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だ
こ
れ
の
み
が
実
在
と
見
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
」( P296

)

。

(

26)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
む
ろ
ん
、
こ
の
根
源
的

な
内
容
は
意
識
が
こ
れ
を
現
実
化
し
終
え
た
と
き
に
初
め
て
意
識
に
対
し
て

あ
る
に
相
違
な
い
、
…
も
っ
と
も
意
識
が
即
自
的
に
な
ん
で
あ
る
か
が
意
識

に
対
し
て
あ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
意
識
は
行
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

( P296
)

。

(

27)

前
々
註
に
掲
げ
た
引
用
文
に
基
づ
く
。

(

28)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
行
為
と
は
表
現
せ
ら
れ

て
い
な
い
存
在
と
い
う
形
式
か
ら
表
現
せ
ら
れ
た
存
在
と
い
う
形
式
の
う
ち

へ
と
た
だ
全
く
移
す
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
」( P296

)

。

(

29)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
個
体
の
為
す
こ
と
が

な
ん
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
個
体
の
身
に
起
こ
る
こ
と
が
な
ん
で
あ
ろ
う
と
、

そ
れ
を
為
し
た
も
の
は
個
体
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
個
体
自
身
で
あ
る
」

( P299
)

。

(

30)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。「
現
実
は
知
る
こ
と
に
と
っ

て
は
無
縁
で
あ
る
他
方
の
側
面
を
自
分
の
う
ち
に
隠
し
て
お
く
の
で
あ
り
、

自
分
が
即
且
つ
対
自
的
に
い
か
に
あ
る
も
の
か
を
意
識
に
は
示
さ
な
い
の
で

あ
り
、
―
―
息
子
は
侮
辱
者
を
撲
殺
す
る
が
、
こ
の
息
子
に
侮
辱
者
が
父
で

あ
る
こ
と
を
現
実
は
示
さ
な
い
し
、
―
―
ま
た
彼
は
王
妃
を
妻
と
し
て
娶
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
王
妃
が
母
で
あ
る
こ
と
を
も
現
実
は
示
さ
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
具
合
に
人
倫
的
な
自
己
意
識
に
は
光
を
厭
う
て
隠
れ
る
威

力
が
待
ち
伏
せ
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
威
力
は
行
為
が
出
来
し
た

と
き
に
初
め
て
出
現
し
て
き
て
、
自
己
意
識
を
現
行
犯
で
捕
ま
え
る
の
で
あ

る
」( P347

)

。

(

31)

ソ
ポ
ク
レ
ス
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
藤
沢
令
夫
訳
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
年
、
八
三
頁
。

(

32)

同
書
、
一
〇
三-

一
〇
九
頁
。
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は
じ
め
に

　

西
田
幾
多
郎
は
、
比
較
的
晩
年
の
書
物
で
あ
る
『
哲
学
論
文
集
第
三
』
（
一
九
三
九
）
の
序
文
で
、
自
ら
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

 

「
『
善
の
研
究
』
以
来
、
私
の
目
的
は
、
何
処
ま
で
も
直
接
な
、
最
も
根
本
的
な
立
場
か
ら
物
を
見
、
物
を
考
え
よ
う
と
云
う
に
あ

っ
た
。
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
と
い
う
立
場
を
把
握
す
る
に
あ
っ
た
。
」
（8,255/9,3

（
１
）

）

 　

本
人
の
回
顧
に
よ
れ
ば
、
西
田
哲
学
の
一
貫
し
た
目
的
は
、「
何
処
ま
で
も
直
接
的
」
な
経
験
を
「
根
本
的
」
原
理
（
立
場
）
と
し
、「
そ

こ
」
に
基
づ
い
て
、
諸
科
学
の
理
論
領
域
か
ら
倫
理
、
宗
教
の
実
践
領
域
ま
で
の
問
題
、
お
よ
び
そ
れ
ら
諸
領
域
の
関
係
の
問
題
と
い
っ

た
「
す
べ
て
」
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
直
接
的
で
根
本
的
な
立
場
は
、
最
初
の
著
作
『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
）
で
は
「
純
粋
経
験
」
、

後
に
は
「
絶
対
無
の
自
覚
」
、「
行
為
的
直
観
」
と
語
り
な
お
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
概
ね
ど
の
時
期
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
本
的
立
場
は
「
直
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観
」
と
い
う
言
葉
で
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

西
田
は
こ
の
「
直
観
」
に
基
づ
い
て
現
実
の
経
験
に
与
え
ら
れ
る
存
在
や
知
の
あ
り
方
を
考
え
る
が
、
そ
う
し
た
存
在
論
・
認
識
論
と
し

て
の
論
理
が
「
場
所
の
論
理
」
と
呼
ば
れ
る
。
西
田
は
『
善
の
研
究
』
の
再
版
の
序
（
「
版
を
新
た
に
す
る
に
あ
た
っ
て
」
一
九
三
六
）
で
、「
純

粋
経
験
」
の
立
場
が
、
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
（
一
九
二
七
）
と
い
う
著
作
で
「
場
所
」
の
考
え
に
結
実
し
、
「
そ
こ
に
私
は
私
の
考

え
を
論
理
化
す
る
端
緒
を
得
た
と
思
う
」
（1,3/1,6

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
場
所
の
論
理
」
は
「
直
観
」
と
い
う
最
も
直
接
的
な

根
本
的
な
経
験
を
根
底
と
す
る
た
め
、
「
直
観
主
義
」
（3,255/4,5-6

）
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
場
所
の
論
理
」
の
形
成
の
着
手
と
そ
の

内
容
を
、
先
の
『
哲
学
論
文
集
第
三
』
の
引
用
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
振
り
返
る
。

 

「
一
つ
の
哲
学
体
系
が
組
織
せ
ら
れ
る
に
は
、
論
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
こ
の
問
題
に
苦
し
ん
だ
。
…
…
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
論
理
は
何
処
ま
で
も
主
語
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
自
己
と
云
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
自
己
は
対
象
化
せ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
我
々
の
自
己
と
云
う
も
の
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
等
か
異
な
っ
た
思
惟
の
形
式
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
…
…
意
識
統
一
と
し
て
の
我
々
の
自
己
と
云
う
も
の
は
主
語
的
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
識
の
野
の
自
己

限
定
と
し
て
場
所
的
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（8,255/9,3

）

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
は
、
事
柄
を
「
対
象
化
」
し
た
「
主
語
」
を
実
体
（
本
当
に
あ
る
も
の
）
と
考
え
る
も
の
だ
、と
西
田
は
考
え
る
。
し

か
し
、
事
柄
は
単
に
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見
、
そ
れ
に
行
為
的
に
関
わ
る
自
己
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
も
、
こ
の
自
己
は
そ
う
し
た
対
象
化
さ
れ
た
論
理
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
自
己
は
自
ら
を
意
識
し
他
の
事
物
に
関
わ
る
も

の
で
あ
り
、
単
に
「
主
語
」
と
し
て
「
対
象
化
」
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
逆
に
そ
う
し
た
様
々
な
も
の
を
対
象
化
し
て
限
定
す
る
（
「
〜
で
／

が
あ
る
」
と
し
て
意
識
す
る
）
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
自
己
は
、
外
的
対
象
や
世
界
に
対
立
す
る
独
立
と
し
た
主
体

で
は
な
く
、
外
な
る
事
物
や
他
人
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
そ
の
都
度
自
ら
を
自
覚
す
る
も
の
、
様
々
な
関
係
性
や
出
来
事
の
「
場
所
」
と

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
場
所
」
と
は
こ
の
引
用
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
意
識
現
象
が
そ
こ
で
成
立
す
る
「
意
識
の
野
」
と
し

て
の
自
己
を
指
す
。
「
場
所
の
論
理
」
の
形
成
が
着
手
さ
れ
た
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
で
は
、こ
の
「
場
所
」
と
い
う
考
え
を
軸
に
、

判
断
、
感
情
、
意
志
、
直
観
と
い
っ
た
意
識
現
象
の
相
互
の
関
わ
り
が
論
じ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
理
論
的
知
識
だ
け
で
な
く
感
情
や
意
志

を
含
め
た
意
味
で
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
成
り
立
ち
で
あ
る
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
場
所
の
論
理
」
と
は
、
こ
の

「
場
所
」
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
、
事
柄
を
単
に
認
識
者
を
排
除
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
認
識
者
と
し
て
の
自
己
を
含
ん
だ
事
柄

と
し
て
語
る
「
異
な
っ
た
思
惟
の
形
式
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
主
観
を
排
除
し
た
客
観
的
世
界
の
描
写
で
も
単
な
る
心
理
の
描
写

で
も
な
く
、
主
客
を
包
む
現
実
の
世
界
の
論
理
を
描
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
論
理
は
そ
の
都
度
、
「
何
処
ま
で
も
、
最
も
根
本
的
な
立
場
」
で
あ
る
「
そ
こ
」
と
し
て
の
「
直
観
」
に
立
ち
返
る
こ
と
で
形

成
さ
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
直
観
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、「
直
観
」

は
次
の
著
作
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』（
一
九
三
〇
）
に
お
い
て
「
宗
教
的
」
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
西
田
は
前
著
で
は
「
宗

教
」
に
つ
い
て
二
三
の
言
葉
を
除
き
全
く
語
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、こ
の
著
作
で
は
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
「
宗
教
的
意
識
」( 4,145/5,180

)

で
あ
る
と
し
、
「
哲
学
」
と
は
「
宗
教
的
自
己
の
自
己
反
省
」
で
あ
る
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
「
哲
学
の
立
場
は
…
…
宗
教
的
自
己

が
自
己
自
身
の
内
へ
の
反
省
の
立
場
で
あ
る
…
…
絶
対
的
自
己
自
身
の
自
己
反
省
で
あ
る
。
か
く
し
て
哲
学
に
お
い
て
知
識
そ
の
も
の
の

成
立
お
よ
び
構
造
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」( 4,147-8/5,183

)

。

　

本
稿
は
、
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
と
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
と
い
う
二
つ
の
著
作
に
注
目
し
て
、
「
直
観
」
と
は
何
か
、

そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
「
場
所
の
論
理
」
と
は
何
か
を
考
え
て
み
た
い
。
上
田
閑
照
を
は
じ
め
と
し
た
従
来
の
研
究
に
お
い
て
（
２
）

、
直
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観
」
と
い
う
言
葉
で
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

西
田
は
こ
の
「
直
観
」
に
基
づ
い
て
現
実
の
経
験
に
与
え
ら
れ
る
存
在
や
知
の
あ
り
方
を
考
え
る
が
、
そ
う
し
た
存
在
論
・
認
識
論
と
し

て
の
論
理
が
「
場
所
の
論
理
」
と
呼
ば
れ
る
。
西
田
は
『
善
の
研
究
』
の
再
版
の
序
（
「
版
を
新
た
に
す
る
に
あ
た
っ
て
」
一
九
三
六
）
で
、「
純

粋
経
験
」
の
立
場
が
、
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
（
一
九
二
七
）
と
い
う
著
作
で
「
場
所
」
の
考
え
に
結
実
し
、
「
そ
こ
に
私
は
私
の
考

え
を
論
理
化
す
る
端
緒
を
得
た
と
思
う
」
（1,3/1,6

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
場
所
の
論
理
」
は
「
直
観
」
と
い
う
最
も
直
接
的
な

根
本
的
な
経
験
を
根
底
と
す
る
た
め
、
「
直
観
主
義
」
（3,255/4,5-6

）
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
場
所
の
論
理
」
の
形
成
の
着
手
と
そ
の

内
容
を
、
先
の
『
哲
学
論
文
集
第
三
』
の
引
用
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
振
り
返
る
。

 

「
一
つ
の
哲
学
体
系
が
組
織
せ
ら
れ
る
に
は
、
論
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
こ
の
問
題
に
苦
し
ん
だ
。
…
…
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
論
理
は
何
処
ま
で
も
主
語
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
自
己
と
云
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
自
己
は
対
象
化
せ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
我
々
の
自
己
と
云
う
も
の
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
等
か
異
な
っ
た
思
惟
の
形
式
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
…
…
意
識
統
一
と
し
て
の
我
々
の
自
己
と
云
う
も
の
は
主
語
的
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
識
の
野
の
自
己

限
定
と
し
て
場
所
的
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（8,255/9,3

）

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
は
、
事
柄
を
「
対
象
化
」
し
た
「
主
語
」
を
実
体
（
本
当
に
あ
る
も
の
）
と
考
え
る
も
の
だ
、と
西
田
は
考
え
る
。
し

か
し
、
事
柄
は
単
に
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見
、
そ
れ
に
行
為
的
に
関
わ
る
自
己
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
も
、
こ
の
自
己
は
そ
う
し
た
対
象
化
さ
れ
た
論
理
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
自
己
は
自
ら
を
意
識
し
他
の
事
物
に
関
わ
る
も

の
で
あ
り
、
単
に
「
主
語
」
と
し
て
「
対
象
化
」
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
逆
に
そ
う
し
た
様
々
な
も
の
を
対
象
化
し
て
限
定
す
る
（
「
〜
で
／

が
あ
る
」
と
し
て
意
識
す
る
）
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
自
己
は
、
外
的
対
象
や
世
界
に
対
立
す
る
独
立
と
し
た
主
体

で
は
な
く
、
外
な
る
事
物
や
他
人
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
そ
の
都
度
自
ら
を
自
覚
す
る
も
の
、
様
々
な
関
係
性
や
出
来
事
の
「
場
所
」
と

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
場
所
」
と
は
こ
の
引
用
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
意
識
現
象
が
そ
こ
で
成
立
す
る
「
意
識
の
野
」
と
し

て
の
自
己
を
指
す
。
「
場
所
の
論
理
」
の
形
成
が
着
手
さ
れ
た
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
で
は
、こ
の
「
場
所
」
と
い
う
考
え
を
軸
に
、

判
断
、
感
情
、
意
志
、
直
観
と
い
っ
た
意
識
現
象
の
相
互
の
関
わ
り
が
論
じ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
理
論
的
知
識
だ
け
で
な
く
感
情
や
意
志

を
含
め
た
意
味
で
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
成
り
立
ち
で
あ
る
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
場
所
の
論
理
」
と
は
、
こ
の

「
場
所
」
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
、
事
柄
を
単
に
認
識
者
を
排
除
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
認
識
者
と
し
て
の
自
己
を
含
ん
だ
事
柄

と
し
て
語
る
「
異
な
っ
た
思
惟
の
形
式
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
主
観
を
排
除
し
た
客
観
的
世
界
の
描
写
で
も
単
な
る
心
理
の
描
写

で
も
な
く
、
主
客
を
包
む
現
実
の
世
界
の
論
理
を
描
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
論
理
は
そ
の
都
度
、
「
何
処
ま
で
も
、
最
も
根
本
的
な
立
場
」
で
あ
る
「
そ
こ
」
と
し
て
の
「
直
観
」
に
立
ち
返
る
こ
と
で
形

成
さ
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
直
観
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、「
直
観
」

は
次
の
著
作
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』（
一
九
三
〇
）
に
お
い
て
「
宗
教
的
」
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
西
田
は
前
著
で
は
「
宗

教
」
に
つ
い
て
二
三
の
言
葉
を
除
き
全
く
語
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、こ
の
著
作
で
は
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
「
宗
教
的
意
識
」( 4,145/5,180

)

で
あ
る
と
し
、
「
哲
学
」
と
は
「
宗
教
的
自
己
の
自
己
反
省
」
で
あ
る
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
「
哲
学
の
立
場
は
…
…
宗
教
的
自
己

が
自
己
自
身
の
内
へ
の
反
省
の
立
場
で
あ
る
…
…
絶
対
的
自
己
自
身
の
自
己
反
省
で
あ
る
。
か
く
し
て
哲
学
に
お
い
て
知
識
そ
の
も
の
の

成
立
お
よ
び
構
造
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」( 4,147-8/5,183

)

。

　

本
稿
は
、
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
と
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
と
い
う
二
つ
の
著
作
に
注
目
し
て
、
「
直
観
」
と
は
何
か
、

そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
「
場
所
の
論
理
」
と
は
何
か
を
考
え
て
み
た
い
。
上
田
閑
照
を
は
じ
め
と
し
た
従
来
の
研
究
に
お
い
て
（
２
）

、
直
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観
の
問
題
は
何
度
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
二
つ
の
著
作
に
お
け
る
直
観
の
意
味
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た

従
来
の
研
究
の
多
く
は
、
こ
の
二
つ
の
著
作
の
思
想
に
関
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
そ
の
「
論
理
」
的
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て
来
た

の
に
比
し
て
（
３
）

、
本
稿
は
、
そ
の
根
底
に
あ
る
「
直
観
」
に
焦
点
を
あ
て
、
さ
ら
に
西
田
に
お
け
る
「
哲
学
と
宗
教
」
と
い
う
問
題
も
考

え
て
み
た
い
。
ま
ず
一
節
で
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
、
二
節
で
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
を
考
察
し
、
最
後
の
三
節
で
「
哲
学

と
宗
教
」
を
考
え
る
。

　　
　
　
　
　
　
　

１
、
場
所
の
論
理
―
―
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』

　

西
田
の
最
も
直
接
的
な
根
本
的
立
場
は
『
善
の
研
究
』
で
は
「
純
粋
経
験
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
は
「
私、

、が
花
を
見
る
」
と
い
う
よ

う
な
仕
方
で
、
は
っ
き
り
と
認
識
主
体
と
客
体
が
分
か
れ
て
い
る
理
論
的
知
で
は
な
く
、
「
我
花
を
見
る
。
こ
の
と
き
花
は
我
、
我
は

花
」（16,152/16,430

）
と
い
う
よ
う
な
「
主
も
な
く
客
も
な
い
事
実
」
と
言
わ
れ
た
。
次
の
著
作
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』（
一
九
一
七
）

で
は
、
「
自
己
」
は
、
固
定
的
に
定
ま
っ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
「
直
観
（
純
粋
経
験
）
」
と
対
象
的
に
自
己
や
物
を
認
識

す
る
「
反
省
」
と
い
う
二
つ
の
契
機
に
よ
り
生
成
発
展
し
て
い
く
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
生
成
発
展
の
運
動
性
を
西
田
は
、

「
自
覚
」
と
呼
ぶ
。

　

こ
の
「
自
覚
」
を
基
に
し
て
、
西
田
は
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
で
、
主
観
客
観
と
い
う
図
式
を
批
判
し
て
、
認
識
の
問
題
を

考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
主
客
図
式
が
批
判
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
図
式
で
は
、
自
己
は
客
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
カ
プ
セ
ル
の
よ
う

な
主
体
と
し
て
固
定
的
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
場
所
の
論
理
」
と
「
直
観
」
の
関
係
を
見
る
前
に
、
以
下
で
は
、
こ
の
著
作
に
お

い
て
描
か
れ
た
「
場
所
の
論
理
」
の
骨
格
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。

　

「
場
所
の
論
理
」
の
特
徴
の
一
つ
は
、
主
観
・
客
観
と
い
う
概
念
を
脇
に
よ
け
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
様
に
「
主
語
・
述
語
」「
個

物
・
特
殊
・
一
般
者
」
と
い
っ
た
論
理
学
的
諸
概
念
を
用
い
て
、
知
と
存
在
の
構
造
を
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
４
）

。
わ
れ
わ
れ
は
常
に

前
反
省
的
で
あ
れ
、
何
も
の
か
（
主
語
）
を
何
も
の
か
と
し
て
意
識
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
（
述
語
づ
け
る
）
。
西
田
は
、
前
反
省
的
な

そ
れ
も
含
め
た
広
義
の
判
断
意
識
を
「
一
般
者
」
あ
る
い
は
「
述
語
面
」
「
場
所
」
と
呼
ん
で
い
る
。
様
々
な
意
識
現
象
と
い
う
広
義
の
知

は
、
「
一
般
概
念
」
を
担
っ
た
意
識
で
あ
る
「
一
般
者
」
「
述
語
面
」
が
、
「
個
物
」
と
い
う
そ
の
都
度
の
経
験
に
お
い
て
実
際
に
出
会
わ
れ

る
も
の
、「
特
殊
」
と
い
う
観
念
的
な
も
の
を
含
め
た
「
於
て
あ
る
も
の
」「
主
語
面
」
を
限
定
（
規
定
）
す
る
と
い
う
形
で
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
意
識
の
あ
り
方
が
「
一
般
者
の
自
己
限
定
」
と
呼
ば
れ
る
（
５
）

。
た
と
え
ば
、
こ
の
車
の
音
を
聞
き
こ
の
赤
い
花
を
見
る
と
き
、
こ
れ
ま

で
の
経
験
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
た
「
車
の
音
」「
花
の
赤
さ
」
と
い
う
一
般
概
念
を
も
つ
意
識
（
一
般
者
）
を
背
景
に
し
て
、「
こ
の
音
」「
こ

の
花
の
赤
」
（
個
物
）
が
知
覚
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
色
の
一
般
者
」
「
音
の
一
般
者
」
の
自
己
限
定
と
言
わ
れ
る
。
「
意
識
」
が
「
一
般
者
」

と
表
現
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
常
に
一
般
概
念
を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
と
も
に
、
時
間
的
側
面
か
ら
言
え
ば
、
「
意
識
」
と
は

「
こ
の
」
個
別
的
な
今
・
現
在
（
個
物
）
で
は
な
く
、
過
去
を
顧
み
未
来
を
慮
り
現
在
を
生
き
る
と
い
う
意
味
で
、
過
去
現
在
未
来
を
含
む

「
永
遠
の
現
在
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
何
か
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
記
憶
と
い
う
過
去
を
背
景
と
し
未
来
を
予
測
し
て
い

る
現
在
と
い
う
意
識
（
一
般
者
）
に
基
づ
い
て
、
特
定
の
時
間
空
間
で
あ
る
「
い
ま
・
こ
こ
」
（
個
物
）
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

「
意
識
」
と
は
、
西
田
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
様
々
な
意
味
（
一
般
概
念
）
を
担
う
「
一
般
者
（
＝
述
語
面
＝
場
所
）
」
の
重
な
り
合
い

か
ら
成
立
す
る
が
、
そ
の
究
極
的
な
意
識
そ
の
も
の
は
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
呼
ば
れ
る
。
絶
対
無
は
客
体
と
区
別
さ
れ
た
主
体
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
「
我
と
非
我
と
の
対
立
を
内
に
包
み
、
い
わ
ゆ
る
意
識
現
象
を
内
に
成
立
せ
し
め
る
も
の
」
（3,415/4,208

）
、
我
々
の
対
自
化
さ

れ
る
意
識
現
象
か
ら
は
超
越
し
た
「
意
識
の
野
」
、
「
意
識
す
る
意
識
」
（7,219/12,11

）
を
指
す
。
我
々
の
自
己
は
、
絶
対
無
の
場
所
と
い

う
意
識
の
野
が
開
か
れ
て
他
な
る
も
の
に
関
わ
り
、
他
を
知
る
こ
と
を
通
じ
て
自
ら
を
自
覚
す
る
。
こ
の
「
自
覚
」
と
呼
ば
れ
る
意
識
の



九
三

九
二

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

場
所
の
論
理
と
直
観[

太
田]

観
の
問
題
は
何
度
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
二
つ
の
著
作
に
お
け
る
直
観
の
意
味
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た

従
来
の
研
究
の
多
く
は
、
こ
の
二
つ
の
著
作
の
思
想
に
関
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
そ
の
「
論
理
」
的
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て
来
た

の
に
比
し
て
（
３
）

、
本
稿
は
、
そ
の
根
底
に
あ
る
「
直
観
」
に
焦
点
を
あ
て
、
さ
ら
に
西
田
に
お
け
る
「
哲
学
と
宗
教
」
と
い
う
問
題
も
考

え
て
み
た
い
。
ま
ず
一
節
で
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
、
二
節
で
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
を
考
察
し
、
最
後
の
三
節
で
「
哲
学

と
宗
教
」
を
考
え
る
。

　　
　
　
　
　
　
　

１
、
場
所
の
論
理
―
―
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』

　

西
田
の
最
も
直
接
的
な
根
本
的
立
場
は
『
善
の
研
究
』
で
は
「
純
粋
経
験
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
は
「
私、

、が
花
を
見
る
」
と
い
う
よ

う
な
仕
方
で
、
は
っ
き
り
と
認
識
主
体
と
客
体
が
分
か
れ
て
い
る
理
論
的
知
で
は
な
く
、
「
我
花
を
見
る
。
こ
の
と
き
花
は
我
、
我
は

花
」（16,152/16,430

）
と
い
う
よ
う
な
「
主
も
な
く
客
も
な
い
事
実
」
と
言
わ
れ
た
。
次
の
著
作
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』（
一
九
一
七
）

で
は
、
「
自
己
」
は
、
固
定
的
に
定
ま
っ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
「
直
観
（
純
粋
経
験
）
」
と
対
象
的
に
自
己
や
物
を
認
識

す
る
「
反
省
」
と
い
う
二
つ
の
契
機
に
よ
り
生
成
発
展
し
て
い
く
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
生
成
発
展
の
運
動
性
を
西
田
は
、

「
自
覚
」
と
呼
ぶ
。

　

こ
の
「
自
覚
」
を
基
に
し
て
、
西
田
は
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
で
、
主
観
客
観
と
い
う
図
式
を
批
判
し
て
、
認
識
の
問
題
を

考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
主
客
図
式
が
批
判
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
図
式
で
は
、
自
己
は
客
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
カ
プ
セ
ル
の
よ
う

な
主
体
と
し
て
固
定
的
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
場
所
の
論
理
」
と
「
直
観
」
の
関
係
を
見
る
前
に
、
以
下
で
は
、
こ
の
著
作
に
お

い
て
描
か
れ
た
「
場
所
の
論
理
」
の
骨
格
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。

　

「
場
所
の
論
理
」
の
特
徴
の
一
つ
は
、
主
観
・
客
観
と
い
う
概
念
を
脇
に
よ
け
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
様
に
「
主
語
・
述
語
」「
個

物
・
特
殊
・
一
般
者
」
と
い
っ
た
論
理
学
的
諸
概
念
を
用
い
て
、
知
と
存
在
の
構
造
を
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
４
）

。
わ
れ
わ
れ
は
常
に

前
反
省
的
で
あ
れ
、
何
も
の
か
（
主
語
）
を
何
も
の
か
と
し
て
意
識
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
（
述
語
づ
け
る
）
。
西
田
は
、
前
反
省
的
な

そ
れ
も
含
め
た
広
義
の
判
断
意
識
を
「
一
般
者
」
あ
る
い
は
「
述
語
面
」
「
場
所
」
と
呼
ん
で
い
る
。
様
々
な
意
識
現
象
と
い
う
広
義
の
知

は
、
「
一
般
概
念
」
を
担
っ
た
意
識
で
あ
る
「
一
般
者
」
「
述
語
面
」
が
、
「
個
物
」
と
い
う
そ
の
都
度
の
経
験
に
お
い
て
実
際
に
出
会
わ
れ

る
も
の
、「
特
殊
」
と
い
う
観
念
的
な
も
の
を
含
め
た
「
於
て
あ
る
も
の
」「
主
語
面
」
を
限
定
（
規
定
）
す
る
と
い
う
形
で
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
意
識
の
あ
り
方
が
「
一
般
者
の
自
己
限
定
」
と
呼
ば
れ
る
（
５
）

。
た
と
え
ば
、
こ
の
車
の
音
を
聞
き
こ
の
赤
い
花
を
見
る
と
き
、
こ
れ
ま

で
の
経
験
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
た
「
車
の
音
」「
花
の
赤
さ
」
と
い
う
一
般
概
念
を
も
つ
意
識
（
一
般
者
）
を
背
景
に
し
て
、「
こ
の
音
」「
こ

の
花
の
赤
」
（
個
物
）
が
知
覚
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
色
の
一
般
者
」
「
音
の
一
般
者
」
の
自
己
限
定
と
言
わ
れ
る
。
「
意
識
」
が
「
一
般
者
」

と
表
現
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
常
に
一
般
概
念
を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
と
も
に
、
時
間
的
側
面
か
ら
言
え
ば
、
「
意
識
」
と
は

「
こ
の
」
個
別
的
な
今
・
現
在
（
個
物
）
で
は
な
く
、
過
去
を
顧
み
未
来
を
慮
り
現
在
を
生
き
る
と
い
う
意
味
で
、
過
去
現
在
未
来
を
含
む

「
永
遠
の
現
在
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
何
か
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
記
憶
と
い
う
過
去
を
背
景
と
し
未
来
を
予
測
し
て
い

る
現
在
と
い
う
意
識
（
一
般
者
）
に
基
づ
い
て
、
特
定
の
時
間
空
間
で
あ
る
「
い
ま
・
こ
こ
」
（
個
物
）
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

「
意
識
」
と
は
、
西
田
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
様
々
な
意
味
（
一
般
概
念
）
を
担
う
「
一
般
者
（
＝
述
語
面
＝
場
所
）
」
の
重
な
り
合
い

か
ら
成
立
す
る
が
、
そ
の
究
極
的
な
意
識
そ
の
も
の
は
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
呼
ば
れ
る
。
絶
対
無
は
客
体
と
区
別
さ
れ
た
主
体
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
「
我
と
非
我
と
の
対
立
を
内
に
包
み
、
い
わ
ゆ
る
意
識
現
象
を
内
に
成
立
せ
し
め
る
も
の
」
（3,415/4,208

）
、
我
々
の
対
自
化
さ

れ
る
意
識
現
象
か
ら
は
超
越
し
た
「
意
識
の
野
」
、
「
意
識
す
る
意
識
」
（7,219/12,11

）
を
指
す
。
我
々
の
自
己
は
、
絶
対
無
の
場
所
と
い

う
意
識
の
野
が
開
か
れ
て
他
な
る
も
の
に
関
わ
り
、
他
を
知
る
こ
と
を
通
じ
て
自
ら
を
自
覚
す
る
。
こ
の
「
自
覚
」
と
呼
ば
れ
る
意
識
の
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動
的
な
構
造
を
西
田
は
後
の
著
作
で
、
「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
と
か
「
自
己
が
絶
対
の
他
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
と
定

式
化
す
る
。
こ
の
「
自
己
（
絶
対
の
他
）
に
お
い
て
」
が
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
意
味
す
る
。
絶
対
無
と
し
て
の
自
己
と
は
、
決
し
て
独

立
的
に
指
し
示
し
得
る
存
在
者
（
も
の
）
で
は
な
く
、
存
在
論
的
に
は
様
々
な
他
な
る
も
の
や
自
身
へ
の
関
係
性
の
場
・
背
景
（
意
識
の

野
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
実
際
の
経
験
に
お
い
て
は
、
場
所
そ
の
も
の
が
独
立
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
常
に
「
於
て
あ
る
も
の
」

と
一
体
と
な
っ
て
知
ら
れ
る
。
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
は
、
こ
う
し
た
一
切
の
知
識
を
し
て
知
識
た
ら
し
め
る
よ
う
な
根
源
的
知
、
す
べ
て

の
働
く
知
を
知
と
し
て
自
ら
知
っ
て
い
る
よ
う
な
知
、
経
験
の
連
関
を
貫
い
て
暗
黙
に
働
い
て
い
る
よ
う
な
根
源
的
知
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

「
場
所
の
論
理
」
の
第
二
の
特
徴
は
、
こ
の
「
場
所
」
の
考
え
が
そ
れ
ま
で
「
意
志
」
を
根
本
と
し
た
立
場
か
ら
の
転
回
に
お
い
て
出

て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
西
田
は
そ
れ
ま
で
の
著
作
で
、
自
己
を
、
固
定
的
な
も
の
で
な
く
、
「
具
体
的
経
験
の
自
発
自

展
」
（2,3/2,12

）
、
つ
ま
り
生
成
発
展
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
我
々
に
最
も
直
接
な
る
具
体
的
経
験
の
真
相
は
絶
対

自
由
の
意
志
で
あ
る
、
種
々
な
る
作
用
の
人
格
的
統
一
で
あ
る
」
（2,241/2,312

）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
自
己
の
根
本
的
な
あ
り
方
を
「
場
所
」

で
は
な
く
、
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
「
意
志
」
は
根
本
の
立
場
と
な
ら
な
く
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
意
志
が
ま
だ
「
主
体
」
と
い
う
観
念
か
ら
自
由
で
は
な
い

か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
生
成
す
る
発
展
の
根
本
と
し
て
「
意
志
」
を
考
え
る
こ
と
は
、
な
お
「
そ
の
根
底
に
お
い
て
主
観
主
義
を
脱
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（11,281/13,219

）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
場
所
」
は
「
意
志
」
と
い
う
働
き
を
超
え
て
、
客
観
的
な
る
も
の
を
映
す

も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
対
象
が
主
観
的
作
用
に
超
越
し
て
自
立
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
客
観
的
な
る
対
象
の
成
立
す
る
場
所

は
、
主
観
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
場
所
そ
の
も
の
が
超
越
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（3,416/4,210

）
。
こ
こ
で
西
田
が
言
い
た
い
の
は
、
我
々

が
主
観
的
観
点
の
制
約
を
越
え
た
超
越
的
対
象
を
「
認
識
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
、
我
々
は
、
主
観
に
対
す
る

物
と
い
う
対
他
存
在
と
物
そ
の
も
の
と
い
う
即
自
存
在
を
区
別
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
区
別
が
出
来
る
の

は
、
そ
れ
を
知
る
自
己
が
、
単
に
生
成
発
展
す
る
「
主
体
」
で
は
な
く
、
主
体
と
客
体
を
越
え
て
、
両
者
を
包
む
場
所
で
あ
る
か
ら
な
の

で
あ
る
。
こ
の
自
立
的
と
考
え
ら
れ
る
即
自
存
在
と
し
て
の
対
象
を
、
西
田
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
個
物
」（
６
）

、
ラ
ス
ク
の
「
対
立
な

き
対
象
」
と
い
う
言
葉
で
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
個
物
」
を
知
る
真
の
自
己
は
、
「
真
に
自
己
を
空
し
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
対
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
映
す
こ
と
が
で
き
る
」
（3,425/4,221

）
、
「
意
志
否
定
の
立
場
」
（3,383/4,169

）
と
し
て
、
「
絶
対
無
の

場
所
」
で
あ
る
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

　

以
上
が
「
場
所
の
論
理
」
の
骨
格
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
、
い
ま
ま
で
の
説
明
か
ら
す
れ
ば
、
一
見
、
何
ら
か
の
直
観
的
な
経
験
を
前

提
と
せ
ず
、
判
断
的
知
識
の
分
析
の
み
に
よ
っ
て
汲
み
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
形
成
の
背
後
に
は
「
何

処
ま
で
も
直
接
的
な
、
最
も
根
本
的
な
立
場
」
で
あ
る
特
定
の
直
接
的
経
験
（
直
観
）
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
よ
く
現
れ
て
い
る
の
が
「
表

現
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
「
絶
対
無
」
は
主
客
を
超
え
た
「
意
識
す
る
意
識
」
「
意
識
の
野
」
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
深
い
無
意
識
的
な
生
命
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
少
な
か
ら
ず
帯
び
て
い
る
。
西
田
は
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
第

五
論
文
「
表
現
作
用
」
に
お
い
て
「
意
志
否
定
の
立
場
」
で
あ
る
「
絶
対
無
」
に
直
接
す
る
経
験
（
「
直
観
」
）
に
お
い
て
は
、「
万
物
は[

絶

対
無
の]

表
現
と
な
る
」
（3,383/4,169

）
と
言
う
。
こ
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
の
「
表
現
」
を
西
田
は
多
く
の
箇
所
で
「
影
」
と
も
言
い
換

え
て
い
る
。
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
「
序
」
か
ら
引
用
す
る
。
「
私
の
直
観
と
い
う
の
は
…
…
有
る
も
の
働
く
も
の
の
す
べ
て
を
、

自
ら
無
に
し
て
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
も
の
の
影
と
見
る
の
で
あ
る
」
（3,4/4,5

）
。
有
る
も
の
を
無
の
影
と
見
る
こ
と
を
、
西
田
は
「
形

な
き
も
の
の
形
を
見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
」(

同
上)

と
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
形
な
き
形
」
「
声
な
き
も
の
の
声
」
は
、
そ

う
し
た
普
段
は
意
識
化
さ
れ
な
い
無
意
識
的
な
生
命
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
に
と
っ
て
こ
の
現
実
は
、
イ
デ
ア
の
影
な
ら

ぬ
「
無
」
の
影
（
表
現
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
無
意
識
的
な
生
命
は
、
次
の
著
作
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
で
は
、「
内
的
生
命
」
（
「
総

説
」4,357/5,451

）
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
絶
対
無
」
は
主
客
に
先
立
つ
「
意
識
の
野
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
深
い
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動
的
な
構
造
を
西
田
は
後
の
著
作
で
、
「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
と
か
「
自
己
が
絶
対
の
他
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
と
定

式
化
す
る
。
こ
の
「
自
己
（
絶
対
の
他
）
に
お
い
て
」
が
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
意
味
す
る
。
絶
対
無
と
し
て
の
自
己
と
は
、
決
し
て
独

立
的
に
指
し
示
し
得
る
存
在
者
（
も
の
）
で
は
な
く
、
存
在
論
的
に
は
様
々
な
他
な
る
も
の
や
自
身
へ
の
関
係
性
の
場
・
背
景
（
意
識
の

野
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
実
際
の
経
験
に
お
い
て
は
、
場
所
そ
の
も
の
が
独
立
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
常
に
「
於
て
あ
る
も
の
」

と
一
体
と
な
っ
て
知
ら
れ
る
。
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
は
、
こ
う
し
た
一
切
の
知
識
を
し
て
知
識
た
ら
し
め
る
よ
う
な
根
源
的
知
、
す
べ
て

の
働
く
知
を
知
と
し
て
自
ら
知
っ
て
い
る
よ
う
な
知
、
経
験
の
連
関
を
貫
い
て
暗
黙
に
働
い
て
い
る
よ
う
な
根
源
的
知
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

「
場
所
の
論
理
」
の
第
二
の
特
徴
は
、
こ
の
「
場
所
」
の
考
え
が
そ
れ
ま
で
「
意
志
」
を
根
本
と
し
た
立
場
か
ら
の
転
回
に
お
い
て
出

て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
西
田
は
そ
れ
ま
で
の
著
作
で
、
自
己
を
、
固
定
的
な
も
の
で
な
く
、
「
具
体
的
経
験
の
自
発
自

展
」
（2,3/2,12

）
、
つ
ま
り
生
成
発
展
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
我
々
に
最
も
直
接
な
る
具
体
的
経
験
の
真
相
は
絶
対

自
由
の
意
志
で
あ
る
、
種
々
な
る
作
用
の
人
格
的
統
一
で
あ
る
」
（2,241/2,312

）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
自
己
の
根
本
的
な
あ
り
方
を
「
場
所
」

で
は
な
く
、
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
「
意
志
」
は
根
本
の
立
場
と
な
ら
な
く
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
意
志
が
ま
だ
「
主
体
」
と
い
う
観
念
か
ら
自
由
で
は
な
い

か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
生
成
す
る
発
展
の
根
本
と
し
て
「
意
志
」
を
考
え
る
こ
と
は
、
な
お
「
そ
の
根
底
に
お
い
て
主
観
主
義
を
脱
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（11,281/13,219

）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
場
所
」
は
「
意
志
」
と
い
う
働
き
を
超
え
て
、
客
観
的
な
る
も
の
を
映
す

も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
対
象
が
主
観
的
作
用
に
超
越
し
て
自
立
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
客
観
的
な
る
対
象
の
成
立
す
る
場
所

は
、
主
観
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
場
所
そ
の
も
の
が
超
越
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（3,416/4,210

）
。
こ
こ
で
西
田
が
言
い
た
い
の
は
、
我
々

が
主
観
的
観
点
の
制
約
を
越
え
た
超
越
的
対
象
を
「
認
識
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
、
我
々
は
、
主
観
に
対
す
る

物
と
い
う
対
他
存
在
と
物
そ
の
も
の
と
い
う
即
自
存
在
を
区
別
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
区
別
が
出
来
る
の

は
、
そ
れ
を
知
る
自
己
が
、
単
に
生
成
発
展
す
る
「
主
体
」
で
は
な
く
、
主
体
と
客
体
を
越
え
て
、
両
者
を
包
む
場
所
で
あ
る
か
ら
な
の

で
あ
る
。
こ
の
自
立
的
と
考
え
ら
れ
る
即
自
存
在
と
し
て
の
対
象
を
、
西
田
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
個
物
」（
６
）

、
ラ
ス
ク
の
「
対
立
な

き
対
象
」
と
い
う
言
葉
で
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
個
物
」
を
知
る
真
の
自
己
は
、
「
真
に
自
己
を
空
し
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
対
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
映
す
こ
と
が
で
き
る
」
（3,425/4,221

）
、
「
意
志
否
定
の
立
場
」
（3,383/4,169

）
と
し
て
、
「
絶
対
無
の

場
所
」
で
あ
る
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

　

以
上
が
「
場
所
の
論
理
」
の
骨
格
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
、
い
ま
ま
で
の
説
明
か
ら
す
れ
ば
、
一
見
、
何
ら
か
の
直
観
的
な
経
験
を
前

提
と
せ
ず
、
判
断
的
知
識
の
分
析
の
み
に
よ
っ
て
汲
み
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
形
成
の
背
後
に
は
「
何

処
ま
で
も
直
接
的
な
、
最
も
根
本
的
な
立
場
」
で
あ
る
特
定
の
直
接
的
経
験
（
直
観
）
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
よ
く
現
れ
て
い
る
の
が
「
表

現
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
「
絶
対
無
」
は
主
客
を
超
え
た
「
意
識
す
る
意
識
」
「
意
識
の
野
」
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
深
い
無
意
識
的
な
生
命
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
少
な
か
ら
ず
帯
び
て
い
る
。
西
田
は
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
第

五
論
文
「
表
現
作
用
」
に
お
い
て
「
意
志
否
定
の
立
場
」
で
あ
る
「
絶
対
無
」
に
直
接
す
る
経
験
（
「
直
観
」
）
に
お
い
て
は
、「
万
物
は[

絶

対
無
の]

表
現
と
な
る
」
（3,383/4,169

）
と
言
う
。
こ
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
の
「
表
現
」
を
西
田
は
多
く
の
箇
所
で
「
影
」
と
も
言
い
換

え
て
い
る
。
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
「
序
」
か
ら
引
用
す
る
。
「
私
の
直
観
と
い
う
の
は
…
…
有
る
も
の
働
く
も
の
の
す
べ
て
を
、

自
ら
無
に
し
て
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
も
の
の
影
と
見
る
の
で
あ
る
」
（3,4/4,5

）
。
有
る
も
の
を
無
の
影
と
見
る
こ
と
を
、
西
田
は
「
形

な
き
も
の
の
形
を
見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
」(

同
上)

と
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
形
な
き
形
」
「
声
な
き
も
の
の
声
」
は
、
そ

う
し
た
普
段
は
意
識
化
さ
れ
な
い
無
意
識
的
な
生
命
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
に
と
っ
て
こ
の
現
実
は
、
イ
デ
ア
の
影
な
ら

ぬ
「
無
」
の
影
（
表
現
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
無
意
識
的
な
生
命
は
、
次
の
著
作
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
で
は
、「
内
的
生
命
」
（
「
総

説
」4,357/5,451

）
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
絶
対
無
」
は
主
客
に
先
立
つ
「
意
識
の
野
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
深
い
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。

　

こ
の
よ
う
に
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
は
「
主
意
主
義
」
か
ら
「
直
観
主
義
」
へ
と
「
転
じ
た
」
と
言
う
。
同

じ
く
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
「
序
」
を
引
い
て
お
く
。
「
私
は
…
…
［
第
七
論
文
］
「
場
所
」
に
お
い
て
は
超
越
的
述
語
と
い

う
如
き
も
の
を
意
識
面
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
少
と
も
か
か
る
［
意
志
の
根
底
に
直
観
が
あ
る
と
い
う
考
え
の
］
論
理
的
基
礎
付

け
の
端
緒
を
開
き
得
た
か
と
思
う
。
し
か
し
て
久
し
く
私
の
考
え
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
居
た
も
の
を
掴
み
得
た
か
に
思
い
、
フ
ィ
ヒ
テ

の
如
き
主
意
主
義
か
ら
一
種
の
直
観
主
義
に
転
じ
た
の
で
あ
る
」
（3,255/4,5-6

）
。
こ
の
「
直
観
主
義
」
と
い
う
言
葉
の
「
直
観
」
は
、
二

つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
こ
の
意
志
の
根
底
の
「
意
識
の
野
」
と
し
て
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
意
味
で
の
そ

れ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
意
味
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
万
物
を
内
的
生
命
の
表
現
と
見
る
よ
う
な
特
殊
の
経
験
の
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
第

七
論
文
「
場
所
」
に
お
い
て
、
そ
れ
は
初
期
の
「
純
粋
経
験
」
に
連
な
る
「
主
客
合
一
の
直
覚
」
と
か
「
純
粋
性
質
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

「
我
々
に
真
に
直
接
な
る
も
の
は
、
純
粋
性
質
と
い
う
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
そ
れ
は
永
遠
に
現
在
な
る
世
界
、
真

の
無
の
場
所
に
お
け
る
有
で
あ
る
。
…
…
真
に
無
の
立
場
に
お
い
て
は
…
…
、
す
べ
て
有
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
に
有
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
有
る
も
の
が
そ
の
ま
ま
に
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
る
が
ま
ま
に
無
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
、
す
な

わ
ち
す
べ
て
影
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（3,445/4,247-8

）

　

こ
の
有
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
見
る
と
い
う
直
観
は
、
主
観
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
離
れ
た
客
観
を
模
写
す
る
と
い
う
、
人
間
に
不

可
能
な
事
態
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
「
我
々
が
主
客
合
一
と
考
え
ら
れ
る
直
覚
的
立
場
に
入
る
時
で
も
、
意
識
は
一
般
概
念
的
な
る
も
の

を
離
れ
る
の
で
は
な
い
、
か
え
っ
て
一
般
概
念
的
な
る
も
の
の
極
致
に
達
す
る
の
で
あ
る
」
（3,426/4,222

）
と
言
う
よ
う
に
、
我
々
は
言

語
的
意
味
を
地
盤
に
事
物
を
「
～
と
し
て
」
経
験
し
、
そ
う
し
た
一
般
概
念
的
な
も
の
を
完
全
に
離
れ
た
経
験
は
な
い
。
し
か
し
、
「
主
客

合
一
の
直
覚
（
直
観
）
」
に
お
い
て
は
、「
一
般
概
念
の
極
致
に
達
す
る
」
す
な
わ
ち
対
象
化
さ
れ
た
「
一
般
概
念
を
破
っ
て
外
に
出
る
」（
同

上
）
。
有
る
も
の
を
あ
る
が
ま
ま
見
る
と
い
う
こ
の
直
観
は
、
そ
う
し
た
対
象
化
さ
れ
た
意
味
的
地
平
を
可
能
な
限
り
脱
し
て
見
る
と
い
う

こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
様
々
な
一
般
概
念
を
基
に
し
た
自
己
（
一
般
者
）
の
能
動
的
働
き
か
け
と
し
て
の
「
意
志
が
意
志
自

身
を
滅
す
る
こ
と
」
（3,376/4,288

）
で
も
あ
る
。
こ
の
一
般
概
念
の
極
致
に
達
す
る
経
験
は
、
同
時
に
、
内
的
生
命
の
「
表
現
（
影
像
）
」

と
し
て
、
有
る
も
の
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
場
所
」
の
時
期
に
お
い
て
「
真
に
直
接
的
な
る
も
の
」
と
は
、
自
己
の
根
底
に
還
り
、

諸
々
の
概
念
的
枠
組
み
を
と
も
な
っ
た
意
志
的
意
識
の
働
き
（
一
般
者
）
を
超
え
て
、
現
実
の
事
象
の
深
み
に
入
り
込
む
経
験
に
お
い
て
「
直

観
」
さ
れ
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
こ
れ
が
「
絶
対
無
」
を
見
る
こ
と
（
直
観
す
る
こ
と
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
絶
対
無
」
な
る
「
有
る
も
の
」

を
見
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。

　

し
か
し
、
『
善
の
研
究
』
で
は
、
純
粋
経
験
は
「
主
客
合
一
」
と
言
わ
れ
た
の
に
対
し
、
こ
の
著
作
で
は
「
直
観
と
い
う
の
は
…
…
い
わ

ゆ
る
主
客
合
一
の
直
観
を
基
礎
と
す
る
の
で
は
な
く
」（3,255/4,5-6

）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
決
し
て
西
田
が
「
純
粋
経
験
」

に
連
な
る
事
象
を
捨
て
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
説
明
の
仕
方
と
し
て
「
主
客
合
一
」
を
捨
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
主

客
合
一
」
は
、
主
観
と
客
観
が
相
互
外
在
的
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
が
合
一
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
免
れ
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
「
直
観
」
は
、

そ
う
で
は
な
く
、「
意
識
の
野
」と
し
て
の
「
絶
対
無
」
に
開
か
れ
て
、
そ
こ
に
自
ら
を
意
識
す
る
（
自
己
を
映
す
）こ
と
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
そ

れ
が
先
ほ
ど
引
用
し
た
「
有
る
も
の
働
く
も
の
の
す
べ
て
を
、
自
ら
無
に
し
て
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
も
の
の
影
と
見
る
」
の
意
で
あ
り
、

こ
の
「
直
観
」
と
い
う
特
定
の
経
験
を
根
本
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
、
全
て
の
「
知
る
」
働
き
が
「
場
所
」
の
「
自
覚
」
と
い
う
形
で
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
意
志
の
根
底
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
、
「
表
現
」
と
い
っ
た
概
念
で
形
成
さ
れ
る
「
場
所
の
論
理
」
は
、
単
に
判
断
意
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。

　

こ
の
よ
う
に
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
は
「
主
意
主
義
」
か
ら
「
直
観
主
義
」
へ
と
「
転
じ
た
」
と
言
う
。
同

じ
く
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
「
序
」
を
引
い
て
お
く
。
「
私
は
…
…
［
第
七
論
文
］
「
場
所
」
に
お
い
て
は
超
越
的
述
語
と
い

う
如
き
も
の
を
意
識
面
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
少
と
も
か
か
る
［
意
志
の
根
底
に
直
観
が
あ
る
と
い
う
考
え
の
］
論
理
的
基
礎
付

け
の
端
緒
を
開
き
得
た
か
と
思
う
。
し
か
し
て
久
し
く
私
の
考
え
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
居
た
も
の
を
掴
み
得
た
か
に
思
い
、
フ
ィ
ヒ
テ

の
如
き
主
意
主
義
か
ら
一
種
の
直
観
主
義
に
転
じ
た
の
で
あ
る
」
（3,255/4,5-6

）
。
こ
の
「
直
観
主
義
」
と
い
う
言
葉
の
「
直
観
」
は
、
二

つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
こ
の
意
志
の
根
底
の
「
意
識
の
野
」
と
し
て
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
意
味
で
の
そ

れ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
意
味
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
万
物
を
内
的
生
命
の
表
現
と
見
る
よ
う
な
特
殊
の
経
験
の
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
第

七
論
文
「
場
所
」
に
お
い
て
、
そ
れ
は
初
期
の
「
純
粋
経
験
」
に
連
な
る
「
主
客
合
一
の
直
覚
」
と
か
「
純
粋
性
質
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

「
我
々
に
真
に
直
接
な
る
も
の
は
、
純
粋
性
質
と
い
う
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
そ
れ
は
永
遠
に
現
在
な
る
世
界
、
真

の
無
の
場
所
に
お
け
る
有
で
あ
る
。
…
…
真
に
無
の
立
場
に
お
い
て
は
…
…
、
す
べ
て
有
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
に
有
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
有
る
も
の
が
そ
の
ま
ま
に
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
る
が
ま
ま
に
無
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
、
す
な

わ
ち
す
べ
て
影
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（3,445/4,247-8

）

　

こ
の
有
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
見
る
と
い
う
直
観
は
、
主
観
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
離
れ
た
客
観
を
模
写
す
る
と
い
う
、
人
間
に
不

可
能
な
事
態
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
「
我
々
が
主
客
合
一
と
考
え
ら
れ
る
直
覚
的
立
場
に
入
る
時
で
も
、
意
識
は
一
般
概
念
的
な
る
も
の

を
離
れ
る
の
で
は
な
い
、
か
え
っ
て
一
般
概
念
的
な
る
も
の
の
極
致
に
達
す
る
の
で
あ
る
」
（3,426/4,222

）
と
言
う
よ
う
に
、
我
々
は
言

語
的
意
味
を
地
盤
に
事
物
を
「
～
と
し
て
」
経
験
し
、
そ
う
し
た
一
般
概
念
的
な
も
の
を
完
全
に
離
れ
た
経
験
は
な
い
。
し
か
し
、
「
主
客

合
一
の
直
覚
（
直
観
）
」
に
お
い
て
は
、「
一
般
概
念
の
極
致
に
達
す
る
」
す
な
わ
ち
対
象
化
さ
れ
た
「
一
般
概
念
を
破
っ
て
外
に
出
る
」（
同

上
）
。
有
る
も
の
を
あ
る
が
ま
ま
見
る
と
い
う
こ
の
直
観
は
、
そ
う
し
た
対
象
化
さ
れ
た
意
味
的
地
平
を
可
能
な
限
り
脱
し
て
見
る
と
い
う

こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
様
々
な
一
般
概
念
を
基
に
し
た
自
己
（
一
般
者
）
の
能
動
的
働
き
か
け
と
し
て
の
「
意
志
が
意
志
自

身
を
滅
す
る
こ
と
」
（3,376/4,288

）
で
も
あ
る
。
こ
の
一
般
概
念
の
極
致
に
達
す
る
経
験
は
、
同
時
に
、
内
的
生
命
の
「
表
現
（
影
像
）
」

と
し
て
、
有
る
も
の
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
場
所
」
の
時
期
に
お
い
て
「
真
に
直
接
的
な
る
も
の
」
と
は
、
自
己
の
根
底
に
還
り
、

諸
々
の
概
念
的
枠
組
み
を
と
も
な
っ
た
意
志
的
意
識
の
働
き
（
一
般
者
）
を
超
え
て
、
現
実
の
事
象
の
深
み
に
入
り
込
む
経
験
に
お
い
て
「
直

観
」
さ
れ
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
こ
れ
が
「
絶
対
無
」
を
見
る
こ
と
（
直
観
す
る
こ
と
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
絶
対
無
」
な
る
「
有
る
も
の
」

を
見
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。

　

し
か
し
、
『
善
の
研
究
』
で
は
、
純
粋
経
験
は
「
主
客
合
一
」
と
言
わ
れ
た
の
に
対
し
、
こ
の
著
作
で
は
「
直
観
と
い
う
の
は
…
…
い
わ

ゆ
る
主
客
合
一
の
直
観
を
基
礎
と
す
る
の
で
は
な
く
」（3,255/4,5-6

）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
決
し
て
西
田
が
「
純
粋
経
験
」

に
連
な
る
事
象
を
捨
て
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
説
明
の
仕
方
と
し
て
「
主
客
合
一
」
を
捨
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
主

客
合
一
」
は
、
主
観
と
客
観
が
相
互
外
在
的
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
が
合
一
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
免
れ
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
「
直
観
」
は
、

そ
う
で
は
な
く
、「
意
識
の
野
」と
し
て
の
「
絶
対
無
」
に
開
か
れ
て
、
そ
こ
に
自
ら
を
意
識
す
る
（
自
己
を
映
す
）こ
と
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
そ

れ
が
先
ほ
ど
引
用
し
た
「
有
る
も
の
働
く
も
の
の
す
べ
て
を
、
自
ら
無
に
し
て
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
も
の
の
影
と
見
る
」
の
意
で
あ
り
、

こ
の
「
直
観
」
と
い
う
特
定
の
経
験
を
根
本
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
、
全
て
の
「
知
る
」
働
き
が
「
場
所
」
の
「
自
覚
」
と
い
う
形
で
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
意
志
の
根
底
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
、
「
表
現
」
と
い
っ
た
概
念
で
形
成
さ
れ
る
「
場
所
の
論
理
」
は
、
単
に
判
断
意
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識
の
論
理
的
分
析
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
一
般
概
念
を
超
え
て
、
自
己
の
深
み
に
下
り
て
意
志

を
滅
す
る
経
験
と
し
て
の
「
直
観
」
を
基
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

２
、
宗
教
的
直
観
―
―
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』

　

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
で
は
二
三
の
言
葉
を
除
い
て
「
宗
教
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
序
文
で
は
「
『
芸
術
と
道
徳
』を
書
き
終
わ
っ
て
、
宗
教
に
つ
い
て
考
え
て
見
よ
う
と
思
う
に
至
っ
て
、
ま
す
ま
す
か
か
る
問
題[

意

志
の
根
底
の
直
観
（
絶
対
無
）]
に
思
索
を
向
け
る
様
に
な
っ
た
」
（3

,
2
5
3
/
4
,
3

）
と
い
う
意
味
深
な
こ
と
を
述
べ
て
居
る
。
そ
し
て
、
次

の
著
作
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
で
、
西
田
は
急
に
「
絶
対
無
の
場
所
」
は
「
宗
教
的
意
識
」
だ
と
言
い
出
す
。
「
我
々
の
真
の
自
己
が

そ
れ
に
お
い
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
絶
対
無
の
場
所
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
意
識
と
考
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
」( 4,145/5,180

)

。
場
所
の
論
理
と
こ
の
宗
教
的
な
直
観
の
関
係
を
、
こ
の
著
作
の
代
表
的
論
文
「
叡
知
的
世
界
」
を
中
心
に

考
え
て
み
た
い
。

　

『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
で
は
、
意
識
現
象
の
体
系
的
な
記
述
が
試
み
ら
れ
る
。
西
田
は
意
識
現
象
を
、
外
的
対
象
の
判
断
意
識
、
自

己
意
識
、
真
善
美
の
規
範
的
意
識
の
三
つ
に
区
別
す
る
。
こ
れ
ら
の
意
識
現
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
判
断
的
一
般
者
」
、「
自
覚
的
一
般
者
」
、「
叡

智
的
一
般
者
（
知
的
直
観
の
一
般
者
、
行
為
的
・
表
現
的
一
般
者
）
」
と
呼
ば
れ
る
意
識
の
層
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
れ
ら
は
相
互
に
排

他
的
な
も
の
で
は
な
く
、
個
々
の
具
体
的
意
識
現
象
は
、
こ
れ
ら
の
「
一
般
者
」
の
重
な
り
合
い
か
ら
成
立
し
、
低
次
の
一
般
者
は
高
次

の
一
般
者
を
可
能
性
の
条
件
と
し
て
も
つ
。
た
と
え
ば
、
外
的
対
象
の
判
断
（
判
断
的
一
般
者
）
は
自
己
に
つ
い
て
の
判
断
（
自
覚
的
一

般
者
）
を
前
提
と
し
、
そ
れ
は
真
善
美
の
価
値
判
断
（
叡
知
的
一
般
者
）
を
前
提
と
し
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
低
次
（
表
層
）
か
ら

高
次
（
深
層
）
へ
の
「
ノ
エ
シ
ス
的
超
越
」
、
あ
る
い
は
低
次
の
一
般
者
を
高
次
の
一
般
者
が
「
包
む
」
あ
る
い
は
「
成
立
せ
し
め
る
」
と

い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
叡
知
的
一
般
者
を
超
え
た
最
も
根
源
的
な
一
般
者
（
意
識
）
が
、
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
呼
ば

れ
る
。

　

こ
う
し
た
形
で
意
識
の
構
造
を
語
っ
た
西
田
は
、こ
の
究
極
的
な
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
触
れ
る
経
験
を
、こ
の
著
作
で
は
「
宗
教
的
経
験
」

と
し
て
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

「
真
に
絶
対
無
の
意
識
に
透
徹
し
た
時
、
そ
こ
に
我
も
な
け
れ
ば
神
も
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
絶
対
無
な
る
が
故
に
、
山
は
是
山
、

水
は
是
水
、
有
る
も
の
は
有
る
が
ま
ま
に
有
る
の
で
あ
る
。
」( 4,146/5,182

)

　

こ
の
経
験
は
、
行
為
を
越
え
た
深
い
自
覚
と
し
て
「
単
に
見
る
立
場
」
で
あ
り
、
「
自
己
自
身
を
忘
ず
る
と
共
に
、
万
物
自
己
た
ら
ざ
る

も
の
は
な
い
」( 4,324/5,409

)

。
行
為
を
超
え
て
絶
対
無
に
触
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
絶
対
無
」
と
い
う
有
る
も
の
を
見
る
と
い
う

神
秘
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
先
述
の
「
純
粋
性
質
（
純
粋
経
験
）
」
の
よ
う
に
、
概
念
的
背
景
を
超
え
て
自
己
と
事
柄
の
内
側
に
深
く
入
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　

『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
で
は
、
「
絶
対
無
」
が
意
志
の
根
底
で
あ
る
と
い
う
存
在
論
的
規
定
に
対
応
し
て
、
経
験
的
に
、
こ
う
し
た

「
絶
対
無
」
そ
の
も
の
に
直
接
す
る
と
言
わ
れ
る
宗
教
的
直
観
に
至
る
に
は
「
意
志
」
的
自
己
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が

言
わ
れ
て
い
る
。
「
意
志
の
矛
盾
の
如
く
、
自
己
を
見
る
こ
と
深
け
れ
ば
深
い
程
、
自
由
な
れ
ば
自
由
な
る
程
、
自
己
自
身
の
矛
盾
に
苦
し

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
矛
盾
を
脱
し
て
真
に
自
己
自
身
の
根
底
を
見
る
の
が
宗
教
的
意
識
で
あ
る
。
叡
智
的
世
界
か
ら
宗
教
的

意
識
の
世
界
に
至
る
に
は
、
そ
こ
に
…
…
一
種
の
超
越
す
な
わ
ち
回
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（4,141/5,175

）
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
自
己
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識
の
論
理
的
分
析
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
一
般
概
念
を
超
え
て
、
自
己
の
深
み
に
下
り
て
意
志

を
滅
す
る
経
験
と
し
て
の
「
直
観
」
を
基
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

２
、
宗
教
的
直
観
―
―
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』

　

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
で
は
二
三
の
言
葉
を
除
い
て
「
宗
教
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
序
文
で
は
「
『
芸
術
と
道
徳
』を
書
き
終
わ
っ
て
、
宗
教
に
つ
い
て
考
え
て
見
よ
う
と
思
う
に
至
っ
て
、
ま
す
ま
す
か
か
る
問
題[

意

志
の
根
底
の
直
観
（
絶
対
無
）]

に
思
索
を
向
け
る
様
に
な
っ
た
」
（3

,
2
5
3
/
4
,
3

）
と
い
う
意
味
深
な
こ
と
を
述
べ
て
居
る
。
そ
し
て
、
次

の
著
作
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
で
、
西
田
は
急
に
「
絶
対
無
の
場
所
」
は
「
宗
教
的
意
識
」
だ
と
言
い
出
す
。
「
我
々
の
真
の
自
己
が

そ
れ
に
お
い
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
絶
対
無
の
場
所
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
意
識
と
考
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
」( 4,145/5,180

)

。
場
所
の
論
理
と
こ
の
宗
教
的
な
直
観
の
関
係
を
、
こ
の
著
作
の
代
表
的
論
文
「
叡
知
的
世
界
」
を
中
心
に

考
え
て
み
た
い
。

　

『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
で
は
、
意
識
現
象
の
体
系
的
な
記
述
が
試
み
ら
れ
る
。
西
田
は
意
識
現
象
を
、
外
的
対
象
の
判
断
意
識
、
自

己
意
識
、
真
善
美
の
規
範
的
意
識
の
三
つ
に
区
別
す
る
。
こ
れ
ら
の
意
識
現
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
判
断
的
一
般
者
」
、「
自
覚
的
一
般
者
」
、「
叡

智
的
一
般
者
（
知
的
直
観
の
一
般
者
、
行
為
的
・
表
現
的
一
般
者
）
」
と
呼
ば
れ
る
意
識
の
層
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
れ
ら
は
相
互
に
排

他
的
な
も
の
で
は
な
く
、
個
々
の
具
体
的
意
識
現
象
は
、
こ
れ
ら
の
「
一
般
者
」
の
重
な
り
合
い
か
ら
成
立
し
、
低
次
の
一
般
者
は
高
次

の
一
般
者
を
可
能
性
の
条
件
と
し
て
も
つ
。
た
と
え
ば
、
外
的
対
象
の
判
断
（
判
断
的
一
般
者
）
は
自
己
に
つ
い
て
の
判
断
（
自
覚
的
一

般
者
）
を
前
提
と
し
、
そ
れ
は
真
善
美
の
価
値
判
断
（
叡
知
的
一
般
者
）
を
前
提
と
し
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
低
次
（
表
層
）
か
ら

高
次
（
深
層
）
へ
の
「
ノ
エ
シ
ス
的
超
越
」
、
あ
る
い
は
低
次
の
一
般
者
を
高
次
の
一
般
者
が
「
包
む
」
あ
る
い
は
「
成
立
せ
し
め
る
」
と

い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
叡
知
的
一
般
者
を
超
え
た
最
も
根
源
的
な
一
般
者
（
意
識
）
が
、
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
呼
ば

れ
る
。

　

こ
う
し
た
形
で
意
識
の
構
造
を
語
っ
た
西
田
は
、こ
の
究
極
的
な
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
触
れ
る
経
験
を
、こ
の
著
作
で
は
「
宗
教
的
経
験
」

と
し
て
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

「
真
に
絶
対
無
の
意
識
に
透
徹
し
た
時
、
そ
こ
に
我
も
な
け
れ
ば
神
も
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
絶
対
無
な
る
が
故
に
、
山
は
是
山
、

水
は
是
水
、
有
る
も
の
は
有
る
が
ま
ま
に
有
る
の
で
あ
る
。
」( 4,146/5,182

)

　

こ
の
経
験
は
、
行
為
を
越
え
た
深
い
自
覚
と
し
て
「
単
に
見
る
立
場
」
で
あ
り
、
「
自
己
自
身
を
忘
ず
る
と
共
に
、
万
物
自
己
た
ら
ざ
る

も
の
は
な
い
」( 4,324/5,409

)

。
行
為
を
超
え
て
絶
対
無
に
触
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
絶
対
無
」
と
い
う
有
る
も
の
を
見
る
と
い
う

神
秘
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
先
述
の
「
純
粋
性
質
（
純
粋
経
験
）
」
の
よ
う
に
、
概
念
的
背
景
を
超
え
て
自
己
と
事
柄
の
内
側
に
深
く
入
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　

『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
で
は
、
「
絶
対
無
」
が
意
志
の
根
底
で
あ
る
と
い
う
存
在
論
的
規
定
に
対
応
し
て
、
経
験
的
に
、
こ
う
し
た

「
絶
対
無
」
そ
の
も
の
に
直
接
す
る
と
言
わ
れ
る
宗
教
的
直
観
に
至
る
に
は
「
意
志
」
的
自
己
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が

言
わ
れ
て
い
る
。
「
意
志
の
矛
盾
の
如
く
、
自
己
を
見
る
こ
と
深
け
れ
ば
深
い
程
、
自
由
な
れ
ば
自
由
な
る
程
、
自
己
自
身
の
矛
盾
に
苦
し

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
矛
盾
を
脱
し
て
真
に
自
己
自
身
の
根
底
を
見
る
の
が
宗
教
的
意
識
で
あ
る
。
叡
智
的
世
界
か
ら
宗
教
的

意
識
の
世
界
に
至
る
に
は
、
そ
こ
に
…
…
一
種
の
超
越
す
な
わ
ち
回
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（4,141/5,175

）
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
自
己
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は
、
行
為
的
次
元
に
お
い
て
、
善
の
イ
デ
ア
に
向
か
う
意
志
と
そ
れ
を
否
定
す
る
反
価
値
的
な
無
へ
の
意
志
（
西
田
は
こ
れ
を
『
無
の
自

覚
的
限
定
』
以
降
は
カ
ン
ト
の
「
根
本
悪
」
と
い
う
語
で
語
る
）
を
と
も
に
も
つ
と
い
う
「
矛
盾
」
を
も
ち
、
そ
の
「
矛
盾
」
、
具
体
的
に

は
「
深
い
罪
の
意
識
」
に
悩
み
、
「
反
省
そ
の
も
の
が
消
磨
す
る
」
（4,142/5,176

）
と
き
に
そ
の
直
観
に
至
る
。
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』

の
「
直
観
」
に
あ
っ
て
、
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
に
な
い
要
素
は
、
こ
の
罪
の
意
識
と
い
う
救
済
宗
教
的
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
が

こ
の｢

直
観｣

を
「
宗
教
的
」
と
形
容
す
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
点
に
お
い
て
は
『
善
の
研
究
』
以
来
描
か
れ
た
、

固
定
的
な
枠
組
み
や
意
味
を
脱
し
て
事
象
を
直
観
す
る
「
純
粋
経
験
」
と
そ
の
本
質
は
同
じ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

上
の
引
用
の
「
山
は
是
山
、
水
は
是
水
」
と
い
う
の
は
道
元
の
「
山
水
経
」
に
あ
り
（
７
）

、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
背
景
に
は
西
田
自
身
の
禅
的

経
験
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
西
田
の
論
述
に
沿
っ
て
そ
の
内
容
を
見
て
お
く
。
こ
の
「
有
る
が
ま
ま
」と
い
う
表
現
で
西
田
が
言
い
た
い
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
離
れ
た
客
観
を
模
写
で
き
る
な
ど
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
何
等
か
の
対
象
化
さ
れ
た
価
値
的
一
般
性

が
破
壊
さ
れ
た
新
た
な
生
の
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
善
美
と
い
う
価
値(

真
善
美
の
イ
デ
ア)

が
一
旦
否
定
さ
れ
「
価
値
否
定
の
価
値
」
、

「
存
在
価
値
」
を
直
観
す
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
る
。

「
宗
教
的
意
識
に
お
い
て
は
、
我
々
は
心
身
脱
落
し
て
、
絶
対
無
の
意
識
に
合
一
す
る
の
で
あ
る
、
そ
こ
に
真
も
な
け
れ
ば
、
偽
も

な
く
、
善
も
な
け
れ
ば
、
悪
も
な
い
。
宗
教
的
価
値
と
い
う
の
は
価
値
否
定
の
価
値
で
あ
る
。
価
値
否
定
の
価
値
と
云
え
ば
、
背

理
の
如
く
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
い
わ
ゆ
る
価
値
と
は
ノ
エ
マ
的
方
向
に
考
え
ら
れ
た
対
象
的
価
値
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し

ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
無
限
の
超
越
を
考
え
得
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
存
在
価
値
と
い
う
も
の
を
考
え
得
る
な
ら
ば
、
か
か
る
方
向

に
あ
る
も
の
は
、
い
つ
も
当
為
的
価
値
の
否
定
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
存
在
価
値
は
当
為
的
価
値
を
否
定

す
る
ご
と
に
高
ま
る
の
で
あ
る
。
」
（4,142-3/5,177

）

　

日
常
で
出
会
わ
れ
る
事
物
は
、
何
か
の
た
め
の
山
、
水
と
し
て
、
究
極
的
に
は
人
間
の
た
め
の
利
便
、
安
堵
の
た
め
の
山
、
水
と
し
て
、

様
々
な
意
図
や
平
板
化
さ
れ
た
枠
組
み
な
ど
の
「
価
値
」
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
価
値
が
す
べ
て
脱
落
し
て
、
自
省
の

は
て
に
開
か
れ
る
事
実
が
「
存
在
価
値
」
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
著
で
、
有
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
見
る
と
特

徴
づ
け
ら
れ
た
「
主
客
合
一
」
の
「
直
覚
（
直
観
）
」
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
事
物
は
何
等
か
の
概
念
的
・
価
値

的
な
負
荷
に
お
い
て
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
負
荷
が
脱
せ
ら
れ
新
た
な
世
界
が
瞬
間
的
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
山
な
ど
他
な
る
も
の
と
私
の
根
底
に
生
き
ら
れ
る
生
命
と
い
っ
た
よ
う
な
「
存
在
価
値
」
を
条
件
と
し
て
、
我
々
の

生
は
営
ま
れ
る
。
こ
の
通
常
は
隠
さ
れ
て
露
わ
に
な
ら
な
い
「
存
在
価
値
」
を
自
覚
す
る
宗
教
的
経
験
は
「
内
的
生
命
の
立
場
」
と
言
わ
れ
、

そ
こ
で
は
「
す
べ
て
有
る
も
の
が
自
己
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
我
々
は
天
光
る
月
に
も
野
に
啼
く
虫
に
も
自
己
の

生
命
を
感
ず
る
」( 4,367/5,463

)

。

　

要
す
る
に
、
根
源
的
知
と
し
て
の
「
意
識
す
る
意
識
」
が
「
絶
対
無
の
場
所
」
だ
と
す
れ
ば
、
宗
教
的
直
観
は
「
絶
対
無
」
を
「
見
る
」「
合

一
す
る
」
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
「
絶
対
無
」
と
い
う
有
る
も
の
を
見
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
最
内
奥
を
見
つ
め
、
偏

見
や
囚
わ
れ
と
い
っ
た
よ
う
な
一
般
概
念
的
負
荷
や
意
志
的
働
き
か
け
か
ら
解
放
さ
れ
、
事
物
の
存
在
価
値
的
な
有
に
触
れ
、
そ
の
間
に

ま
さ
に
「
内
的
生
命
」
を
感
じ
新
た
に
生
を
営
み
直
す
、
そ
う
い
っ
た
経
験
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
直
観
が
「
宗
教
的
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
至
る
た
め
に
は
深
い
自
省
の
意
識
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
こ
で
は
伝
統
的
に
諸
宗

教
が
「
他
力
」
に
よ
る
「
回
心
」
と
か
「
啓
示
」
と
言
っ
て
い
た
よ
う
な
事
柄
、
す
な
わ
ち
単
な
る
自
発
的
な
能
動
性
で
は
な
く
、
不
意

打
ち
の
よ
う
な
他
な
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
新
た
な
世
界
が
開
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
他
な
る
働
き
が
、
実
体
化
さ
れ
人
格
化
さ

れ
た
場
合
、
伝
統
宗
教
に
お
い
て
神
と
か
阿
弥
陀
如
来
と
か
い
っ
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
西
田
の
基
本
的
な
考
え
で
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は
、
行
為
的
次
元
に
お
い
て
、
善
の
イ
デ
ア
に
向
か
う
意
志
と
そ
れ
を
否
定
す
る
反
価
値
的
な
無
へ
の
意
志
（
西
田
は
こ
れ
を
『
無
の
自

覚
的
限
定
』
以
降
は
カ
ン
ト
の
「
根
本
悪
」
と
い
う
語
で
語
る
）
を
と
も
に
も
つ
と
い
う
「
矛
盾
」
を
も
ち
、
そ
の
「
矛
盾
」
、
具
体
的
に

は
「
深
い
罪
の
意
識
」
に
悩
み
、
「
反
省
そ
の
も
の
が
消
磨
す
る
」
（4,142/5,176

）
と
き
に
そ
の
直
観
に
至
る
。
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』

の
「
直
観
」
に
あ
っ
て
、
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
に
な
い
要
素
は
、
こ
の
罪
の
意
識
と
い
う
救
済
宗
教
的
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
が

こ
の｢

直
観｣

を
「
宗
教
的
」
と
形
容
す
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
点
に
お
い
て
は
『
善
の
研
究
』
以
来
描
か
れ
た
、

固
定
的
な
枠
組
み
や
意
味
を
脱
し
て
事
象
を
直
観
す
る
「
純
粋
経
験
」
と
そ
の
本
質
は
同
じ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

上
の
引
用
の
「
山
は
是
山
、
水
は
是
水
」
と
い
う
の
は
道
元
の
「
山
水
経
」
に
あ
り
（
７
）

、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
背
景
に
は
西
田
自
身
の
禅
的

経
験
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
西
田
の
論
述
に
沿
っ
て
そ
の
内
容
を
見
て
お
く
。
こ
の
「
有
る
が
ま
ま
」と
い
う
表
現
で
西
田
が
言
い
た
い
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
離
れ
た
客
観
を
模
写
で
き
る
な
ど
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
何
等
か
の
対
象
化
さ
れ
た
価
値
的
一
般
性

が
破
壊
さ
れ
た
新
た
な
生
の
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
善
美
と
い
う
価
値(

真
善
美
の
イ
デ
ア)

が
一
旦
否
定
さ
れ
「
価
値
否
定
の
価
値
」
、

「
存
在
価
値
」
を
直
観
す
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
る
。

「
宗
教
的
意
識
に
お
い
て
は
、
我
々
は
心
身
脱
落
し
て
、
絶
対
無
の
意
識
に
合
一
す
る
の
で
あ
る
、
そ
こ
に
真
も
な
け
れ
ば
、
偽
も

な
く
、
善
も
な
け
れ
ば
、
悪
も
な
い
。
宗
教
的
価
値
と
い
う
の
は
価
値
否
定
の
価
値
で
あ
る
。
価
値
否
定
の
価
値
と
云
え
ば
、
背

理
の
如
く
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
い
わ
ゆ
る
価
値
と
は
ノ
エ
マ
的
方
向
に
考
え
ら
れ
た
対
象
的
価
値
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し

ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
無
限
の
超
越
を
考
え
得
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
存
在
価
値
と
い
う
も
の
を
考
え
得
る
な
ら
ば
、
か
か
る
方
向

に
あ
る
も
の
は
、
い
つ
も
当
為
的
価
値
の
否
定
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
存
在
価
値
は
当
為
的
価
値
を
否
定

す
る
ご
と
に
高
ま
る
の
で
あ
る
。
」
（4,142-3/5,177

）

　

日
常
で
出
会
わ
れ
る
事
物
は
、
何
か
の
た
め
の
山
、
水
と
し
て
、
究
極
的
に
は
人
間
の
た
め
の
利
便
、
安
堵
の
た
め
の
山
、
水
と
し
て
、

様
々
な
意
図
や
平
板
化
さ
れ
た
枠
組
み
な
ど
の
「
価
値
」
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
価
値
が
す
べ
て
脱
落
し
て
、
自
省
の

は
て
に
開
か
れ
る
事
実
が
「
存
在
価
値
」
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
著
で
、
有
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
見
る
と
特

徴
づ
け
ら
れ
た
「
主
客
合
一
」
の
「
直
覚
（
直
観
）
」
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
事
物
は
何
等
か
の
概
念
的
・
価
値

的
な
負
荷
に
お
い
て
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
負
荷
が
脱
せ
ら
れ
新
た
な
世
界
が
瞬
間
的
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
山
な
ど
他
な
る
も
の
と
私
の
根
底
に
生
き
ら
れ
る
生
命
と
い
っ
た
よ
う
な
「
存
在
価
値
」
を
条
件
と
し
て
、
我
々
の

生
は
営
ま
れ
る
。
こ
の
通
常
は
隠
さ
れ
て
露
わ
に
な
ら
な
い
「
存
在
価
値
」
を
自
覚
す
る
宗
教
的
経
験
は
「
内
的
生
命
の
立
場
」
と
言
わ
れ
、

そ
こ
で
は
「
す
べ
て
有
る
も
の
が
自
己
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
我
々
は
天
光
る
月
に
も
野
に
啼
く
虫
に
も
自
己
の

生
命
を
感
ず
る
」( 4,367/5,463

)

。

　

要
す
る
に
、
根
源
的
知
と
し
て
の
「
意
識
す
る
意
識
」
が
「
絶
対
無
の
場
所
」
だ
と
す
れ
ば
、
宗
教
的
直
観
は
「
絶
対
無
」
を
「
見
る
」「
合

一
す
る
」
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
「
絶
対
無
」
と
い
う
有
る
も
の
を
見
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
最
内
奥
を
見
つ
め
、
偏

見
や
囚
わ
れ
と
い
っ
た
よ
う
な
一
般
概
念
的
負
荷
や
意
志
的
働
き
か
け
か
ら
解
放
さ
れ
、
事
物
の
存
在
価
値
的
な
有
に
触
れ
、
そ
の
間
に

ま
さ
に
「
内
的
生
命
」
を
感
じ
新
た
に
生
を
営
み
直
す
、
そ
う
い
っ
た
経
験
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
直
観
が
「
宗
教
的
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
至
る
た
め
に
は
深
い
自
省
の
意
識
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
こ
で
は
伝
統
的
に
諸
宗

教
が
「
他
力
」
に
よ
る
「
回
心
」
と
か
「
啓
示
」
と
言
っ
て
い
た
よ
う
な
事
柄
、
す
な
わ
ち
単
な
る
自
発
的
な
能
動
性
で
は
な
く
、
不
意

打
ち
の
よ
う
な
他
な
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
新
た
な
世
界
が
開
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
他
な
る
働
き
が
、
実
体
化
さ
れ
人
格
化
さ

れ
た
場
合
、
伝
統
宗
教
に
お
い
て
神
と
か
阿
弥
陀
如
来
と
か
い
っ
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
西
田
の
基
本
的
な
考
え
で
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
哲
学
で
は
禅
、
浄
土
真
宗
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
が
引
か
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
ら
は
こ
の
直
観
の
内
の

何
等
か
の
性
格
の
範
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
根
本
経
験
は
、
回
心
や
啓
示
な
ど
と
い
っ
た
伝
統
宗
教
の
概
念
と
無

縁
で
は
な
い
が
、
特
定
の
宗
教
の
枠
に
無
理
に
お
さ
め
て
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
西
田
の
言
う
「
宗
教
」
を
あ
ま
り
に
神

秘
化
し
て
は
な
ら
な
い
。
今
日
、
「
宗
教
」
概
念
そ
の
も
の
が
不
明
瞭
な
も
の
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
が
（
８
）

、
西
田
の
「
宗
教
」
は
、

神
秘
現
象
や
宗
教
的
儀
礼
な
ど
我
々
が
普
通
表
象
す
る
よ
う
な
事
柄
と
は
ち
が
い
、「
我
は
花
、
花
は
我
」
と
か
「
あ
る
が
ま
ま
の
山
」
「
こ

の
鳥
が
飛
ぶ
」
と
い
っ
た
直
接
的
で
身
体
的
な
感
覚
的
経
験
と
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
確
か
に
深
刻
な
経
験
で
あ
り
、
禅
に
特

徴
的
に
見
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
ず
し
も
禅
に
固
有
な
も
の
で
な
く
、
「
宗
教
的
経
験
」
と
し
て
は
自
覚
さ
れ
な
い
形
で
、
ひ
と

は
時
折
、
経
験
し
得
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
９
）

。

　
　
　
　
　
　
　

３
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
哲
学
と
宗
教
」
に
つ
い
て
の
試
論

　

西
田
は
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
に
お
い
て
、
「
哲
学
は
何
処
ま
で
も
論
理
的
立
場
の
上
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
」( 4,112/5,139

)

と

い
う
一
方
で
、
こ
う
し
た
宗
教
的
直
観
と
の
関
わ
り
で
哲
学
の
立
場
を
描
い
て
い
る
。
冒
頭
で
も
そ
の
一
部
を
引
い
た
次
の
よ
う
な
問
題

含
み
の
言
葉
を
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

「
宗
教
的
体
験
の
風
光
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
宗
教
家
に
譲
る
の
外
は
な
い
。
た
だ
、
知
る
と
云
う
こ
と
を
一
般
者
の
自
己
限
定

と
考
え
、
か
か
る
考
え
を
絶
対
無
の
一
般
者
に
ま
で
押
し
進
め
た
時
、
い
か
な
る
意
味
に
て
も
限
定
を
超
越
す
る
と
共
に
、
そ
こ

に
絶
対
無
の
場
所
と
し
て
な
お
映
す
と
云
う
意
味
が
残
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
が
我
々
の
知
識
の
根
本
的
立
場
と
な
る
の
で

あ
る
。
我
々
の
心
は
最
後
に
お
い
て
た、

、だ
、
映、

、

、

す
鏡
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
か
く
の
如
き
す
べ
て
の
知
識
を
超
越
し

た
知
識
の
立
場
か
ら
、
種
々
な
る
知
識
の
立
場
及
び
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
純
な
る
哲
学
で
あ
る
…
…
。
一
般
者
の

自
己
限
定
と
い
う
こ
と
が
、
広
義
に
お
い
て
理
性
と
云
い
得
る
な
ら
ば
、
理
性
自
身
の
自
己
反
省
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
…

…
。
宗
教
的
体
験
そ
の
も
の
立
場
に
お
い
て
は
映
す
と
い
う
如
き
こ
と
も
残
さ
れ
な
い
。
宗
教
を
絶
対
無
の
意
識
の
立
場
と
云

っ
た
こ
と
も
、
既
に
宗
教
を
哲
学
の
立
場
か
ら
考
え
て
居
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
哲
学
の
立
場
か
ら
云
え
ば
、
宗
教
を
か
く
考

え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
共
に
、
そ
こ
［
絶
対
無
］
に
宗
教
と
哲
学
と
の
接
触
点
が
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
…
…
哲、

、

、

、

、

学
の
立
場
は
…
…

宗、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

教
的
自
己
が
自
己
自
身
の
内
へ
の
反
省
の
立
場
で
あ
る
…
…
絶
対
的
自
己
自
身
の
自
己
反
省
で
あ
る
。
か
く
し
て
哲
学
に
お
い

て
知
識
そ
の
も
の
の
成
立
お
よ
び
構
造
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
…
…
。
」( 4,147-8/5,183

)
 

　

西
田
に
と
っ
て
「
哲
学
」
と
「
宗
教
」
は
、
合
理
・
理
性
と
非
合
理
・
神
秘
と
い
う
対
立
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
、
概
念
的
枠

組
み
と
い
う
人
工
的
仮
定
を
排
し
て
「
絶
対
無
」
に
直
接
す
る
自
覚
と
い
う
点
に
お
い
て
一
致
す
る
。
し
か
し
「
宗
教
」
は
、
そ
の
直
観

に
没
入
し
そ
こ
に
は
「
映
す
と
い
う
如
き
も
残
さ
れ
な
い
」
に
対
し
て
、
「
哲
学
」
は
、
「
た
だ
映
す
鏡
（
絶
対
無
）
」
と
い
う
根
源
的
知
に

な
り
き
り
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
事
象
を
考
察
す
る
「
広
義
に
お
い
て
理
性
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
絶
対
無
」
は
意
識
す
る
意
識
と
し
て
根

源
的
な
開
示
性
で
あ
り
、
そ
れ
を
直
観
す
る
「
す
べ
て
の
知
識
を
超
越
し
た
知
識
の
立
場
」
か
ら
、
判
断
的
一
般
者
か
ら
叡
智
的
一
般
者

に
お
い
て
限
定
さ
れ
る
様
々
な
日
常
的
知
や
美
的
な
判
断
、
倫
理
的
判
断
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
「
哲
学
」
な
の
で
あ
る
。
「
哲
学
」
が
「
宗

教
的
自
己
の
自
己
自
身
の
内
へ
の
反
省
で
あ
る
」
と
は
、
そ
う
し
た
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
考
え
に
対
し
て
は
、
素
朴
に
、
宗
教
的
経
験
が
な
け
れ
ば
哲
学
の
立
場
に
立
ち
え
な
い
と
西
田
は
考
え
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
哲
学
と
宗
教
を
西
田
が
分
け
て
い
る
と
し
て
も
、
広
義
の
理
性
で
あ
る
「
宗
教
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
哲
学
で
は
禅
、
浄
土
真
宗
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
が
引
か
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
ら
は
こ
の
直
観
の
内
の

何
等
か
の
性
格
の
範
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
根
本
経
験
は
、
回
心
や
啓
示
な
ど
と
い
っ
た
伝
統
宗
教
の
概
念
と
無

縁
で
は
な
い
が
、
特
定
の
宗
教
の
枠
に
無
理
に
お
さ
め
て
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
西
田
の
言
う
「
宗
教
」
を
あ
ま
り
に
神

秘
化
し
て
は
な
ら
な
い
。
今
日
、
「
宗
教
」
概
念
そ
の
も
の
が
不
明
瞭
な
も
の
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
が
（
８
）

、
西
田
の
「
宗
教
」
は
、

神
秘
現
象
や
宗
教
的
儀
礼
な
ど
我
々
が
普
通
表
象
す
る
よ
う
な
事
柄
と
は
ち
が
い
、「
我
は
花
、
花
は
我
」
と
か
「
あ
る
が
ま
ま
の
山
」
「
こ

の
鳥
が
飛
ぶ
」
と
い
っ
た
直
接
的
で
身
体
的
な
感
覚
的
経
験
と
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
確
か
に
深
刻
な
経
験
で
あ
り
、
禅
に
特

徴
的
に
見
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
ず
し
も
禅
に
固
有
な
も
の
で
な
く
、
「
宗
教
的
経
験
」
と
し
て
は
自
覚
さ
れ
な
い
形
で
、
ひ
と

は
時
折
、
経
験
し
得
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
９
）

。

　
　
　
　
　
　
　

３
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
哲
学
と
宗
教
」
に
つ
い
て
の
試
論

　

西
田
は
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
に
お
い
て
、
「
哲
学
は
何
処
ま
で
も
論
理
的
立
場
の
上
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
」( 4,112/5,139

)

と

い
う
一
方
で
、
こ
う
し
た
宗
教
的
直
観
と
の
関
わ
り
で
哲
学
の
立
場
を
描
い
て
い
る
。
冒
頭
で
も
そ
の
一
部
を
引
い
た
次
の
よ
う
な
問
題

含
み
の
言
葉
を
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

「
宗
教
的
体
験
の
風
光
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
宗
教
家
に
譲
る
の
外
は
な
い
。
た
だ
、
知
る
と
云
う
こ
と
を
一
般
者
の
自
己
限
定

と
考
え
、
か
か
る
考
え
を
絶
対
無
の
一
般
者
に
ま
で
押
し
進
め
た
時
、
い
か
な
る
意
味
に
て
も
限
定
を
超
越
す
る
と
共
に
、
そ
こ

に
絶
対
無
の
場
所
と
し
て
な
お
映
す
と
云
う
意
味
が
残
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
が
我
々
の
知
識
の
根
本
的
立
場
と
な
る
の
で

あ
る
。
我
々
の
心
は
最
後
に
お
い
て
た、

、だ
、
映、

、

、

す
鏡
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
か
く
の
如
き
す
べ
て
の
知
識
を
超
越
し

た
知
識
の
立
場
か
ら
、
種
々
な
る
知
識
の
立
場
及
び
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
純
な
る
哲
学
で
あ
る
…
…
。
一
般
者
の

自
己
限
定
と
い
う
こ
と
が
、
広
義
に
お
い
て
理
性
と
云
い
得
る
な
ら
ば
、
理
性
自
身
の
自
己
反
省
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
…

…
。
宗
教
的
体
験
そ
の
も
の
立
場
に
お
い
て
は
映
す
と
い
う
如
き
こ
と
も
残
さ
れ
な
い
。
宗
教
を
絶
対
無
の
意
識
の
立
場
と
云

っ
た
こ
と
も
、
既
に
宗
教
を
哲
学
の
立
場
か
ら
考
え
て
居
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
哲
学
の
立
場
か
ら
云
え
ば
、
宗
教
を
か
く
考

え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
共
に
、
そ
こ
［
絶
対
無
］
に
宗
教
と
哲
学
と
の
接
触
点
が
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
…
…
哲、

、

、

、

、

学
の
立
場
は
…
…

宗、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

教
的
自
己
が
自
己
自
身
の
内
へ
の
反
省
の
立
場
で
あ
る
…
…
絶
対
的
自
己
自
身
の
自
己
反
省
で
あ
る
。
か
く
し
て
哲
学
に
お
い

て
知
識
そ
の
も
の
の
成
立
お
よ
び
構
造
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
…
…
。
」( 4,147-8/5,183

)
 

　

西
田
に
と
っ
て
「
哲
学
」
と
「
宗
教
」
は
、
合
理
・
理
性
と
非
合
理
・
神
秘
と
い
う
対
立
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
、
概
念
的
枠

組
み
と
い
う
人
工
的
仮
定
を
排
し
て
「
絶
対
無
」
に
直
接
す
る
自
覚
と
い
う
点
に
お
い
て
一
致
す
る
。
し
か
し
「
宗
教
」
は
、
そ
の
直
観

に
没
入
し
そ
こ
に
は
「
映
す
と
い
う
如
き
も
残
さ
れ
な
い
」
に
対
し
て
、
「
哲
学
」
は
、
「
た
だ
映
す
鏡
（
絶
対
無
）
」
と
い
う
根
源
的
知
に

な
り
き
り
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
事
象
を
考
察
す
る
「
広
義
に
お
い
て
理
性
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
絶
対
無
」
は
意
識
す
る
意
識
と
し
て
根

源
的
な
開
示
性
で
あ
り
、
そ
れ
を
直
観
す
る
「
す
べ
て
の
知
識
を
超
越
し
た
知
識
の
立
場
」
か
ら
、
判
断
的
一
般
者
か
ら
叡
智
的
一
般
者

に
お
い
て
限
定
さ
れ
る
様
々
な
日
常
的
知
や
美
的
な
判
断
、
倫
理
的
判
断
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
「
哲
学
」
な
の
で
あ
る
。
「
哲
学
」
が
「
宗

教
的
自
己
の
自
己
自
身
の
内
へ
の
反
省
で
あ
る
」
と
は
、
そ
う
し
た
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
考
え
に
対
し
て
は
、
素
朴
に
、
宗
教
的
経
験
が
な
け
れ
ば
哲
学
の
立
場
に
立
ち
え
な
い
と
西
田
は
考
え
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
哲
学
と
宗
教
を
西
田
が
分
け
て
い
る
と
し
て
も
、
広
義
の
理
性
で
あ
る
「
宗
教
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的
自
己
」
に
立
た
な
け
れ
ば
哲
学
の
立
場
に
も
立
て
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
宗
教
的
経
験
は

理
性
的
学
と
し
て
の
哲
学
の
立
場
に
な
り
え
な
い
と
い
う
、
「
西
田
先
生
の
教
え
を
仰
ぐ
」
（
一
九
三
〇
）
に
お
け
る
田
辺
元
の
比
較
的
よ

く
知
ら
れ
た
批
判
が
な
さ
れ
、
西
田
は
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
（
一
九
三
二
）
の
第
二
論
文
「
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
の
意
識
作
用
」
と

第
三
論
文
「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
う
も
の
」
を
主
と
し
て
、
そ
の
批
判
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
田
辺
の
批
判
の
応
答
と

そ
れ
を
介
し
た
場
所
の
論
理
と
直
観
の
展
開
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
で
詳
述
で
き
な
い
が
、
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。
田
辺
の
批
判
に

対
す
る
西
田
の
応
答
の
核
心
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
と
い
う
の
は
無
論
宗
数
的
体
験
の
意
義
を
有
っ
た
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
最
も
深
い
意
味
に
お
い
て
宗
教
的

体
験
の
事
実
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
が
た
め
に
我
々
の
実
在
的
知
識
と
無
関
係
で
は
な
い
、
…
…
そ
れ
は
深
い
宗

教
的
事
実
な
る
と
共
に
、
我
々
の
客
観
的
知
識
と
考
え
る
も
の
の
根
底
も
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
」
（5,122/6,155

）

　　

諸
科
学
の
客
観
的
知
識
の
根
本
が
宗
教
的
経
験
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
常
識
的
立
場
で
は
理
解
し
難
い
、
極
め
て
西
田
に
固
有
な
思
想

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
田
は
田
辺
の
批
判
を
受
け
て
も
、
絶
対
無
と
い
う
根
源
的
な
知
の
直
観
が
宗
教
的
意
義
を
も
つ
こ
と
、
そ
れ
が

客
観
的
知
識
の
根
底
と
も
な
る
こ
と
を
撤
回
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
い
く
ら
か
の
論
者
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
10
）

、
『
無
の
自

覚
的
限
定
』
以
降
は
、
明
ら
か
に
事
柄
の
「
語
り
方
」
は
変
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
は
、
行
為
を
超
え
た
宗
教
的
直
観
と
い
う
描
写
は
な

く
な
り
、「
行
為
」
と
い
う
言
葉
が
重
い
意
味
を
持
ち
始
め
、
宗
教
的
経
験
は
様
々
な
概
念
を
脱
し
て
「
絶
対
無
」
に
直
接
に
触
れ
る
「
直
観
」

と
い
う
勝
義
の
「
行
為
」
と
な
る
。

　

西
田
の
「
哲
学
と
宗
教
」
と
い
う
問
題
は
難
解
か
つ
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
確
定
的
な
答
え
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

西
田
哲
学
全
体
を
俯
瞰
し
て
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
西
田
は
、
こ
の
後
の
著
作
で
は
、
は
っ
き
り
と
自
ら
の
哲
学
は

宗
教
的
経
験
か
ら
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
哲
学
論
文
集
第
三
』（
一
九
三
九
）
所
収
の
論
文
「
人
間
的
存
在
」

で
は
、
「
私
は
宗
教
的
体
験
の
立
場
か
ら
哲
学
を
論
じ
て
居
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
逆
で
あ
る
」
（8,303/9,67

）
と
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

第
二
に
、
西
田
は
『
善
の
研
究
』
で
は
、
「
す
べ
て
の
宗
教
の
も
と
に
は
こ
の
根
本
的
直
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
学
問
道
徳
の
も

と
に
は
宗
教
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
学
問
道
徳
は
こ
れ
に
よ
り
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
（1,37/1,45

）
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
後
も
こ
の

点
に
つ
い
て
は
譲
ら
ず
、
最
後
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
ま
で
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
宗
教
的
意
識

と
言
う
の
は
、
我
々
の
生
命
の
根
本
的
事
実
と
し
て
、
学
問
、
道
徳
の
基
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」( 10,351/11,418

)

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
、
西
田
の
哲
学
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
理
解
し
得
る
。
ま
ず
、
西
田
の
宗
教
と
い
う
言
葉
の
使
い

方
は
多
義
的
で
あ
り
、
そ
の
用
法
は
否
定
的
な
も
の
と
肯
定
的
な
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
諸
科
学
、
芸
術
、

倫
理
な
ど
と
区
別
さ
れ
て
表
象
さ
れ
た
一
領
域
と
し
て
の
信
仰
や
制
度
と
い
う
狭
い
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
哲
学
の
根

底
を
宗
教
に
置
く
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
大
な
る
誤
で
あ
る
」
（9,132/10,47

)

。
右
の
引
用
の
「
宗
教
的
体
験
の
立
場
」
と
は
そ

う
し
た
も
の
の
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
西
田
は
、
人
間
的
諸
活
動
を
根
底
か
ら
支
え
働
く
生
命
、「
真
に
自
己
成
立
の
根
本
的
事
実
」
（ibid./

ibid.

）
、
お
よ
び
そ
の
「
直
観
」
に
、
「
宗
教
」
と
い
う
語
を
肯
定
的
な
仕
方
で
与
え
て
い
る
。
こ
の
「
直
観
」
の
立
場
に
立
つ
西
田
か
ら
す

れ
ば
、
「
哲
学
」
は
、
何
等
か
の
対
象
を
分
析
し
、
何
か
の
利
害
の
目
的
に
役
立
て
る
計
算
的
な
理
性
で
は
な
く
、
様
々
な
知
や
生
の
あ
り

方
や
あ
る
べ
き
仕
方
を
明
ら
か
に
す
る
学
、
す
な
わ
ち
「
我
々
の
知
識
お
よ
び
根
源
を
明
ら
か
に
す
る
学
と
し
て
」
（9,526/10,557

）
、
こ

の
生
命
の
自
覚
に
根
差
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
生
命
の
自
覚
と
い
う
点
で
、
「
哲
学
と
宗
教
と
は
常
に
相
表
裏
す
る
の
で
あ

る
」
（9,459/10,470

）
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
も
な
お
抽
象
性
は
免
れ
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
哲
学
と
宗
教
を
跨
ぐ

生
命
の
自
覚
と
し
て
の
「
直
観
」
を
、
ど
の
よ
う
に
今
日
の
我
々
が
引
き
受
け
る
か
は
、
論
じ
尽
く
さ
れ
た
事
柄
で
は
な
く
、
西
田
哲
学
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的
自
己
」
に
立
た
な
け
れ
ば
哲
学
の
立
場
に
も
立
て
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
宗
教
的
経
験
は

理
性
的
学
と
し
て
の
哲
学
の
立
場
に
な
り
え
な
い
と
い
う
、
「
西
田
先
生
の
教
え
を
仰
ぐ
」
（
一
九
三
〇
）
に
お
け
る
田
辺
元
の
比
較
的
よ

く
知
ら
れ
た
批
判
が
な
さ
れ
、
西
田
は
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
（
一
九
三
二
）
の
第
二
論
文
「
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
の
意
識
作
用
」
と

第
三
論
文
「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
う
も
の
」
を
主
と
し
て
、
そ
の
批
判
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
田
辺
の
批
判
の
応
答
と

そ
れ
を
介
し
た
場
所
の
論
理
と
直
観
の
展
開
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
で
詳
述
で
き
な
い
が
、
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。
田
辺
の
批
判
に

対
す
る
西
田
の
応
答
の
核
心
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
と
い
う
の
は
無
論
宗
数
的
体
験
の
意
義
を
有
っ
た
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
最
も
深
い
意
味
に
お
い
て
宗
教
的

体
験
の
事
実
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
が
た
め
に
我
々
の
実
在
的
知
識
と
無
関
係
で
は
な
い
、
…
…
そ
れ
は
深
い
宗

教
的
事
実
な
る
と
共
に
、
我
々
の
客
観
的
知
識
と
考
え
る
も
の
の
根
底
も
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
」
（5,122/6,155

）

　　

諸
科
学
の
客
観
的
知
識
の
根
本
が
宗
教
的
経
験
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
常
識
的
立
場
で
は
理
解
し
難
い
、
極
め
て
西
田
に
固
有
な
思
想

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
田
は
田
辺
の
批
判
を
受
け
て
も
、
絶
対
無
と
い
う
根
源
的
な
知
の
直
観
が
宗
教
的
意
義
を
も
つ
こ
と
、
そ
れ
が

客
観
的
知
識
の
根
底
と
も
な
る
こ
と
を
撤
回
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
い
く
ら
か
の
論
者
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
10
）

、
『
無
の
自

覚
的
限
定
』
以
降
は
、
明
ら
か
に
事
柄
の
「
語
り
方
」
は
変
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
は
、
行
為
を
超
え
た
宗
教
的
直
観
と
い
う
描
写
は
な

く
な
り
、「
行
為
」
と
い
う
言
葉
が
重
い
意
味
を
持
ち
始
め
、
宗
教
的
経
験
は
様
々
な
概
念
を
脱
し
て
「
絶
対
無
」
に
直
接
に
触
れ
る
「
直
観
」

と
い
う
勝
義
の
「
行
為
」
と
な
る
。

　

西
田
の
「
哲
学
と
宗
教
」
と
い
う
問
題
は
難
解
か
つ
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
確
定
的
な
答
え
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

西
田
哲
学
全
体
を
俯
瞰
し
て
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
西
田
は
、
こ
の
後
の
著
作
で
は
、
は
っ
き
り
と
自
ら
の
哲
学
は

宗
教
的
経
験
か
ら
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
哲
学
論
文
集
第
三
』（
一
九
三
九
）
所
収
の
論
文
「
人
間
的
存
在
」

で
は
、
「
私
は
宗
教
的
体
験
の
立
場
か
ら
哲
学
を
論
じ
て
居
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
逆
で
あ
る
」
（8,303/9,67

）
と
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

第
二
に
、
西
田
は
『
善
の
研
究
』
で
は
、
「
す
べ
て
の
宗
教
の
も
と
に
は
こ
の
根
本
的
直
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
学
問
道
徳
の
も

と
に
は
宗
教
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
学
問
道
徳
は
こ
れ
に
よ
り
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
（1,37/1,45

）
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
後
も
こ
の

点
に
つ
い
て
は
譲
ら
ず
、
最
後
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
ま
で
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
宗
教
的
意
識

と
言
う
の
は
、
我
々
の
生
命
の
根
本
的
事
実
と
し
て
、
学
問
、
道
徳
の
基
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」( 10,351/11,418

)

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
、
西
田
の
哲
学
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
理
解
し
得
る
。
ま
ず
、
西
田
の
宗
教
と
い
う
言
葉
の
使
い

方
は
多
義
的
で
あ
り
、
そ
の
用
法
は
否
定
的
な
も
の
と
肯
定
的
な
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
諸
科
学
、
芸
術
、

倫
理
な
ど
と
区
別
さ
れ
て
表
象
さ
れ
た
一
領
域
と
し
て
の
信
仰
や
制
度
と
い
う
狭
い
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
哲
学
の
根

底
を
宗
教
に
置
く
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
大
な
る
誤
で
あ
る
」
（9,132/10,47

)

。
右
の
引
用
の
「
宗
教
的
体
験
の
立
場
」
と
は
そ

う
し
た
も
の
の
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
西
田
は
、
人
間
的
諸
活
動
を
根
底
か
ら
支
え
働
く
生
命
、「
真
に
自
己
成
立
の
根
本
的
事
実
」
（ibid./

ibid.

）
、
お
よ
び
そ
の
「
直
観
」
に
、
「
宗
教
」
と
い
う
語
を
肯
定
的
な
仕
方
で
与
え
て
い
る
。
こ
の
「
直
観
」
の
立
場
に
立
つ
西
田
か
ら
す

れ
ば
、
「
哲
学
」
は
、
何
等
か
の
対
象
を
分
析
し
、
何
か
の
利
害
の
目
的
に
役
立
て
る
計
算
的
な
理
性
で
は
な
く
、
様
々
な
知
や
生
の
あ
り

方
や
あ
る
べ
き
仕
方
を
明
ら
か
に
す
る
学
、
す
な
わ
ち
「
我
々
の
知
識
お
よ
び
根
源
を
明
ら
か
に
す
る
学
と
し
て
」
（9,526/10,557

）
、
こ

の
生
命
の
自
覚
に
根
差
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
生
命
の
自
覚
と
い
う
点
で
、
「
哲
学
と
宗
教
と
は
常
に
相
表
裏
す
る
の
で
あ

る
」
（9,459/10,470

）
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
も
な
お
抽
象
性
は
免
れ
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
哲
学
と
宗
教
を
跨
ぐ

生
命
の
自
覚
と
し
て
の
「
直
観
」
を
、
ど
の
よ
う
に
今
日
の
我
々
が
引
き
受
け
る
か
は
、
論
じ
尽
く
さ
れ
た
事
柄
で
は
な
く
、
西
田
哲
学
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を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
思
索
の
糧
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
な
お
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

終
わ
り
に

　

西
田
哲
学
は
、
最
も
直
接
的
な
経
験
を
根
本
と
し
て
、
自
己
を
「
場
所
」
と
捉
え
、
論
理
（
存
在
論
・
認
識
論
）
を
形
成
す
る
。
『
働
く

も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
と
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
と
い
う
「
場
所
の
論
理
」
形
成
初
期
の
著
作
に
お
け
る
そ
の
「
直
観
」
は
、
自

己
自
身
の
根
底
に
還
り
、
様
々
な
固
定
的
な
知
の
枠
組
み
（
一
般
概
念
）
を
伴
っ
た
意
志
的
意
識
（
一
般
者
）
を
超
え
て
、
外
的
世
界
と

の
間
に
生
命
の
紐
帯
と
い
う
べ
き
「
存
在
価
値
」
を
自
覚
す
る
経
験
で
あ
る
。
こ
の
「
直
観
」
は
、
深
刻
な
自
省
を
介
せ
ば
「
宗
教
的
」

な
も
の
と
な
り
、
そ
れ
が
様
々
な
一
般
概
念
的
枠
組
み
の
懐
疑
の
徹
底
と
い
う
点
に
お
い
て
は
「
哲
学
」
そ
の
も
の
の
立
場
に
も
通
じ
て

い
る
。
こ
の
哲
学
と
宗
教
の
問
題
は
な
お
詳
細
に
議
論
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
議
論
の
核
心
が
「
直
観
」
に
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
よ
う

に
思
え
る
。

　

科
学
技
術
が
西
田
の
生
き
た
時
代
よ
り
も
遥
か
に
発
達
し
た
今
日
に
お
い
て
、
様
々
な
情
報
に
浸
透
さ
れ
、
常
に
分
析
的
知
性
を
介
在

さ
せ
て
し
ま
う
わ
れ
わ
れ
は
、
西
田
が
「
直
観
」
と
言
っ
た
経
験
、
す
な
わ
ち
、
概
念
に
囚
わ
れ
ず
、
外
的
世
界
や
他
な
る
も
の
と
の
間

に
通
底
す
る
内
的
生
命
に
直
接
的
に
触
れ
る
と
い
う
経
験
か
ら
、
疎
遠
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
西
田
哲
学
を
単

に
文
献
学
的
に
解
明
す
る
の
で
な
く
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
生
を
思
索
す
る
糧
と
す
る
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
直
観
」
を
諸
科

学
や
現
代
社
会
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
仕
事
は
別
稿
で
試
み
た
い
。 

注
（
１
）
西
田
の
引
用
は
新
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
岩
波
書
店
（
二
〇
〇
二-

九
）

お
よ
び
旧
版
の
そ
れ
（
一
九
六
五-

六
）
の
両
方
か
ら
行
う
。
前
者
が
新
版
、

後
者
が
旧
版
。
漢
字
、
仮
名
遣
い
は
変
更
し
た
。[

　

]

内
は
全
て
筆
者
の
補

足
で
あ
る
。

（
２
）
上
田
閑
照
『
西
田
幾
多
郎
を
読
む
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
。

（
３
）
た
と
え
ば
、
主
要
な
研
究
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
等
と
の
関
わ
り
か
ら

学
問
論
と
し
て
西
田
哲
学
を
論
じ
た
新
田
義
弘
『
現
代
の
問
い
と
し
て
の
西

田
哲
学
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
や
主
に
新
カ
ン
ト
派
の
論
客
と
の
関

わ
り
か
ら
見
た
板
橋
勇
仁
『
西
田
哲
学
の
論
理
と
方
法
―
―
徹
底
的
批
評
主

義
と
は
何
か
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
働

く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
議
論
の
骨
格
は
、
藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎

の
思
索
世
界
―
―
純
粋
経
験
か
ら
世
界
認
識
へ
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）

の
第
三
章
「
場
所
―
―
根
柢
か
ら
の
思
惟
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）
西
田
の
「
場
所
の
論
理
」
と
い
う
認
識
論
・
存
在
論
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
、
ヘ
ー
ゲ
ル
風
の
論
理
学
に
な
る
。
こ
の
存
在
論
に
お
け
る
論
理
学
優
位

に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
「
ロ
ゴ
ス
」
の
原
意
を
「
話
す
こ
と
」
（R

ede

）
と
し
、
ロ
ゴ
ス
を
命
題
や

判
断
の
意
味
で
理
解
す
る
論
理
学
は
、
対
象
化
さ
れ
た
存
在
者
に
関
わ
る
も

の
で
あ
り
、
実
存
と
い
う
あ
り
方
を
す
る
人
間
の
記
述
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る( M

artin H
eidegger, Sein und Zeit, 

M
ax N

iem
eyer Verlag, 2001, S.165

)

。
そ
の
た
め
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
存
在

を
語
る
た
め
に
、
伝
統
的
な
論
理
学
的
概
念
を
捨
て
て
、
実
存
範
疇
な
る
も

の
を
形
成
し
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
理
学
批
判
を
西
田
は
理
解
し
な
か
っ
た

が
、
西
田
の
自
己
存
在
論
と
い
う
主
題
は
、
事
象
の
局
面
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー

と
近
い
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
、
主
語
や
述
語
、
個
・
特
殊
・
一
般
と
い
う

論
理
学
概
念
を
な
お
も
哲
学
の
概
念
と
し
て
頻
用
し
て
い
る
こ
と
に
、
ど
の

よ
う
な
意
義
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、

西
田
の
論
理
学
概
念
の
頻
用
は
、
そ
の
叙
述
を
極
め
て
難
解
な
も
の
と
し
、

西
田
が
描
こ
う
と
し
た
事
象
を
う
ま
く
表
現
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
使
う
概
念
が
変
わ
れ
ば
、
そ
の
哲
学
の
性
格
そ

の
も
の
が
変
わ
る
が
、
西
田
哲
学
の
理
論
を
発
展
継
承
さ
せ
る
場
合
に
は
、

こ
の
問
題
は
必
ず
問
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
５
）
こ
の
「
一
般
者
」
と
い
う
語
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
由
来
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
一
般
者
」
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
一
般
者
と
は
具
体
的
な
も
の
に
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を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
思
索
の
糧
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
な
お
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

終
わ
り
に

　

西
田
哲
学
は
、
最
も
直
接
的
な
経
験
を
根
本
と
し
て
、
自
己
を
「
場
所
」
と
捉
え
、
論
理
（
存
在
論
・
認
識
論
）
を
形
成
す
る
。
『
働
く

も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
と
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
と
い
う
「
場
所
の
論
理
」
形
成
初
期
の
著
作
に
お
け
る
そ
の
「
直
観
」
は
、
自

己
自
身
の
根
底
に
還
り
、
様
々
な
固
定
的
な
知
の
枠
組
み
（
一
般
概
念
）
を
伴
っ
た
意
志
的
意
識
（
一
般
者
）
を
超
え
て
、
外
的
世
界
と

の
間
に
生
命
の
紐
帯
と
い
う
べ
き
「
存
在
価
値
」
を
自
覚
す
る
経
験
で
あ
る
。
こ
の
「
直
観
」
は
、
深
刻
な
自
省
を
介
せ
ば
「
宗
教
的
」

な
も
の
と
な
り
、
そ
れ
が
様
々
な
一
般
概
念
的
枠
組
み
の
懐
疑
の
徹
底
と
い
う
点
に
お
い
て
は
「
哲
学
」
そ
の
も
の
の
立
場
に
も
通
じ
て

い
る
。
こ
の
哲
学
と
宗
教
の
問
題
は
な
お
詳
細
に
議
論
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
議
論
の
核
心
が
「
直
観
」
に
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
よ
う

に
思
え
る
。

　

科
学
技
術
が
西
田
の
生
き
た
時
代
よ
り
も
遥
か
に
発
達
し
た
今
日
に
お
い
て
、
様
々
な
情
報
に
浸
透
さ
れ
、
常
に
分
析
的
知
性
を
介
在

さ
せ
て
し
ま
う
わ
れ
わ
れ
は
、
西
田
が
「
直
観
」
と
言
っ
た
経
験
、
す
な
わ
ち
、
概
念
に
囚
わ
れ
ず
、
外
的
世
界
や
他
な
る
も
の
と
の
間

に
通
底
す
る
内
的
生
命
に
直
接
的
に
触
れ
る
と
い
う
経
験
か
ら
、
疎
遠
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
西
田
哲
学
を
単

に
文
献
学
的
に
解
明
す
る
の
で
な
く
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
生
を
思
索
す
る
糧
と
す
る
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
直
観
」
を
諸
科

学
や
現
代
社
会
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
仕
事
は
別
稿
で
試
み
た
い
。 

注
（
１
）
西
田
の
引
用
は
新
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
岩
波
書
店
（
二
〇
〇
二-

九
）

お
よ
び
旧
版
の
そ
れ
（
一
九
六
五-

六
）
の
両
方
か
ら
行
う
。
前
者
が
新
版
、

後
者
が
旧
版
。
漢
字
、
仮
名
遣
い
は
変
更
し
た
。[

　

]

内
は
全
て
筆
者
の
補

足
で
あ
る
。

（
２
）
上
田
閑
照
『
西
田
幾
多
郎
を
読
む
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
。

（
３
）
た
と
え
ば
、
主
要
な
研
究
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
等
と
の
関
わ
り
か
ら

学
問
論
と
し
て
西
田
哲
学
を
論
じ
た
新
田
義
弘
『
現
代
の
問
い
と
し
て
の
西

田
哲
学
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
や
主
に
新
カ
ン
ト
派
の
論
客
と
の
関

わ
り
か
ら
見
た
板
橋
勇
仁
『
西
田
哲
学
の
論
理
と
方
法
―
―
徹
底
的
批
評
主

義
と
は
何
か
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
働

く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
議
論
の
骨
格
は
、
藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎

の
思
索
世
界
―
―
純
粋
経
験
か
ら
世
界
認
識
へ
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）

の
第
三
章
「
場
所
―
―
根
柢
か
ら
の
思
惟
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）
西
田
の
「
場
所
の
論
理
」
と
い
う
認
識
論
・
存
在
論
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
、
ヘ
ー
ゲ
ル
風
の
論
理
学
に
な
る
。
こ
の
存
在
論
に
お
け
る
論
理
学
優
位

に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
「
ロ
ゴ
ス
」
の
原
意
を
「
話
す
こ
と
」
（R

ede

）
と
し
、
ロ
ゴ
ス
を
命
題
や

判
断
の
意
味
で
理
解
す
る
論
理
学
は
、
対
象
化
さ
れ
た
存
在
者
に
関
わ
る
も

の
で
あ
り
、
実
存
と
い
う
あ
り
方
を
す
る
人
間
の
記
述
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る( M

artin H
eidegger, Sein und Zeit, 

M
ax N

iem
eyer Verlag, 2001, S.165

)

。
そ
の
た
め
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
存
在

を
語
る
た
め
に
、
伝
統
的
な
論
理
学
的
概
念
を
捨
て
て
、
実
存
範
疇
な
る
も

の
を
形
成
し
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
理
学
批
判
を
西
田
は
理
解
し
な
か
っ
た

が
、
西
田
の
自
己
存
在
論
と
い
う
主
題
は
、
事
象
の
局
面
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー

と
近
い
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
、
主
語
や
述
語
、
個
・
特
殊
・
一
般
と
い
う

論
理
学
概
念
を
な
お
も
哲
学
の
概
念
と
し
て
頻
用
し
て
い
る
こ
と
に
、
ど
の

よ
う
な
意
義
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、

西
田
の
論
理
学
概
念
の
頻
用
は
、
そ
の
叙
述
を
極
め
て
難
解
な
も
の
と
し
、

西
田
が
描
こ
う
と
し
た
事
象
を
う
ま
く
表
現
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
使
う
概
念
が
変
わ
れ
ば
、
そ
の
哲
学
の
性
格
そ

の
も
の
が
変
わ
る
が
、
西
田
哲
学
の
理
論
を
発
展
継
承
さ
せ
る
場
合
に
は
、

こ
の
問
題
は
必
ず
問
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
５
）
こ
の
「
一
般
者
」
と
い
う
語
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
由
来
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
一
般
者
」
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
一
般
者
と
は
具
体
的
な
も
の
に
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を
利
す
る
よ
う
な
新
た
な
視
点
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
（
小
林

敏
明
『
西
田
哲
学
を
開
く
―
―<

永
遠
の
今>

を
め
ぐ
っ
て
』
岩
波
現
代
文
庫
、

二
〇
一
三
年
、
二
五
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

(

10)

た
と
え
ば
檜
垣
達
哉
は
、『
無
の
自
覚
的
限
定
』
以
降
の
「
西
田
は
「
彼

方
」
と
し
て
の
「
超
越
」
で
あ
る
「
絶
対
無
」
を
、
そ
の
「
彼
方
」
性
を
確

保
し
な
が
ら
、
今
度
は
「
行
為
」
の
な
か
に
た
た
み
込
ん
で
行
く
よ
う
に
提

示
す
る
の
で
あ
る
」
（
檜
垣
達
哉
『
西
田
幾
多
郎
の
生
命
哲
学
』
講
談
社
現
代

新
書
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

内
在
す
る
と
こ
ろ
の
そ
の
魂
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
も
の
の
多
様
性
と
差
異

性
と
の
中
に
あ
っ
て
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
己
同
等
に
あ
る
」
（H

egel, 

W
erke in Zw

anzig Bänden, B
d. 6. W

issenschaft der Logik II, Suhrkam
p, 

1969, S.276. 

『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
八
巻
（
大
論
理
学　

下
巻
）
』（
武
市
健
人
訳
）
、

岩
波
書
店
、
四
一
頁
）
。
『
精
神
現
象
学
』
の
自
己
意
識
の
章
で
も
、
「
生
命
」

を
、
「
す
べ
て
の
差
異
を
止
揚
し
た
存
在
と
し
て
無
限
性
」
と
述
べ
、
そ
れ
を

「
単
一
な
一
般
者
（das einfache A

llegem
eine

）
」
と
呼
ん
で
い
る
（H

egel, 

Phänom
enologie des G

esites, Felix M
einer Verlag(philosophische 

B
ibliothek), 2006, S.122-125.

）
。
つ
ま
り
「
一
般
者
」
と
は
、
様
々
な
個
や

特
殊
を
媒
介
と
し
た
生
命
や
意
識
の
活
動
の
こ
と
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
西
田
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
の
も
の
を
参
照
さ

れ
た
い
。
中
畑
正
志
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
場
所
の
論
理
」
に
何
か
関
係

が
あ
る
の
か
？
」
（
『
ア
ル
ケ
ー　

十
九
号
』
、
二
〇
一
一
年
）
。

（
７
）
「
山
は
是
山
、
水
は
是
水
」
と
は
中
国
宋
の
時
代
の
禅
僧
、
青
原
惟
信

の
言
葉
「
箇
の
休
歇
の
処
を
得
て
（
悟
り
が
深
ま
っ
て
、
無
事
の
境
地
に
立

つ
こ
と
が
で
き
た
今
で
は
）
、
依
前
、
山
を
見
る
に
た
だ
是
れ
山
、
水
を
見
る

に
た
だ
是
れ
水
な
り
」
（
『
続
伝
燈
録
』
）
で
、
道
元
が
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
山

水
経
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
触
れ
て
い
る
。

（
８
）
磯
前
順
一
『
宗
教
概
念
あ
る
い
は
宗
教
学
の
死
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
二
年
。

（
９
）
西
田
の
「
宗
教
的
直
観
」
を
で
き
る
だ
け
偏
見
を
排
し
て
考
え
る
具
体

例
と
し
て
、
木
村
敏
の
考
察
が
挙
げ
ら
れ
る
。
西
田
は
『
無
の
自
覚
的
限
定
』

で
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
と
い
う
時
間
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
、
意
志
的
は
か
ら
い
を
も
超
え
た
現
在
に
没
頭
す
る
宗
教
的
直
観
を
ベ
ー

ス
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
木
村
敏
は
、
こ
の
西
田
の
時
間
論
を
援

用
し
な
が
ら
、
癲
癇
と
い
う
生
ま
れ
変
わ
り
や
解
脱
的
経
験
を
す
る
現
在
中

心
的
な
生
き
方
をintra festum

(

祭
り
の
中)

と
呼
び
、
そ
れ
を
統
合
失
調

患
者
に
特
有
な
未
来
先
取
のante festum

、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
型
の
鬱
病
や
パ

ラ
ノ
イ
ア
に
特
徴
的
な
過
去
へ
の
拘
泥
を
特
徴
と
す
るpost festum

と
い
う

時
間
意
識
と
対
比
さ
せ
て
考
察
し
て
い
る
。
木
村
敏
『
時
間
と
自
己
』
（
中
公

新
書
、
一
九
八
二
年
、
一
九
〇
頁
）
、
「
ク
リ
ー
ゼ
の
病
理
―
―
瞬
間
と
生
命

―
―
」（
『
思
想　

一
〇
一
九
号
』
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
を
参
照
。
小
林
敏
明
も
、

木
村
の
仕
事
に
触
れ
な
が
ら
、
西
田
の
時
間
論
を
主
題
化
し
「
癲
癇
の
発
作

を
神
学
者
や
西
田
の
「
永
遠
の
今
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
軽
率
の
謗
り
を

免
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
逆
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
偏
見
」
を
で
き
る
だ
け
排
し

て
、
そ
の
ど
ち
ら
の
現
象
を
も
虚
心
に
眺
め
て
み
た
場
合
、
お
互
い
の
探
究



一
〇
九

一
〇
八

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

場
所
の
論
理
と
直
観[

太
田]

を
利
す
る
よ
う
な
新
た
な
視
点
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
（
小
林

敏
明
『
西
田
哲
学
を
開
く
―
―<

永
遠
の
今>

を
め
ぐ
っ
て
』
岩
波
現
代
文
庫
、

二
〇
一
三
年
、
二
五
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

(

10)

た
と
え
ば
檜
垣
達
哉
は
、『
無
の
自
覚
的
限
定
』
以
降
の
「
西
田
は
「
彼

方
」
と
し
て
の
「
超
越
」
で
あ
る
「
絶
対
無
」
を
、
そ
の
「
彼
方
」
性
を
確

保
し
な
が
ら
、
今
度
は
「
行
為
」
の
な
か
に
た
た
み
込
ん
で
行
く
よ
う
に
提

示
す
る
の
で
あ
る
」
（
檜
垣
達
哉
『
西
田
幾
多
郎
の
生
命
哲
学
』
講
談
社
現
代

新
書
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

内
在
す
る
と
こ
ろ
の
そ
の
魂
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
も
の
の
多
様
性
と
差
異
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の
中
に
あ
っ
て
煩
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さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
己
同
等
に
あ
る
」
（H

egel, 

W
erke in Zw

anzig Bänden, B
d. 6. W

issenschaft der Logik II, Suhrkam
p, 

1969, S.276. 

『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
八
巻
（
大
論
理
学　

下
巻
）
』（
武
市
健
人
訳
）
、

岩
波
書
店
、
四
一
頁
）
。
『
精
神
現
象
学
』
の
自
己
意
識
の
章
で
も
、
「
生
命
」

を
、
「
す
べ
て
の
差
異
を
止
揚
し
た
存
在
と
し
て
無
限
性
」
と
述
べ
、
そ
れ
を

「
単
一
な
一
般
者
（das einfache A

llegem
eine

）
」
と
呼
ん
で
い
る
（H

egel, 

Phänom
enologie des G

esites, Felix M
einer Verlag(philosophische 

B
ibliothek), 2006, S.122-125.

）
。
つ
ま
り
「
一
般
者
」
と
は
、
様
々
な
個
や

特
殊
を
媒
介
と
し
た
生
命
や
意
識
の
活
動
の
こ
と
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
西
田
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
の
も
の
を
参
照
さ

れ
た
い
。
中
畑
正
志
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
場
所
の
論
理
」
に
何
か
関
係

が
あ
る
の
か
？
」
（
『
ア
ル
ケ
ー　

十
九
号
』
、
二
〇
一
一
年
）
。

（
７
）
「
山
は
是
山
、
水
は
是
水
」
と
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中
国
宋
の
時
代
の
禅
僧
、
青
原
惟
信

の
言
葉
「
箇
の
休
歇
の
処
を
得
て
（
悟
り
が
深
ま
っ
て
、
無
事
の
境
地
に
立

つ
こ
と
が
で
き
た
今
で
は
）
、
依
前
、
山
を
見
る
に
た
だ
是
れ
山
、
水
を
見
る

に
た
だ
是
れ
水
な
り
」
（
『
続
伝
燈
録
』
）
で
、
道
元
が
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
山

水
経
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
触
れ
て
い
る
。

（
８
）
磯
前
順
一
『
宗
教
概
念
あ
る
い
は
宗
教
学
の
死
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
二
年
。

（
９
）
西
田
の
「
宗
教
的
直
観
」
を
で
き
る
だ
け
偏
見
を
排
し
て
考
え
る
具
体

例
と
し
て
、
木
村
敏
の
考
察
が
挙
げ
ら
れ
る
。
西
田
は
『
無
の
自
覚
的
限
定
』

で
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
と
い
う
時
間
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
、
意
志
的
は
か
ら
い
を
も
超
え
た
現
在
に
没
頭
す
る
宗
教
的
直
観
を
ベ
ー

ス
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
木
村
敏
は
、
こ
の
西
田
の
時
間
論
を
援

用
し
な
が
ら
、
癲
癇
と
い
う
生
ま
れ
変
わ
り
や
解
脱
的
経
験
を
す
る
現
在
中

心
的
な
生
き
方
をintra festum

(

祭
り
の
中)

と
呼
び
、
そ
れ
を
統
合
失
調

患
者
に
特
有
な
未
来
先
取
のante festum

、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
型
の
鬱
病
や
パ

ラ
ノ
イ
ア
に
特
徴
的
な
過
去
へ
の
拘
泥
を
特
徴
と
す
るpost festum

と
い
う

時
間
意
識
と
対
比
さ
せ
て
考
察
し
て
い
る
。
木
村
敏
『
時
間
と
自
己
』
（
中
公

新
書
、
一
九
八
二
年
、
一
九
〇
頁
）
、
「
ク
リ
ー
ゼ
の
病
理
―
―
瞬
間
と
生
命

―
―
」（
『
思
想　

一
〇
一
九
号
』
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
を
参
照
。
小
林
敏
明
も
、

木
村
の
仕
事
に
触
れ
な
が
ら
、
西
田
の
時
間
論
を
主
題
化
し
「
癲
癇
の
発
作

を
神
学
者
や
西
田
の
「
永
遠
の
今
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
軽
率
の
謗
り
を

免
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
逆
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
偏
見
」
を
で
き
る
だ
け
排
し

て
、
そ
の
ど
ち
ら
の
現
象
を
も
虚
心
に
眺
め
て
み
た
場
合
、
お
互
い
の
探
究




