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キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
出
会
い
の
歴
史
を
通
じ
て
ユ
ン
グ
心

理

学 

の
果
た
し
た
役
割
は
、
せ
い
ぜ
い
補
助
的
な
も
の
だ
っ
た
。
実
際
ユ
ン 

グ
の
考
え
は
往
々
に
し
て
引
用
さ
れ
る
の
だ
が
、
と
あ

る
理
由
に
よ
っ 

て
、
彼
が
残
し
た
思
想
体
系
の
総
体
は
、
キ
リ
ス
ト
者
と
仏
教
者
が
相 

互
に
批
判
し
高
め
合
ぅ
の
に
必
要
な
共
通
の
場
と
し

て
注
目
さ
れ
て
は 

こ
な
か
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
ユ
ン
グ
心
理
学
が
秘
め
る
あ 

ま
り
に
閉
鎖
的
と
思
わ
れ
る
点
に
注
意
を
引
く
と
と
も
に
、
そ
れ
を
解 

き
放
っ
て
や
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
が
い
か
に
こ
れ
ま
で
以 

上
に
親
し
く
相
互
に
接
触
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
今
日
の
霊
性
の 

一
般
領
域
に
お
い
て
起
き
て
い
る
諸
変
化
と
も
密
接
に
触
れ
合
え
る
か 

を
示
唆
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ユ
ン
グ
と
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話

単
な
る
知
識
の
交
換
に
留
ま
る
よ
ぅ
な
出
会
い
は
論

外

と

し

て

も

、 

今
日
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
知
的
対
話
は
、
比
較
モ
デ
ル
と
倫
浬

モ
デ
ル
の
ニ
つ
に
集
約
で
き
る
。

対
話
の
比
較
モ
デ
ル
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
中
立
的
な
、
あ

る
共
有 

さ
れ
た
場
に
存
す
る
。
そ
こ
で
両
者
は
、
各
々
の
伝
統
か
ら
選
び
出
さ 

れ
た
概
念
を
め
ぐ
っ
て
と
も
に
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の

よ

う

一
 

な
場
は
、
合
理
的
な
議
論
の
た
め
の
一
般
的
規
則
に
加
え
て
、
共

通

の
24 

テー

マ
と
用
語
を
提
供
す
る
特
定
の
概
念
群
の
周
囲
に
構
築
さ
れ
る

の

一
 

が
通
例
で
あ
る
。
原
理
的
に
こ
う
し
た
上
部
構
造
は
、
特
定
の
学
問
領 

域

(

た
と
え
ば哲
学
、
人
類
学
、
解
釈
学
、
比
較
宗
教
学
、
心
理
学
、

あ
る
い 

は
社
会
学)

か
ら
、
思
想
上
の
特
定
の
傾
向
あ

る

い

は学

派(

た
と
え
ば 

現
象
学
、
構
造
主
義
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
精
神
分
析)

を
定
義
す
る
何
ら
か 

の
程
度
に
お
い
て
明
示
さ
れ
た
一
般
概
念
が
有
す
る
、
よ
り
限

定

さ

れ 

た
関
心
に
ま
で
、
さ

ら

に

は特
定
の
思
想
家(

た

と

え

ば

テ

ィ

リ

ッ

ヒ

、

ラ
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
、
西
田
、

エ
リ
ア
ー

デ
、

ホ

ワ

イ

ト

ヘ

ッ

ド

)

で

ま

で 

お
よ
ん
で
い
る
。
そ
の
う
ち
実
際
に
探
求
さ
れ
た
事
例
は
わ
ず
か
だ
が
、
 

可
能
性
を
見
渡
せ
ば
、
そ

こ

に

は
宗
教
研
究
そ
の
も
の
の
研
究
と
同
程 

度
の
広
が
り
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
比
較
的
対
話



(comparative d
i
a
l
o
g
u
e
)

は
、
こ
の
よ
う
に
変
幻
自
在
で
あ
り
つ 

づ
け
る
か
ぎ
り
、
家
畜
の
群
を
己
れ
の
畜
舎
へ
と
追
い
や
ろ
う
と
か
か 

と
に
嚙
み
つ
く
牧
羊
犬
の
ご
と
き
新
手
の「

専
門
家」

た
ち
に
よ
っ
て 

収
用
さ
れ
ず
に
す
む
こ
と
だ
ろ
う
。

比
較
的
対
話
が
目
指
す
洞
察
は
、
宗
教
的
な
世
界
観
や
価
値
観
の
多 

様
性
に
ま
す
ま
す
通
晓
し
、
伝
統
の
中
で
無
視
さ
れ
忘
却
さ
れ
て
き
た 

こ

と

を
再
び
覚
醒
さ
せ
、
最
終
的
に
は
学
び
え
た

こ

と
に
照
ら
し
合
わ 

せ
て
自
己
を
理
解
し
な
お
す
こ

と

で

あ

る

。そ
れ
は
一
種
の
相
互
回
心 

の
実
験
で
あ
り
、
そ
の
成
否
は
、
議
論
の
学
術
的
水
準
の
み
な
ら
ず
、
 

対
話
の
参
加
者
が
自
ら
の
信
仰
に
ま
つ
わ
る
通
念
の
再
考
を
ど
こ
ま
で 

受
け
止
め
る
こ

と

が

で

き

る

か

と

い

う
点
に
も
か

か
っ
て
い
る
。

対
話
の
倫
理
モ
デ
ル
で
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
、
各
々
の
伝
統 

を
共
通
の
倫
理
的
関
心
へ
と
収
斂
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
。
 

倫
理
的
対
話(ethical 

dialogue)

は
理
性
の
要
求
に
忠
実
で
あ
る 

一
方
、
歴
史
の
な
か
で
は
た
ら
く
不
正
義
、
抑
圧
、
環
境
破
壊
に
題
材 

を
見
出
す
点
で
学
術
研
究
と
は
異
な
っ
て
い

る

。

そ

う

し

た題
材
は
、
 

と
き
に
意
識
の
活
性
化
や
原
理
の
明
確
化
を
な
す
べ
き
宗
教
的
観
念
を 

探
求
す

る

と

い

っ

た

一般
的
な
か
た
ち
を

と

る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
参
加 

者
自
身
が
共
同
行
動
を
視
野
に
入
れ
て
特
殊
な
争
点
を
提
示
す
る
こ
と 

も
あ

る

。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
こ

う

し

た題
材
へ
の
目
配
り
は
、
学 

者
の
回
心
を
超
え
て
外
部
世
界
に
ま
で
及
び
、
特
定
の
道
徳
的
感
受
性 

あ

る

い
は
具
体
的
な
実
践
ま
で

を
も
活
性
化
す
る

。

知
的
対
話
が
示
す
こ
れ
ら
一
一
つ
の
形
態
の
う
ち
、
社
会
倫
理
を
欠
く

ユ
ン
グ
心
理
学
は
、
倫
理
モ
デ
ル
よ
り
も
学
術
モ
デ
ル
の
目
的
に
つ
い 

て
よ
り
有
益
だ
と
思
わ
れ
る
。(

ユ
ン
グ
心
理
学
の
治
療
技
術
は
ま
た
、
文 

句
な
し
に
、
瞑
想
の
実
践
に
集
中
す
る
形
の
対
話
に
お
い
て
も
有
益
で
あ
り
う 

る
だ
ろ
う
。)

し
か
し
な
が
ら
別
の
選
択
肢
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ユ
ン 

グ
心
理
学
は
仏
教
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
と
並
ん
で
第
三
の
当
事
者
と
し 

て
対
話
に
参
加
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
。

こ
う
し
た
提
言
は
一
見
、
い
た
ず
ら
な
も

の

と
か
、
あ
る
い
は
少
な 

く
と
も
奇
妙
な
も
の
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
心
理 

学
は
宗
教
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

一
個
人
が
著
わ
し
た
著
作
が
主
要
な 

世
界
宗
教
と
比
肩
す
る

と

は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し 

深
層
心
理
学
そ
の
も
の
の
将
来
に
お
け
る
進
化
を
喚
起
す
る
よ
う
な
論

一
 

点
が
あ
る
な
ら
ば
、
し
か
も
こ
う
い
っ
た
論
点
が
ユ
ン
グ
の
著
作
か
ら
25 

明
確
に
で
き
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
ど

う

だ

ろ

う

。ま
た
同
時
に
、
そ

の
一
 

な
か
に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
未
来
に
挑
み
か
か
る
点
が
あ
る
と
す
れ 

ば
ど

う

だ

ろ

う

。次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き

る

。
た
と
え 

ば
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
伝
統
宗
教
が
再
定
式
化
し
た
り
応 

答
し
た
り
す
る
に
は
教
義
上
の
基
盤
が
欠
け
て
い
る
よ
う
な
問
い
、
し 

か
も
心
理
学
理
論
の
再
考
を
も
促
す
よ
う
な
問
い
が
、
こ
の
現
代
に
浮 

上
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の

よ

う

な状
況
の
も
と
、
あ
る
が
ま 

ま
の
宗
教
の
重
要
性
を
疑
う
こ
と
な
く
確
信
す
る
ユ
ン
グ
心
理
学
は
、

現
在
進
行
中
の
対
話
を
支
え
る
共
通
基
盤
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ 

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
を
安
全
な
停
泊
港
か
ら
海
図
な
き
大
海
へ 

と
弓
き
出—
^
て
い
く
曳
船
の
よ
う
な
も
の
と—

^
て
、
歓
迎
さ
れ
る
こ
と



だ
ろ
う
。

ユ
ン
グ
の
も
と
も
と
の
仕
事
は
、
心
理
学
に
は
理
論
的
に
見
過
ご
さ 

れ
て
き
た
デ
ー
タ
に
学
ぶ
べ
き
多
大
の
事
枘
が
あ
る
と
の
大
胆
な
確
信 

か
ら
始
ま
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
ユ
ン
グ
の
仕
事
を
対
話
へ
持
ち
込
も
う 

と
す
る
の
は
、
そ
の
勇
気
を
学
び
、
真
似
る
た
め
で
あ
っ
て
、
彼
が
示 

し
た
解
答
に
従
う
た
め
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
自
己
発
見
型
の
対
話 

(heuristic m
o
d
e
l

 of dialogue)

へ
と
わ
れ
わ
れ
を
駆
り
立
て
る 

諸
問
題
は
、
仏
教
者
あ
る
い
は
キ
リ
ス
卜
者
が
ユ
ン
グ
に
反
対
し
て
挙 

げ
て
い
る
よ
う
な
通
常
の
類
の
批
判
に
も
、
他
方
ユ
ン
グ
の
方
か
ら
そ 

う
い
っ
た
批
判
者
へ
と
向
け
ら
れ
た
再
批
判
に
も
属
さ
な
い
。
当
の
諸 

問
題
は
別
種
の
宗
教
性
に
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
の
自
我
お 

よ
び
自
己
の
概
念
を
簡
単
に
問
題
化
し
て
み
る
こ
と
で
、
筆
者
の
念
頭 

に
あ
る
問
題
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

自
我
と
自
己
を
疑
う

ユ
ン
グ
は
、
自
我
意
識
は
真
の
中
心
を
自
己
に
お
く
心
の一

部
分
で 

あ

る

に
す
ぎ
な
い
と
熱
心
に
主
張
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の 

心
理
学
の
中
心
は
、
あ
る
重
入
な
意
味
に
お
い
て
、

一
人
称
単
数
の
主 

体
で
あ

る
具
体
的
な
個
人
に
置
か
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
ユ
ン
グ
は
心
の 

構
図
か
ら
集
合
的
意
識
の
概
念
を
完
全
に
排
除
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ 

る

。

フ

ロ

ィ

ト

の超
自
我
に
触
れ
る
ま
で
も
な
く

、
ユ
ン
グ
は
知
識
の 

社
会
決
定
論
を
十
分
に
知
っ
て
い
た
。
し
か
し「

集
合
的
意
識」

と
い

う
言
葉
が
出
る
と
、
ユ
ン
グ
は
た
だ
ち
に「

集
団
主
義」

の
危
険
を
毒 

づ
き
、
集
合
的
意
識
と
集
合
的
無
意
識
と
の
間
の「

ほ
と
ん
ど
架
橋
し 

が
た
い
隔
た
り」

に
不
平
を
も
ら
し
は
じ
め
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。

個
人
に
対
し
て
責
任
を
感
じ
、
集
合
的
な
も
の
を
信
用
し
な
い
と
い 

う
ユ
ン
グ
の
態
度
は
、
心
の
構
造
と
目
的
論
に
つ
い
て
の
彼
の
思
考
に 

影
響
を
及
ぼ
し
た
。
人
間
は
、
意
識
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
は
そ
の
他
の 

©
物
か
ら
区
8|
さ
れ
な
い
。
意
識
が
あ
る
と
の
認
識
に
よ
っ
て
区
8|
さ 

れ
る
。
同
様
に
、
集
合
的
無
意
識
を
動
物
的
本
能
の
上
位
に
ま
で
引
き 

上
げ
る
の
は
、
精
神
の
な
か
で
単
に
事
実
と
し
て
起
こ
っ
て
い
る
無
意 

識
の
出_

で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
出
来
事
に
対
し
て
払
わ
れ 

た
意
識
的
な
注
意
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
し
注
意
す
る
自
覚
一 

の
場
こ
そ
、
ユ
ン
グ
が
自
我(the 

e
g
o
)

と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

26 

し
た
が
っ
て
、
自
我
を「

あ
り
ふ
れ
た」

認
識
主
体
と
み
な
す
一
方
で
、

一
 

自
己
を
自
我
が
解
消
さ
れ
る
に
つ
れ
て
そ
の
後
を
継
承
し
て
い
く
も
う 

ひ
と
つ
の「

よ
り
真
実
の」

、「

よ
り
深
い」

認
識
主
体
と
み
な
す
と
し 

た
ら
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
厳
密
な
概
念
定
義
が
易
々
と
隠
噍
へ
と 

滑
り
落
ち
て
し
ま
う
と
い
う
特
徴
を
ユ
ン

グ

の
言
葉
づ
か
い
に
見
出
せ 

る
が
、
そ
の一

因
は
、
あ
る
一
つ
の「

中
心」

が
別
の「

中
心」

に
置 

き
代
わ
っ
て
し
ま
う
発
想
に
求
め
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
ユ
ン
グ
の
関 

心
は
、
精
神
が
い
か
に
は
た
ら
く
か
を
客
観
的
に
説
明
す
る
こ
と
だ
け 

で
は
な
く
、
個
人
の
自
己
認
識
の
変
容
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、
 

さ
ら
に
は
、
無
意
識
か
ら
拾
い
上
げ
ら
れ
た
ィ
メ
ー
ジ
に
直
面
す
る
こ 

と
こ
そ「

個
性
化」
だ
と
の
理
解
が
彼
に
は
あ
っ
た
が
た
め
に
、
変
容



や
「

個
性
化」

の
過
程
を
象
徴
す
る
表
象
が
よ
り
精
密
な
心
理
学
理
論 

に

合

致

し

な

い

こ

と

が

避

け

ら

れ

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る

。

あ

ら

ゆ

る自
意
識
や
自
己
同
一
は
意
識
主
体
を
必
要
と
す
る
、
こ
の 

こ

と

を

ユン
グ
は
否
定
し
な
い
。
通
常
の
健
全
な
精
神
に
お
い
て
意
識 

主
体
と
は
、

一
つ
の
統
合
さ
れ
た
自
我
を
意
味
す
る
。
ユ
ン
グ
が
目
指 

し

た

の

は

、い
か
に
深
く
精
神
の
集
合
的
奥
底
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
よ 

う
と
も
自
我
以
外
の
コ

ン

プ

レ

ッ

ク

ス

で

、
自
我
を
置
き
換
え
よ
う
と 

す
る
こ

と

な

ど

で

は

な

か

っ

た

。

こ

う

し

て

、

自
己
と
い
う
観
念
は
、
 

自
我
を
根
絶
し
て
主
体
性
の
中
心
を
別
の
も
の
に
置
き
換
え
よ
う
と
す 

る
も

の

で

はな
い
、
と

さ

れ

たの
で
あ

る

。

異

な

る様
態
を
も
っ
た
主 

体
性
こ
そ
が
、
ユ
ン
グ
が
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
我
を
克
服
し
自 

己
の
た
め
の
余
地
を
設
け
る
と
彼
が
語
る
と
き
に
は
、
主
体
性
に
関
す 

る
考
え
方
を
別
の
考
え
方
と
取
り
替
え
る
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
 

換
言
す
れ
ば
、
自
己
と
は
、
ひ
と
つ
の
変
容
、
す
な
わ
ち
、
日
常
の
覚 

醒
し
た
個
人
す
な
わ
ち
自
我
が
常
態
の
偏
狭
な
自
意
識
を
離
れ
、
意
識 

に
対
す
る
自
律
的
支
配
を
や
め
、
自
我
の
制
御
外
に
あ
っ
て
自
我
の
発 

達
に
不
可
欠
な
心
の
領
域
を
自
覚
す
る
に
至
る
と
い
っ
た
変
容
と
し
て 

理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
目
指
す
と
こ
ろ
は
矮
小
化
さ
れ 

た
自
我
で
は
な
い
。
改
変
さ
れ
た
自
我
、
す
な
わ
ち
、
自
己
満
足
の
度 

合
い
や
、
制
御
を
及
ぼ
さ
ん
と
す
る
知
覚
や
経
験
を
中
心
と
す
る
度
合 

い
が
低
く
、
そ
し
て
、
未
知
に
し
て
統
御
不
能
な
精
神
的
次
元
へ
と
よ 

り
い
っ
そ
う
開
か
れ
た
自
我
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
み
、
自
己 

は
意
識
の
核
心
に
お
け
る
変
化
と
呼
ば
れ
う
る
の
で
あ
る
。

ユ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
自
我
と
自
己
の
存
在
論
的
位
置
づ
け
は
、

良
く
言
っ
て
あ
い
ま
い
、
悪
く
言
え
ば
混
乱
し
て
い
る
。
文
脈
ご
と
に 

自
我
と
自
己
は
、
力
、
は
た
ら
き
、
機
能
、
現
象
の
一
部
類
、
元
型
、
 

実
在
な
ど
と
し
て
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、「

心
の
み
が
無
条 

件
に
実
在
す
る」

、
心

は「

外
在
的
宇
宙
に
等
し
く」

、「

物
理
的
存
在 

の
原
理
に
等
し
い
宇
宙
原
理」

、「

客
観
的
実
在」

、
あ
る
い
は「

存
在 

の
必
要
条
件」

で
あ
っ
て
、「

最
高
度
に
現
実
的
な」

も
の
だ
な
ど
の 

主
張
を
し
ば
し
ば
繰
り
返
す
の
は
、
形
而
上
学
的
思
索
を
酷
評
す
る
ユ 

ン
グ
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
我
と
自
己
が
精
神
の
別
々
の
構
成
要 

素
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
、
ユ
ン
グ
は
さ
ほ
ど
拘
泥
し 

な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
二
つ
は
、
心
の
い
と
な
み
に
お
けI 

る
一
種
の
協
力
関
係
の
お
か
げ
で
客
観
的「

現
実」

に
参
与
す
る
と
さ
27 

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
壮
大
な
考
え
の
背
景
に
は
、
自
我
と
い
う
観
念

一
 

を
反
転
さ
せ
た
ィ
メ
ー
ジ
と
し
て
自
己
と
い
う
観
念
が
あ
る
と
の
単
純 

な
論
理
が
あ
る
。

大
雑
把
な
形
で
は
あ
る
が
、
自
己
と
い
う
仮
説
は
、
用
い
ら
れ
た
デ
I 

夕
に
よ
っ
て
あ
い
ま
い
に
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
、
い
く
つ
か
の
暗
黙 

の
前
提
を
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
も
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
三 

点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
最
深
部
に
お
い
て
い
か
に
古
代
か
ら
の
知
恵
に
満
た
さ
れ 

て
い
よ
う
と
も
、
無
意
識
は
本
質
的
に
意
識
の一

種
で
あ
り
、
自
我
意 

識
で
は
な
い
よ
う
な
何
ら
か
の
意
識
で
あ
る
、
と
の
前
提
が
指
摘
で
き 

る
o



第
二
に
、
意
識
の
中
心
に
位
置
す
る
単
独
の「

原
子
的
自
我」

と
い 

う
観
念
が
、

〈

充
全
な
る
全
体
と
し
て
の
心
も
ま
た
個
性
化
さ
れ
た
自 

我
な
い
し
は
自
己
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
も
の
を
中
心
に
構
造
化
さ 

れ
る〉

と
い
う
想
定
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
自 

己
の
中
心
的
元
型
の「

心
的
同
等
者」

は
神
の
ィ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
用 

心
深
い
ユ
ン
グ
は
、
自
己
と
い
う
元
型
と
神
と
い
う
ィ
メ
ー
ジ
の
い
ず 

れ
が
優
先
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
公
刊
物
の
な
か
で
い
っ
さ 

い
触
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
間
で
の
一
対
一
対
応
を
主
張
す
る
に 

あ
た
っ
て
は
な
ん
ら
は
ば
か
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
 

秩
序
の
第
一
原
理
は
中
心
と
全
体
性
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
そ
の
ま
ま 

一
神
教
的
な
神
性
ィ
メー

ジ
と
な
っ
て
現
れ
る
。

ユ
ン
グ
心
理
学
に
見
ら
れ
る
心
の
単
一
原
理
性
を
補
強
す
べ
く
あ
ら 

か

じ

め
想
定
さ
れ
て

い

る
前
提
の
第
三
は
、
集
合
的
無
意
識
の
元
型
的 

象
徴
と
は
、(

意
識
と
無
意
識
が
充
全
性
を
指
向
す
る
傾
向
を
も
つ
こ

と

を
反 

映

し

て)

対
立
者
を
見
出
す
こ

と

で
充
全
な
も

の

と
な
り
、
諸
々
の
対 

立
者
の
統
合
と
い

う
形
を
と
っ
た
自
己
と
い

う
象
徴
を
結
晶
化
し
よ
う 

と
す
る

を

有
す
る

、

こ
う
い
っ
た「

力
動
的
な
一
元
論」

を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
心 

の
根
本
的
な
は
た
ら
き
を
映
し
出
す
と
さ
れ
る
内
容
を
、
象
徴
と
し
て 

理
解
し
て
や
れ
ば
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
そ

う

し

た内
容
が
外
部
の
現
実 

に
直
接
言
及
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
形
態
の
純
粋
さ
を
阻
害
す 

る
も
の
だ
と
し
て
括
弧
に
入
れ
て
し
ま
い
、
あ
く
ま
で
も
象
徴
と
し
て 

理
解
し
て
や

り

さ

えす
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ

う

し

た

こ

と

は

ユ
ン

グ
の
場
合
、
無
意
識
的
象
徴
が
も
つ
集
合
性
は
、
そ
の
象
徴
の
真
理.

深
遠•

信
頼
性
を
示
す
指
標
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
り
達
成
さ
れ
た
。
 

し
た
が
っ
て
、
対
立
者
の
調
和
的
複
合
体
と
し
て
の
自
己
と
い
う
元
型 

は
、
諸
事
実
を
客
観
的
に
提
示
す
る
と
こ
ろ
か
ら
描
き
出
さ
れ
た
純
粋 

な
結
論
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
集
合
的
無
意
識
の
内
容
を
象
徴
的 

に
解
釈
す
る
た
め
に
先
験
的
に
容
認
さ
れ
た
前
提
な
の
で
あ
る
。

内
的
生
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
問
題
化
す
る

上
述
の
三
つ
の
想
定
が
ユ
ン
グ
心
理
学
に
実
際
に
妥
当
す
る
か
ぎ
り
、

ユ
ン
グ
思
想
は
、
西
洋
的.

キ
リ
ス
ト
教
的
軛
か
ら
解
き
放
っ
て
東
洋
一 

思
想
や
仏
教
思
想
を
散
策
さ
せ
て
や
れ
ば
、
普
通
考
え
ら
れ
て
い
る
以
兇 

上
に
よ
り
良
質
に
し
て
よ
り
普
遍
的
に
応
用
可
能
な
起
源
に
繫
ぎ
と
め

一
 

ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
ユ
ン
グ
の
発
想
か 

ら
そ
う
し
た
心
理
学
が
で
き
あ
が
る
な
ど
と
速
断
す
る
気
に
わ
た
し
は 

な
れ
な
い
。
と
同
時
に
、
わ
た
し
の
確
信
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
多
く
の 

批
判
が
ユ
ン
グ
心
理
学
を
非
キ
リ
ス
ト
教
西
洋
に
妥
当
で
き
る
範
囲
い
っ 

ぱ
い
に
ま
で
引
き
伸
ば
す
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ 

の
ま
ま
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ 

ら
の
宗
教
は
、
今
や
自
分
た
ち
が
い
か
に
進
退
窮
ま
っ
て
堂
堂
巡
り
を 

す
る
ば
か
り
で
、
霊
的
意
味
を
模
索
す
る
現
代
の
大
衆
に
手
が
届
か
な 

い
で
い
る
か
を
、
よ
く
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
結
論
部
に 

お
い
て
、
内
的
生
に
関
す
る
現
代
人
の
認
識
の
な
か
に
は
、
伝
統
的
仏



教
、
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
、
伝
統
的
ユ
ン
グ
心
理
学
の
影
響
が
い
ず
れ 

も
減
退
し
て
い
る
が
、
な
お
上
で
述
べ
た
よ
う
な
三
つ
の
自
己
発
見
型 

の
対
話
の
基
盤
を
与
え
て
く
れ
る
領
域
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
指 

摘
し
た
い
と
思
う
。

よ
り
高
次
の
意
識
、
よ
y

高
次
の
実
在

あ
り
ふ
れ
た
自
我
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
の
真
の
自
己
と
い
う
課 

題
は
、
使
用
法
が
両
義
的
で
し
か
も
暗
黙
の
想
定
を
前
提
と
し
て
い
る 

が
た
め
に
用
と
し
て
は
混
乱
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
心
理
学
と
東 

西
の
諸
宗
教
と
の
間
で
か
わ
さ
れ
る
対
話
に
と
っ
て
重
要
な
接
点
を
提 

供
し
つ
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
課
題
を
扱
う
に
際
し
視
点
を
変 

え
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
対
話
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
主
体
性
に
対 

す
る
各
々
の
文
化
的
•
哲
学
的
態
度
が
異
な
る
と
い
う
地
点
で
空
転
す 

る
こ
と
し
か
期
待
で
き
な
い
だ
ろ
う
1

。
こ
こ
で
、
問
題
の
核
心
に
正 

確
き
わ
ま
り
な
い
表
現
で
言
い
及
ぶ
妙
技
に
長
け
た
ゥ
ィ
リ
ア
ム.

ジH

1

 

ム
ズ
が
、
と
る
べ
き
道
を
教
え
示
し
て
く
れ
る
。

『

宗
教
的
経
験
の
諸
相』

を
結
論
づ
け
る
に
あ
た
っ
て
ジH 

I
ム
ズ 

は
、
本
来
的
に
壊
れ
分
裂
し
た
自
己
と
い
う
観
念
そ
の
も
の
は
宗
教
的 

信
仰
を
十
分
に
は
説
明
で
き
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
個
人
は
、
よ
り 

広
大
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
て
、
な
に
か「

よ
り
以
上
の
も
の」

の
現 

前
、
す
な
わ
ち「

自
分
の
よ
り
高
い
萌
芽
の
部
分」

と
の
関
係
へ
と
踏 

み
込
ん
で
い
く
。

彼
は
こ
の
よ
り
高
い
部
分
が
こ
れ
と
同
一
性
質
の
或
る
よ
り
以
上
の 

も
の
と
境
を
接
し
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ 

の
よ
り
以
上
の
も
の
は
、
彼
の
外
の
宇
宙
で
働
い
て〔

い
る
：！、…

過 

剰
信
仰
は
し
ば
ら
く
措
い
て
、

一
般
的
共
通
的
な
も
の
だ
け
に
限
っ
て 

み
る
と
、
意
識
的
人
格
は
救
い
の
経
験
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
よ
り
広 

大
な
自
己
と
連
続
し
て
い
る
と
い
う
事
実
こ
そ
、
宗
教
的
経
験
に
関
す 

る
か
ぎ
り
、
文
字
ど
お
り
客
観
的
に
真
で
あ
る
、

意
識
が
正
常
で
日
常
的
な
形
態
に
あ
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
ジ
ヱ
I 

ム
ズ
が
言
う
と

こ

ろ

のr

充
全
た
る
自
己
へ
の
劣
等
感
と
い
う
生
涯
に 

わ
た
る
習
慣」

に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
り
広
大
な
意
識
の 

種
を
外
皮
の
ご
と
く
に
包
み
込
ん
だ
自
己
が「

通
念
的
に
健
全
だ」

と
一 

み
な
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
う
し
た
自
己
が
割
り
開
か
れ
、
よ

り

高

29 

い
部
分
が
顕
在
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
人
を
神
経
症
へ
と
陥
れ
る
こ
と
に
一 

な
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
な
お
、
ジ

ヱー

ム
ズ
が
指
摘
す
る
よ 

う
に
、
こ
の
病
態
を
経
な
い
か
ぎ
り
は
、
よ
り
高
い
圏
域
を
受
容
し
え

な
い
の
で
あ
る
3
。

よ
り
広
大
な
自
己
を
、
自
我
意
識
の
習
性
に
よ
っ
て
封
じ
込
ま
れ
つ 

つ
も
、
高
次
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
経
験
で
き
る
仕
組
を
備
え
て
い
る
も
の 

と

し

て
考
え
る
こ
と
は
、
ジ
ヱ
I
ム
ズ
の
主
張
を
言
窠
の
彩
で
言
い
ま 

わ
す
こ

と

に
留
ま
ら
な
い
。
霊
的
現
象
や
超
常
現
象
に
対
す
る
絶
え
間 

な
い
関
心
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
彼
は
、「

き
わ
め
て
絶
望
的
な
わ 

れ
わ
れ
の
時
代
の
あ
と
に
や
っ
て
く
る
、
新
た
な
生
の
広
が
り」

4
と 

い
う
精
神
疾
患
に
罹
っ
た
ア
メ
リ
ヵ
の
先
入
見
を
示
す
と
思
わ
れ
る



「
よ
り
高
い
意
識」

な
る
も
の
を
模
索
す
る
動
き
の
現
れ
、
す
な
わ
ち 

神
智
学
、
新
思

想(

ニ
ュ
ー
ソ
I
ト)

同
盟
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン.

サ
イ 

エ
ン
ス
な
ど
に
注
目
し
て
い
た
。
ジ
H
I
ム
ズ
の
目
に
は
、
国
全
体
が 

既
成
の
教
会
内
部
で
進
行
し
て
い
る
諸
運
動
と
は
別
の
霊
性
復
興
の
虜 

に
な
っ
て
い
る
か
の
よ

う

に
見
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ

う
述
べ
て
い 

る
。「

こ
れ
ら
の
諸
思
想
は
健
全
に
し
て
楽
観
的
で
あ
る
。
そ
し
て
い 

ま
明
ら
か
に
、
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
が
伝 

播
し
て
い
っ
た
の
と
い
く
つ
か
の
点
で
類
似
し
た
宗
教
活
動
の
波
が
、
 

ア
メ
リ
カ
の
社
会
を
通
り
過
ぎ
て
い
る
の
だ」

5
。
彼
は
、

こ
う
い
っ 

た
活
動
と
密
接
に
関
連
す
る
理
論
的
な
主
張
を
自
身
の
心
理
学
説
か
ら 

敬
し
て
遠
ざ
け
る
よ
う
常
に
気
を
配
っ
て
い
る
が
、
彼
の
著
作
を
読
め 

ば
、
ま
さ
に
そ
の
行
間
に
熱
狂
が
潜
ん
で
お
り
、
ふ
つ
ふ
つ
と
沸
騰
し 

て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
事
態
は
彼
の「

よ 

り
広
大
な
自
己」

と
い
う
概
念
に
特
に
は
っ
き
り
と
妥
当
す
る
の
で
あ 

る
6

。ジ
工ー

ム
ズ
が
開
く
ド
ア
は
あ
ま
り
に
多
い
の
だ
が
、
彼
に
つ
い
て 

述
べ
る
こ
と
は
こ
こ
で
諦
め
る
こ
と
に
し
て
、
以
下
の
命
題
を
も
っ
て 

議
論
の
主
流
へ
と
戻
っ
て
い
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
よ
り 

高
い
領
域
に
出
会
う
た
め
の
備
え
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
よ 

り
高
い
自
己
を
発
見
し
た
と
の
発
想
に
お
い
て
、
自
身
の
宗
教
心
理
学 

こ
そ
は
他
の
心
理
学
か
ら
一
線
を
画
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
、
ユ 

ン
グ
が
考
え
て
い
た
、
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う

し

た差 

別
化
は
必
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

は
そ
の
よ
う
な
一
線
な
ど
消
し
去
ら
れ
た
方
が
よ
い
の
で
あ
る
。

心
に
潜
む
す
べ
て
の
力
を
現
実
化
す
る(

す
な
わ
ち
個
性
化)

と
い 

う
ユ
ン
グ
の
発
想
は
、
自
我
が
意
識
か
ら
出
て
精
神
の
深
く
暗
い
奥
の 

院
へ
と
旅
す
る
と
い
っ
た
ィ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
強
く
支
配
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
奥
の
院
に
住
む
も
の
は
た
い
て
い
影
の
姿
を
と
っ
た
も
の
で
、
や 

さ

し

い
月
の
光
の
も

と
互
い
に
交
じ
り
合
っ
た
り
分
か
れ
た
り
し
な
が 

ら
、
夜
の
景
色
を
背
に
そ
の
姿
形
を
変
化
変
容
さ
せ
て
い
く
。
明
る
い 

陽
の
光
の
も
と
で
は
哀
れ
に
も
別
々
に
隔
て
ら
れ
た
も
の
ご
と
が
、
常 

に
か
す
か
な
怯
え
を
も
た
ら
す
予
見
不
可
能
な
無
意
識
と
い
う
靄
の
な 

か
で「

深
め
ら
れ
る」

の
で
あ
る
7
。
こ
う
し
た
内
的
世
界
へ
と
突
き 

動
か
す
刺
激
は
ま
さ
に
暗
い
経
験
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
暴
自
棄
、

一
 

罪
、
失
敗
、
不
安
、
限
界
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
自
己
荒
廃
な
ど
が
現
れ
出
30 

て
き
て
、「

溢
れ
る
恩
寵」

の
感
覚
と
と
も
に
広
大
な
る
意
識
の
開
け

一
 

を
も

た

ら

す感
情
の
爆
発
、
光
に
溢
れ
た
、
快
活
さ
を
与
え
る
、
大
海 

の
ご
と
き
、
絶
頂
と
し
て
の
感
情
の
爆
発
を
圧
倒
し
て
し

ま

う
の
で
あ 

る
。真

相
を
言
え
ば
、
よ
り
高
い
意
識
と
い
う
観
念
を
東
洋
思
想
の
中
に 

見
出
し
て
お
き
な
が
ら
、
な
ぜ
ユ
ン
グ
が
そ
れ
に
反
対
し
た
の
か
と
い 

う
と
、
東
洋
思
想
が
苦
し
む
自
我
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
っ 

た
。
苦
し
む
自
我
な
し
で
は
無
意
識
の
啓
示
は
意
味
を
持
ち
え
な
い
、

と
彼
に
は
思
え
た
の
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
に
と
っ
て
主
体
と
客
体
と
の
区 

別
を
抹
消
す
る
こ
と
と
は
、
東
洋
人
に
と
っ
て
の「

無
意
識
は
上
に
あ 

り
、
わ
れ
わ
れ
西
洋
人
に
あ
っ
て
そ
れ
は
下
に
あ
る」

8

と
い
う
違
い



は
あ
る
に
せ
よ
、
自
我
が
無
意
識
に
飲
み
込
ま
れ
て
消
え
て
し
ま
う
こ 

と
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
主
体
が
麻
酔
を
か
け
ら
れ
て
痛
み
を
感
じ
な 

く
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
、
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ 

は
大
い
な
る
自
己
認
識
へ
の
導
き
な
ど
で
は
な
く
、
生
の
暗
部
を
通
り 

過
ぎ
て
し

ま

う
と
い
う
自
己
欺
瞞
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
っ
た(

こ
れ 

は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
グ
ラ
ッ
ド
グ
リ
ン
夫
人
の
よ
う
に
、「

部
屋
の
ど
こ
か
に 

痛
み
が
あ
る
と
思
わ
れ
る」
が
、「

自
ら
が
そ
の
苦
痛
を
受
け
た
者
で
あ
る
か 

い
な
か
に
確
信
が
も
て
な
い」
と
い
っ
た
事
態
に
通
じ
よ.
っ)

。

ユ
ン
グ
に
と
っ 

て

「

わ
た
し
は
自
分
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
知
っ
て
い
る」

と
い
う
こ 

と
は
、「

わ
た
し
は
苦
し
ん
で
い
る」
と
い
う
こ
と
に
優
っ
て
い
る
ば 

か
り
か
、「

わ
た
し
は
苦
し
み
が
自
我
の
妄
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
知
っ 

て
い
る」

こ
と
よ
り
も
優
れ
て
い
る
の
で
あ
る
90

「

よ
り
広
い
自
己」

な
い
し
は「

複
数
の
自
己」

と
い
っ
た
も
の
、
 

す
な
わ
ち
、
自
我
を
中
心
と
す
る
心
で
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

一
 

連
の
情
報
を
受
容
で
き
る
自
己
と
い
っ
た
も
の
は
、
は
た
し
て
存
在
す 

る
の
か
否
か
、
こ
れ
こ
そ
が
論
点
な
の
で
あ
る
が
、
と
ど
の
つ
ま
り
ユ 

ン
グ
の
立
場
で
は
、
そ
れ
は
存
在
す
る
も
の
と
し
て
論
が
進
め
ら
れ
て 

い
る
の
で
あ
る
。
心
霊
現
象
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
占
星
術
、
錬
金
術
、
 

カ
バ
ラ
、
予
言
術
、
さ
ら
に
は
地
球
外
か
ら
の
来
訪
と
い
っ
た
も
の
と 

密
接
に
関
連
す
る
精
神
状
態
に
関
す
る
説
明
を「

象
徴
化」

す
る
こ
と 

で
、
そ
れ
ら
が
自
我
意
識
に
と
っ
て
も
つ
意
味
を
引
き
出
そ
う
と
い
う 

の
が
、
彼
の
方
法
論
上
の
決
断
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
 

常
態
的
な
一

人
称
単
数
個
人
を
超
え
る
意
識
が
持
つ
複
数
の
中
心
だ
と

か
、
そ
う
い
う
意
識
の
発
展
段
階
と
か
い
う
よ
う
な
問
題
が
脇
へ
と
追 

い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
同
時
に
ユ
ン
グ
は
、
そ
れ
ら
の
現
象
の
原
因 

に
判
断
を
下
す
義
務
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。「

開
示」

の
経 

験
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
経
験
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
圧
倒
的
で
あ 

る
が
ゆ
え
に
、
開
示
さ
れ
た
も
の
が
意
識
の
広
が
り
の
な
か
リ
ア
リ
テ
ィ 

そ
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
も
は
や
定
か
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ 

う
な
経
験
を
、
ジ
ヱ
ー

ム

ズ

と
同
様
に
ユ
ン

グ

も
ま
た
知
っ
て
い
た2。 

彼
は
い
ろ
い
ろ
な
夢
の
啓
示
を
信
頼
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
を
知
っ 

て
た
。『

易
経』

に
導
き
を
求
め
、
ダ
ゥ
ジ
ン
グ.

口
ッ

ド

を

使
っ
て 

水
脈
を
発
見
し
て
も
ら
い(

こ
れ
は
実
際
成
功
し
た)

、
超
心
理
的
な
経 

験
を
普
通
の
人
以
上
に
持
つ
と
い
う
の
が
彼
だ
っ
た
の
だ
。
し

か

し

何| 

が
実
在
的
で
あ
り
何
が
そ
う
で
な
い
の
か
、
意
識
の
よ
り
高
い
次
元
と
31 

い
っ
た
も
の
は
存
在
す
る
の
か
否
か
、
意
識
は
複
数
の
中
心
を
も
つ
の
一 

か
ど
う
か
、
結
局
人
は
こ
れ
ら
の
問
い
に
満
足
に
答
え
ら
れ
ず
面H

E

を 

失
う
こ

と

に

な

るの
か
、
と
い
っ
た
問
い
を
追
究
す
る
の
で
は
な
く
、
 

出
来
事
と
そ
れ
に
対
し
て
自
我
意
識
が
見
出
す
意
味
と
の
間
に
み
ら
れ 

る

「

共
時
性」

に
集
中
す
れ
ば
、
そ
れ
で
も
う
十
分
だ
と
ユ
ン
グ
は
考 

え
た
の
で
あ
る
。
彼
が
よ
り
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
い
た
の
は
、「

よ 

り
以
上
の
も
の」

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
自
我
意
識
に
は
手
が
届
か
な 

い

と
見
受
け
ら
れ
る
諸
現
象
か
ら
掘
り
出
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
象
徴 

的
意
味
の
方
だ
っ
た
。
実
在
と
人
間
存
在
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
疑
問
は
、
 

科
学
的
無
関
心
の
名
目
の
も
と
、
無
意
識
と
い
う
敷
物
の
下
へ
と
片
付 

け
ら
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
に
心
的
現
象
と
し
て
は
神
と
集
合
的
無
意
識
を
区
別
し
な 

か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

ユ
ン
グ
は
、
諸
事
実
か
ら
ま
す
ま
す
目
を
背
け 

る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
自
我
意
識
と
無
意
識
が
直
接
に
連
続
す
る
も 

の

と

し

て心
の
構
図
を
描
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
モ
デ
ル
が
基
本 

的
に
唯
一
神
説
で
あ
る
こ
と
に
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
。
こ
の 

こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ぜ「
よ
り
以
上
の
も
の」

が
お
の
ず
と
絶
対
的
一 

者
の
形
を
と
る
と
さ
れ
た
の
か
が
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
絶
対
的
一 

者
と
は
、
自
我
以
外
の
意
識
作
用
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
集
合
的
無
意 

識
、
あ
る
い
は
、
開
示
さ
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
神
の 

イ
メ
ー
ジ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
心
の
構
図
を
科
学
だ
と
主
張
し
、
神
の 

実
在
不
在
と
い
う
問
題
を
神
学
や
形
而
上
学
に
任
せ
き
っ
て
し
ま
う
こ 

と
で
、
ユ
ン
グ
は
、
高
次
の
意
識
お
よ
び
高
次
の
実
在
が
多
様
た
り
う 

る
可
能
性
を
原
理
上
排
除
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ユ
ン
グ
は
神
学
か
ら
科
学
へ
と
い
う
身
振
り
を
示
し
て
い
る
つ
も
り 

で
い
た
が

、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
際
に
も
た
ら
さ
れ
た

の

は

、思
想
上
の 

深
刻
な
締
め
つ
け
で
あ
っ
た

。
自
己
を
小
宇
宙
と
す
るr

1

な
る
世
界」 

(uncs 

m
u
n
d
u
s
)

と
い
う
壮
大
な
る
観
念
か
全
体
を
覆
い
尽
く
し
て 

い
た
背
後
で
、
ひ
と
つ
の
絶
対
的
大
宇
宙
のr

茫
漠」

を
内
包
す
る
リ 

ア

リ

テ

ィ

ーの
構
造
に
つ
い
て
は
限
定
さ
れ
た
見
方
し
か
な
さ
れ
て
い 

な

い

。
ア
ン
リ.

ベ

ル

グ

ソ

ン

は

、

ゥ

イ

リ

ア

ム

•
ジ
エー

ム

ズ

の
思 

想
を
語
る
な
か
で
、
古
代
人
が
世
界
を
有
限
な
も
の
と
み
な
し
た
の
と 

は
反
対
に
、
世
界
を
無
限
な
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
に
よ
っ 

て
こ
そ
、
近
代
理
性
の
ニー

ズ
は
満
た
さ
れ
る
、
と
書
き
記
し
た
。

一

方
、
ジ
ュー

ム
ズ
は
、
世
界
は
不
確
定
で
あ
っ
て
、
理
性
を
満
足
さ
せ 

る
ど
こ
ろ
か
そ
の
重
要
性
を
減
じ
、
そ
の
こ
と
で
む
し
ろ
人
間
の
全
体 

性

を「

果
て
し
な
く
高
め
る」

U
も
の
だ
、
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
ユ
ン 

グ
は
、
古
代
の
文
献
や
象
徴
の
な
か
で
出
会
っ
た
有
限
か
つ
古
典
的
な 

世
界
に
自
ら
の
理
論
を
関
連
づ
け
る
に
際
し
て
、
近
代
的
理
性
を
満
足 

さ
せ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
近
代
理
性
に
不
満
足
を
甘
受
す
べ
き
十
分 

な
理
由
を
与
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

仏
教
的
丨
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
を
超
え
て

仏
教
的
発
想
か
ら
見
れ
ば
、
ユ
ン
グ
に
よ
る
自
我
と
自
己
と
の
区
別
一 

に
つ
い
て
は
異
論
が
多
く
、
そ
の
批
判
の
大
半
は
も
は
や
自
明
で
す
ら
32 

あ
る
。
単
純
な
用
語
上
の
一
致
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
点
や
、
本
来
の
文
一 

脈
に
対
し
て
し
か
る
べ
き
関
心
を
払
う
こ
と
な
く
概
念
を
せ
っ
せ
と
使 

い
果
た
す
と
い
っ
た
点
で
ユ
ン
グ
が
非
難
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
彼
の 

諸
観
念
を
よ
り
仏
教
的
な
素
材
に
対
し
て
安
易
に
適
用
す
る
こ
と
は
避 

け
る
べ
き
だ
ろ
う
U
。
最
も
拙
速
な
や
り
方
は
、
仏
教
•
東
洋
と
西
洋 

キ
リ
ス
ト
教
と
の
間
の
差
異
を
、
前
者
の
方
が
よ
り
包
括
的
に
問
題
の 

全
体
を
取
り
上
げ
て
い

る

と
み
な
し
て
、
後
者
か
ら
引
き
出
さ
れ
前
者 

へ
払
い
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
で
あ
る
。
要
求
は
厳
し 

い
が
、
結
局
は
ぐ
ら
か
し
に
し
か
な
ら
な
い
ア
ブ
ロー

チ

と
い
う
の
は
、
 

「

東
洋
の
精
神」
は
人
間
の
心
が
共
有
す
る
構
造
の
単
な
る
一
様
式
に 

す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
意
識
に
つ
い
て
の
東
洋
独
自
の
定
義
を
要
す



る
も
の
だ
、
と
立
論
す
る
こ

と

で
あ
る
。
こ

の

よ

う

な問
題
点
に
易
 々

と
別
れ
を
告
げ
、
ユ
ン
グ
思
想
の
価
値
を
キ
リ
ス
ト
教
西
洋
か
ら
ョ
ー 

ガ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
I
教
、
道
教
、
チ
べ
ッ
ト
仏
教
、
大
乗
仏
教
、
禅
仏
教 

な
ど
の
東
洋
的
伝
統
へ
向
け
た
架
け
橋
と
し
て
研
究
し
て
き
た
努
力
を 

も
っ

と

も

ら

しく
言

い

紛

らわ
し
た
と

し

て

も

、せ
い
ぜ
い
最

悪

の

独 

断
的
な
気
質
が
満
た
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
課
題
が 

思
想
史
に
属
す
る
か
ぎ
り
、
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
文
献
上
の
証
拠
に 

忠
実
に
従
う
こ

と

を
基
礎
と
す
る
、
忍
耐
の
い
る
厳
し
い
ア

プ

ロ

ー

チ 

な
の
で
あ
る
。
そ
の
実
践
は
筆
者
よ
り
も
有
能
な
人
た
ち
に
お
ま
か
せ 

し
た
い
。

し
か
し
、
精
査
の
対
象
と
な
る
諸
伝
統
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
た
世
界 

観
の
基
本
構
造
の
変
化
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
歴
史
的
な
資
料
だ
け 

で
は
十
分
で
は
な
い
。
わ
た
し
が
考
え
る
よ
う
に
、
仏
教
と
キ

リ

ス

ト 

教
の
世
界
観
が
と
も
に
ユ
ン
グ
思
想
に
お
け
る
有
限
で
古
典
的
な
宇
宙 

な
る
も
の
と
同
じ
素
材
か
ら
作
ら
れ
る
も
の
で
あ

り

、
し
か
も
そ

う

し 

た
世
界
観
が
、
い
ま
形
を
取
り
つ
つ
あ
る
現
代
の
霊
性
に
と
っ
て
背
景 

と
は
な
り
え
な
い
と
す
る
な
ら
、
自
己
や
自
我
と
い
う
観
念
の
異
同
に 

つ
い
て
の
議
論
は
、
根
本
か
ら
考
え
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な 

る
。
現
代
の
霊
性
を
背
景
と
す
る
、
よ
り
高
次
の
リ
ア
リ
テ
ィ
や
意
識 

に
対
す
る
信
仰
は
、
伝
統
的
教
義
に
お
い
て
通
用
す
る
諸
範
疇
の
な
か 

に
お
い
そ
れ
と
解
消
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
伝
統 

的
教
義
は
、
新
た
な
形
を
と
っ
て
説
き
広
め
ら
れ
る
か
、
従
来
の
形
の 

ま
ま
新
し
い
動
き
を
圧
倒
し
て
し
ま
う
し
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
今
日

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
双
方
に
お
い
て
目
に
し
て
い
る
の
は
、
後
者
へ 

の
傾
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
重
み
は
、
宗
教
間
対
話
に
よ
っ
て
増
し 

加
え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
心
と
宇
宙
を
無
限
定
と 

み
な
す
見
方
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
く
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
第
一
印 

象
は
い
か
に
脅
威
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
ジ
ヱー

ム
ズ
が
望
ん
だ
よ

う

に

、
 

人
間
の
全
体
性
か
果
て
し
な
く
高
ま
り
ゆ
く
こ
と
へ
貢
献
し
う
る
の
か 

も
し
れ
な
い
。
以
下
の
残
さ
れ
た
紙
幅
で
は
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
ど
の 

程
度
開
か
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
そ
こ
か
ら
も
た
ら 

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
諸
々
の
帰
結
に
関
す
る
憶
測
を
ま
ず
抜
き
に
し
て
、
 

考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

前
世
紀
中
ご
ろ
よ
り
、
東
洋
や
1

ジ
プ
ト
古
代
王
朝
、
中
世
の
神
秘
一 

主
義
や
鍊
金
術
、
さ
ら
に
は
、
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ぬ 

ダ
ヤ
教
の
底
流
と
し
て
あ
っ
た
秘
義
な
ど
か
ら
、
自
然
界
に
お
け
る
人
一 

間
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
の
新
し
い
教
説
が
、
西
洋
文
化
の
な
か
に
入 

り
込
ん
で
き
て
い
る
。
当
初
こ
れ
ら
の
教
説
は
哲
学
者
や
詩
人
の
小
さ 

な
内
輪
の
間
だ
け
で
流
布
し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
心
霊
運
動
や
秘
教
運 

動
、
と
く
に
心
理
学
や
宗
教
の
周
縁
部
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
 

そ
し
て
す
く
な
く
と
も
こ
こ
一
世
代
前
か
ら
は
、
そ
れ
ら
の
教
説
は
文 

化
内
主
流
の
一
部
を
形
成
す
る

よ

う
に
な
っ

て

い
る
。
周
辺
か
ら
中
心 

へ
の
こ
う
し

た
移
動
は
し
ば
し
ば
、
組
織
宗
教
の
底
流
と
し
て
あ

る
永 

続
的
な
秘
密
の
潮
流
や
迷
信
へ
の
関
心
が
広
く
世
間
で
高
ま
っ
て
い
る 

こ

と
だ
と
誤
解
さ
れ
る
。
し
か
し
問
題
な
の
は
、
こ

れ

ら

の新
し
い
教 

説
が
も
は
や
自
ら
を
、
な
に
よ
り
も
既
成
宗
教
へ
の
批
判
や
補
充
で
あ



る
な
ど
と
は
み
な
さ
ず
、
宗
教
を
支
え
る
新
た
な
基
盤
だ
と
み
な
す
こ 

と
で
あ
る
。
科
学
界
で
さ
え
も
、
既
成
宗
教
の
古
典
的
教
説
で
は
な
く
、
 

こ

う

し

た「
向

こ

う

か

ら

の

さ

さ

や

き

」

の

方

に

こ

そ

研

究

対

象

と

し 

て
い
っ
そ

う
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
依
然
と
し
て
宗
教
意
識
に
生
じ
て
い
る
物
語
の
た
だ
な 

か
に
ど
っ
ぶ
り
と
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
持
つ
意
味
を
評 

価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
明
白
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
宇
宙 

や
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
位
置
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
、
あ
る
い
は 

ユ
ン
グ
が
教
え
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
と

い

う

こ

とだ
。
あ
た
か 

も
意
識
の
進
化
が
一
周
し
て
戻
っ
て
き
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
幼
い
う 

ち
は
、
精
神
の
な
か
で
は
、
自
然
界
で
観
察
さ
れ
た
も
の
と
感
覚
や
空 

想
と
が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
。
自
己
意
識
は
、
空
の
鳥
や
森
の
動
物
の 

動
き
、
太
陽
、
月
、
星
の
運
行
を
擬
人
化
し
、
そ
れ
に
倣
う
こ
と
で
自 

ら

を
形
成
し
て
い
く
。
文
明
の
進
展
に
と
も
な
い
、
精
神
は
自
ら
を
自 

然
界
最
高
の
光
輝
と
み
な
す
に
至
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
自
ら
に
閉
じ 

こ
も
り
、
至
高
の
力
の
き
わ
め
て
抽
象
的
な
投
影
を
残
す
の
み
と
な
っ 

た
。
こ

う

し

た世
界
観
が
開
示
す
る
真
の
知
識
を
追
い
求
め
て
い
く
つ 

か
の
形
態
が
出
現
し
た
後
、
大
宗
教
の
教
義
が
現
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
 

観
察
か
ら
得
ら
れ
た
デ
I
タ
が
い
か
に
ご
た
混
ぜ
に
さ
れ
て
説
明
が
仕 

立
て
上
げ
ら
れ
て
い
よ
う
が
、
観
察
者
が
観
察
さ
れ
る
も
の
に
優
越
す 

る

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
疑
問
視
さ
れ
る
こ

と

が
な
か
っ
た
。
こ
う
し 

た
人
間
中
心
主
義
的
な
先
入
観
は
今
日
も
は
や
自
明
で
は
な
い
。
現
代 

精
神
は
、
科
学
の
古
典
的
手
法
や
正
統
宗
教
の
な
か
で
は
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
自
己
認
識
に
ま
つ
わ
る
何
か
し
ら
を
回
復
し
よ
う
と
、
と
り
わ 

け
、
あ
る
有
機
的
な
相
互
結
合
へ
と
そ
の
方
向
を
転
じ
た
の
で
あ
る
。

空
飛
ぶ
円
盤
を
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
救
い
へ
の
欲
求
の
象
徴
と 

み
な
し
、
死
後
生
へ
の
信
仰
を
理
想
社
会
へ
の
欲
求
の
象
徴
的
先
取
り 

と
み
な
す
と
き
の
ユ
ン
グ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
天
国
、
あ
る
い
は
仏
教 

の
涅
槃
を
生
み
出
し
た
の
と
同
じ
基
本
的
態
度
か
ら
考
え
て
い
る
。
た 

だ
し
、
そ
う
い
っ
た
現
象
を
ま
た
8|
の
さ
ら
に
徹
底
し
た
人
間
中
、也
主 

義
立
場
か
ら
説
き
明
か
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
心
が
も
つ
究
極
目
的 

へ
の
志
向
性
そ
の
も
の
の
対
極
に
存
在
論
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
可 

能
性
を
容
認
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宇
宙
を
見
渡
す
人
間
意 

識
の
至
高
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
再
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
 

一

し
か
し
今
日
、
頭
上
の
星
空
を
見
上
げ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
な
に
况 

か
違
う
も
の
を
目
に
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
銀
河
系
の
向
こ
う
か
ら
幾

一
 

光
年
も
か
け
て
届
い
た
イ
メ
！
ジ
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ 

と
星
々
と
の
間
に
広
が
る
空
間
に
存
在
す
る
も
の
と
い
っ
た
ら
砂
嵐
の 

埃
数
粒
に
す
ぎ
な
い
と
教
え
て
く
れ
る
、
数
学
に
よ
る
た
と
え
話
に
信 

頼
を
寄
せ
て
い
る
。
と
き
に
は
質
的
な
意
味
に
お
い
て
す
ら
地
球
人
を 

は
る
か
に
凌
ぐ
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
地
球
外
知
的
生
命
体
の
可
能
性
は
、
 

今
や
S
F
で
は
な
く
、
合
理
的
仮
説
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
脳
の
未
知
領 

域
に
お
け
る
秘
密
が
次
々
と
科
学
的
方
法
に
よ
っ
て
解
き
明
か
さ
れ
は 

じ
め
た
ま
さ
に
そ
の
時
に
、
精
神
と
肉
体
の
絆
は
か
え
っ
て
不
明
と
な 

り
、
心
身
医
学
、
体
外
意
識
、
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
真
剣
な
研
究 

の
焦
点
と
さ

れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
動
物
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ



ン
、
身
体
な
き
霊
魂
の
出
現
、
前
世
の
記
憶
、
死
者
の
魂
、
念
動
な
ど 

の
超
心
理
学
的
現
象
に
加
え
て
、
レ
ィ
径
路
の
探
索
、
地
球
外
生
命
体 

の
来
訪
、
平
行
宇
宙
、
時
間
の
ね
じ
れ
な
ど
の
超
常
現
象
は
、
常
識
に 

と
っ
て
は
狂
信
的
で
余
計
な
飾
り
物
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
た
域
を
も
は 

や
超
え
て
い
る
。

自
我
意
識
が
精
神
の
中
心
か
ら
、
精
神
が
銀
河
系
の
中
心
か
ら
、
銀 

河
系
が
宇
宙
の
中
心
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
仏 

教
の
正
統
は
、
教
説
の
発
展
を
導
く
た
め
の
羅
針
盤
を
失
っ
て
し
ま
っ 

た
。
こ
の
よ
う
な
現
象
に
対
し
て
最
も
伝
統
的
な
宗
教
の
や
り
方
で
対 

応
し

た

と
し
て
も
、
す
で
に
そ

う

し

た現
象
を
個
人
的
に
体
験
済
み
で 

あ
る
圧
倒
的
大
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
は
意
味
を
も
た
な
い
。
そ
し
て 

事
態
は
、
そ
の
程
度
で
お

さ

ま

っ

ては
い
な
い
。

つ
ま
り
、
現
代
世
界 

と
の
対
話
や
宗
教
間
の
対
話
を
続
行
す
る
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
学
者 

た
ち
の
様
子
は
、
ま
る
で
、
上
記
の
よ
う
な
事
柄
が
発
生
す
ら
し
て
い 

な
い
か
の
よ
う
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
は
集
団
神
経
症
の
症
状
に
す
ぎ 

ず
、
や
が
て
は
ま

る

く

お

さ

ま

っ

て

く

れ

る

も
の
だ
と
見
な
し
て
い
る 

か
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は
古
典
的
で
機
械
的
な
科
学
観
に
は
ま
り
込 

ん
だ

一
部
科
学
界
と
同

じ

よ

う

に

、

し

か

し

て
ま
た
別
の
理
由
か
ら
、
 

迷
惑
な
事
態
が
過
ぎ
去
っ
て
事
情
が「

正
常」

へ
と
戻
る
時
機
を
待
っ 

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ

う

し

て

い

る

うち
に
も
、
心
霊
体
験
の
探
究
は
た
ゆ
ま
ず
進
行
し 

て
い
く
。
文
化
は
ま
す
ま
す
科
学
知
識
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と 

は
い
え
、
宇
宙
の
全
体
性
と
宇
宙
内
に
あ
る
人
間
の
生
を
機
械
的
に
説

明
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
幻
滅
が
広
く
行
き
渡
っ
て
お
り
、
そ

こ

か

ら 

発
す
る
対
抗
運
動
は
ま
す
ま
す
盛
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
へ
の
批 

判
そ
の
も
の
が
お
の
ず
と
宗
教
の
再
生
の
兆
し
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

逆
に
、
現
代
の
秘
教
や
新
た
な
形
の
心
霊
体
験
の
模
索
が
科
学
の
影
に 

囚
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
う
し
た
現
代
的
な
現
象
に
よ
っ
て
宗
教
は 

日
常
生
活
か
ら
ま
す
ま
す
陳
外
さ
れ
、
生
に
関
す
る
事
柄
を
評
価
す
る 

「

正
常
な」

科
学
技
術
的
方
法
が
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ

う

し

た

こ

と

はす
べ
て
、
さ
ほ
ど
古
い
話
で
は
な
い
け
れ
ど
、
こ 

れ
ま
で
あ
ま
り
に
も
身
近
だ
っ
た
た
め
、一

般
化
さ
れ
た
形
で
検
討
さ 

れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
伝
統
的
な
仏
教
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
神
話
が 

栄
光
か
ら
転
落
し
た
の
と
同
じ
く
、
ユ
ン
グ
も
ま
た
評
価
を
落
し
た
。

I 

と
い
う
の
も
、
彼
自
身
が
元
来
は
避
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
た
過
ち
35 

を
自

ら
繰
り
返
し
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
提
理
論
に
矛
盾
す
る

一
 

経
験
、
も

し

く

はそ
の
よ
う
な
経
験
の
局
面
を
排
除
し
て
し
ま
っ
た
の 

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ユ
ン
グ
の
心
理
学
は
、
経
験
を
最 

優
先
し
教
条
主
義
的
な
宗
教
を
批
判
す
る
こ
と
に
基
礎
を
置
く
が
ゆ
え 

に
、
仏
教
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
が
と
も
に
直
面
す
る
そ
の
種
の
問
題
に 

取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
、
手
助
け
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
 

直
面
す
る

と

は
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
い
か
な
る
形
態
を
と
り
、
ま
た
、

い
つ
の
時
点
で
危
機
的
な
局
面
に
ま
で
至
る
の
か
と
い
っ
た
点
は
予
測 

し
が
た
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
筆
者
自
身
の
印
象
を
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に 

な
る
。
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
、
各
々
の
伝
統
に
お
い
て
正
統
お
よ
び



教
派
主
義
と
い
っ
た
名
の
も
と
で
追
放
さ
れ
て
き
た
諸
要
素
を
再
発
見 

す
る
た
め
、
相
互
に
刺
激
し
あ
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
再
発
見
に 

よ
っ
て
、
現
代
の
宗
教
的
想
像
力
を
捉
え
て
放
さ
な
い
経
験
や
現
象
へ 

と
よ
り
直
接
的
に
語
り
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

思
う
に
、
こ
の
対
話
に
よ
っ
て
、
新
し
い
教
説
と
、
さ
ら
に
い
え
ば 

新
し
い
心
理
学
理
論
と
が
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
期
待
す
る
の
は
、
理 

に
反
し
て
い
る
。
し
か
し
そ

う

し

た対
話
は
、
自
己
理
解
の
な
か
で
凍 

ら
さ
れ
て
き
た
も
の
を
解
凍
し
て
、
生
き
た
伝
統
の
中
に
再
び
流
し
込 

む
の
に
は
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
明
ら
か
な
先
例
を
挙
げ
れ
ば
、
日 

本
仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
的
伝
統
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に 

刺
激
さ
れ
て
、
仏
教
と
の
対
話
に
参
画
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
者
の
学
者 

た
ち
が
、
自
ら
の
神
秘
主
義
的
伝
統
を
よ
り
真
剣
に
賞
賛
す
る
よ
う
に 

な
つ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
修
験
道
、
ク

ン

ダ

リー 

ニ. 

m

 —

ガ

、

夕

ン

ト

ラ

.
m

1
ガ

、

カ

ラ

チ

ャ

ク

ラ
.

夕
ン

ト

ラ

等

 々

の
教
義
と
実
践
に
対
す
る
関
心
の
復
活
に
よ
っ
て
、
日
本
大
乗
仏
教
主 

流
が
、
現
代
日
本
の
宗
教
意
識
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
事
態
に
照
ら
し 

た
と
き
、
自
分
た
ち
が
い
か
に
そ
れ
ら
の
諸
伝
統
か
ら
歴
史
的
に
隔
た
っ 

て
し
ま
っ
た
か
と
い
う
点
を
再
評
価
す
る
に
至
る
、
と
考
え
て
も
よ
い 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
感
情
的.

心
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
自
然
環
境
の
な
か
で
意 

識
と
は
別
様
の「

記
憶」

と
し
て
蓄
え
ら
れ
、
そ
れ
が
人
間
の
外
側
に 

あ
る
一
種
の「

知
恵」

と
し
て
は
た
ら
く
と
い
う
観
念
が
あ
る
。
こ
の 

よ
う
な
考
え
方
は
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
、
実
際
の
と
こ
ろ

何
ら
宗
教
的
意
義
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る(

さ
ら
に
は
ユ
ン
グ
心
理
学 

で
も
、
そ
れ
は
象
徴
的
投
影
と
し

て

の
み
意
義
を
も
つ
も

の

で

あ

る

に

す

ぎ

な 

い)

。
地
球
が
も
つ
力
と
の
調
和
と
い
う
観
念
は
、
た
と
え
現
代
の
諸 

「

世
界」

宗
教
が
説
く
教
え
と
共
鳴
す
る
こ
と
が
あ
る
に
せ
よ
、
所
詮
、
 

現
代
の「

世
俗
的」

霊
性
の
か
す
か
な
響
き
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の「

世
俗
的」

霊
性
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
惑
星
を
痛
め
つ
け
略
奪
す 

る
と
い
う
、
至
る
所
で
目
に
す
る
極
悪
非
道
を
責
め
た
て
て
き
た
も
の 

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
に
か
く
、
宗
教
的
諸
伝
統
の
未
開
拓
領
域
の
中 

で
こ

の

よ

う

に手
探
り
す
る
こ
と
こ
そ
、
自
己
発
見
型
の
対
話
と
い
う 

と
き
に
わ
た
し
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

仏
教
と
の
対
話
に
従
事
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
者
の
学
者
は
、
正

統

の
一

 

中
心
に
よ
り
近
い
学
者
と
較
べ
れ
ば
、
概
し
て
、
自
ら
の
伝
統
内
の
異
36 

端
に
対
し
て
よ
り
寛
容
な
見
方
を
と
る
傾
向
が
あ
る
。
後
者
の
学
者
か
一 

ら
す
れ
ば
、
対
話
な
ど
相
対
主
義
を
進
め
る
ば
か
り
か
、
正
統
の
教
義 

を
現
代
の
霊
性
の
住
居
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
古
城
、
街
学
者
や 

変
人
が
住
み
着
い
た
ヵ
ビ
臭
い
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
古
城
の
ご

と

く

にみ 

な
す
否
定
的
見
解
を
し
ば
し
ば
煽
り
立
て
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
キ 

リ
ス
ト
者
と
の
対
話
に
参
画
し
て
い
る
仏
教
者
の
学
者
の
多
く
は
、
ま 

だ
、「

邪
偽
•
異
執」

に
関
心
が
あ
る
だ
ろ
う
と
し
て
正
統
当
局
か
ら 

不
満
た
っ
ぶ
り
の
攻
撃
を
受
け
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
か
も

し

れ
な 

い
；

3。
し

か

し
か
と
い
っ
て
、
そ

う

し

た対
話
に
促
さ
れ
て
、
仏
教
徒 

の
学
者
が
、
反
目
し
あ
う
諸
教
派
に
つ
い
て
よ
り
エ
キ
ュ
メ
ニ
ヵ
ル
な 

態
度
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
り
、
ま

し

て
や
、
仏
教
内
で
排
除
さ
れ
て



き
た
異
端
を
見
直
す
よ
う
に
な
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
可
能
性
と
し
て 

は
、
い
ず
れ
の
系
統
に
も
属
さ
な
い
現
代
の
宗
教
性
に
対
し
さ
ら
に
総 

出
で
取
り
組
む
こ
と
で
、
彼
ら
が
そ
う
し
た
方
向
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ 

る
、
と

い

う
こ
と
も
あ

り

う

るだ
ろ
う
。
聖
。ハ
ゥ
ロ
が
語
る
よ
う
に
、
 

「

あ
な
た
が
た
の
間
で
、
だ
れ
が
適
格
者
か
は
っ
き
り
す
る
た
め
に
は
、
 

仲
間
争
い
も
避
け
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん」

(「

コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第 

一
の
手
紙」

第
一
章
、
一
九
節)

。
対
話
が
切
り
開
い
て
く
れ
る
可
能
性 

の
ひ
と
つ
に
、
わ
れ
わ
れ
自
他
の
間
で
戦
わ
さ
れ
る
葛
藤
が
わ
れ
わ
れ 

各
人
の
内
面
で
の
葛
藤
に
変
わ
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な 

回
心
の
可
能
性
の
上
に
こ
そ
、
わ
た
し
は
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ 

ン
グ
宗
教
心
理
学
の
間
で
の
三
方
向
対
話
と
し
て
示
唆
し
た
も
の
を
基 

礎
づ
け
た
い
と
願
う
の
で
あ
る
。
 

(
寺
尾
寿
芳
•
近
藤
光
博
訳)

注

1

こ
の
行
き
詰
ま
り
を
仏
教
的
視
点
か
ら
見
た

一例
と
し
て
は
、
阿 

部
正
雄
の
試
み
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
阿
部
は
ユ
ン
グ
の
い
う 

自
己
を
仏
教
の
さ
ら
に
徹
底
的
な
自
己
と
は
区
別
し
て
い
る
。
 

"
T
h
e

 

Self 

in 
J
u
ncr
t
s

§
C L2

e
n
%
S
e
l
f

 a
n
d

 Liberation, 

pp. 

128-40.

2

『

宗
教
的
体
験
の
諸
相J

析
田
啓
三
郎
訳(

東
京
、
曰
本
教
文
社
、
 

一
九
八
八
年)

下
、
三
六
七
、
三
七
七
頁
。
強
調
は
原
著
者
に
よ
る
。
 

3

『

宗
教
的
体
験
の
諸
相J

上
、
三
六
頁
。

4 

> Pluralistic Universe (
Cambridge: H

a
r
v
a
r
d

 Umver-sity

F^ess.1977)，
P.138.

5 

"
T
h
e

 

M
n
e
r
g
i
e
s

s,M
e
n
'

 

E
s
s
a
y
s

 

m

 

Religion 

a
n
d

 

Morality, 

(

c
a
mcr
r
i
dIJq
e
:
 H

a
r
v
a
r
d

 

Univer-sity^rss, 1982)
， 

P
.
H
3
.

6

た
と
え
ば
、
意
識
の
主
体
を
詳
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ピH

 —

ル. 

ジ
ャ
ネ(

ユ
ン
グ
は
短
期
間
だ
が
彼
に
関
し
て
研
究
し
て
も
い
る)

に
よ
っ 

て
展
開
さ
れ
た
複
数
の
自
己
と
い
う
提
起
に
共
感
を
抱
い
て
い
る
。

Tfie 

princlales 

oj 

P
s
y
c
h
o
l
o
g
y

 

(

c
a
mcr
r
l
dIJq
e
:
 H

a
r
v
a
r
d

 

u
n

s-ersity 

Press, 1981)，
part 

1
,
chapter 

10.

7

こ
こ
で
筆
者
は
無
意
識
が
み
せ
る
関
係
指
向
の
エ
ロ
ス

と

意
識
が 

み
せ
る
分
離
指
向
の
ロ
ゴ
ス
と
を
対
比
す
る
際
、
ユ
ン
グ
自
身
が
使
一 

用
す
る
こ
と
ば
を
繫
ぎ
合
わ
せ
た
こ
と
が
あ
る
。『

結
合
の
神
秘J

37 

池
田
紘一

訳

(

東
京
、
人
文
書
院
、
一
九
九
五
年)

一

一一一
九
頁
。
 

一

8 

= psychological 

c
o
m
m
e
n
t
a
r
y

 

o
n

r+
l
l
e
 Kundaiini 

f
o
cr
q
a
: 

P
a
r
t

 

1、
Sp

ring

 

(1975)：12-13.

9 

Letters 

2:248.

10
5
> s

u
g
^
e
s
u
o
n

 aboul: M
y
s
t
i
c
i
s
m
%
£
s
s
a
v
s
^
l
p
?
o
s
o
p

 
す 

(
C
a
m
bridge: H

a
r
v
a
r
d

 

University 

Press, 

1978)，pp.157-65. 

ア
ン
リ
•
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
一
九
三
一
年
に
ジ
ヱ
ー
ム
ズ
宛
の
書
簡
で
、
 

こ
の
種
の「

開

示(uncovering)」

に
近
つ
こ
う
と
す
れ
ば
い
つ 

で
も
、「

危
険
な…

何
か
あ
る
も
の
が
わ
た
し
の
う
ち
に
張
り
つ
め 

あ
る
い
は
ふ
く
ら
ん
で
き
て」

、
恐
怖
の
あ
ま
り
中
断
し
て
し
ま
う 

が
、
き
ま
っ
て
あ
と
に
な
っ
て
後
悔
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。『

ベ



ル
グ
ソ
ン
全
集』

(

東
京
、
白
水
社
、

一
九
七
一
年)

第
八
巻
、
三
六 

◦

—
三
六

一頁
。

11『

ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集

』

第
七
卷
、
ニ
七◦—

ニ
七
一
頁
。

^

筆
者
は
目
幸
黙
僭
の
著
作
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
が
、
目
幸
が
仏
教 

に
下
し
た
評
価
は
あ
ま
り
に
原
典
や
文
化
的
問
題
か
ら
離
れ
す
ぎ
て 

い

る

よ

ぅ

に思
わ
れ
る
。
た

と

え

ばJ
.

マ
ー

ヴ

ィ

ン.

ス

ピ

ー

ゲ 

ル

マ

ン

と

の共
著
で
あ

る『

仏
教
と
ユ

ン

グ
心
理
学J

森
文
彦
訳 

(

東
京
、
春
秋
社
、
一
九
九
〇
年)
。『

宗
教
と
ユ

ン

グ
心
理
学——

「

個 

性
化」

に
つ
い
て』

(

東
京
、
山
王
出
版
、
一
九
八
七
年)

も
参
照
。

S

武
田
龍
精「

浄
土
教.

キ
リ
ス
ト
教
の
相
互
転
換
に
お
け
る
方
法 

論
と
可
能
性」

、
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
編『

キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教 

か
ら
何
を
学
べ
る
かJ 

(

東
京
、
法
蔵
館
、
一
九
九
九
年)

、
九
三—

一
 

五
七
頁
参
照
。

〇
レ
ス
ボ
ン
ス

武田龍精

浄
土
仏
教
の
流
れ
に
属
す
る
者
と
し
て
、(

1

)

ユ
ン
グ
心
理
学
と 

仏
教
思
想
と
の
比
較
、(

2

)

ユ
ン
グ
思
想
を
媒
介
と
す

る
キ
リ
ス
ト 

教
と
仏
教
と
の
対
話
に
関
す
る
課
題
、
と
い
う
一
一
つ
の
側
面
に
焦
点
を 

絞
り
、
概
略
的
に
レ
ス
ポ
ン
ス
を
試
み
た
い
。

(

1)

ユ
ン
グ
心
理
学
と
仏
教
思
想
と
の
比
較

1

東
洋
思
想
に
つ
い
て
の
ユ
ン
グ
の
評
価 

東
洋
と
西
洋
と
を
包
栝
す
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
普
遍
性
•
世
界
性
が 

ユ
ン
グ
思
想
に
は
見
出
さ
れ
る
の
か
否
か
。

ハ
ィ
ジ
ッ
ク
氏
は
、
ユ
ン 

グ
心
理
学
は
や
は
り「

西
洋
的
•
キ
リ
ス
ト
教
的
な
起
源
に
い
っ
そ
う 

密
接
に
繫
が
っ
て」

お
り
、「

ユ
ン
グ
の
発
想
が
東
洋
思
想
や
仏
教
思 

想
を
も
っ
と
自
由
に
考
え
め
ぐ
ら
す
こ
と
だ
け
で
、
い
っ
そ
う
良
質
に 

し
て
幅
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
心
理
学
が
で
き
あ
が
る
と
拙
速
に
結
論 

づ
け
る
こ

と

は
避
け
た
い」

と
い
う
。

東
洋
思
想
に
お
け
る
無
意
識
と
自
我
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る
。
 

そ
れ
は
東
洋
思
想
が
発
見
し
た「

高
度
な
意
識」

「

広
大
な
自
己
認
識」 

(

さ
と
り
、覚
証
、
覚)

に
対
す
る
ユ
ン
グ
の
批
判
で
あ
る
。
そ
の
理
由

- 3 8



は
、「

東
洋
思
想
が
そ
れ
な
し
で
は
無
意
識
が
意
味
を
持
ち
え
な
い
よ 

う
な
苦
し
む
自
我
を
排
拒し
よ

う

とす
る
か
ら」

で
あ
っ
た
。
主
体
と 

客
体
と
の
間
の
境
界
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
、
ユ
ン
グ
に
と
っ
て
は
、 

広
大
な
自
我
が
無
意
識
を
吸
収
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
の 

結
果
、「

主
体
が
た
だ
単
に
そ
の
苦
し
み
に
麻
酔
を
か
け
る
に
す
ぎ
な 

く
な
っ
て
し
ま
う
。
よ
り
広
大
な
自
己
認
識
に
導
く
よ
り
も
、
人
生
の 

暗
部
を
乗
り
越
え
て
し
ま
う
自
己
欺
瞞
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う

」

か
の 

よ
う
に
ユ
ン
グ
に
は
思
わ
れ
た
。

ユ
ン
グ
に
と
っ
て

r
〈

わ
た
し
は
自 

分
が
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る

〉

こ
と
は
、〈

わ
た
し
は
苦 

し
ん
で
い
る〉

こ
と
の
み
な
ら
ず〈
わ
た
し
は
苦
し
み
が
自
我
の
妄
想 

に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る

〉
こ

と

よ

り

も優
れ
て
い
る
の
だ
。

」

2

集
合
的
無
意
識
と
阿
頼
耶
識

『

解
深
密
経J

に
よ
れ
ば
、
阿
頼
耶
識
は

「
一切
種
子
心
識」

•
 

「

阿
陀
那
識」

•
「

阿
頼
耶
識」

•
「

心」

の
四
つ
の
異
名
を
も
っ
て 

定
義
付
け
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
阿
頼
耶
識
の
は
た
ら
き
を
、
四
つ
の 

側
面
か
ら
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。

一
切
種
子
心
識

(sarvabijaksitta) 

は
、
二
種
の
執
受(

所
依
処
を
有
す
る
色
根
を
執
受

(
u
u
t
t
a
)

す
る
こ 

と
、
相
•
名
.

分
別
に
お
い
て
言
説
す
る
戯
論

(
p
r
a
p
a
&
c
a
)

の
習 

気

(vasana, b
i
j
a
)

を
執
受
す
る
こ
と

)

に
よ
っ
て
、
成
熟.
成

長
•
 

増
大
•
広
大
す
る
。
阿
陀
那
識

(adana-vijsana)

は
、
こ
の
識
に
よ
っ 

て
身
体
が
保
持
さ
れ
維
持
さ
れ
る
。
阿
頼
耶
識

(

Eiaya-vijfiana)

は
、 

身
体
の
中
に
内
在
し
潜
在
す
る
。
心

(

l
a)

は
、
色
.
声
•
香
.
味•

触
•
法
に
よ
っ
て
積
集
せ
ら
れ
、
成
長
せ
ら
れ
る
。

citta

をci 

(

集
め 

る
、
増
大
す
る

)

の
語
源
と
見
る
語
源
解
釈
。

一切
諸
法
を
種
子
の
か 

た
ち
で
可
能
体
と
し
て
包
蔵
す
る
。

『

解
深
密
経』

で
重
視
さ
れ
る
の
は
、
特
に
阿
陀
那
識
で
あ
る
。

妒 

dp'
n
a 
と
は
ヽ
M
a-
cr
q
er
t
o
ni
iJ;
-
^
,
^
、
cr
qrasfl
lncr
qlci
lncr
q
s
cr
q
C
o

s

i
ss-
n
s or to 

worldly 

t
h
i
n
g
s
)

の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
身
体 

を
保
持
•
維
持
す
る
と
い
う
あ
る
意
味
で
生
理
的
根
源
体
を
指
し
て
い 

る
。『

摂
大
乗
論』

1
.
5
に
は
、
阿
陀
那
識
と
は
、

(

1)
「

物
質
か 

ら
成
る
す
べ
て
の
感
覚
器
官
を

〔

内
側
か
ら〕

把
握
統
合
す
る
も
の

」

、 

(

2)
「
〔

畜
生
や
人
間
な
ど
、
何
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
も
、
そ
の
；！
 

身

体(

s
m
a

b
h
pl
v
a)

を
す
ベ
て
掌
握
す
る
こ
と
へ
の
基
体

」

で
あ
る 

と
説
か
れ
て
い
る
。M
m
a

b
h
pl
s

と
は
、
自
己
存
在
で
あ
り
、a
dpl
n
a
 

と
は
、
身
体
を「

自
己
の
も
の
と
す
る

」

こ
と
で
あ
り
、
自
己
と
し
て 

「

把
握
す
る」

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
物
質
的
な
も
の
が

「

自
己 

の
も
の
と
さ
れ
た

」

と
き
、
そ
れ
をup

s
t
a

と
呼
び
、
そ
こ
に
感
覚 

が
生
ず
る
。
こ
れ
は
、pl
gr
n
a
にu

p
a
-

の
付
さ
れ
たu
ppl
d
pl
n
a
お
よ
び 

そ
の
動
詞
形(udadlyate, 

u
p
s
t
a

な
ど)

を
用
い
て
解
釈
す
る
点
が 

注
目
さ
れ
る
。u
pp'
d
p'
n
a 
は
、M

o
n
i
e
r
-
W
i
l
l
i
a
m
s

 
に
よ
れ
ば
、the 

act 

of 

takln

crq
£
0
J. one-s self, 

aflflroflrlatln

crq

一
 
o one-s self; 

p
e
r
s
l
v
m
g
,

 

noticln

crq
, 

l
e
a
r
n
m

crq
, 

accjuirln

crq
(
k
n
o
w
l

CDd

叫
CD)

； 

accepting, 

allowing, including

等
々
の
多
義
な
る
言
葉
で
あ
る
。

u
p

p't
t
a

は
感
受
さ
れ
る
も
の
、
維
持
さ
れ
る
も
の
を
意
味
し
、
有 

根

身(

肉
体)
を
指
す
。
そ
れ
は(

1)

心
心
所
と
有
機
的
結
合
関
係
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に
あ
り
、
心
心
所
に
よ
っ
て
そ
の
働
き
が
維
持
さ
れ
、(

2

)

苦
楽.
 

冷
暖
な
ど
の
感
受
作
用
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
身
体
と
心
と
は 

相
依
関
係
に
あ
り
、
身
体
を
生
理
的
に
維
持
す
る
の
が
、
前
六
識
で
は 

な
く
、
六
識
を
生
み
出
す
根
源
的
な
阿
頼
耶
識
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

長
尾
雅
人
氏
に
よ
れ
ば
、
gl
p
n
aは
自
我
意
識
と
深
い
関
係
が
あ

る 

こ

と

を
指
摘
し
、『
解
深
密
経J

で
は
阿
頼
耶
識
と
同
視
さ
れ
て
い
る 

が
、
pl
d
pl
n
a
の
も
つ「
執
着」

の
意
味
が
、
特
に
自
我
へ
の
執
着
と
し 

て
捉
え
ら
れ
、
後
世
、
分
析
が
進
む
と
、m

a
n
a
s

と
結
び
つ
い
て
、
 

い
わ
ゆ
る
第
七
識「

染
汚
の
マ
ナ
ス」

(

k
l
i-cn
p
m
s
a
s

)

が
別
に
立 

て

ら

れ

て

き

た

と

考

え

ら

れ

る

。

ユ
ン
グ
に
お
け
る「

個
人
的
無
意
識 

は
、
心
に
潜
む
集
合
的
要
素
を
感
じ
る
際
に
偏
向
を
も
た
ら
す
よ
ぅ
な 

一
種
の
暗
部
と
な

る

こ

とで
意
識
を
歪
め
る
の
で
あ
る
。」

と
い
わ
れ 

る

「

影」

と
u
gl
pl
n
a
と
は
如
何
に
関
係
す
る
の
で
あ

ろ

ぅ
か
。

『

摂
大
乗
論J

第
一
章
に
も
、
阿
頼
耶
識
は
一
切
の
存
在
の
基
因 

(

d
h
s
u

)

で
あ
り
、「

あ
ら
ゆ
る
存
在
に
お
い
て
内
蔵
さ
れ
て
い
る
も 

の」

で
あ
り
、
二
切
の
種
子
を
有
す
る
も
の
と
し
て
の
識」
と
説
か 

れ
る
。
前
者
は
、
過
去
の
行
為
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
自
己
の
基 

底
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
指
し
て
お
り
、
後
者
は
、
未
来
へ
の
あ
ら
ゆ 

る
因
子(

種
子)

を
包
蔵
し
て
い
る
識
で
あ
る
。
両
者
を
綜
合
し
て
い 

る
の
が
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。

(

2

)

仏
教——

キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
対
話
と
ユ
ン
グ
心
理
学

ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
に
よ
れ
ば
、
今
日
、
仏
教—

キ
リ
ス
ト
教
間
で
交
わ 

さ
れ
て
い
る「

思
想
的
対
話」

形
態
に
比
較
モ
デ
ル
と
倫
理
モ
デ
ル
の 

二
つ
の
夕
イ

プ

が

あ

る

とい
う
。
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
に

よ

る
両
モ
デ
ル
の 

特
徴
に
関
す
る
鋭
い
洞
察
と
見
解
に
つ
い
て
、
大
い
に
啓
発
さ
れ
な
が 

ら
も
私
見
か
ら
の
問
題
提
起
を
試
み
た
い
。
氏
の
主
張
で
あ

る「

第
三 

の
当
事
者
と
し
て
の
ユ
ン
グ
心
理
学」

の
み
を
取
り
上
げ
た
い
。

1

第
三
の
当
事
者
と
し
て
の
ユ
ン
グ
心
理
学 

一

ユ
ン
グ
心
理
学
を
仏
教.

キ
リ
ス
ト
教
と
な
ら
ぶ
第
三
の
当
事
者
と
40 

し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
を
、
氏

は「

発
見
モ
デ
ル」

と
呼
ぶ
。
伝
一 

統
宗
教
と
し

て

の
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
が
教
義
的
基
礎
か
ら
は
、
現
代 

に
お
け
る
さ

ま

ざ

ま

な問
題
に
対
し
て
も
は

や
十
全
に
は
応
答
し
え
な 

く
な
っ
た
宗
教
的
課
題
を
解
く
可
能
的
方
向
性
と
そ
れ
へ
の
現
実
的
導 

き
を
、
ユ
ン
グ
が
深
層
心
理
学
に
よ
っ
て
宗
教
経
験
を
分
析
•
発
見
•

解
明
せ
ん
と
し
て
そ
れ
ら
に
挑
戦
し
て
き
た
彼
の
勇
気
あ
る
姿
勢
か
ら
、

ユ
ン
グ
心
理
学
を
第
三
の
当
事
者
と
す
る
こ

と

に

よっ
て
学
ぼ
う
と
す 

る
の
が
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
が
発
見
モ
デ
ル
を
積
極
的
に
提
唱
す
る
理
由 

で
あ
る
。

こ
の
第
三
の
選
択
肢
に
関
し
て
、
教
義
の
歴
史
が
ニ
千
年
に
わ
た
る 

キ
リ
ス
ト
教
時
代
を
通
し
て
な
さ
れ
て
き
た
心
的
成
長
の
プ
ロ
セ
ス
の



一
部
で
あ

る

と
捉
え
、

ユ
ン
グ
が『

ア

イ
オ
ン』

の
中
で
展
開
し
た
複 

雑
な
分
析
的
議
論
を
、

ハ
イ
ジ
ッ
ク

氏
は
自
著『

ユ
ン
グ
の
宗
教
心
理 

学』
1

の
中
で
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
。

2

自
我
と
自
己

ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た「

発
見
モ
デ
ル」

と
い
う
対 

話
形
態
で
は
、
従
来
の
い
わ
ば
既
成
宗
教
の
間
で
営
ま
れ
て
き
た
対
話 

に
底
流
し
て
き
た
宗
教
性
と
は
別
種
の
そ
れ
に
発
し
て
い
る
問
題
に
わ 

れ
わ
れ
を
誘
引
す
る
。

か
か
る
別
種
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
は 

自
我
と
自
己
の
概
念
を
次
の
三
項
目
に
分
け
て
概
観
す
る
。
1

未
発 

見
の
自
己.

根
絶
不
可
能
な
自
我
、
2

単
一
原
理
的
な
心
、
3

内 

的
生
の
前
線
を
疑
う
、
以
上
の
三
項
目
で
あ
る
。

ユ
ン
グ
の
個
性
化
さ
れ
た
自
己
の
概
念
は
、「
自
我
意
識
に
お
い
て 

達
成
さ
れ
た
、
意
識
の
は
た
ら
き
と
無
意
識
の
は
た
ら
き
の
統
合」

で 

あ
る
と
い
う
。
ユ
ン
グ
の「

自
己」

と
ゴ
ー
タ
マ
•
ブ
ッ
ダ
が
否
定
し 

たm
a
m
a

 

(

わ
が
も
の)

と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
2

。

真
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
誤
解
さ
れ
易
い
対
象
化
さ
れ
た
差
別
的
個
の
な 

か
で
も
、
仏
教
思
想
が
も
っ
と
も
非
ア
ー
ト
マ
ン
と
し
て
拒
絶
し
た
差 

別
相
は
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
で
あ
っ
た
。
身
体
の
問
題
に
関
し
て
は
、
 

現
代
の
課
題
と
し
て
特
に
所
謂「

身—

心
問
題」

と
い
う
重
要
な
意
味 

を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
仏
教
で
は
、
身
心
一
如
と
言
わ
れ
る
如
く
こ 

と
に
身
体
と
心
と
は
不
即
不
離
な
る
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
仏
教
に
お
い
て
も
決
し
て
身
体
と
心
と
を
全
く
同
一
な
る
も 

の

と

し

て扱
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
肉
体
的
物
質
的
な
る
も
の 

と

し

て

の身
体
が
如
何
に
悟
り
を
得
る
こ

と

の

う

え

に深
く
関
わ
っ
て 

い
る
か
を
わ
れ
わ
れ
は
無
視
で
き
な
い
。
だ
が
、「

身
体」

と

い

う
観 

念
は
、
イ
ン
ド
で
は
単
に
肉
体
的
物
質
的
な
る
側
面
の
み
を
意
味
す
る 

も
の
で
は
な
く
、
同
時
に
！£S

：

作
用
を
も
包
含
し
た
、
い
わ
ゆ
る
個
体.

個
人
存
在.

人
格
的
存
在
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
近
似
す
る
観
念
で
あ 

り
、s

a
k
k
a
y
a

と
は「

自
身」

と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。

初
期
仏
教
に
お
い
て
も
、
身
体
を
ア
ー
ト
マ
ン
と
錯
誤
す
る
こ
と
が 

極
力
排
斥
さ
れ
る
。
普
通
、
わ
れ
わ
れ
は
身
体
を
我
々
自
ら
が
所
有
し
、
 

ま
た
、
可
視
的
な
る
が
故
に
、
自
己
を
他
者
か
ら
区
別
す
る
契
機
と
し
一 

て
捉
え
、
自
己
と
他
者
と
を
対
象
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
を
認
u 

識
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
己
自
身
を
自
覚
す
る
も
の
と
捉
え
る
傾
向
を
持
っ
一 

て
い
る
。
し
か
し
、
初
期
の
仏
教
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の 

身
体
を
自
己
の
所
有
物
と
し
て
執
着
す
る
こ
と
は
捨
棄
す
べ
き
迷
妄
な 

る
見
解
で
あ

る

と
強
く
否
定
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
自
己
の
身
体
に
対
し
て
執
着
す
る
見
解
を
断
ず
る
こ
と 

(sakk

po'
v
a
d
i
u
h
i
p
p
a
h

BIn
a
)

と
貪
欲
を
断
ず
る
こ
と(k

Blmar§
gap- 

p
a
h
a
n
a
)

と
は
恐

ら

く
同
義
に
解
せ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ 

の

こ

と

は身
体
性
が
如
何
に
煩
悩
と
深
く
関
係
し
て
い
る
も
の
と
し
て 

理
解
さ
れ
て
い
た
か
が
知
ら
れ
る
。
か
か
る
身
体
に
対
す
る
執
着
を
断 

滅
す
る
こ

と

が
解
脱
で
あ

る

と
す
る
立
場
は
、
同
時
に
ア
ー
ジ
ヴ
イ
カ 

教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
見
解
で
あ
り
、
初
期
仏
教
は
そ



れ
を
受
容
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
の
は
、
か
か
る
身
体
性
に
関
す
る
根
元
的
意
味
も
、
後
世 

の
仏
教
思
想
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る

「

有
身
見」

と
い
う
十
大
煩
悩 

の
一
つ
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
過
小
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で 

あ

る

。

だ
が
、
初
期
仏
教
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
身
体
性
を
そ
れ
を
構
成 

し
て
い
る
形
成
力(

諸
行)
と
構
成
要
素(

五
蘊)

と
に
分
析
し
、

そ 

れ
ら
す
べ
て
を
ア

ー

ト
マ
ン
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
た
。 

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
決
し
てア
ー

ト
マ
ン
な
ら
ざ

る
も
の
、
す
な 

わ
ち
、
真
に
自
己
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
初
期
仏
教
は
そ 

れ
ら
を
ア
I
卜
マ
ン
と
は
異
な
っ
た
も
の
であ
る

と
見
る
こ

と

を

強

く 

要
請
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
身
体
性
を
構
成
す
る
諸
行
と
五
蘊
と
を 

アー

ト

マ
ン
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
、
外
な
ら
ぬ
そ 

れ
ら
を
苦
と
同
視
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。
ア
ー
卜
マ
ン
な
ら 

ざ

る
も
の
は
、
す
べ
て
苦
の
原
因
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
初
期
仏
教
が
目
指
し
た
も
の
は
、
非
ァ
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
如 

何
な
る
諸
存
在
も
ァ
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
を
通
し
て
執
着 

す
る
虚
妄
な
る「

見」

か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
そ
れ
が
解
脱
と
呼
ば
れ 

た
。「

上
に
も
下
に
も
一
切
の
も
の
に
つ
い
て
解
脱
し
、

『

こ
れ
わ
れ
な 

り』

と
は
見
な
い
人」

こ
そ
、
生
死
輪
廻
か
ら
解
き
放
た
れ
た
覚
者
で 

あ
っ
た
。
生
死
輪
廻
の
無
常
性
を
自
己
存
在

(

身
体
性)

の
構
成
契
機 

で
あ
る
諸
行
と
五
蘊
の
う
ち
に
主
体
化
し
、
か
か
る
諸
契
機
を
ァ
ー
卜 

マ
ン
と
妄
見
す
る
見
こ
そ
が
我
執
の
根
源
で
あ
り
、
苦
そ
の
も
の
で
あ る

と
捉
え
ら
れ
た
。

ユ
ン
グ
が
見
出
し
た

「

こ
こ
ろ
の
未
知
に
し
て
統
制
で
き
な
い
次
元 

に
開
か
れ
た
自
我

」

と
し
て
の「

自
己」

が
、
真
実
な
る
ァ

ー

ト
マ
ン 

で
あ
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
我
と
自
己
に
お
け
る
補
足
し 

反
省
し
合
う
関
係
に
お
い
て
、

ユ
ン
グ
が
把
捉
し
た

「

客
観
的
文
化
の 

創
り
手
と
し
て
の〈

意
識
の
宇
宙
的
な
意
義

〉
」

、

ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
の 

言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「

い
っ
た
ん
自
閉
的
な
自
我
が
無
意
識
の
広
大
な 

世
界
に
あ
い
対
す
る
こ
と
で
お
の
れ
の
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
性
格
に
目
覚 

め
れ
ば
、
通
念
的
な
世
界
観
を
振
り
払
い
、
時
空
間
の
現
実
を
賦
与
し
、 

〈

自

ら

の
神
話
を
生
か
す〉

こ
と
で〈

創
造
を
完
成
す
る

〉

こ
と
が
で 

き
る」

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
方
向
に
ゴ

ー

夕
マ
.
ブ
ッ
ダ
の「

無
我」

の
解
脱
は
あ
っ
た
と
い
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、

ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
の
三
項
目
に
関
し
て
、
第
二
に
問
題
と
し
た 

い
点
は
、

ユ
ン
グ
の

「

単
一
原
理
的
な
心
の
要

」

で
あ
る
と
い
わ
れ
る 

「

自
己
の
元
型」

と

「

神
の
イ
メー

ジ」

と
の
対
応
関
係
で
あ
る
。

ハ 

イ
ジ
ッ
ク
氏
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
如
く
、

r

ユ
ン
グ
が
自
己
を
神
の 

象
徴
で
規
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
単
に
彼
が
デ
ー
タ
に
対
し
て
謙 

遜
し
服
従
し
た
に
す
ぎ
な
いと
い

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
事
態
を
示
し 

て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
心
の
単
一
原
理
的
構
造
と
キ
リ
ス
ト
教
の 

唯
一
神
説
と
は
同
じ
暗
黙
の
推
定
を
支
持
し
て
い
る
。

」

ユ
ン
グ
の
集 

合
的
無
意
識
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
神
の
唯
一
神
説
的
イ
メ
I
ジ
が 

先
験
的
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「

単
一

原
理
的
な
心」

と
い
わ
れ
る
も
の
の
根
柢
に
キ
リ
ス
ト
教
的 - 4 2



神
の
唯

一神
説
的
イ
メ
I
ジ
が
先
験
的
に
内
在
し
て
い
た
と
す
る
な
ら 

ば
、
単
一
原
理
と
し
て
の
唯
一
神
説
的
イ
メ
ー
ジ
が
、
ゴ
ー
タ
マ.

ブ
ッ 

ダ
が
否
定
し
た
よ
う
な「

我
執」

(
3
a
m
a
y
i
t
a
)

を
誘
引
す
る
よ
う
な 

可
能
的
契
機
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
が
、
第
三
項「

内
的
生
の
前
線
を
疑
う」

の
最
後
に 

述
べ
て
い
る
内
観
的
告
白
で
あ
る「

し
か
し
、
こ
の
知
識
の
道
具
が
あ 

い
ま
い
に
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
原
体
験
を
再
生
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
 

わ
た
し
は
動
揺
し
、
極
度
に
不
快
に
感
じ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
東
洋
人 

や
仏
教
者
が
対
話
に
参
加
す
る
と
な
る
と
、
筆
者
個
人
が
西
洋
人
そ
し 

て
キ

リ

ス
ト
者
と
し
て
育
っ
て
き
た
と
い
う
歪
み
に
赤
面
せ
ざ
る
を
え 

な
い
。」

と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
、
如
何
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は「

原
体 

験」

を
再
生
す
る
こ
と
か
で
き
る
か
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
困
難
で
あ
る 

か
に
苦
悩
す
る
心
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
宗
教
対
話
に 

ユ
ン
グ
心
理
学
の
立
場(

ハ
イ
ジ
ッ
ク氏
の
い
う
第
三
の
当
事
者)

か

ら 

従
事
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
必
然
的
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
苦
悩
で 

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
同
時
に
、「m

a
m
a

 

(

わ
が
も
の)

で
あ
る」

こ
と 

を
執
着
と
し
て
、
迷
い
•
苦•

無
明
の
根
源
と
見
た
仏
教
者
に
と
っ
て 

は
な
お
の
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

宗
教
対
話
が
新
た
に
目
指
す
道

さ
ら
に
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
は
、
い
わ
ゆ
る「

真
の
自
己」

と
い
う
課 

題
に
か
か
わ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
取
り
組
ま
れ
て
き
た
宗
教 

対
話•

心
理
学
研
究
の
討
議
が
、
空
転
に
終
わ
っ
て
い
る
の
を
指
摘
し

て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
同
感
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
氏

は「

問
題 

の
核
心
に
ま
さ
に
正
確
な
表
現
で
ふ
れ
る
と
い
う
妙
技」

を
提
供
し
て 

く

れ

る
新
し
い
視
点
と
し
て
、
ゥ

ィ

リ

ア

ム

•
ジ

ヱ
I

ム
ズ
の『

宗
教 

的
経
験
の
諸
相』

の
結
論
の
う
ち
に
示
唆
を
見
出
し
て
い
る
。

ジ
ヱー

ム
ズ
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
、
人
格
全
体
が「

果
て
し
な
く 

増
大
す
る」

と
い
う
世
界
観
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の
宗
教
対
話
が
向
か
う 

方
向
で
あ
り
、
そ
れ
を
推
進
せ
し
め
る
原
動
力
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「

心
と
宇
宙
を
無
限
定
と
み
な
す
見
方
が
開
か
れ
れ
ば
、
た
と
え
第
一 

印
象
は
い
か
に
脅
威
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
ジ
ヱー

ム

ズ

が

望
ん
だ
人
間 

が
も
つ
重
要
性
の
増
大
に
貢
献
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。」

と
、
ハ
ィ
ジ
ッ 

ク
氏
は
新
た
な
段
階
へ
の
宗
教
対
話
の
将
来
像
に
希
望
を
託
す
。

|

氏
は
、
現
代
で
は「

宇
宙
や
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
位
置
は
キ
リ
ス
43 

ト
教
や
仏
教
や
ユ
ン
グ
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と」

は

明

白

で
一
 

あ

る

と

し

、

そ

し

て

、

「

古
典
的
な
科
学
的
手
法
と
宗
教
的
正
統
の
な 

か
で
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
な
に
も
の
か
を
自
覚
に
お
い
て
再
発
見
し
よ 

う

と

し

て

、万
事
に
お
い
て
有
機
的
な
内
部
関
連
を
指
向
す
る
よ
う
に 

な
っ
て
い
る」

現
代
の「

こ
こ
ろ」

の
核
心
を
摘
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
氏

は「

自
我
意
識
が
こ
こ
ろ
の
中
心
か
ら
、
こ
こ
ろ
が
銀 

河
系
の
中
心
か
ら
、
銀
河
系
が
宇
宙
の
中
心
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
で
、
 

キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
仏
教
の
正
統
は
教
説
の
発
展
を
導
く
羅
針
盤
を
失
っ 

て
し
ま
っ
た
。」

と
伝
統
的
既
存
宗
教
の
凋
落
を
指
摘
す
る
。
宗
教
に 

対
す
る
科
学
の
影
響
に
つ
い
て
も
、「

科
学
へ
の
批
判
そ
の
も
の
が
お 

の
ず
と
宗
教
の
再
生
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
現
代
の
秘
教
や



心
霊
体
験
上
の
新
形
態
探
求
が
科
学
の
影
の
次
元
に
自
ら
を
縛
り
つ
け 

る
ほ
ど
に
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
日
常
の
世
界
か
ら
の
宗
教
疎
外
を
促
し
、
 

ま

す

ま

す〈
正
常〉

で
科
学
技
術
的
な
人
生
の
こ
と
ど
も
を
強
化
す
る 

こ
と
に
な
る」
と
氏
は
鋭

く
洞
察
す
る
。

最
後
に
、
ハ
ィ
ジ
ッ
ク
氏
は
ユ
ン
グ
心
理
学
の
立
場——

宗
教
の
経

験
を
最
優
先
し
教
義
的
な
宗
教
を
批
判
す
る
-
-
-
-
-
-
-
-
-
へ
の
希
望
を
微
か
な

が
ら
も
放
棄
せ
ず
し
て
、
次
の
よ
う
な
宗
教
対
話
が
進
む
べ
き
方
向
を 

描
写
し
て
い
る
。

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
各
伝
統
に
お
い
て
正
統
お
よ
び
教
派
主
義 

の
名
目
で
排
除
さ
れ
て

き

た
要
素
を
再
発
見
す
る

た

め
相
互
に
刺
激
し 

あ

う

べ

き

だ

ろ

う

。

つ

ま

り

そ

れ

ら

は

、

現
今
の
宗
教
心
を
捕
え
て
き 

た
経
験
や
現
象
に
向
け
て
、
い
っ
そ

う
直
接
に
語

り

か

け

る

こ

と

が

で 

き

る
要
素
な
の

で

あ

る

。

こ
の
ハ
ィ
ジ
ッ
ク
氏
の
指
摘
は
私
自
身
が
宗
教
対
話
に
か
か
わ
っ
て 

き
た
経
験
か
ら
見
て
全
面
的
に
同
意
を
表
明
し
た
い
。
私
が
属
す
る
浄 

土
真
宗
の
教
団
に
お
い
て
も
、
今
日
こ
の
こ
と
が
如
何
に
要
請
さ
れ
て 

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
不
幸
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
同
時 

に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
正
統
•
教
派
主
義
へ
の
傾
斜 

も
一

層
進
行
し
て
い
る
と
い
う
事
実
も
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

そ
の
傾
斜
が
ま
す
ま
す
宗
教
対
話
へ
の
道
を
塞
ぎ
、
対
話
実
現
へ
の
大 

き
な
障
害
と
な
つ
て
い
る
こ

と
も
痛
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
故
に
、
宗
教
対
話
に
従
事
す
る
者
に
と
っ
て
、「

排
除
さ
れ
て 

き
た
要
素
を
再
発
見
せ
ん
と
す
る」

行
為
は
大
い
な
る
葛
藤
で
あ
り
、

危
機
感
に
あ
ふ
れ
る
チ
ヤ
レ
ン
ジ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
ぅ
な 

荒
れ
野
の
道
な
き
道
を
突
き
進
む
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
自
己
の
信 

仰
が
真
に
問
わ
れ
深
め
ら
れ
る
。

注

1

同
上
、
八
三—

九
ニ
頁
。

2

拙

著『

親
鸞
浄
土
教
と
西
田
哲
学J

永
田
文
昌
堂
、

一
九
九
一
年
、

三
一
三
丄
二
六
一
一
頁
。
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討
議

司
会
小
野
寺
功

司

会

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

ハ
イ
ジ
ッ
ク

武
田
先
生
の
コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
も
ち
ろ
ん
応
え
る
こ 

と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
私
の
知
識
は
狭
す
ぎ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、 

い
く
つ
か
の
点
だ
け
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず 

「

よ
り
広
大
な
自
己

」

で
す
か
、
私
の
ベー

。ハー

の
中
に
そ
れ
は
東
洋 

的
だ
と
示
唆
し
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
、
東
洋
は
自
我
を
な
く
す
る
ん 

で
す
。
よ
り
広
大
的
な
自
己
は
、
西
洋
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
理 

解
し
ま
し
た
が
、

「

よ

り
広
大
な
自
己」

は
ゥ

ィ

リ

ア

ム
.

ジヱー

ム 

ス
の
発
想
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
に
は
あ

り

ま
せ
ん
が
、
ゥ

ィ

リ

ア

ム

•
ジ
エ
ー 

ム
ス
は
ユ
ン
グ
と
違
い
ま
し
て
、
よ
り
広
大
的
な
自
己
と
は
無
我
で
す 

ね

、

つ

ま

り自
我
が
な
い
意
識
で
す
か
、
あ
る
い
は
多
数
の
自
我
が
あ 

る
意
識
で
す
。
そ
し
て
、
な
ぜ
そ
う
い
う
状
態
に
入
る
か
と
、
も
ち
ろ 

ん
そ
れ
は
普
通
の
状
態
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
特
別
な
宗
教
的
体
験
だ 

け
で
出
来
上
が
る
状
態
で
す
が
、
な
ぜ
そ
の
状
態
が
出
来
上
が
る
か
、
 

そ
れ
は
普
通
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
仏
教
も
普
通
の
宗
教
的
体
験
の
出
発 

点
は
、
厭
世
論
と
か
罪
の
意
識
と
か
煩
悩
と
か
無
明
と
か
、
ま
あ
実
存 

主
義
的
な
哲
学
的
な
体
験
、
限
界
感
で
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。 

そ
れ
で
、
脱
自
す
る
で
す
か
、
自
我
を
脱
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
人
間 の

限
界
に
目
覚
め
る
こ
と
。
ジ
ュI
ム

ス

が
考
え
た「

よ
り
広
大
な
自 

己」

の
背
後
に
あ
る
体
験
は
違
い
ま
す
。
そ
れ
は
積
極
的
な
体
験
で
あ 

る
ん
で
す
。
ポ
ジテ
ィ
ゥ
で
す
。
そ
れ
で
、ゥ
ィ

リ

ア

ム•
ジ

ュ

^

~

ム 

ス

が
使
っ
た
こ
と
ば
は
、
ア
ン
ヵ
バ
ー
リ
ン
グ
で
す
。
意
識
が
日
常
的 

な
自
我
で
隠
し
て
い
る
、
ヵ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
開
か
れ 

て
い
く
。
私
の
ぺ
ー
パ
ー
の
中
で
ベ
ル
ク

ソ

ン

が

そ

の

こ

とば
を
文
章 

の
中
に
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
が
。
で
す
か
ら
、
よ
り
広
大
な
自
己
と
は 

自
我
的
意
識
じ
ゃ
な
く
て
、
自
我
中
心
的
な
意
識
を
去
っ
た
よ
う
な
意 

識
の
状
態
で
す
。
そ
れ
が
一
つ
。

も
う
一
つ
は
で
す
ね
、キ
リ

ス

ト

教

と仏
教
と
の
対
話
が
、
も
し
そ 

れ
が
発
見
対
話
であ
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
共
通
の
基
盤
は
ど
こ
に
あ

る

I 

ん
で
す
か
と
い
う
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
そ
こ
ま
で
考
え
て
な

45 

か
っ
た
ん
で
す
が
、
お
そ
ら
く
西
谷
先
生
が

『

西
田
そ
の
人

と
思
想』

一
 

の
第
一
章
に
書
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
問
題
提
起
を
明
白
に
し
た 

い
と
き
は
、
そ
の
共
通
の
広
場
の
、
共
通
点
で
す
か
、
は
理
性
だ
け
で 

す
。
そ
れ
は
西
洋
の
哲
学
か
ら
学
ん
だ
こ
と
だ
と
西
谷
は
語
っ
て
い
ま 

す
。
で
す
か
ら
、
理
性
と
善
意
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

つ
ま
り
、
現
代
の
人
々
の
霊
性
が
私
に
何
を
要
求
し
て
い
ま
す
か
。
仏 

教

で
も
キ

リ

ス

ト

教

で

も

、あ
る
い
は
従
来
の
伝
統
的
な
自
我
中
心
的 

な
心
理
学
は
、
現
代
の
霊
性
は
、
わ
れ
わ
れ
に
何
を
要
求
し
て
い
る
の 

か
。
そ
れ
を
明
白
に
す
る
。
し
か
も
、
互
い
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
そ
れ 

ぞ
れ
の
伝
統
の
中
で
そ
の
答
を
捜
し
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
互 

い
に
刺
激
し
合
う
とい
う

、

そ
の
た
め
に
普
通
の
理
性
と
善
意
で
十
分



で
は
な
い
か
と
私
は
前
提
し
て
い
ま
し
た
が
、
も
う
少
し
考
え
さ
せ
て 

い
た
だ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
ア

ラ

ヤ
識
と
か
ユ
ン
グ
の
無
意
識
、
自
我
、
 

影
な
ど
は
唯
識
論
と
の
共
通
点
に
つ
い
て
、
も
し
後
で
渡
辺
先
生
が
そ 

う
い
う
問
題
に
つ
い
て
か
な
り
研
究
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
渡 

辺
先
生
に
譲
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
だ
け
つ
け
加
え
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
伝
統
的 

な
キ
リ
ス
ト
教
徒
と

し

て

、現
代
人
の
霊
性
あ
る
い
は
現
代
人
の
伝
統 

的
な
宗
教
に
対
す
る
要
求
を
聞
き
ま
す
と
、
私
た
ち
は
現
代
人
の
霊
性 

を
全
部
カ
バ
ー
で
き
る
か
ら
、
別
に
個
人
的
な
信
仰
の
大
き
な
危
機
と 

か
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
カ
バ
ー
で
き
る
か
ら
問
題
に
な
っ 

て
な
い
ん
で
す
。
お
そ
ら
く
西
田
哲
学
が
ユ
ン
グ
心
理
学
を
読
め
ば
、
 

私
た
ち
は
す
べ
て
を
カ
バ
ー
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
好
奇
心
が
あ
る
ん 

で
す
け
ど
、
別
に
大
き
な
転
換
は
必
要
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
 

ユ
ン

グ

心
理
学
が
西
田
哲
学
を
読
む
と

ま

っ
た
く
同

じ

と
思
い
ま
す
。
 

お

も

し

ろ

い

と

こ

ろ

は
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
別
に
す
べ
て
を
カ
バ
ー
し 

て
い
ま
す
か
ら
、
何
も
転
換
は
必
要
な
い
。
現
代
人
が
、
な
ぜ
伝
統
的 

キ
リ
ス
ト
教
を
、
仏
教
を
、
も
っ
と
徹
底
的
に
勉
強
し
な
い
か
と
い
う 

と

、
現
代
の
霊
性
あ
る
い
は
い
ろ
ん
な
運
動
で
私
た
ち
は
全
部
を
カ
バ
I 

し
て
い
ま
す
か
ら
必
要
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
無
視
し
て
い
る
ん
で 

す
。
で
す
か
ら
、
何
か
の
形
で
対
話
が
な
い
と
並
行
的
に
進
む
と
思
い 

ま
す
。
西
田
哲
学
と
ユ
ン
グ
心
理
学
、
あ
る
い
は
現
代
人
の
霊
性
の
方 

向

と
伝
統
的
な
仏
教
•
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
。
し
か
し
、
並
行
に 

铳

け
ば
続

く
ほ
ど
、
お

そ

ら

くキ
リ
ス
ト
教
が
だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ
ん
と

衰
え
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
あ
、
仏
教
も
同
じ
よ
う
な 

危
機
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ

う

か

と武
田
先
生
は
指
摘
し
た
と
思 

い
ま
す
。
そ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
ま
す
。

河
波
初
歩
的
な
質
問
で
恐
縮
な
ん
で
す
が
、
ユ
ン
グ
の
心
理
学
に
と
っ 

て
救
済
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
考
え
ら
れ
る
と
す
れ 

ば
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
に
お
い
て
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か 

と

い

う
こ
と
、
ハ
ィ
ジ
ッ
ク
先
生
に
質
問
し
ま
す
。
た
と
え
ば
唯
識
の 

場
合
で
す
と
、
ア
ラ
ヤ
識
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
根
源
的 

な
識
な
ん
で
す
ね
。
法
相
宗
な
ん
か
で
は
、
こ
れ
を
夢
に
た
と
え
ま
す 

よ
ね
。
ア
ラ
ヤ
識
な
ん
て
絶
対
に
分
か
ら
な
い
も
の
だ
、
仏
様
に
な
っ 

た
と
き
分
か
る
も
の
で
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
夢
を
見
て
い
る
と
き
は
、
夢

I 

を
見
て
い
る
意
識
は
分
か
ら
な
い
。
夢
か
ら
気
づ
い
た
と
き
に
、
そ

れ
46 

が
夢
だ
っ
た
と
、
夢
を
見
さ
せ
て
い
る
自
分
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
をI 

言
う
わ
け
で
。
そ
れ
で
、
ア
ラ
ヤ
識
の
場
合
は
転
識
得
智
、
ア
ラ
ヤ
識 

を
転
じ
て
智
、
悟
り
の
世
界
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と

を
言
い
ま
す
。
 

そ
れ
が
私
は
、
法
相
宗
の
唯
識
、
救
済
概
念
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る 

と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
集
合
的
無
意
識
か
何 

か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
も

し
ユ
ン
グ
で
救
済
と
L
う
こ
と
*'
言
え
る
と 

す
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
こ
で
言
え
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
す
。

ハ
ィ
ジ
ッ
ク

そ
れ
は
、
か
な
り
簡
単
に
答
え
ら
れ
ま
す
と
思
い
ま
す 

が
、
ま
ず
救
済
と
い
う
の
は
宗
教
的
概
念
で
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
心 

理
学
用
語
に
あ
る
い
は
ユ
ン

グ
思
想
に
訳
す

れ

ば

、

そ

れ

は心
の
癒
し 

で
す
。
罪
は
病
気
で
、
救
い
は
癒
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
癒
し
と
は
、



治
療
と
は
何
か
と
い
う
と
、
ま
ず
個
人
的
で
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

ん
で
す
。
グ
ル
ー
プ
で
で
き
な
い
。
社
会
的
構
造
で
ま
っ
た
く
で
き
な 

い
。
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
、
あ
く
ま
で
も
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は 

何
か
と
い
う
と
、
意
識
の
拡
大
で
す
。
そ
れ
だ
け
。
そ
し
て
、
彼
の
場 

合
に
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
と
同
時
に
自
我
が
強
化
さ
れ
る
ん
で
す
。
膨 

張
で
な
く
て
強
化
さ
れ
る
ん
で
す
。

河

波

集
合
的
無
意
識
、
そ
れ
自
身
が
す
で
に
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
は 

な
い
ん
で
す
か
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク

集
合
的
無
意
識
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
救
い
の
あ
る
い 

は
癒
し
の
素
材
に
な
る
と
言
い
ま

し

よ

うか
。

つ
ま
り
、
癒
し
と
い
う 

こ
と
は
不
自
然
的
な
過
程
で
は
な
い
ん
で
す
。
自
然
的
に
行
わ
れ
る
過 

程
で
す
。
で
す
か
ら
、
無
意
識
の
夢
の
中
と
か
仮
想
、
空
想
の
中
で
い 

ろ
ん
な
ィ
メ
ー
ジ
が
出
て
く
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
、「

癒
せ
、
癒
せ
、
 

癒
せ」

と
い
う
自
然
的
な
プ
レ

ッ

シ

ャー

が
中
か
ら
か
か
っ

て

く
る
ん 

で
す
。
ユ
ン
グ
は
、
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
認
め
て
目
覚
め 

た
ら
、
癒
さ
れ
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
と
か
無
意
識
の
い 

ろ
ん
な
象
徴
と
か
現
象
、
表
現
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
が
拡 

大
さ
れ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
意
識
の
拡
大
と
は
何
か
の
解
釈
で
す
。
 

自
分
の
無
意
識
的
な
内
容
あ
る
い
は
心
の
す
べ
て
の
内
容
を
解
釈
す
る 

こ
と
に
よ
っ
て
意
識
が
拡
大
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

河

波

た
と
え
ば
唯
識
の
場
合
で
す
と
、
業
と
い
う
よ
う
な
問
題
と
結 

び
つ
い
て
く
る
ん
で
す
よ
ね
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
に
ア 

ラ
ヤ
識
が
あ
る
け
ど
、
業
が
そ
れ
に
付
い
て
猫
と
か
犬
に
な
っ
た
り
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
人
間
の
場
合
と
違
っ
て
、
天
人
の
場
合
も
あ 

る
け
れ
ど
も
、
犬
の
ア
ラ
ヤ
識
と
い
う
の
も
考
え
ら
れ
て
無
限
拡
大
さ 

れ
れ
ば
、
そ
れ
が
救
済
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク

意
識
の
拡
大
と
い
う
ん
で
す
か
、
無
意
識
の
解
釈
と
い 

う
そ
れ
は
、
す
べ
て
を
自
分
の
も
の
に
す
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
悪
い
、
 

そ
れ
は
業
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
は
悪
魔
で
あ
る
、
悪
で
あ
る
た
め
に
そ 

れ
を
排
除
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
の
す
へ
て
に
位
置
を
与
え
る
と
い 

>つ
こ
と
。

河

波

唯
識
と
や
っ
ば
り
本
質
的
に
違
い
ま
す
ね
。
唯
識
の
場
合
は
転 

ず
る
、
転
換
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
で
言
え
ば
回
心
と
い 

う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
転
換
と
い
う
こ
と
と
拡
大
と
い 

う
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
意
味
が
違
う
と
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク

そ
う
で
す
ね
。

ユ
ン
グ
に
と

り

ま

し

て悪
と
い
う
の
は
、
 

そ
れ
は
善
の
欠
如
で
は
な
く
て
、
善
の
補
償
で
あ
る
、

つ
ま
り
、
善
を 

補
い
合
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
す
べ
て
を
認
め
る
。
 

花
は
紅
と
か
、
柳
は
緑
と
な
る
。

八
木
誠
-

今
お
話
を
聞
い
て
い
て
ふ
と
思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
る
ん 

で
す
が
、
秋
山
さ
と
子
さ
ん
で
す
ね
、
亡
く
な
っ
た
。
あ
の
人
と
禅
キ 

懇
の
席
上
か
な
、
公
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
な
ん
で
け
ど
、
そ
れ
に
つ 

い
て
話
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
公
に
言
わ
れ
た
と
い
う
の
は
、
 

r
老
賢
人
の
元
型
に
や
ら
れ
ち
ゃ
っ

た

の

よ

」

と

お
っ
し
ゃ
っ
て
、
ご 

存
知
？

そ
の
話
。
ど
う
い
う
こ
と
か
な
、
あ
ま
り
立
ち
入
っ
た
こ
と 

は
聞
か
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
察
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す
る
と
、
ど
う
も
で
す
ね
、
老
賢
人
の
元
型
と
い
う
の
が
あ
る
ィ
メ 
I 

ジ
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
れ
ま
す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、
元
型
と
結
び
つ 

い
た
非
常
に
強
い
感
情
的
な
態
度
が
ィ
メ
ー
ジ
を
触
発
し
た
当
の
人
間 

に
投
影
さ
れ
て
、
つ
ま
り
そ
の
人
を
あ
た
か
も
老
賢
人
そ
の
も
の
で
あ 

る
か
の
よ
う
に
見
做
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
ら
し
い
ん 

で
す
よ
ね
。
も
っ
と
早
く
言
う
と
、
か
な
り
年
上
の
§

に
恋
し
ち
ゃ
っ 

て
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
ん
で
す
け
ど
、
あ
ん
ま
り 

立
ち
入
っ
た
こ
と
は
聞
か
な
か
っ
た
け
ど
、

ほ
と
ん
ど
そ
う
言
っ
て
ま 

し
た
よ
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
ユ
ン
グ
の
勉
強
を
し
て
何
が
分
か
っ
た
か
と 

い
う
と
、「

あ
れ
は
、
老
賢
人
の
元
型
が
活
性
化
し
た
こ
と
だ
っ
た
ん 

だ」

と
。
そ
れ
で
救
わ
れ
た
と
言
う
ん
で
す
よ
。
つ
ま
り
、
直
接
の
そ 

う
い
う
元
型
の
働
き
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
言
う
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
 

直
接
に
支
配
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
あ
る
意
味
で
解
釈
と
い
う
こ
と 

で
対
象
化
さ
れ
る
ん
で
す
か
ね
。
あ
れ
は
老
賢
人
の
元
型
の
せ
い
だ
と 

い
う
ん
で
、
は
じ
め
て
感
情
的
な
態
度
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
。
そ
れ
が
、
 

ユ
ン
グ
と
の
出
会
い
の
最
初
の
こ
と
だ
っ
て
。

そ
れ
で
、
そ
れ
に
関
係
し
て
し
ば
ら
く
後
で
、
ま
た
秋
山
さ
ん
と
い 

ろ
い
ろ
話
し
合
っ
た
と
き
に
、
い
わ
ゆ
る
元
型
で
す
よ
ね
、
あ
れ
一
体 

何
だ
と
、
老
賢
人
も
含
め
て
。
秋
山
さ
ん
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
い 

て
い
る
と
で
す
ね
、「

あ
れ
は
人
類
発
生
の
は
る
か
昔
、
ま
だ
自
我
や 

言
語
が
で
き
る
前
の
極
め
て
本
能
的
な
反
応
様
式
を
表
現
し
て
い
る
よ 

う
に
見
え
る
け
れ
ど
、
ど
う
な
ん
だ」

と
言
っ
た
ら
、「

そ
の
通
り
だ」

と
言
う
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
、
私
も
突
き
詰
め
て
聞
か
な
か
っ
た
ん
だ 

け
ど
、
い
ろ
い
ろ
元
型
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
い
ろ
ん
な
ィ
メ
ー
ジ
が
元 

型
を
刺
激
し
て
元
型
が
活
性
化
さ
れ
る
と
、
元
型
と
結
び
つ
い
た
感
情 

的
な
反
応
が
ィ
メ
ー
ジ
を
呼
び
起
こ
し
た
当
の
対
象
に
投
影
さ
れ
る
と
。
 

そ
れ
が
、
ち
ょ
う
ど
刺
激
と
反
応
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
と
く 

に
言
語
以
前
、
文
化
以
前
で
す
ね
。
特
定
の
刺
激
に
特
定
の
仕
方
で
本 

能
的
に
反
応
す
る
反
応
様
式
を
表
わ
し
て
い
る
。
彼
女
も
ま
っ
た
く
そ 

う
思
う
と
言
う
ん
で
、
老
賢
人
も
そ
う
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
う
ん 

で
す
け
ど
ね
。
そ
う
す
る
と
、
元
型
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
が
ち
ょ
っ 

と
、
あ
ま
り
に
も
そ
う
い
う
反
応
様
式
は
全
体
を
言
い
表
す
に
は
不
十 

分
な
よ
う
に
思
わ
れ
な
い
こ

と
も
な
い
ん
で
す
が
。
今
、
私

が

こ

こ

でI 

ふ
と
聞
い
て
い
て
思
い
つ
い
た
こ
と
と
い
う
の
は
、
ユ
ン
グ
が
対
話
の
48 

第
三
者
に
な
る
、
こ
れ
は
私
は
、
非
常
に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
一 

ん
で
す
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
ユ
ン
グ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん 

で
す
け
れ
ど
も
、
ユ
ン
グ
の
心
理
学
が
言
っ
て
い
る
も
の
が
、
あ

る
意 

味
で
の
文
化
的
と
い

う

か

、文
明
的
と
い
う
か
、
言
語
的
と
い
う
か
、
 

自
我
が
で

き

る
前
の
人
間
の
反
応
用
式
を
、
普
段
追
わ
れ
て
い
る
わ
け 

で
す
け
ど
ね
、
そ
れ
を
掘
り
出
す
と
い
う
、
そ
う
い
う
役
目
を
し
て
い 

る
と
し
た
ら
、

一
面
的
に
は
仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
あ
る
意
味
で
自
我 

が
覆
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
掘
り
出
す 

こ
と
に
非
常
に
役
に
立
つ
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
た
だ
他
面
で
は
仏
教
や
キ 

リ
ス
ト
教
と
違
っ
て
、
あ
れ
は
非
常
に
感
情
的
と
い

う

か

、情
緒
的
と 

い

う

か

、感
覚
的
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
領
域
と
強
く
関
わ
っ
て
行
っ



て
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
悪
い
と
言
う
ん
じ
や
な
い
ん
で
す
、
そ
う
い
う 

も
の
は
き
っ
と
無
意
識
の
う
ち
に
働
い
て
い
る
に
違
い
な
い
ん
だ
か
ら 

悪
い
と
言
う
ん
じ
や
な
い
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
は
っ
き 

り
さ
せ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
そ
う
い
う
対
話
、
仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教 

も
見
逃
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
領
域
に
関
わ
っ
て
、
何
て
言 

う
ん
で
す
か
、
人
間
の
全
体
性
を
回
復
す
る
役
に
立
つ
の
か
な
あ
と
い 

う
ふ
う
に
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
今
こ
こ
で
質
問
と
し
て
お
伺
い
し 

た
い
こ
と
は
、
元
型
が
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
た
と
え
ば
老
賢 

人
な
ら
老
賢
人
と
い
う
元
型
が
、
ま
あ
早
い
話
、
こ
れ
は
乱
暴
な
言
い 

方
だ
け
ど
、
僕
に
対
す
る
感
情
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
の
か
な
あ
と 

い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
め
ち
や
く
ち
や
な
言
い
方 

だ
け
ど
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク
最
後
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
物
理
的
な
世 

界
を
見
る
と
き
は
、
カ

ン

ト

に

よ

る

と

、
時
間
、
空
間
、
そ
の
メ
ガ
ネ 

を
か
け
な
い
で
世
界
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
ん
で
す
ね
。
ユ 

ン
グ
は
人
間
性
と
は
何
か
と
見
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
元
型
と
い 

う
範
疇
で
す
か
、
メ
ガ
ネ
を
か
け
な
い
と
分
か
ら
な
い
。

八
木
誠

I 

ま
っ
た
く
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
、
さ
っ
き
私
か
申 

し
た
こ
と
は
。
人
間
の
方
が
情
報
を
処
理
す
る
仕
方
を
身
に
つ
け
て
い 

る
ん
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
情
報
の
方
が
整
理
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
客 

観
的
世
界
を
そ
の
ま
ま
映
す
わ
け
じ
や
全
然
な
い
で
す
ね
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク
し
か
し
、
元
型
そ
の
も
の
が
登
場
す
る
と
き
は
、
い
わ 

ゆ
る
個
人
的
な
無
意
識
で
す
か
、
個
人
的
な
思
い
出
と
い
う
こ
と
を
通

し
て
目
に
当
た
る
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
歪
ん
で
く
る
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
 

あ
の
人
は
老
賢
人
だ
と
か
、
老
賢
人
に
や
ら
れ
た
と
か
、
そ
れ
は
完
全 

な
投
影
で
あ
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
元
型
の
本
当
の
解
釈
は
す
べ
て
の 

夢
に
登
場
す
る
も
の
、
動
物
、
色
、
臭
い
と
同
じ
よ
う
に
自
分
の

一部 

で
す
。
あ
る
い
は
自
分
の
人
間
と
し
て
の
一
部
、
自
分
の
個
人
と
し
て 

の

一部
で
あ
る
ん
で
す
。

そ
れ
を
投
影
す
る
。

八

木

誠

一

何
が
で
す
か
。

ハ
ィ
ジ
ッ
ク
す
べ
て
の
夢
に
登
場
す
る
も
の
、
動
物
、
人
間
、
で
き 

ご
と
、
臭
い
、
す
べ
て
の
演
劇
者
で
す
か
、
自
分
で
あ
る
ん
で
す
。
そ 

う

い

う

ふ

う

に解
釈
し
な
け
れ
ば
、
ま

た
投
影
中
で
す
。
で
す
か
ら
、

I 

あ
の
人
は
老
賢
人
だ
、
そ
れ
は
完
全
な
投
影
で
す
。
秋
山
さ
と
子
さ
ん
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は
、
い
つ
も「

私
は
永
遠
の
少
女
の
元
型
だ」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。

一
 

い
つ
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
。
し
か
し
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
ん 

で
す
。
ま
ず
投
影
が
な
け
れ
ば
、
自
分
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で 

す
。
鏡
は
た
だ
の
投
影
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
自
分
を
見
る
こ 

と
は
で
き
な
い
ん
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
投
影
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ 

て
意
識
が
拡
大
さ
れ
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
が
必 

要
で
あ
る
ん
で
す
。

一
瞬
で
悟
り
を
開
く
と

い

う

こ

と

じゃ
な
く
て
、
 

非
常
に
苦
労
し
て
、
そ
れ
が
一
つ
。

八

木

誠

一

で
す
か
ら
、
こ
れ
が
元
型
の
働
き
だ
と
気
が
つ
く
こ
と
が
、
 

意
識
の
拡
大
だ
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
か
。

ハ
ィ
ジ
ッ
ク
そ
れ
が
元
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
初
の
一
歩
で



す
。

八
木
誠

I

も
ろ
に
巻
き
込
ま
れ
ち
ゃ
う
こ
と
で
す
か
。

ハ

イ
ジ
ッ
ク

そ
う
そ
う
。
そ
れ
が
、
私
が
持
つ
問
題
じ
ゃ
な
く
て
、
 

そ
の
問
題
が
私
を
持
つ
と
い
う
。
そ
れ
が
個
性
化
へ
の
最
初
の
一
歩
だ 

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
ユ
ン
グ
は
一
つ
を
例
外
に
し
ま
し
た
。
そ
れ 

は
、
キ
リ
ス
ト
の
場
合
に
は
、
彼
は
歴
史
化
さ
れ
た
元
型
で
あ
る
ん
で 

す
。
そ
れ
で
、
力
を
持
つ
。
元
型
で
も
あ
る
、
歴
史
化
さ
れ
た
元
型
で 

あ

る

。

八

木

誠

一

そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
中
で
元
型
に
な
る
ん
で
す
か
。
 

ハ

イ

ジ

ッ

ク

い
え
、
歴
史
的
に
は
。『
ア
イ
オ
ー
ン』

と
い
う
本
の 

中
で
、
元
型
が
本
当
に
歴
史
化
さ
れ
る
と
、
大
き
な
で
き
ご
と
が
あ

る 

と
か
何
と
か
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
の
唯
一
の
例
は
キ
リ
ス
ト
で
あ 

る
o

八
木
誠

I

元
型
の
非
常
に
充
足
し
た
表
現
だ
と
、
そ
う
い
う
意
味
で 

す
か
。

ハ
イ
ジ
ッ

ク

そ
う
で
す
。

八

木

誠

一

何
の
元
型
で
す
か
。
自
己
で
す
か
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク

自
己
の
元
型
で
す
。
ま
あ
、
釈
尊
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
 

そ
れ
は
非
常
に
珍
し
い
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
そ
の
人
に
従
う 

投
影
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
受
肉
化
さ
れ
た
元
型
で
す
。

八

木

誠

一

や
っ
ぱ
り
元
型
の
シ
ス
テ
ム
っ
て
い
う
の
は
情
報
じ
ゃ
な 

い
で
す
よ
ね
。
あ

る
場
合
に
固
有
な
い
し
固
有
だ
っ
た
反
応
の
仕
方
の 

表
現
だ
と
。

つ
ま
り
、
反
応
を
意
味
づ
け
る
と
い
う
か
な
あ
。
と
も
言

い
切
れ
な
い
。
そ
う
と
る
と
、
余
り
に
も
不
十
分
に
な
る
ん
で
す
よ
ね
。

ハ
ィ
ジ
ッ
ク

反
応
で
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
反
応
が
な
け
れ
ば
元
型

に
な
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
た
だ
の
機
能
で
は
な
く
て
、
機
能
が
働
け
な

い
と
機
能
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
働
き
で
す
。

八
木
誠

I

古
代
的
な
も
の
と
い
う
気
も
す
る
。

小

野

寺

よ
ろ
し
い
で
す
か
。「

先
天
的」

と
い
う
概
念
を
使
っ
て
お

ら
れ
ま

す

ね

。同
じ
箇

所

で

、「

元
型
的

ィ

メ
ー
ジ」

と

い

う

こ

と

ば

が
真
ん
中
こ
ろ
に
出
て
き
ま
し
て
、
そ
こ
に「

あ
ら
ゆ
る
対
立
し
合
う

ィ
メ
ー
ジ
が
調
和
を
保
つ
よ
う
な
一
種
の
均
衡
を
指
向
す
る
よ
う
に
心

は
先
天
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い」

。
だ
か
ら
、

ア
プ
リ

オ
リ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
こ

の

I

規
定
づ
け
が
元
型
的
、
だ
か
ら
元
型
と
い
う
も
の
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
50

の
な
の
で
す
か
。
全
体
性
の
元
型
と
い
う
、
そ
れ
が
象
徴
と
結
び
つ
く

一

と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
ま
し
て
、
私
は
と
て
も
こ
こ
が
大
事
だ
と

思
っ
た
ん
で
す
ね
。

そ

う

し
ま
す
と
、
た
と
え
ば
ア
ダ
ム
と
い
う
概
念
は
で
す
ね
、
そ
れ

に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
け
ど
、
ア
ダ
ム
と
い
う
の
は
歴
史

的
実
在
と
も
言
え
な
い
、
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
で
は
ニ
千
年
の
間
、
ア

ダ
ム
と
い
う
も
の
は
非
常
に
深
い
意
味
を
持
っ
て
き
て
い
ま
す
よ
ね
。

そ
れ
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
一
つ
人
間
の
元
型
と
考
え
て
い
い
ん
で
し
ょ
う 

i 

0
ハ
ィ
ジ
ッ
ク

お
そ
ら
く
、
村
本
先
生
か
渡
辺
先
生
が
私
よ
り
覚
え
て 

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
ユ
ン
グ
が
ア
ダ
ム
と
い
う
問
題
、
今
、
先
生
が



お

っ

し
ゃ
る
よ
う
な
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
た
だ『

ア
イ
才
丨
ンj 

の
中
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、『

ア
イ
才
1

ン』

と 

い
う
の
は
ユ
ン
グ
の
唯1

の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
対
す
る
本
で
す
。
そ 

し
て
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
で
は
中
心
的
人
物
は
ア
ダ
ム
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
元
人
で
す
か
、
本
来
の
人
間
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
、
 

ユ
ン
グ
は
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
は
あ
ま
り
に
異
質
的
で
も
あ
っ
た
し
、
い 

ろ
ん
な
意
味
も
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
止
め
て
錬
金
術
に
関
心
を
移
し 

た
。
そ
れ
で
グ
ノー

シ
ス
主
義
を
止
め
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
ち
ょ
っ 

と
ア
ダ
ム
が
触
れ
て
あ
る
と
思
い
ま
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
エ
ヴ
ァ
の
こ 

と
は
マ
リ
ア
様
が
元
型
で
あ
る
。
第
二
の
エ
ヴ
ァ
と
し
て
で
す
か
。

へ 

ビ
に
誘
惑
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
へ
ビ
の
頭
を
潰
す
聖
母
マ
リ
ア
の 

被
昇
天
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
マ
リ
ア
が
第
二
の
ヱ
ヴ
ァ
と
し
て
、
そ 

れ
は
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
け
ど
、
ア
ダ
ム
は
錬
金
術
の
中
に
よ
く
出
て 

く
る
ん
で
す
ね
。
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
ペ
ア
、
男
女
と
し
て
。
し
か
し
、
 

創
世
神
話
で
は
、
私
は
覚
え
て
い
な
い
。

渡

辺
私

も

、
ア
ダ
ム
、
最
初
の
人
と
い
う
意
味
で
の
元
人
と
い
う
の 

が

『

ア
イ
才
丨
ン

j

に
出
て
き
た
の
を
記
憶
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以 

外
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
ち
ょ
っ

と

よ

くわ
か
り
ま
せ
ん
。
も

う
一
つ 

で
す
が
、
先
ほ
ど
八
木
先
生
の
方
か
ら
元
型
と
は
何
か
と
い
う
ご
質
問 

が
あ
り
ま
し
て
、

一
般
的
な
解
釈
と
し
て
本
能
的
行
動
様
式
で
す
と
か
、
 

そ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
先
ほ
ど
の
議
論
に
も
出
て 

き

ま

し

た

よ

う

に

、

イ

エ

ス

•
キ

リ

ス

卜

が

自
己
の
元
型
で
、
そ
れ
が 

本
能
的
な
行
動
様
式
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
す
よ

ね
。
と
こ
ろ
が
、
ユ
ン
グ
の
用
語
法
と
い
う
の
は
、
私
見
で
は
、
き
わ 

め
て
多
様
で
す
。
最
終
的
に
は
、
あ
の
人
は
永
遠
の
少
年
だ
と
か
老
賢 

人
だ
と
か
い
う
ふ
う
な
元
型
論
的
な
タ
ィ
プ
論
み
た
い
な
の
ま
で
出
て 

き
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
ま
で
入
れ
ま
す
と
、
八
通
り
違
う
意
味
づ
け
が 

実
際
に
は
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
元
型
と
い
う
同
じ
概
念
を 

使
つ
て
も

、
ど
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
で
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ 

と
を
区
別
し
な
い
と
意
味
が
全
然
違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

だ
い
た
い
ど
う
い
う
ふ
う
に
分
類
可
能
か
と
い
う
こ
と
を
ご
説
明
し 

ま
す
と
、
ま
ず
第
一
に
は
、『

リ
ビ
ドー

の
変
容
と
象
徴』

と
い
う
著 

書
が
一
九
一
一
年
頃
に
書
か
れ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
と
き
に「

太
陽 

の
男
根」

と
い
う
ィ
メ
ー
ジ
が
ま
ず
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、

I 

精
神
分
裂
病
に
罹
っ
た
患
者
が
抱
い
た
ィ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
そ

れ

が
51 

ち
ょ
う
ど
ミ

ト

ラ

教

の経
文
に
も
同
じ
よ
う
に
太
陽
か
ら
筒
が
出
て
い

一
 

て
、
そ
れ
が
動
い
て
風
が
吹
い
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
、

あ
る
種
の
影
響
関
係
を
抜
き
に
し
て
同
じ
フ
ァ
ン
夕
ジ
ー
が
出
て
い
る 

と
い
う
議
論
に
な
る
ん
で
す
ね
、
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
要
す
る
に
無
意 

識
的
な
ィ
メー

ジ
の
あ
る
種
の
可
能
根
拠
と
し
て
の
元
型
論
と
い
う
の 

が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
元
型
と
は
直
接
に
は
よ
ん
で 

い
な
い
ん
で
す
け
ど
。

そ
の
次
に
、『

本
能
と
無
意
識』

と
い
う
論
文
が
一
九
-
一
一
一
年
と
な
っ 

て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
翌
年
の
頃
に
書
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
はr

認 

識
と
把
握
の
元
型」

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
動 

物
行
動
学
と
の
類
比
で
出
て
き
ま
し
て
、
そ
こ
で
は
む
し
ろ
認
識
と
い



う
こ
と
に
力
点
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
あ
る
昆
虫
の
場
合
に
は 

一
回
に
一
度
し
か
繰
り
返
さ
な
い
本
能
行
動
を
各
世
代
が
行
な
っ
て
い 

る
と
。
そ
れ
は
い
わ
ば
伝
播
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
な
わ
け
で
す
ね
、
 

伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
い
わ
ば
本
能
的
な
直
感
に 

よ
っ
て
自
分
が
為
す
べ
き
行
動
を
そ
の
昆
虫
が
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
 

そ
れ
が
、
い
わ
ば
本
能
的
な
認
識
と
い
う
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
に
出
て
く
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
元
型
論
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ 

て
い
る
よ
う
な
元
型
論
に
近
い
レ
べ
ル
な
ん
で
す
け
ど
、
そ

こ

に
お
い 

て
、
い
わ
ば
心
霊
研
究
で
す
と
か
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
論
の
中
で
、
い
わ 

ば
無
意
識
の
中
の
自
立
的
人
格
像
と
い
う
ん
で
す
ね
、
そ
こ
に
力
点
が 

置
か
れ
て
い
る
よ
う
な
元
型
論
が
出
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
 

た
と
え
ば
影
で
す
と
か
、
ア
ニ
マ
、
ア
ニ
ム
ス
で
す
と
か
、
あ
る
い
は 

老
賢
者
、
グ
レ
ー
ト•

マ
ザ
ー
と
か
、
あ
る
い
は
自
己
と
い
う
も
の
で 

す
ね
、
そ
れ
ぞ
れ
が
い
わ
ば
人
格
像
の
映
し
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま 

す
し
、
あ
る
種
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
 

異
性
関
係
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
異
性
に
惹
か
れ
る
よ
う
な
男
性
の
中
の 

女
性
像
と
か
、
女
性
の
中
の
男
性
像
の
問
題
で
す
と
か
、
そ
れ
か
ら
、
 

い
わ
ば
精
神
の
ィ
メ
ー
ジ
化
と
し
て
の
老
賢
者
で
す
と
か
、
あ
る
い
は 

太
古
の
問
題
で
す
と
か
、
そ
う
い
う
の
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す 

ね
。そ

れ
か
ら
さ
ら
に
、
個
性
化
過
程
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
自
体
が
ま
た
元 

型
で
あ

る

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
次
の
段
階
で
、
動
物
行 

動
学
と
の
関
係
で
元
型
論
が
議
論
さ
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
こ
で
は
ま

さ

し

く
本
能
的
行
動
の
パ
タ
ー
ン
と
い
う

こ

と
が
言
わ
れ
ま
す
。
し
か 

し
、
実
質
的
に
彼
が
論
じ
て
い
る
の
は
何
か
と
い
う
と
、
人
間
が
ど
う 

い
う
ふ
う
な
本
能
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
 

む
し
ろ
最
初
の
ニ
つ
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
形
成
と
い
う
こ
と
と
、
本
能 

的
な
認
識
の
パ
夕
I
ン
と
い
う
こ
と
と
近
い
も
の
と
し
て
出
て
く
る
ん 

で
す
ね
。

生
物
学
的
レ
ベ
ル
の
ア
ニ
マ
像
で
す
と
か
、
母
性
的
な
レ
ベ
ル
、
あ 

る
い
は
精
神
的
な
レ
ベ
ル
と
か
、
い
く
つ
か
の
、
だ
か
ら
ソ
フ
ィ
ア
と 

か
聖
母
マ
リ
ア
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
あ
る
種
の
何
と
言
い
ま
す
か
、
 

ア
ニ
マ
元
型
の
類
型
論
み
た
い
な
も
の
も
ユ
ン
グ
の
中
に
出
て
く
る
ん 

で
す
け
ど
、
そ
れ
は『

転
移
の
心
理
学J

と
い
う
ど
ち
ら
か
と
い
う
と 

錬
金
術
的
な
著
作
の
中
で
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

ハ

イ

ジ

ッ

ク

ア
ニ
マ
は
マ
リ
ア
様
と
直
接
関
係
が
あ
り
ま
す
。
ア
ニ 

マ
と
簡
単
に
言
う
と
、
私
が
社
会
に
対
し
て
持
つ
面
、
仮
面
で
す
か
、
 

そ
れ
が
私
の
ペ
ル
ソ
ナ
で
す
。
し
か
し
、
私
が
無
意
識
に
対
し
て
持
つ 

面
は
私
の
ア
ニ
マ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
女
性
の
場
合
は
ア
ニ
ム
ス
、
異 

性
の
形
を
と
る
。
多
く
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
夢
の
中
に
導
く
も
の
の 

役
割
を
果
た
し
て
い
る
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
ア
ニ
マ
と
ア
ニ
ム
ス
は
違 

う
。

渡
辺
ユ
ン
グ
の
場
合
は
、
ア
ニ
ム
ス
論
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
て 

な
く
て
、
結
局
、
ユ
ン
グ
の
奥
さ
ん
の
エ
マ
•
ユ
ン
グ
が
そ
れ
に
つ
い 

て
は
か
な
り
や
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
た
し
か
私
の
記
憶
で
は
、
 

『

転
移
の
心
理
学J
と
い
う
著
作
の
中
で
は
、
ア
ニ
マ
の
霊
的
な
レ
べ
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ル
で
の
あ
る
種
の
段
階
論
と
い
う
の
を
展
開
し
て
い
て
、
そ
の
中
で
、
 

生
物
学
的
な
レ
べ
ル
と
か
、
ソ
フ
ィ
ア
の
段
階
と
か
、
そ
う
い
う
区
別 

は
あ
つ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
は
、
日
常
的
に
わ
れ
わ
れ
が
体
験 

す
る
レ
べ
ル
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
元
型
の
中
の
あ
る
種
イ
メー

ジ 

展
開
と
い
う
、
だ
か
ら
、
ま
さ
し
く
錬
金
術
と
か
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
で 

の
お
話
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

ハ

イ

ジ

ッ

ク

で
す
か
ら
、
ユ
ン
グ
に
と
り
ま
し
て
、
マ
リ
ア
様
は
ど 

ち
ら
か
と
い
う
と
神
様
で
す
ね
、
女
性
。
三
位
一
体
論
が
四
位

一体
論 

と
な
り
ま
し
た
。
四
人
目
は
と
き
ど
き
女
性
に
な
つ
て
、
と
き
ど
き
悪 

魔
に
な
つ
た
ん
で
す
。

村

本

今
の
議
論
で
す
け
ど
、
ま
ず
転
移
の
現
象
学
、
転
移
の
心
理
学 

で
言
つ
て
い
る
。
ユ
ン
グ
は
ア
ニ
マ
、
段
階
論
で
す
。

一
番
最
初
の
段 

階
が
ヱ
ヴ
ァ
で
す
ね
。
そ
れ
は
生
物
の
本
能
を
表
わ
す
も
の
、
ア
ニ
マ 

で
す
ね
、
第
一
段
階
が
エ
ヴ
ァ
で
す
。
フ
ァ
ゥ
ス
ト
の
エ
ク
レ
チ
オ
ン 

で
代
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
次
が
へ
レ
ナ
•
フ
ァ
ゥ
ス
ト
の
第
二
部
の 

ヒ
ロ
イ
ン
で
す
。
そ
の
次
が
マ

リ

ア

、そ
れ
か
ら
ソ

フ

ィ

ア

とな
り
ま 

す
。
ユ
ン
グ
流
の
独
特
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
生
物
学
的
な
も
の 

か
ら
、
自
立
し
た
人
格
、
自
立
し
た
女
性
と
い
う
も
の
を
感
じ
ま
す
。
 

だ
ん
だ
ん
ス
ピ
リ
チ
ャ
ル
を
濃
く
し
て
い
き
ま
す
。
今
の
議
論
は
、
ソ 

ロ
ヴ
ィ
エ
フ
と
か
べ
ル
ジ
ヤ
エ
フ
と
か
ロ

シ

ア

の

ス

ピ

リチ
ヤ
リ
テ
ィ 

は
グ
ノ
ー
シ

ス
じ
や
な
く
て
、
昨
年
度
私
が
発
表
し
た
こ
と
を
含
め
て 

お
り
ま
す
け
ど
、
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
神
学
の
伝
統
だ
と
思
い
ま
す
。
で 

す
か
ら
、
グ
ノ
I
シ
ス
と
は
基
本
的
に
関
連
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
旧
約
聖
書
の
箴
言
と
か
知
恵
の
書
に
表
れ
て
く
る
神
の
女
性
的 

側
面
で
す
ね
。
そ
れ
が
た
と
え
ば
、
十
一
世
紀
の
ヒ
ル
デ
ル
卜.

ビ
ン 

ゲ
ン
の
神
学
に
よ
っ
て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
後
、
 

ル
ネ
サ
ン
ス
の
ア
グ
リ
バ
ル
で
す
ね
、
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
、
 

さ
ら
に
は
ロ
シ
ア
の
ス
ピ
リ
チ
ャ
リ
テ
イ
と
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ォ
ル•

ク
ロ
ー
デ
ル
と
か
、
テ
イ
-̂
ル
•
ド
•
シ
ャ
ル
ダ
ン
と
か
、
そ
う
い

う
女
性
的
な
る
も
の
の
神
学
と
い
う
一
つ
の
伝
統
が
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
の
流
れ
で
位
置
づ
け
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ 

れ
か
ら
、
ユ
ン
グ
に
お
け
る
救
済
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
、
さ

っ

き 

ハ
イ
ジ
ッ
ク
さ
ん
の
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
答
え
方
を
し
た
と
思
い
ま
す
が
、
 

た
し
か
に
こ
れ
は
、
ユ
ン
グ
は
徹
底
的
に
サ

イ

コ

ロジ
ャ
イ
ズ
し
ま
すI 

け
ど
、
ユ
ン
グ
に
お
け
る
救
済
を
も
し
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
シ
ン
ボ
ル
53 

の
体
験
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ユ
ン
グ
は
患
者
さ
ん
に
対
し
て
、

一
 

心
の
中
で
相
対
立
す
る
一
一
つ
の
傾
向
を
ど
ち
ら
に
も
即
断
せ
ず
に
緊
張 

に
耐
え
る
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。
徹
底
的
に
緊
張
に
耐
え
続
け
て
い
く 

と
、
い
つ
か
は
ほ
と
ん
ど
自
然
発
生
的
に
夢
と
か
何
ら
か
の
幻
と
か
イ 

メー

ジ
の
形
で
シ
ン
ボ
ル
を
経
験
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と 

い
う
の
は
、
相
対
立
し
て
い
る
も
の
を
合
一
、
何
ら
か
の
意
味
で
和
解 

さ
せ
て
い
る
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
も
の
な
ん
で
す
。
統
合 

で
す
。
そ
う
い
う
シ
ン
ボ
ル
を
生
み
出
す
心
の
機
能
を
ユ
ン
グ
は
超
越 

機
能
と
言
う
わ
け
で
す
。
晚
年
に
彼
は
、
象
徴
的
対
応
と
言
っ
て
い
ま 

す
。
自
ら
の
心
の
中
の
緊
張
に
耐
え
続
け
て
い
く
、
ど
ち
ら
に
も
偏
ら 

な
い
で
緊
張
に
耐
え
続
け
て
い
く
中
で
第
三
の
も
の
が
出
て
く
る
と
い



う
こ
と
で
す
。
シ
ン
ボ
ル
の
本
来
の
意
味
で
す
ね
、
シ
ン
ボ
ロ
ン
で
す 

ね
、
つ
ま
り
二
つ
の
片
割
れ
が
合
一
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う 

こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
曼
荼
羅
も
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
 

そ
れ
は
別
に
仏
教
と
か
そ
う
い
う
こ
と
を
勉
強
し
な
く
て
も
、
自
然
と 

夢
の
中
に
そ
う
い
う
曼
荼
羅
的
な
シ
ン
ボ
ル
が
出
て
く

る

わ

けで
す
。

こ
れ
は
自
我
拡
大
と
か
意
識
の
拡
大
と
い
う
ふ
う
に
コ

メ

ン

ト

さ

れ 

る
と
、
誤
解
を
生
ん
で
し
ま
う
。
拡
大
と
言
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
そ 

こ
に
意
識
と
無
意
識
の
両
者
が
関
与
し
た
意
味
で
の
拡
大
で
あ
り
、
あ 

る
い
は
ハ
イ
ジ
ッ
ク
さ
ん
の
ぺ
ー
パー

で
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
 

単
に
従
来
の
主
観
を
拡
大
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
違
っ
た
種
類
の
主
観
、
 

意
識
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い 

か
と
思
い
ま
す
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク

し
か
し
、
意
識
の
拡
大
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
す
べ
て 

の

イ

メ

ージ
を
解
散
し
て
、
そ
れ
を
合
理
化
し
た
意
味
で
は
な
い
。
最 

終
的
な
証
拠
は
合
理
的
な
説
明
と
か
、
あ
る
い
は
イ
メー
ジ
も
こ
と
ば 

の
無
い
よ
う
な
悟
り
と
い
う
の
で
は
な
い
ん
で
す
、
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
 

つ
ま
り
、
全
体
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
最
終
的
で
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
非 

常
に
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

上

田

ど
う
も
、
そ
の
度
に
引
っ
か
か
っ
て
行
き
ま
す
が
、
た
と
え
ば
、
 

今
の
緊
張
に
徹
底
的
に
耐
え
続
け
て
い
く
と
、
そ
う
で
し
た
か
ね
。
緊 

張
に
徹
底
的
に
耐
え
続
け
て
い
く
と
、
ど
う
い
う
仕
方
か
で
あ
る
イ
メー

 

ジ
が
現
れ
て
く
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
う
い
う
対
立
す
る
両
方
を 

あ
る
仕
方
で
統
合
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
な
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
ィ
メ
I
ジ
だ
か
ら
、
あ
る
特
定
の
形
と
か
内
容
を
持
っ
て
い
る
と 

い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り 

得
る
と
思
う
ん
で
す
。
実
際
あ
り
得
る
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
そ
の
場
合 

の
一
つ
の
出
発
点
し
て
は
、
対
立
す
る
一
種
の
引
き
裂
か
れ
た
中
で
対 

立
し
続
け
る
と
い
う
ね
、
そ
の
こ
と
が
な
か
つ
た
ら
始
ま
ら
な
い
わ
け 

で
す
ね
。

そ
の
力
み
た
い
な
も
の
は
、
ど
こ
か
ら
与
え
ら
れ
て
く
る
か
、
今
の 

場
合
だ
と
、
治
療
者
と
患
者
と
い
う
関
わ
り
の
中
だ
と
。
ま
あ
治
療
者 

の
方
が
何
ら
か
の
仕
方
で
そ
の
力
を
導
き
出
す
わ
け
で
す
か
。
あ
る
い 

は
、
対
立
し
続
け
て
い
る
と
何
か
ィ
メー

ジ
が
出
て
き
て
統
合
さ
れ
て 

救
わ
れ
る
ぞ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
あ
る
種
の
希
望
み
た
い
な
も
の
をI 

与
え
る
と
い
う
の
か
、
耐
え
続
け
る
力
と
い
う
も
の
が
与
え
ら
れ
て
こ
54 

な
い
と
、
そ
し
て
、
そ
の
耐
え
続
け
る
力
が
与
え
ら
れ
て
き
た
ら
、
そ

一
 

の
力
か
ら
ど
う
い
う
解
決
が
出
て
く
る
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
も
っ
と 

他
の
考
え
方
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
得
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。
今
、
 

し
き
り
に
八
木
誠1

さ
ん
が
い
ろ
ん
な
こ
と
を
訊
ね
て
お
ら
れ
る
の
は
、
 

お
そ
ら
く
伝
統
的
な
こ
と
ば
で
言
え
ば
宗
教
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
 

宗
教
と
い
う
あ
り
方
だ
け
が
果
た
し
て
き
た
よ
う
な
も
の
が
、
あ
り
得 

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ね
、
お
そ
ら
く
、
そ
う
い
う
予
想
と
い
う
か
、
 

そ
う
い
う
も
の
を
探
究
す
る
仕
方
と
し
て
い
ろ
い
ろ
訊
ね
て
お
ら
れ
る 

と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
わ
け
で
私
は
、
も
う
少
し
具
体
的
に
個
々
の
事
態
に
即
し 

て
お
訊
ね
し
て
み
た
ん
だ
け
ど
、
基
本
的
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
な
か



な
か
難
し
い
と
い
う
か
、
も
ち
ろ
ん
難
し
い
事
態
だ
か
ら
な
ん
で
す
け 

ど
、
た
と
え
ば
ハ
イ
ジ
ッ
ク
さ
ん
の
論
旨
の
一
番
の
基
礎
と
い
う
の
は
、
 

非
常
に
簡
単
に
言
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
、
こ
れ
は
も
う
簡
単
に 

言
え
ば
ダ
メ
だ
く
ら
い
で
い
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
直
接
に
言 

う
と
ユ
ン
グ
も
、
ダ
メ
と
ま
で
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
お
そ
ら
く
基
本 

的
に
言
え
ば
批
判
し
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の 

ダ
メ
な
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
ダ
メ
だ
と
理
解
す
る
事
態
に 

対
し
て
は
、
ユ
ン
グ
の
方
は
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
何
か
道
を 

開
き
得
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
と
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
基
本
的 

な
発
想
だ
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
そ
の
と
き
に
ハ
イ
ジ
ッ
ク
さ
ん
が
立
っ 

て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
非
常
に
よ
く
表
わ
し
て
い
る
キー

ヮ
I
ド
み
た 

い
な
も
の
、
そ
れ
は
、
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
や
っ
ぱ
り「

現
代 

人
の
霊
性」

と
い
う
ね
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
こ
と
ば
で
言
わ
れ
る
と 

こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
現
代
人
の
霊
性
と
い
う 

こ
と
は
非
常
に
ポ
ジ
テ
イ
ヴ
な
、
少
な
く
と
も
方
法
的
に
は
ポ
ジ
テ
イ 

ヴ
な
仕
方
で
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
な
ん
だ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
一
番 

お
聞
き
し
た
い
の
は
、
現
代
人
の
、
そ
う
言
っ
て
し
ま
う
と
本
当
に
あ 

ま
り
に
単
純
す
ぎ
て
具
合
が
悪
い
ん
だ
け
ど
、
現
代
人
の
霊
性
と
は
一 

体
何
か
と
い
う
、
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う 

ん
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
、
積
極
的
な
意
味
で
語
れ
る
よ
う
な
も
の
な
の 

か
、
む
し
ろ
ネ
ガ
な
よ
う
な
も
の
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な 

現
代
人
の
霊
性
で
すね
、
そ
れ
に
対
し
て
仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
何
も 

為
し
导
な
い
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
お
ら
れ
る
ん
だ
と
思
う
ん
で

す
そ
う
す
る
と
、
霊
性
と
い
う
こ
と
ば
で
言
わ
れ
て
い
る
積
極
的
な
も 

の
よ
り
も
、
霊
性
と
い
う
こ
と
ば
が
こ
と
ば
と
し
て
積
極
的
に
言
う
も 

の
の
一
種
の
暗
部
、
暗
部
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
ネ
ガ
み
た
い
な
も
の
な 

ん
だ
け
ど
ね
、
そ
れ
を
ど
う
み
て
お
ら
れ
る
か
、
そ
こ
が
や
は
り
一
つ 

の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
ど
こ
か
で
自
我 

意
識
が
何
と
か
か
ら
外
れ
て
、
宇
宙
、
銀
河
系
、
何
と
か
か
ら
外
れ
て 

と
い
う
ふ
う
な
仕
方
で
、
あ
る
叙
述
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
代
を
語
っ 

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
の
こ
と
ば
の
も
う
少
し
内
容 

的
な
意
味
と
言
う
の
か
、
た
と
え
ば
、
外
れ
て
、
と
い
う
こ
と
だ
け
か 

ら
す
る
と
、
非
常
に
ネ
ガ
テ
イ
ヴ
な
こ
と
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
ん
でI 

す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
そ
れ
を
元
に
戻
す
か
と
55 

い
う
よ
う
な
形
の
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
だ
け
ど
、
お
そ
ら
く
そ

一
 

う
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
の
外
れ
て
と
い
う
表
現
と
し
て
ネ 

ガ
テ
イ
ヴ
だ
け
ど
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
全
く
新
し
い
こ
と
が
起
こ
っ 

て
い
て
、
も
う
元
に
戻
れ
な
い
よ
う
な
仕
方
の
新
し
い
時
代
に
あ
っ
て
、
 

わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
い
る
ん
だ
と
。

し
か
し
、
そ
こ
に
積
極
的
に
い
れ
ば
、
そ
れ
は
霊
性
と
い
う
こ
と
ば 

で
ポ
ジ
テ
イ
ヴ
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
、
ポ
ジ
テ
イ
ヴ
な
も
の 

は
見
出
さ
れ
な
い
ま
ま
で
、
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
 

で
す
か
ら
、
現
代
人
の
霊
性
と
い
う
こ
と
を
、
実
際
に
と
い
う
か
、
あ 

る
い
は
予
感
と
し
て
で
も
い
い
し
、
洞
察
と
し
て
で
も
い
い
し
、
ど
う 

い
う
こ
と
を
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
か
な
と
い
う
ふ
う
な
。
つ
ま
り
、



そ
れ
は
全
て
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ン
グ
を
解
釈
す
る
ハ
ィ
ジ
ッ
ク 

さ
ん
の
基
礎
に
あ
る
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
わ
か
る
よ
う
な
気
も
す
る 

け
ど
、
そ
こ
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
仏
教
と
か
キ 

リ
ス
ト
教
へ
の
関
わ
り
も
違
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
や
仏 

教
を
お

っ

し

ゃ

る

と

き

に

、
教
義
と
か
倫
理
と
か
、
こ

と

に

こ

こ

で

は 

教
義
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
け
ど
、
伝
統
的
な
仏
教
や
キ
リ 

ス
ト
教
に
お
い
て
も
教
義
の
位
置
づ
け
、
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
得
る 

と
思
う
し
、
教
義
に
表
現
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
そ
の
伝
統
的
な
宗
教
の
生 

命
で
あ

る

と
い
う
ふ
う
に
必
ず
し
も
言
え
な
い
と

こ

ろ
も
あ

る

し
で
す 

ね
。
で
す
か
ら
、
現
代
人
の
霊
性
と
い
う
こ

と

は
ど
う
い
う
こ

と

か

、 

そ
れ
を
思
い
ま
し
た
、

一つ
ね
。

ハ
ィ
ジ
ッ
ク

ま
ず
、
現
代
人
の
霊
性
と
言
う
と
、
そ
れ
は
必
ず
し
も 

積
極
的
に
思
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
多
用
多
彩
的
な
も
の
で
す
が
、
私 

が
言
い
た
い
の
は
、
典
型
的
な
仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
ユ
ン
グ
心
理
学 

も
そ
う
で
す
か
、
従
来
の
心
理
学
と
同
じ
よ
う
に
人
間
中
、̂
主
義
で
す
。
 

場
合
に
よ
っ
て
個
人
中
心
主
義
で
す
。
そ
れ
が
脱
自
し
て
も
、
あ
る
い 

は
自
我
を
拡
大
す
る
と
か
自
我
を
な
く
し
よ
う
と
し
て
も
、
個
人
主
義 

的
で
あ

る

。
そ
し
て
、
現
代
の
霊
性
の
い
く
つ
か
の
運
動
の
中
で
、
宇 

宙
あ
る
い
は
自
然
中
心
的
で
す
か
、
そ
う
い
う
要
素
が
よ
く
出
て
き
ま 

す
の
で
、
で
す
か
ら
、
人
間
中
心
的
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
と
思
い
ま 

す
。
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
言
い
換
え
ま
す
と
、
さ
っ
き
の
一
番
最
初
の
質 

問
は
元
型
と
い
う
こ
と
が
本
能
で
あ
る
か
ど
う
か
で
す
ね
。
そ
れ
、
理 

屈
が
あ
る
ん
で
す
か
と
。
私
の
答
え
と
し
て
、
本
能
で
も
あ
る
し
、
し

か

し

、
本
能
と
人
間
の
反
応
の
両
方
が
な
い
と
元
型
が
出
て
こ
な
い
。
 

実
際
に
は
厳
密
に
言
え
ば
、
元
型
は

一つ
し
か
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
は 

十
全
性
へ
の
本
能
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
衝
動
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は 

自
然
的
に
生
ま
れ
な
が
ら
の
衝
動
が
あ
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
と 

え
ば
緊
張
感
が
あ
る
と
き
、
あ
る
ィ
メ
ー
ジ
か
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。

そ
の
ィ
メ
ー
ジ
は
そ
の
緊
張
感
あ
る
い
は
心
理
的
状
態
を
表
わ
す
の
じ
ゃ 

な
く
て
、
そ
の
状
態
が
欠
け
て
い

る

と

こ

ろ

を

表
わ
す
ん
で
す
。
保
護 

的
で
す
か

ら

、

い

つ

も

。

そ

う

い

う

ふ

う

に

や

り

ま

す

。

じ
ゃ
、

一つ
の
変
な
例
を
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
先
生
の
質
問 

に
グ
ル
グ
ル
回
り
ま
す
け
ど
、
ユ
ン
グ
の
こ
の
発
想
を
実
験
的
に
研
究 

す
る
た
め
に
あ
る
学
者
か
、
ト

レ
^

—

ン
大
学
の
ジ
ヱ
ー

ム

ス
•
ナ

ィ

ト

I 

と
い
う
学
者
で
し
た
が
、
刑
務
所
に
行
き
ま
し
た
。
女
性
の
刑
務
所
。
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そ
れ
で
、
そ
の
服
装
と
か
生
き
方
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
女
性
は
み

一
 

ん
な
普
通
の
世
間
と
交
わ
っ
て
は
い
け
な
い
ん
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
 

普
通
の
人
間
よ
り
悪
い
人
間
だ
っ
た
か
ら
、
み
ん
な
同
じ
服
装
、
同
じ 

日
程
と
か
、
そ
れ
で
悪
い
と
。
そ
し
て
、
ど
う
い
う
夢
を
見
た
か
と

言 

う
と
、
非
常
に
英
雄
的
な
も
の
で
、
自
分
の
命
を
捨
て
て
人
を
助
け
た 

と
か
、
そ
う
い
う
夢
ば
か
り
で
し
た
。
保
護
的
に
。

そ

し

て
彼
が
、
じ
ゃ
、
観
想
会
の
女
子
修
道
会
は
ど
う
い
う
夢
を
見 

て
い
る
か
と
思
っ
て
、
そ
れ
で
一
つ
の
カ
ル
メ
ル
会
の
、
申
し
訳
な
い 

ん
で
す
が
、

一つ
の
修
道
会
へ
行
き
ま
し
て
、
シ
ス
夕—

た
ち
は
服
装 

か
ら
、
あ
る
い
は
日
程
と
か
や
り
方
か
ら
見
ま
す
と
、
わ
れ
わ
れ
は
普 

通
の
人
間
よ
り
も
優
れ
て
い
る
、
神
の
召
し
出
し
を
受
け
て
わ
れ
わ
れ



は
天
職
を
や
っ
て
い
る
。
夢
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
猥
褻
に
近
い
よ
う 

な
も
の
で
あ
っ
た
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、

ユ
ン
グ
が
言
っ
た
よ
う
に
、

聖
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は「

私
は
自
分
の
夢
に
対
す
る
何
の
責
任
も

な 

い」

と
毎
日
神
様
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
非
常
に
お
も
し
ろ 

い
説
で
あ
る
と
思
う
し
、
役
に
立
つ
と
思
い
ま
す
ね
。
し
か
し
、
そ
れ 

は
自
我
以
外
の
心
の
一
部
、
無
意
識
と
い
う
こ
と
か
ら
い
ろ
い
ろ
出
て 

く
る
と
助
か
る
と
か
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
意
識
あ
る
い 

は
人
間
個
人
中
心
的
な
主
義
で
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
現
代
人
に
と
っ 

て
は
、
た
と
え
ば
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
動
物
と
のn

ミ
ュ
ニ 

ケ
ー
シ
ョ

ン

と
か
大
自
然
と
の
関
わ
り
合
い
と
か
、
あ
る
い
は
前
世
と 

か
、
多
数
の
自
我
と
か
、
あ
る
い
は
よ
り
高
次
な
意
識
的
状
態
と
い
う 

こ
と
に
つ
い
て
ユ
ン
グ
は
何
も
言
え
な
い
ん
で
す
。
実
際
は
、
そ
う
い 

う
体
験
に
つ
き
ま
し
て
何
も
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
す
。
そ
う 

い
う
体
験
は
自
分
の
範
鷗
に
読
み
直
し
て
何
と
か
整
理
し
よ
う
と
す
る 

け
ど
、
し
か
し
、
そ
の
体
験
を
よ
く
説
明
し
な
い
。
仏
教
も
キ
リ
ス
ト 

教
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
頭
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
地
球 

と
い
う
の
が
生
き
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
親
戚
で 

あ
る
、
ご
縁
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ 

れ
の
宗
教
の
中
に
接
点
が
あ
る
ん
で
す
が
中
心
で
は
な
い
ん
で
す
の
で
、
 

そ
れ
で
満
足
で
き
な
い
か
ら
新
宗
教
と
か
あ
る
い
は
い
ろ
ん
な
霊
性
的 

運
動
と
か
そ
う
い
う
の
に
行
っ
て
い
る
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で 

す
か
ら
、
そ
の
意
味
で
の
霊
性
の
中
で
答
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
問
題
が 

あ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
全
部
が
積
極
的
に
思
わ
れ
る
と
は
私
は
思
つ

て
な
い
ん
で
す
。

上
田
仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
人
間
中
心
的
で
あ

る

と

い

うふ
う
に
お

つ 

し
ゃ
つ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
こ

う

こ

う

であ
る
と
、
そ
れ
だ
け
聞 

く
と
、
キ
リ
ス
ト
教
は
少
し
除
い
た
と
し
て
、
仏
教
が
ど
う
い
う
ふ
う 

に
人
間
中
心
的
と
言
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
や
つ
ば
り
考
え
ざ 

る
を
得
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
む
し
ろ
私
た
ち 

と
多
く
の
仏
教
徒
と
言
つ
て
も

、
仏
教
思
想
家
と
言

つ
て
も
い
い
か
も 

し
れ
な
い
、
は
少
な
く
と
も
自
分
で
は
人
間
中
心
と
か
人
間
中
心
主
義 

と
い
う
よ
う
に
は
思
つ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
的 

な
意
味
で
の
実
存
的
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
あ
る
親
近
感
を 

持
つ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
世
界
の
う
ち
に
あ
る
在
り
方
と
し
て
仏
教
が
-
 

人
間
中
心
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
、
そ
う
か
な
あ
と
感
じ
が
せ
ざ
る
57 

を
得
な
い
ん
で
す
。 

一
 

で
す
か
ら
、
仏
教
が
何
か
現
代
人
の
霊
性
に
直
接
に
答
え
る
在
り
方 

に
な
つ
て
い
な
い
。
そ
の
事
態
は
そ
の
ま
ま
認
め
る
と
し
て
、
ど
う
し 

て
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ 

と
で
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
違
つ
て
き
ま
す
よ
ね
。
今
、
a

然
の
こ
と
を 

言
わ
れ
た
り
、
多
数
の
何
と
か
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
り
、
そ
う
い 

う
も
の
に
答
え
る
仕
方
が
仏
教
に
な
い
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
と
、
 

本
当
に
そ
う
か
な
と
い
う
よ
う
に
思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
 

仏
教
が
教
え
て
き
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
逆
だ
と
思
う
。
例
は
い 

ろ
い
ろ
挙
げ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
お
そ
ら
く
ハ

ィ

ジ

ッ

クさ
ん
は
、
 

仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
人
間
中
心
主
義
的
で
あ
っ
て
、
現
代
の
自
然
に



お
け
る
人
間
の
在
り
方
、
そ
れ
に
叶
っ
て
い
な
い
と
い
う
ふ
う
に
言
わ 

れ
る
と
き
の
人
間
中
心
主
義
的
と
い
う
こ
と
、
何
か
特
別
な
こ
と
を
考 

え
て
お
ら
れ
る
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
。

ハ
ィ
ジ
ッ
ク

正
し
い
で
す
ね
。
論
理
的
か
ら
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
キ 

リ
ス
ト
教
は
創
世
論
な
ど
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
仏
教
に
は
い
ろ
い
ろ
あ 

り
ま
す
し
、
た
と
え
ば
今
の
真
言
仏
教
の
中
で
植
物
と
か
そ
う
い
う
こ 

と
と
の
通
信
が
あ
る
と
い
う
話
も
あ
る
ん
で
す
。
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で 

す
が
、
た
だ
し
日
本
で
も
環
境
問
題
を
裏
づ
け
と
す
る
理
念
で
す
か
、
 

思
想
と
い
う
の
は
誰
も
仏
教
に
持
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
何 

と
か
今
私
た
ち
は
、
地
球
は
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
か
ら
そ
れ
を
保
存
を
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
の
で
、
じ
や
、
そ
の
理
念
は
ど
こ
か
ら
捜
す 

か
と
い
う
と
、
現
代
の
科
学
と
か
い
ろ
ん
な
霊
性
的
運
動
か
ら
ア
ィ
デ 

ア
を
引
っ
張
る
ん
で
す
け
ど
、
仏
教
か
ら
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
は
、
 

あ
ま
り
な
い
。
同
じ
よ
う
で
す
ね
。
あ
る
い
は
超
心
理
学
的
な
経
験
と 

か
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
き
、
そ
れ
を
ど
う
や
つ
て
説
明
し
よ
う
か

と
す
る
と
、
仏
教
的
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
人
は
ま
ず
い
な
い
ん
で
す
。
 

だ
か
ら
、
論
理
上
に
何
か
答
え
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

一
般
の 

人
に
と
っ
て
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
で
満
足
で
き
な
い
ん
で
は
な
い
で
し
ょ 

う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
仏
教
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
ん
で 

す
か
。

一
般
の
人
が
わ
れ
わ
れ
の
教
義
を
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
、
そ 

れ
に
過
ぎ
な
い
ん
で
す
。
あ
る
い
は
迷
信
が
溢
れ
て
い
る
ね
、
あ
る
い 

は
、
そ
れ
ら
が
見
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
ま
だ
十
分
に
見
て
い
な
い 

ん
で
す
か
。
そ
れ
が
私
の
質
問
で
す
。
た
と
え
ば
環
境
問
題
と
い
い
ま 

す
が
、
女
性
問
題
と
か
制
度
化
さ
れ
た
悪
の
問
題
は
、
そ
れ
は
ど
こ
か 

ら
生
ま
れ
た
か
と
い
う
と
、
世
俗
の
霊
性
か
ら
生
ま
れ
た
ん
で
す
。
そ 

れ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
が
一
生
懸
命
追
い
つ
こ
う
と
し
て
い
る
ん 

で
す
。
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
生
ま
れ
た
ん
で
は
な
い
ん
で
す
。
そ 

れ
で
、
そ
の
現
代
の
霊
性
か
ら
何
を
学
べ
る
か
と
い
う
質
問
が
ず
っ
と 

昔
か
ら
残
っ
て
い
ま
す
。
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竹
村
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『

仏
教
は
本
当
に
意
味
が
あ
る
の
か

』

大
乗
仏
教
の
三
宝(

仏
.

法
.

僧)

を
究
明
す
る
異
色
の
仏
教
入
門
書
。
現
代
に
お
け
る
仏
教
の
意
味
を
徹
底
追
求
す
る
。
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