な
い
。
空
が
、
懐



疑
を
懐
疑
と
し
て
丸
ご
と
受
け
入
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
道
で
あ
る 

の
は
、
空
は
も
の
の
自
体
に
参
入
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

空

に
お
け
る
超
越
が
現
代
に
お
い
て
も
つ
意
味
は
、
そ

れ

が

「

無
意 

味
性
の
不
安

」

を

乗
り
超
え
る
も
の
で
あ
る
と

い

う

こ

と

に
あ
る
。

ニ 

ヒ
リ
ズ
ム
の
虚
無
は
死
の
不
安
や
罪
の
不
安
で
は
な
く
、
無
意
味
性
の 

不
安
で
あ
る
。
深
い
懐
疑
、
大
疑
現
前
と
は
無
意
味
性
の
不
安
で
あ
る
。 

無
意
味
性
の
不
安
は
外
か
ら
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
丸
ご
と
受 

け
入
れ
るこ
と

し
か
、
そ
れ
を
乗
り
超
え
る
道
は
な
い
と
、

テ

ィ
リ
ッ 

ヒ
は
言
う
。
そ
し
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
不
安
の
丸
ご
と
の
受
け
入
れ
を 

可
能
に
す
る
の
は

「

有
神
論
の
神

」
で
は
な
く
、

「

神
を
超
え
る
神

」 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
神
は

r

深
淵
と
し
て
の
神

」

で 

あ
り
、
深
淵
と
し
て
の
神
は
ま
た

「

空」
で

も

あ

る

。

そ
の
場
合r

深
淵
と
し
て
の
神

」

と

「

底
な
き
空

」

を
分
け
隔
て
る 

も
の
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
両
者
を
繫
ぐ
も 

の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
こ
に
捉
え
た
ら
よ
い
か
。
そ
の
問
題

を
追
求
す
る
際
に
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
神
や
空
の
構
造
を
そ
れ 

自
体
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ

れ

に

す

る

R
m
m
l

 

と
の
関
り
か
ら
考
察
す
る

こ
と
であ

る

。
自
己
を
如
何
な
る
も
の
と
し 

て
理
解
し
、
自
覚
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
両
者
の
性
格
を
決
定
す
る
。 

人
間
は
根
本
に
お
い
て
有
限
者
で
あ
る
。
自
己
の
有
限
性
は
自
覚
は

一 

様
で
は
な
い
。
西
谷
の
場
合
は
そ
れ
は
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

と

い

う

形
を
と

っ
 

て
あ
ら
わ
れ
た
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
底
を
如
何
に
突
き
抜
け
る
か
と
い
う 

こ
と
が
西
谷
の
根
本
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
空
へ
と
突
き
破
る
に
は
長 

い
忍
耐
を
必
要
と
し
た
。
し
か
し
、
人
間
の
有
限
性
の
自
覚
は
罪
と
い 

う
形
であ
ら

わ

れ

る場
合
もあ

る

。
そ
の
と
き
有
限
性
を
突
き
抜
け
る 

道
は
愛
と
い
う
形
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
空
は
そ
こ
で
は
人
間
の
心 

に
映
さ
れ
た
愛
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
角
度
か
ら
追 

求
す
る
と
き
、
空
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
は
異
な
っ
た

^
0

を
現
し
、 

孤
独
や
愛
と
の
結
び
付
き
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ 

の
側
面
か
ら
の
追
求
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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現
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ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

)

を
生
き
る
仏
教』

大
蔵
出
版
ニ
、
五
〇
〇
円

仏
教
の
真
髄
を
、「

西
田
哲
学
的
生
き
方」 

と
い
ぅ
形
で
、
若
者
を
対
象
に
熱
っ
ぽ
く
語
っ 

た
、
著
者
の
快
心
の
一
書
。
著
者
の
生
涯
の
行 

学
が
、
こ
の
一
書
に
籠
め
ら
れ
る
。

好
評
発
売
中



討

議

者

本

多

正

昭
質
問
を
三
つ
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

先
ず
第
一
の
質
問
。
長
谷
先
生
の

「

西
谷
に
お
い
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
機 

の
自
覚
と
い
う
性
格
を
有
す
る

」

と
い
う
言
葉
、
こ
れ
は
私
に
と
っ
て 

ほ
非
常
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
を
含
ん
で 

い
る
機
の
自
覚
と
い
う
の
は
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
悩
ま
さ
れ
、
蝕
ま
れ
て 

い
る
と
き
に
は
全
く
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、 

こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
的
な
言
葉
で
言
い
直
し
ま
す
と
、
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ 

ム
と
い
う
の
は
過
ぎ
越
し
の
通
過
儀
礼
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
の 

で
は
な
い
か
と
。
西
谷
先
生
は

r

こ
の
虚
無
の
場
と
い
う
の
は
空
の
場 

を
離
れ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ

」

と
、『
宗
教
と
は
何
か

』 

の 

一
ニ
五
頁
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

そ

う

し
ま
す
と
、
こ 

の
機
の
自
覚
と
い
う
の
は
、
意
識
に
先
立
つ
根
源
的
な
事
実
と
い
う
レ 

ヴ
ヱ
ル
で
は
、
初
め
か
ら
法
の
深
信
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
た
と
い 

う
か
、
な
す
べ
き
も
の
と
し
て
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は 

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

ニ 

ヒ
リ
ズ
ム
と
空
の
関
係
を
、
浄
土
門
で
い
う
あ
の
一
一
種
深
信
に
於
け
る 

機
法
一
体
と
い
う
思
想
の
現
代
版
、
乃
至
国
際
版
と
し
て
再
解
釈
す
る 

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
た
の
で
す
け 

れ
ど
も
。

第
二
の
質
問
は
、
敬
遠
的
信
仰
と
い
う
、
こ
れ
は
近
代
人
の
宗
教
意

識
に
潜
ん
で
い
る
絶
望
の
問
題
な
の
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
の
敬
遠
的
信 

仰
の
原
因
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
言
葉
で
い
う
と
、
悟
後
の
修
行
の
欠 

落
の
た
め
だ
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
な
、
と
い
う
の
が
一
つ
な
の 

で
す
。
も
う
一
つ
そ
れ
に
関
連
し
て
、
正
定
聚
の
位
に
住
す
る
と
い
う 

言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
信
心
の
立
場
と
、
こ
の
敬
遠
的
信
仰 

の
関
係
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
な
と
、
難
し
い
問
題
で
、
何
か
ご
意 

見
を
頂
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。

最
後
の
質
問
は
、

ニ
ー
チ
ヱ
の
能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
は
、
永
劫
回 

帰
と
い
う
の
は
、
絶
え
ず
、
出
発
点
に
戻
さ
れ
る
と
い
う
挫
折
の
原
理 

で
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
絶
え
ず 

い
ま
一
度
い
ま
一
度
と
能
動
的
に
、
意
味
を
立
て
ず
、
目

的

を

立

て

ず

一
 

に
生
き
て行

く

、
そ
う
い
う力

と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
と
空

S8 

の
立
場
は
近
い
の
だ
ろ
う
か
な
と
い
う
こ
と
で
す
。

 

一
 

長

谷

「

機」

と
い
う
問
題
は
、
こ
れ
は
現
に
自
分
が
生
き
て
、
リ
ア 

ル
な
自
分
と
い
う
も
の
が
機
と
い
う
こ
と
で
、
自
己
と
い
う
も
の
を
抜 

き
に
し
て
宗
教
を
考
え
な
い
と
い
う
の
が
先
生
の
宗
教
に
対
す
る
立
場 

で
あ
り
ま
す
し
、
現
在
の
捨
抗
と
い
う
も
の
が
起
き
る
現
代
と
い
う
も 

の
が
な
い
よ
う
な
宗
教
と
い
う
も
の
は
宗
教
で
は
な
い
と
。
現
代
は
宗 

教
を
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、
現
代
を
持
た
な
い
宗
教
は
問
題
だ
と
い
う 

よ
う
なこ
と

を
西
谷
先
生
はよ
く
言
っ
てお
ら

れ

ま

し

た

。

先
生
の
場
合
、
哲
学
を
始
め
る
と
き
に
自
分
と
い
う
も
の
を
ど
う
自 

覚
し
た

か

、

と

い

う

こ

と

を

機

と

い

う

こ

と

で

表
現
しま

す

と

、西
谷 

先
生
は
、
自
分
の
土
性
骨
を
貫
い
た
も
の
は

ニ

ヒ
リ

ズ

ム

とい
う
問
題



で
あ
っ
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
自
覚
は
確
か
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
や
は
り
機
と
い
う
も
の
の
自 

覚
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
先
生
の
言
っ
て
い
る
空
が
法
と
い
う
形 

で
現
れ
た
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
い
え
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。

二
番
目
の
質
問
に
つ
い
て
は
、
西
谷
先
生
の
場
合
は
、
宗
教
か
ら
出 

る
と
い
う
こ
と
に
、
或
い
は
敬
遠
的
信
仰
と
い
う
も
の
に
、
ひ
と
つ
の 

積
極
的
な
意
味
を
見
出
さ
れ
て
、
そ
れ
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
か 

ら
積
極
的
に
解
釈
し
直
す
と
い
う
ふ
う
な
一
面
が
ど
こ
か
に

あ

る

と

思 

い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
創
造
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
空
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
結 

び
つ
く
の
か
。
果
た
し
て
近
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
。
先 

生
は
、

ニ

ー

チ
ヱ
の®
it
的
ニ
ヒリ
ズ

ム

と

有
限
性
の
統
一
と

い

う

こ 

と
で
は
運
命
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
ら
れ
ま
し
て
、_

的
な
レ
ヴ
エ 

ル
の
運
命
と
い
う
も
の
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
か
ら
、
自 

分
の
土
性
骨
の
よ
う
な
部
分
が
そ
こ
に
出
て
来
て
い
る
の
だ
と
。
そ
う 

い
う
運
命
愛
と
い
う
も
の
は
、
だ
か
ら
積
極
的
に
引
き
受
け
た
場
合
に 

は
遊
戯
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

「

現
に
今
此
処

」

と
い
う
も
の
に
立
っ 

て
、
最
も
確
か
な
自
分
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
出
て
い
る
こ
と
だ
と
。 

そ
れ
が
や
は
り
空
の
立
場
と
非
常
に
近
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
直
観
が 

先
生
の
中
に
は
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

生
き
死
に
を
ハ
ラ
リ
と
打
ち
捨
て
て
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仏
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