
ヘ

ー

ゲ

ル

に

お

け

る

現

実

と

主

体

山

脇

雅

夫

一

現
実
は
時
に
不
条
理
な
姿
を
見
せ
る
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
そ
う

し
た
不
条
理
こ
そ
人
間
の
現
実
の
常
態
か
も
し
れ
な
い
。
「
善
人
が

そ
の
善
の
ゆ
え
に
滅
び
る
こ
と
も
あ
り
、
悪
人
が
そ
の
悪
の
ゆ
え
に

長
ら
え
る
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
旧
訳
聖
書
の
言
葉
を
、
あ
る
い
は
、

（
一
）

「
命
な
る
か
な
。
斯
の
人
に
し
て
斯
の

疾

あ
る
こ
と
、
斯
の
人
に

め
い

こ

や
ま
い

し
て
斯
の
疾
あ
る
こ
と
」
と
い
う
、
病
に
倒
れ
た
徳
行
の
弟
子
を
前

（
二
）

に
し
た
孔
子
の
嘆
き
を
、
私
た
ち
は
他
人
ご
と
と
し
て
聞
く
こ
と
は

で
き
な
い
。
私
た
ち
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
、
悪
が
栄
え
て
善
が
滅
び

る
の
を
見
、
な
ぜ
こ
の
人
が
こ
ん
な
病
気
に
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
か
、
と
そ
の
理
不
尽
を
嘆
く
か
ら
で
あ
る
。
人
類
文
化
の
枢
軸
を

定
め
た
時
代
と
変
わ
ら
ぬ
不
条
理
が
、
私
た
ち
の
現
実
で
あ
る
。

不
条
理
な
現
実
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
あ
る
べ
き
姿
＝
理
想
を
対

置
す
る
。
理
に
合
わ
ぬ
現
実
を
道
理
に
近
づ
け
る
努
力
に
お
け
る
目

標
が
理
想
で
あ
る
。
理
想
は
そ
の
ま
ま
で
は
現
実
で
は
な
く
、
現
実

を
そ
れ
へ
と
変
え
て
い
く
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
容
易
に

変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
現
実
は
理
想
通
り
に
は
い
か
な
い
。
と
き

に
理
想
は
現
実
の
前
に
屈
従
し
、
私
た
ち
は
現
実
を
受
け
入
れ
る
。

「
現
実
を
見
ろ
」
と
は
青
年
に
対
す
る
「
大
人
」
の
常
套
句
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
、
不
合
理
が
ま
か
り
通
る
こ
と
を
わ
き
ま
え

た
訳
知
り
顔
の
大
人
と
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
実
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と
理
想
は
対
立
す
る
と
い
う
の
が
私
た
ち
の
多
く
の
実
感
で
あ
ろ

う
。ヘ

ー
ゲ
ル
は
、
し
か
し
現
実
の
中
に
理
性
を
見
た
哲
学
者
で
あ
る
。

『
法
の
哲
学
』
序
文
に
お
け
る
有
名
な
テ
ー
ゼ
、
「
理
性
的
な
も
の

は
現
実
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」

（
三
）

は
そ
の
標
語
で
あ
る
。

し
か
し
ど
う
い
う
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
現
実
は
理
性
的
だ
と
言

う
の
だ
ろ
う
か
。
現
実
の
不
条
理
を
知
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ

は
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
現
実
の
不
条
理
に
目
を
つ
む
り
、

既
存
の
秩
序
を
そ
の
ま
ま
に
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
状
肯
定

の
保
守
主
義
で
あ
る
と
呼
ば
れ
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
そ
の
時
代

を
描
い
た
古
典
的
研
究
に
お
い
て
、
ル
ド
ル
フ
・
ハ
イ
ム
は
先
の
言

葉
を
、
理
性
を
経
験
的
現
実
に
屈
従
さ
せ
る
保
守
的
静
寂
主
義
の
表

現
だ
と
し
た
。
ハ
イ
ム
の
評
価
が
正
し
け
れ
ば
、
「
哲
学
者
は
世
界

（
四
）

を
解
釈
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
言

葉
が
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
う

し
た
否
定
的
評
価
と
は
反
対
に
山
口
祐
弘
は
、
あ
る
も
の
を
あ
る
が

ま
ま
に
肯
定
す
る
親
鸞
の
自
然
法
爾
に
も
似
た
境
地
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の

哲
学
が
立
っ
て
い
る
と
評
価
す
る
。
と
す
れ
ば
、
先
の
言
葉
も
こ
う

（
五
）

し
た
境
地
を
表
現
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
私
た
ち
は
こ
う
し
た
正
反
対
の
評
価
の
ど
ち
ら
か
に
与
す

る
前
に
、
さ
き
の
言
葉
で
言
わ
れ
る
「
現
実
的
」
が
い
か
な
る
存
在

の
在
り
方
を
示
す
も
の
か
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
言
う
と
こ
ろ
に
従

っ
て
、
ま
ず
は
確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
自
身
、
現
実
と
い

う
言
葉
の
も
と
で
何
を
理
解
し
て
い
る
の
か
、
明
確
に
自
覚
し
て
い

る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
在
る
も
の
が
在
る
と
い
う
こ

と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
は
そ
れ
が
理
性
的
で
あ
る
と
い

う
こ
と
と
ど
う
関
わ
る
の
か
、
そ
も
そ
も
理
性
的
で
あ
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
考
え
ら
れ
な
い
ま
ま
こ
こ

に
は
潜
ん
で
い
る
。
私
た
ち
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
た
ど
り
つ
つ
、

私
た
ち
自
身
が
こ
う
し
た
問
題
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
を
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

『
法
の
哲
学
』
序
文
に
は
先
の
言
葉
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
と
考

え
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
ま
ず
は
そ
こ
を
読
ん
で
み
よ
う
。
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「
現
在
の
十
字
架
に
お
け
る
バ
ラ
と
し
て
理
性
を
認
識
す
る
こ

と
、
そ
う
し
て
現
在
を
享
受
す
る
こ
と
、
こ
の
理
性
的
な
洞
察

が
、
ひ
と
た
び
次
の
よ
う
な
内
的
な
要
求
を
持
っ
た
人
々
に
対

し
て
哲
学
が
与
え
る
、
現
実
と
の
和
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼

、
、

ら
は
概
念
把
握
し
、
実
体
的
な
も
の
に
お
い
て
同
様
に
主
体
的

、
、
、
、

な
自
由
を
保
持
し
、
ま
た
、
主
体
的
自
由
を
も
っ
て
特
殊
で
偶

然
的
な
も
の
に
立
脚
す
る
の
で
な
く
、
即
か
つ
対
自
的
な
も
の

に
立
脚
す
る
と
い
う
内
的
要
求
を
持
っ
た
の
で
あ
る
」
（G

W

B
d.
14-1,

15f.

）。

こ
こ
に
言
う
「
現
在
の
十
字
架
に
お
け
る
バ
ラ
と
し
て
理
性
を
認

識
す
る
こ
と
」
は
、
現
実
を
理
性
的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と

の
言
い
換
え
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ

は
「
現
実
と
の
和
解
」
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
そ
れ
は
、
「
実
体
的

な
も
の
に
お
い
て
主
体
的
自
由
を
保
持
す
る
」
こ
と
を
保
証
す
る
こ

と
で
あ
る
。
法
・
権
利
と
社
会
的
シ
ス
テ
ム
を
対
象
と
す
る
『
法
の

哲
学
』
に
お
い
て
、
実
体
と
は
「
す
べ
て
の
人
、
お
の
お
の
の
人
の

行
為
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
統
一
と
同
等
性
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
普

遍
的
な
作
品
」（G

W
B
d.

2,
39

）、
す
な
わ
ち
共
同
性
の
こ
と
だ
と

思
わ
れ
る
の
で
、
個
人
の
主
体
的
自
由
を
社
会
的
共
同
性
に
お
い
て

実
現
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
時
代
の
人
々
に
課
せ
ら

れ
た
内
的
課
題
と
し
て
言
い
表
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
現
実
に
お

い
て
理
性
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
こ
の
課
題
へ
の
応
答
と
い
う
意
味

を
持
つ
。

こ
こ
で
「
バ
ラ
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
ル
タ
ー
神
学
や
薔
薇

十
字
の
伝
統
と
の
関
係
な
ど
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に

（
六
）

興
味
深
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
そ
う
し
た
こ
と
は
脇
に

置
い
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
「
十
字
架
に
お
け

る
」
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
に
注
目
し
た
い
。

十
字
架
が
キ
リ
ス
ト
の
死
の
場
所
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
『
法
の
哲
学
』
序
文
に
お
い
て
は
、
こ
の
言
葉
は
唐
突
に
登
場

し
、
こ
れ
が
こ
こ
で
何
を
意
味
す
る
の
か
を
確
定
す
る
文
脈
は
存
在

し
な
い
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
の
死
の
場
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
、

『
精
神
の
現
象
学
』
の
最
後
の
箇
所
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
死
の
場

所
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
と
照
ら
し
合
わ
せ
て

み
れ
ば
、
こ
こ
で
の
十
字
架
の
意
味
も
い
く
ら
か
明
ら
か
に
な
っ
て
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く
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
は
そ
こ
を
読
ん
で
み
よ
う
。

「
｛
現
実
の
歴
史
と
そ
れ
を
概
念
的
に
組
織
し
た
も
の
と
し
て

の
「
現
象
す
る
知
の
学
」
と
の
｝
両
者
が
相
ま
っ
て
概
念
把
握

さ
れ
た
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
精
神
の
記
憶
・
内
化
で
あ

り
、
そ
の
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
精
神
の
玉
座

の
現
実
性
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
確
実
性
で
あ
っ
て
、
こ
の

玉
座
な
し
に
は
絶
対
精
神
は
命
の
な
い
孤
独
者
だ
っ
た
だ
ろ

う
。
絶
対
精
神
に
そ
の
無
限
性
が
立
ち
現
れ
る
の
は
、
た
だ
こ

の
精
神
の
国
（G

eisterreich

冥
界
）
の
杯
か
ら
の
み
な
の
で
あ

る
」（G

W
B
d.
9,
434

）。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
歴
史
と
そ
れ
を
概
念
的
に
整
除
し
た

「
現
象
す
る
知
の
学
」
、
す
な
わ
ち
『
精
神
の
現
象
学
』
が
「
絶
対

精
神
の
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
『
精
神
の
現
象
学
』

が
「
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
学
の
内
容
か
ら

し
て
、
十
分
理
解
で
き
る
。

『
精
神
の
現
象
学
』
は
、
い
ま
だ
知
な
ら
ざ
る
知
の
叙
述
を
と
お

し
て
、
知
そ
の
も
の
の
生
成
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
に
立
つ
知
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
真
理
主
張
を
行
う
が
、
そ
れ
が

抱
え
る
内
的
矛
盾
に
お
い
て
崩
壊
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
現
象

す
る
知
の
非
真
理
性
が
意
識
的
洞
察
」（G

W
B
d.
9,
56

）
に
も
た
ら

さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
知
の
非
真
理
性
を
明
ら
か
と
す
る
こ

の
道
程
は
、
単
な
る
「
疑
い
の
道
」
で
は
な
く
「
絶
望
の
道
」
で
あ

る
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
精
神
の
現
象
学
』
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
に
立
つ
知
が
崩
壊
す
る
様
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
つ
知
の
「
死
の
場
所
」
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
死
の
場
所
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

に
立
つ
知
の
没
落
は
、
単
な
る
無
と
な
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
私
た
ち
が
或
る
考
え
の
誤
り
を
知
る
の
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
新

し
い
考
え
の
登
場
に
よ
る
。
全
く
考
え
の
な
い
無
思
慮
の
状
態
に
心

が
陥
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
古
い
考
え
の
死
は
新
し
い
考
え

の
誕
生
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
精
神
の
現
象
学
』
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
に
立

つ
知
の
死
と
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
と
な
っ
た
別
の
知
の
生
成
を
叙
述

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
否
定
を
通
じ
た
生
成
で
あ
る
。
そ
れ

は
あ
る
意
味
で
死
・
復
活
で
あ
り
、「
絶
対
精
神
の
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
」

は
そ
う
し
た
あ
り
か
た
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
『
法
の
哲
学
』
序
文
に
お
け
る
「
十

字
架
に
お
け
る
バ
ラ
」
の
意
味
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
否
定
を

通
じ
た
肯
定
、
十
字
架
に
咲
く
バ
ラ
は
、
死
・
復
活
の
象
徴
で
あ
ろ

う
。
現
実
は
、
否
定
を
含
ま
な
い
姿
に
お
い
て
で
は
な
く
、
否
定
と

い
う
契
機
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
否
定
の
契
機
を
含
ん
だ
存
在

と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
あ
る
も
の
の
死
が
新
し
い
も
の
の
誕
生
と
軌
を
一
に
す
る
と

し
て
も
、
誕
生
し
た
も
の
に
死
ん
だ
も
の
の
痕
跡
は
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
花
が
散
っ
て
果
実
の
な
る
と
き
、
花
は
す
で
に
な
い

の
で
あ
る
。
花
を
花
と
し
て
の
み
見
、
果
実
を
果
実
と
し
て
の
み
見

る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
動
か
せ
な
い
事
実
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。し

か
し
私
た
ち
は
、
そ
の
見
方
が
唯
一
可
能
な
も
の
な
の
か
、
他

の
見
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
問
う
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
花
と
果
実
を
植
物
の
一
つ
の
存
在
様
態
と
し
て
見
る

見
方
を
教
え
て
い
る
。
「
｛
花
と
果
実
と
い
っ
た
｝
諸
形
態
の
持
つ
流

動
的
本
性
が
そ
れ
ら
を
有
機
的
統
一
の
契
機
と
す
る
。
こ
の
統
一
の

中
に
あ
っ
て
、
諸
形
態
は
相
互
に
争
う
こ
と
が
な
い
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
が
同
様
に
必
然
的
で
あ
る
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
等
し
く
必

然
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
全
体
の
生
命
を
作
り
な
す
の
で

あ
る
」（G

W
B
d.
9,
10

）。
こ
う
し
て
、
植
物
は
、
花
と
し
て
の
死
、

果
実
と
し
て
の
死
に
お
い
て
生
き
て
い
る
。
有
機
的
全
体
と
し
て
植

物
が
、
花
、
果
実
と
展
開
す
る
中
で
自
ら
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
死
の
次
に
生
が
来
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
死
に
お
い
て

あ
る
生
で
あ
る
。
無
の
中
の
存
在
と
し
て
の
そ
れ
は
、『
論
理
の
学
』

で
扱
わ
れ
る
「
生
成
」
と
同
型
的
で
あ
る
。
「
無
の
中
で
自
分
の
も

と
に
留
ま
る
こ
の
存
在
が
生
成
で
あ
る
」。

（
七
）

こ
う
し
た
生
成
を
そ
の
存
在
の
仕
方
と
す
る
存
在
者
を
ヘ
ー
ゲ
ル

は
「
主
体
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
「
自
分
に
と
っ
て
他
と
な
る

こ
と
を
自
分
と
媒
介
す
る
こ
と
」（G

W
B
d.
9,
18

）
と
定
式
化
さ
れ

て
い
る
。
植
物
を
例
と
し
て
こ
の
定
式
に
当
て
は
め
て
み
る
な
ら
、

植
物
に
と
っ
て
花
や
果
実
と
い
っ
た
限
定
さ
れ
た
特
定
の
在
り
方
を

と
る
こ
と
が
、
植
物
そ
れ
自
体
と
は
別
の
他
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

植
物
そ
れ
自
体
は
花
で
も
種
子
で
も
芽
で
も
な
い
。
規
定
さ
れ
た
あ

り
方
は
植
物
そ
れ
自
体
の
他
で
あ
り
、
否
定
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が

ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
継
承
し
た
「
規
定
一
般
は
否
定
で
あ
る
」（G

W
B
d.
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11,
76

）
と
い
う
思
想
に
お
い
て
、
具
体
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の

は
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
花
が
散
り
、
種

子
が
芽
吹
く
こ
と
は
、
こ
の
否
定
の
否
定
と
し
て
、
植
物
が
自
ら
を

回
復
す
る
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

有
機
的
存
在
、
生
命
も
主
体
の
例
で
あ
る
が
、
よ
り
典
型
的
に
主

体
と
し
て
の
在
り
方
を
実
現
し
て
い
る
の
は
意
識
的
生
、
精
神
で
あ

る
。
『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
い
て
「
絶
望
の
道
」
を
た
ど
る
の
も

意
識
で
あ
る
。
そ
の
道
行
に
お
い
て
意
識
は
さ
ま
ざ
ま
な
知
の
立
場

を
遍
歴
し
、
自
分
が
真
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
非
真
理
で
あ
る
こ

と
を
知
る
。
知
で
あ
る
と
い
う
思
い
込
み
が
暴
か
れ
、
無
知
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
意
識
は
そ
れ
ぞ
れ
の
知
の
立
場
の

没
落
を
経
験
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
知
の
立
場
を
と
る
意
識
に
と
っ

て
は
あ
る
意
味
で
死
で
あ
る
。
意
識
は
そ
う
し
た
死
を
生
き
る
生
で

あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
、
「
死
を
恐
れ
、
荒
廃
か
ら
純
粋
に
守
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
生
が
精
神
の
生
で
は
な
い
。
死
を
耐
え
、
死
に
お

い
て
自
己
を
保
持
す
る
生
が
精
神
の
生
で
あ
る
」（G

W
B
d.
9,
27

）

と
。し

か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
強
調
す
る
の
は
、
そ
う
し
て
没
落
し
た
知
が

内
面
化
さ
れ
、
蓄
積
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
過
ぎ
去
っ
た
も

の
は
記
憶
と
な
り
、
精
神
の
内
面
を
構
成
す
る
。
む
し
ろ
、
過
ぎ
去

る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
記
憶
と
し
て
内
面
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
に
没
頭
し
て
い
る
者
に
内
面
は
な
い
の
で
あ
る
。
今
が
滅
び
去
り
、

過
ぎ
去
っ
た
過
去
を
振
り
返
る
と
こ
ろ
に
精
神
の
内
面
性
が
成
立
す

る
。
「
内
面
に
向
か
う
こ
と
で
、
精
神
は
そ
の
自
己
意
識
の
夜
に
沈

潜
す
る
。
し
か
し
消
え
去
っ
た
定
在
は
そ
の
夜
の
う
ち
に
保
存
さ
れ

る
」（G

W
B
d.
9,
433

）。
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
使
っ
て
い
る
自
己
意

識
の
夜
と
い
う
言
葉
は
、
『
精
神
の
現
象
学
』
の
序
文
に
お
い
て
シ

ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
を
揶
揄
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
「
す
べ
て
の

牛
が
黒
く
な
る
夜
」
と
い
う
言
葉
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
れ
は
す
べ
て

の
区
別
の
基
底
に
あ
る
無
差
別
的
同
一
で
あ
っ
た
。
実
は
ヘ
ー
ゲ
ル

に
と
っ
て
も
自
己
意
識
は
そ
う
し
た
夜
を
抱
え
た
存
在
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て

夜
の
闇
は
、
昼
の
光
の
な
か
で
明
確
な
形
を
持
っ
て
い
た
も
の
た
ち

が
そ
こ
に
お
い
て
過
去
化
さ
れ
内
化
さ
れ
、
累
々
と
積
み
重
な
っ
て

い
る
、
自
己
の
深
み
で
あ
る
。
『
精
神
の
現
象
学
』
と
い
う
絶
望
の

道
を
た
ど
る
意
識
は
、
そ
う
し
た
深
み
を
持
っ
た
自
己
へ
と
自
ら
を

形
成
し
成
長
す
る
の
で
あ
る
。

「
絶
対
精
神
の
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
」
に
お
い
て
生
成
す
る
主
体
は
そ
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う
し
た
深
み
を
持
っ
た
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な

知
の
立
場
に
自
ら
身
を
置
き
、
そ
れ
ら
が
否
定
さ
れ
る
労
苦
に
耐
え

る
こ
と
に
お
い
て
、
主
体
は
そ
れ
ら
の
知
の
全
体
を
内
面
化
し
た
主

体
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
」
の
持
つ
意
味
と
照
ら
し
合
わ
せ
て

み
て
、
今
や
私
た
ち
は
、
「
十
字
架
に
お
け
る
バ
ラ
」
と
い
う
メ
タ

フ
ァ
ー
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
目
星
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
死
を
介
し
た
生
、
否
定
を
包
摂
し
た
肯

定
で
あ
る
。
現
実
的
な
も
の
を
理
性
的
な
も
の
と
見
る
と
は
、
こ
う

し
た
否
定
と
肯
定
の
動
的
連
関
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
私
た
ち
は
、
そ
う
し
た
生
成
を
自
ら
の
存
在
様
態
と

す
る
も
の
が
『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
い
て
は
「
主
体
」
で
あ
る
こ

と
も
見
た
の
で
あ
る
。
振
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
十
字
架
に
お
け

る
バ
ラ
と
し
て
理
性
を
認
識
す
る
理
性
的
認
識
は
、
「
実
体
的
な
も

の
に
お
い
て
主
体
的
自
由
を
保
持
す
る
」
と
い
う
要
求
に
応
え
る
も

の
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
現
実
即
理
性
の
主
張
は
、
し
た
が
っ
て
そ
れ

が
主
体
性
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と
い
う
問
題
へ
と
展
開
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
判
断
は
事
物
の
存
在
構
造
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
彼
は
直
截
に
こ
う
主
張
し
て
い
る
。
「
す
べ
て
の
物
は
判
断
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
。
す
な
わ
ち
物
は
、
そ
れ
自
身
の
内
で
普
遍
性
な
い
し
内
的
本

、
、

、
、
、

性
で
あ
る
個
別
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
個
別
化
さ
れ
た
普
遍
で
あ

、
、

、
、
、

、
、

る
」
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
「
こ
の
バ
ラ
は
植
物
で
あ
る
」
と
い
う

（
八
）

判
断
は
、
「
植
物
」
と
い
う
類
的
普
遍
的
本
性
を
内
在
化
さ
せ
た
こ

の
バ
ラ
と
い
う
個
物
、
あ
る
い
は
こ
の
バ
ラ
へ
と
自
ら
を
個
別
化
し

た
植
物
と
い
う
類
的
本
性
と
い
う
、
実
在
の
構
造
を
示
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
半
は
、
個
物
が
基
本
と
な
っ
て
そ
れ
が
普
遍

を
内
属
さ
せ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
存
在
理
解
で
あ
り
、
後

半
は
普
遍
を
基
本
と
し
て
、
そ
れ
の
個
別
化
と
し
て
個
物
を
見
る
と

い
う
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
存
在
理
解
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
個

別
と
普
遍
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
関

係
に
お
い
て
事
物
の
存
在
が
見
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
判
断
構
造
を
使
っ
て
現
実
の
構
造
を
記
述
し

て
い
る
。
「
事
象
の
真
理
態
は
、
事
象
が
そ
の
当
為

S
ollen

と
存
在

、
、

、
、
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S
ein

と
に
そ
れ
自
身
の
う
ち
で
破
砕
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

、
、

る
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
現
実
に
つ
い
て
の
絶
対
的
判
断
で
あ
る
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（G
W

B
d.

12,
88

）。
現
実
は
、
存
在
と
当
為
と
に
破
砕
さ
れ
た
構

造
を
持
つ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
こ
れ
が
ど

う
い
う
存
在
の
在
り
方
を
し
め
す
も
の
か
を
見
て
い
こ
う
と
思
う
。

絶
対
的
判
断
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
概
念
の
判
断
」
と
呼
ぶ
判
断
の

最
後
に
登
場
す
る
判
断
で
あ
る
。
概
念
の
判
断
は
、
「
概
念
に
対
す

る
対
象
の
関
係
」（G

W
B
d.

12,
84

）
を
表
現
す
る
と
さ
れ
、
具
体

的
に
は
「
こ
の
家
は
善
い
」
と
い
う
よ
う
な
形
を
と
る
。
「
概
念
」

は
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
「
当
為
」
と
し
て
基
礎
に
置
か
れ
る
と

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
概
念
は
「
対

象
の
本
質
あ
る
い
は
そ
れ
自
体
で
の
在
り
方
」（G

W
B
d.
9,
59

）
と

『
精
神
の
現
象
学
』
で
呼
ば
れ
た
概
念
の
こ
と
で
あ
り
、
概
念
の
判

断
と
は
対
象
を
自
分
の
本
質
と
関
係
づ
け
る
判
断
で
あ
る
。
た
と
え

ば
或
る
家
は
、
家
と
い
う
も
の
が
あ
る
べ
き
姿
と
合
致
し
て
い
れ
ば

「
よ
い
家
」
で
あ
る
。

概
念
の
判
断
の
完
成
形
で
あ
る
「
必
当
然
的
判
断
」
は
「
し
か
じ

か
の
性
状
の
家
は
よ
いdas

H
aus

so
und

so
beschaffen

ist
gut

」

と
い
う
形
を
持
つ
。
こ
の
判
断
の
主
語
は
、
「
家
」
と
い
う
普
遍
概

念
と
「
し
か
じ
か
の
性
状
」
と
い
う
特
殊
的
性
質
の
総
合
で
あ
る
。

性
状
は
『
論
理
の
学
』
「
存
在
論
」
で
扱
わ
れ
る
存
在
を
表
す
概
念

で
あ
り
、
こ
こ
で
の
普
遍
概
念
は
、
多
く
の
家
か
ら
共
通
項
を
抽
出

し
た
抽
象
的
普
遍
で
は
な
く
、
「
在
る
べ
き
家
」
と
い
う
規
範
性
を

も
っ
た
「
当
為
」
と
い
う
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
判
断
の
主
語
は
そ
れ
自
体
が
存
在
と
当
為
の
関
係
を
表
し
て
い

る
。
実
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
性
状
に
関
す
る
叙
述
の
際
に
性
状
と
当
為

と
の
間
の
内
的
連
関
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

要
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

「
性
状

B
eschaffenheit

」
は
『
論
理
の
学
』
「
存
在
論
」
第
二
章

「
定
在
」
Ｂ
「
規
定
態
」
の
第
三
項
目
「
変
化
」
の
な
か
で
扱
わ
れ

た
規
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
外
的
な
影
響
と
の
関
連
の
中
で
把
握

さ
れ
る
限
り
」（G

W
B
d.

11,
70

）
で
の
或
る
も
の
が
も
つ
規
定
が

性
状
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
と
の
関
係
に
お
い
て
変
化

し
つ
づ
け
る
在
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
性
状
が
変
化
す
る
の

で
は
な
く
、
性
状
は
そ
れ
自
身
が
変
化
で
あ
る
」（G

W
B
d.
11,

73

）

と
言
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
性
状
と
は
他
に
対
す
る
在
り
方
で
あ
り
、
変
化
の

世
界
で
あ
る
。
こ
の
変
化
の
世
界
に
お
い
て
は
自
は
他
へ
と
超
出
し
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つ
づ
け
て
い
る
。
こ
の
自
己
を
超
出
し
た
視
点
か
ら
見
て
み
れ
ば
、

今
の
自
分
を
特
徴
づ
け
る
「
限
界

G
renze

」
は
自
己
に
対
す
る
「
制

限Schranke
」
と
な
る
。

私
は
い
ま
「
自
己
を
超
出
し
た
視
点
」
と
述
べ
た
が
、
厳
密
に
は

超
出
が
よ
り
高
次
の
自
己
へ
の
自
己
超
出
で
な
け
れ
ば
、
限
界
は
制

限
と
は
な
ら
な
い
。
今
の
在
り
方
を
止
揚
統
合
す
る
自
己
超
出
に
と

っ
て
の
み
、
今
の
在
り
方
は
自
分
に
と
っ
て
の
制
限
と
な
る
の
で
あ

る
。
「
限
界
が
制
限
で
あ
る
た
め
に
は
、
定
在
は
同
時
に
限
界
を
超

、
、
、
、

え
出
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
そ
し
て
或
る
も
の
は
、
そ
れ
が

、
、
、

限
界
の
止
揚
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
限
り
で
、
限
界
を
超
え
出
る
。
そ

し
て
、
限
界
は
規
定
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
或
る
も
の
は
自
分
自

、
、
、

身
を
超
え
出
て
い
く
」（G

W
B
d.
11,

74

）。

、
、
、
、

こ
の
よ
う
に
自
分
を
自
分
た
ら
し
め
て
い
る
限
界
が
、
自
己
超
出

の
運
動
に
お
い
て
制
限
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
制
限
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
当

為
」
の
概
念
を
導
出
し
て
い
る
。
「
限
界
へ
の
、
つ
ま
り
制
限
と
し

て
の
自
己
へ
の
関
係
に
お
け
る
規
定
の
即
自
存
在
が
当
為
で
あ
る
」

（G
W

B
d.
11,

74

）。

自
分
自
身
が
自
分
に
と
っ
て
の
制
限
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
と

き
、
制
限
と
し
て
の
自
分
に
関
わ
る
と
は
、
そ
れ
を
超
え
、
制
限
さ

れ
ざ
る
自
己
に
至
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
運
動
の
中
に
、

あ
る
べ
き
自
分
、
当
為
が
現
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
あ
る
べ
き
自
分

か
ら
見
て
初
め
て
今
の
自
分
が
制
限
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
「
こ

う
し
て
当
為
と
し
て
の
或
る
も
の
は
そ
の
制
限
を
超
え
て
い
る
。
し

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
し
反
対
に
、
た
だ
当
為
と
し
て
の
み
或
る
も
の
は
制
限
を
持
つ
。

、
、
、
、
、

、
、

両
者
は
不
可
分
で
あ
る
」（G

W
B
d.
11,

75

）。

こ
う
し
て
私
た
ち
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
当
為
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ

う
な
存
在
構
造
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
か
を
見
る
の
で
あ

る
。
当
為
は
、
制
限
を
超
え
出
る
こ
と
か
ら
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
。

制
限
を
超
出
す
る
運
動
か
ら
切
り
離
し
て
当
為
だ
け
を
語
る
こ
と
は

抽
象
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
或
る
も
の
が
持
つ
性
状
は
、
そ
れ
が
否

定
的
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
と
き
、
つ
ま
り
当
為
と

の
関
係
に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
の
も
の
に
と
っ
て
の
制
限
と
し
て
現

れ
る
。
当
為
に
向
か
う
運
動
と
制
限
の
存
在
は
同
じ
事
態
の
両
面
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
「
事
象
は
そ
の
当
為
と
存
在
と

に
そ
れ
自
身
の
内
で
破
砕
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
「
絶
対
的
判
断
」

に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。
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「
し
か
じ
か
の
性
状
の
家
は
よ
い
」
と
い
う
必
当
然
判
断
に
お
い

て
、
主
語
「
し
か
じ
か
の
性
状
の
家
」
は
「
し
か
じ
か
の
性
状
」
と

い
う
特
殊
的
性
質
と
「
家
」
と
い
う
普
遍
的
概
念
と
の
統
一
で
あ
っ

た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
「
し
か
じ
か
の
性
状
」
が
そ
の
家
が
当
為
と

合
致
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
根
拠
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
、
そ
の
家
の
性
質
に
よ
っ
て
よ
い
家
か
悪
い
家
か
が
決
ま
る
と

い
う
よ
う
な
平
板
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
当
為
の
運

動
の
場
と
し
て
の
性
状
が
そ
こ
に
合
わ
せ
含
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
当
為
が
そ
の
具
体
性
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
当
為
の
運
動
は
存
在
の
自
己
超
出
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
挙
げ
て
い
る
具
体
的
例
に
即
し
て
確

認
し
て
み
よ
う
。

「
｛
家
や
時
計
と
い
う
｝
目
的
の
現
実
性
を
構
成
し
て
い
る
石

材
、
角
材
、
あ
る
い
は
歯
車
、
軸
等
々
は
、
圧
力
を
受
け
、
化

学
的
プ
ロ
セ
ス
に
さ
ら
さ
れ
て
、
人
間
の
代
わ
り
に
そ
れ
ら
を

引
き
受
け
、
摩
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
目
的
を
充

足
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
使
用
さ
れ
消
耗
さ
れ
る
こ

と
で
の
み
、
そ
の
本
分
を
満
た
し
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
そ
れ
ら
が
あ
る
べ
き
も
の
（w

as
sie

sein
sollen

）
と

対
応
す
る
の
で
あ
る
」（G

W
B
d.
12,

169

）。

石
と
木
で
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
性
状
の
家
が
あ
る
。
そ
の
家
は

風
雨
や
日
光
と
い
っ
た
他
の
も
の
の
作
用
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
さ

ま
ざ
ま
な
他
の
も
の
と
の
関
係
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
性

状
の
存
在
様
態
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
石
材
が
用
材
と

し
て
の
そ
の
本
分
を
果
た
す
の
は
、
使
用
さ
れ
、
消
耗
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
雨
風
を
し
の
ぐ
と
い
う
家

の
目
的
は
成
就
さ
れ
、
石
材
は
家
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
な
る
と

い
う
そ
の
当
為
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
当
為
は
「
石
材
の
イ
デ
ア
」
と
い

う
よ
う
な
仕
方
で
、
石
材
か
ら
離
れ
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
石
材
の
エ
イ
ド
ス
と
し
て
、
石
材

に
単
純
に
内
在
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
石
材
が
使
用
さ
れ
る

と
い
う
活
動
の
中
に
臨
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
為
は
存
在
が
否

定
超
出
さ
れ
る
と
い
う
運
動
に
現
れ
る
。
否
定
さ
れ
る
と
い
う
点
か

ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
存
在
に
と
っ
て
超
越
的
で
あ
る
が
、
そ
の
運
動

が
存
在
自
身
の
運
動
で
あ
る
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
存
在
に
内
在
的
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で
あ
る
。
そ
う
し
た
仕
方
で
存
在
に
と
っ
て
超
越
で
あ
る
当
為
が
存

在
に
内
在
す
る
。
必
当
然
的
判
断
の
主
語
で
あ
る
「
し
か
じ
か
の
性

状
の
家
」
は
、
存
在
と
当
為
と
の
こ
の
よ
う
な
統
一
で
あ
る
。
そ
の

要
素
で
あ
る
存
在
は
、
そ
れ
自
身
が
あ
る
べ
き
も
の
へ
の
生
成
で
あ

る
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
反
対
に
当
為
も
、
こ
の
動
的
存
在
を
自
ら

の
身
体
と
し
て
存
在
へ
と
受
肉
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
存
在
と
当
為

の
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
を
含
む
こ
と
を
こ
の
主
語
は
表
現
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
当
為
の
把
握
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
排
斥
し
た

カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
の
当
為
の
立
場
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
で
は
「｛
道

徳
の
｝
完
成
は
無
限
の
彼
方
に
押
し
や
ら
れ
る
」
、
「
し
た
が
っ
て
、

完
成
は
現
実
に
は
到
達
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
絶
対
的
な
課
題

と
し
て
の
み
考
察
さ
れ
る
」（G

W
B
d.

9,
327f.

）、
こ
う
言
っ
て
ヘ

ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
今
私
た

ち
が
見
た
よ
う
な
当
為
の
在
り
方
は
こ
れ
と
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
。
存
在
の
否
定
、
此
岸
の
否
定
的
超
克
が
語
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
、
そ
の
次
の
段
階
た
る
当
為
の
完
成
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
先
の
引
用
箇
所
で
、
道
具
と
い
う
手
段
を
使

っ
て
対
象
に
働
き
か
け
、
目
的
を
実
現
す
る
と
い
う
関
係
を
論
じ
て

い
る
が
、
そ
う
し
て
実
現
さ
れ
た
目
的
も
対
象
を
加
工
し
た
も
の
と

し
て
対
象
の
存
在
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
道
具
と
同
じ
手
段
的

存
在
に
し
か
達
し
な
い
の
で
あ
る
。

実
際
そ
の
通
り
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
登
場
す
る
の
は
他
の
も

の
の
手
段
と
な
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
完
遂
さ
れ

た
目
的
も
ま
た
｛
他
の
目
的
の
た
め
の
｝
手
段
に
す
ぎ
な
い
」
（G

W

B
d.
12,

234

）
の
で
あ
っ
て
、
他
の
も
の
に
と
っ
て
目
的
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
の
高
次
の
目
的
を
持
た
な
い
よ
う
な
も
の
、
目
的
そ
れ
自

体
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
問
題
は
、
カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
が
手
段
に
お
い
て
目
的
が

実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
な
い
こ
と
に
あ
る
。
「
｛
実
現
さ
れ
た
目

的
と
い
う
｝
客
観
的
概
念
を
な
お
限
界
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
自
分

に
つ
い
て
持
つ
観
方A

nsicht

」（G
W

B
d.
12,

235

）
な
の
で
あ
る
。

実
際
に
は
、「
手
段
も
ま
た
完
遂
さ
れ
た
目
的
で
あ
り
」（G

W
B
d.
12,

234

）
、
「
手
段
で
あ
る
と
い
う
側
面
は
目
的
そ
の
も
の
の
実
在
性
で

あ
る
」（G

W
B
d.

12,
170

）。
手
段
的
存
在
、
目
的
に
向
か
う
プ
ロ

セ
ス
自
身
が
目
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
目
的
は
表

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
、
「
存
在
と
当
為
の
一
致
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は
硬
直
し
た
、
プ
ロ
セ
ス
を
欠
い
た
一
致
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は

善
、
世
界
の
最
終
目
的
が
存
在
す
る
の
は
た
だ
、
常
に
自
ら
を
産
出

、
、
、
、

す
る
限
り
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
。

（
九
）

お
よ
そ
す
べ
て
の
有
限
な
も
の
は
、
そ
の
否
定
を
通
じ
て
、
無
限

と
な
る
。
無
限
に
と
っ
て
有
限
は
否
定
で
あ
り
、
無
限
は
こ
の
否
定

の
否
定
で
あ
る
。
無
限
は
し
か
し
、
こ
の
否
定
の
否
定
と
言
う
仕
方

以
外
で
は
存
在
し
な
い
。
当
為
は
否
定
の
否
定
で
あ
る
。
石
材
が
家

の
た
め
の
手
段
と
な
り
、
家
が
人
の
手
段
と
な
り
、
人
は
世
界
の
究

極
目
的
の
手
段
で
あ
る
。
そ
う
し
て
手
段
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、

こ
の
世
界
で
の
目
的
の
実
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
「
現
前
の
現
実
は
同
時
に
完
遂
さ
れ
た
絶
対
的
目
的

と
し
て
規
定
さ
れ
る
」（G

W
B
d.
12,

235

）
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。

そ
れ
は
、
善
と
い
う
絶
対
的
目
的
の
手
段
と
し
て
、
善
へ
の
道
と
し

て
現
実
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
は
善
の
絶
え
ざ
る
自
己

実
現
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
そ
れ
自

体
が
存
在
と
当
為
の
一
致
の
姿
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
す
べ
て
の

現
実
に
つ
い
て
の
絶
対
的
判
断
」
と
呼
ん
だ
自
体
の
内
実
は
、
現
実

が
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
私
た
ち
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
現
実
が
存
在
と
当
為

と
の
統
一
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る

が
、
最
後
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
で
は
、
こ

の
実
現
の
プ
ロ
セ
ス
の
主
体
は
な
ん
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

善
の
自
己
実
現
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
主
体
は
善
で
あ
る
と
考
え

る
の
が
自
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
身
体
を
持
た
な
い
善
の
理

念
が
、
自
分
だ
け
で
自
分
を
実
現
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
だ

ろ
う
。
善
は
人
間
に
お
い
て
意
識
さ
れ
、
人
間
を
道
具
と
し
て
自
己

を
実
現
す
る
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
「
人
間
の
知
の
う
ち
で
自
ら
を

知
る
神
の
自
己
意
識
」
と
言
わ
れ
、
人
間
の
知
が
同
時
に
神
の
自
己

（
一
〇
）

知
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
人
間
の
実
践
は
同
時
に
善
の
自
己
実
現
の

活
動
で
あ
る
。

そ
し
て
実
際
、
『
精
神
の
現
象
学
』
が
記
述
す
る
意
識
的
生
の
構

造
は
、
私
た
ち
が
制
限
と
そ
の
超
出
と
し
て
見
た
当
為
構
造
と
符
合

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
自
然
的
生
に
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
自
分
自
身
で
自
分

の
直
接
的
定
在
を
超
え
出
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は

他
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
れ
を
超
え
出
て
い
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
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が
、
こ
の
超
出
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
そ
れ
の
死
で
あ
る
。
し
か

し
、
意
識
は
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
自
分
の
概
念
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
も
の
を
超
え
い
く
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
制
限
さ
れ
た
も
の
は
意
識
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
は
自
分
自
身
を
超
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
意
識
に
は
個

別
的
な
も
の
と
と
も
に
彼
岸
が
定
立
さ
れ
て
い
る
」（G

W
B
d.

9,
57

）。

自
然
的
生
に
限
定
さ
れ
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
そ
の
限
定
を
離
れ

る
こ
と
は
死
を
意
味
す
る
。
石
が
家
を
作
る
石
材
と
な
る
と
き
、
そ

れ
は
自
然
的
石
で
は
な
く
な
る
。
石
が
石
と
い
う
自
ら
の
存
在
様
態

を
超
克
し
て
石
材
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
意
識
は

自
分
が
な
ん
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
（
「
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
自

分
の
概
念
で
あ
る
」
）
。
自
分
が
な
ん
で
あ
る
か
と
い
う
意
識
は
自
分

が
何
で
な
い
か
と
い
う
意
識
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
意
識
に
は
そ
の

「
彼
岸
」
が
と
も
に
定
立
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
意
識
は
今
の
自

分
の
在
り
方
を
可
能
的
に
は
超
え
て
い
る
。
制
限
を
制
限
と
し
て
認

識
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
「
自
己
を
超
出
し
た
視
点
」
を
持
つ
こ

と
が
で
き
る
の
は
意
識
的
生
だ
け
な
の
で
あ
る
。
意
識
的
生
は
、
特

定
の
在
り
方
を
離
れ
る
と
い
う
あ
る
種
の
死
を
耐
え
、
そ
の
死
に
お

い
て
自
ら
を
保
持
し
う
る
。
自
己
超
出
的
生
成
の
運
動
と
し
て
の
当

為
の
主
体
た
り
得
る
の
は
意
識
的
生
の
み
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
現
実
は
、
あ
る
べ
き
も
の
へ
の
生
成
で
あ
る
よ

う
な
存
在
で
あ
り
、
こ
の
生
成
存
在
を
自
ら
の
身
体
と
し
て
存
在
へ

と
受
肉
し
て
い
る
当
為
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
見
た
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
生
成
は
意
識
に
よ
る
活
動
な
の
で
あ
り
、
田
辺
元
が
言
う

よ
う
に
「
現
實
は
事
實
と
行
為
と
の
統
一
に
外
な
ら
な
い
」。

（
一
一
）

た
だ
し
、
こ
の
行
為
は
自
分
勝
手
な
行
為
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
あ
く
ま
で
そ
れ
は
現
実
が
あ
る
べ
き
姿
へ
と
自
己
超
克
す
る
運

動
を
担
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
現

実
の
運
動
そ
の
も
の
で
も
あ
る
よ
う
な
行
為
に
お
い
て
、
主
体
は
そ

の
自
由
を
現
実
の
う
ち
で
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
法
の
哲

学
』
序
文
に
言
わ
れ
た
「
実
体
的
な
も
の
に
お
い
て
同
様
に
主
体
的

な
自
由
を
保
持
す
る
」
主
体
の
あ
り
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
の
全
体
が
当
為
と
し
て
そ
れ
に
対
し
て
立
ち
現
れ

て
来
る
主
体
は
、
現
実
の
全
体
を
超
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
主
体
に
対
し
の
み
、
現
に
在
る
よ
う

な
在
り
方
が
あ
る
べ
き
在
り
方
の
制
限
と
し
て
現
れ
う
る
か
ら
で
あ



ヘーゲルにおける現実と主体／54

る
。
そ
う
し
た
主
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
は
、
も
う
一
度
『
精
神
の
現
象

学
』
の
末
尾
に
お
い
て
登
場
す
る
主
体
の
あ
り
様
を
、
あ
る
い
は
さ

ら
に
『
論
理
の
学
』
の
掉
尾
を
飾
る
「
絶
対
理
念
」
が
持
つ
と
さ
れ

る
「
人
格
性

Persönlichkeit

」
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
を
考
察
し

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
哲
学
を
通
じ
て
生
成
す
る
主

体
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
哲
学
す
る
こ
と
の
意

味
を
再
考
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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