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雅

子

は
じ
め
に（

1
）

　

一
九
四
〇
年
二
月
に
西
田
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
死
に
至
る
病
』
を
読
み
、
こ
の
書
を
め
ぐ
っ
て
、
務
䑓
理
作
、
久
松
真
一
、
柳
田

謙
十
郎
と
の
間
で
書
簡
の
遣
り
取
り
を
し
て
い
る
。「
今
私
の
心
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
死
に
至
る
病
」
を
よ
ん
で
動
か
さ
れ
て
居
る
」

﹇
十
九
│
一
〇
〇
﹈（

2
）。「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
のK

rankheit zum
 Tode

「
死
に
至
る
病
」
と
い
ふ
も
の
よ
ん
で
見
ま
し
た　

無
論
全
く
キ

リ
ス
ト
教
の
信
仰
で
す
が
宗
教
心
の
分
析
と
も
い
ふ
も
の
は
誠
に
深
酷
な
も
の
と
お
も
ひ
ま
す　

之
を
材
料
と
し
て
少
し
実
践
哲
学
の
根

柢
を
書
い
て
見
た
い
と
も
思
ひ
居
り
ま
す
」﹇
十
九
│
一
〇
〇
﹈。「
私
に
も
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
あ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
的
で
し
っ
く
り
せ

な
い　

併
し
禅
的
立
場
に
於
て
あ
の
様
な
も
の
も
包
容
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」﹇
十
九
│
一
〇
一
﹈、「
私
は
今
度
又
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
と
い
う
も
の
に
深
い
体
験
の
あ
る
の
を
感
じ
ま
し
た　

あ
の
人
〔
の
〕ethisch

と
い
う
の
は
所
謂
実
践
理
性
的
な
も
の
と
異
な
っ
て

私
の
考
の
如
き
意
味
に
於
てdialektisch

な
も
の
と
思
い
ま
す　

唯
あ
の
人
の
云
ふ
の
は
パ
ト
ス
で
そ
の
ロ
ゴ
ス
が
明
に
せ
ら
れ
て
ゐ

な
い
」﹇
十
九
│
一
〇
二
﹈。
こ
の
よ
う
な
文
面
に
、
西
田
の
強
い
感
銘
と
率
直
な
批
判
が
示
さ
れ
て
い
る
。　

　

だ
が
、
西
田
が
『
死
に
至
る
病
』
を
読
ん
だ
の
は
、
こ
の
と
き
が
初
め
て
で
は
な
い
。『
無
の
自
覚
的
限
定
』（
一
九
三
二
年
）
に
、
既



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
一
号

二
〇

に
こ
の
書
（「
死
病
」）
へ
の
言
及
が
あ
り
﹇
六
│
一
五
〇
﹈、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
に
つ
い
て
の
論
考
に
、
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
根

柢
に
お
い
て
非
合
理
性
の
合
理
性
と
し
て
神
に
触
れ
る
と
い
う
事
態
を
読
み
込
ん
で
い
る
。『
死
に
至
る
病
』
以
外
に
も
、『
哲
学
的
断
片

或
い
は
一
断
片
の
哲
学
』（「
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
」）﹇
六
│
一
三
九
﹈
や
『
不
安
の
概
念
』﹇
六
│
一
六
〇
﹈
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、『
無
の

自
覚
的
限
定
』
の
思
索
を
紡
ぐ
に
際
し
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
思
想
は
西
田
に
と
っ
て
既
に
親
し
い
も
の
で
あ
り
、
彼
自
身
の
思
想
の
核
心
に
取
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
八
年
後
に
、
ま
る
で
初
め
て
『
死
に
至
る
病
』
を
読
ん
だ
か
の
よ
う
な
感
銘
を
受
け
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ

う
か
。
西
田
は
こ
の
感
銘
に
導
か
れ
て
、
同
年
八
月
に
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」
を
発
表
し
て
い
る
。
西
田
の
宗
教
心
の
理
解
は
、
こ
の

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
影
響
の
も
と
で
新
た
な
進
展
を
見
せ
る
。
こ
の
論
文
の
考
察
を
通
し
て
、
そ
の
進
展
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

一　

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
死
に
至
る
病
』
の
理
解

　

後
期
の
西
田
は
、
行
為
的
自
己
の
立
場
に
お
い
て
、
具
体
的
世
界
の
構
造
、
つ
ま
り
歴
史
的
実
在
の
世
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
、

世
界
は
全
体
的
一
と
個
物
的
多
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
仕
方
で
自
己
自
身
を
形
成
す
る
と
い
う
考
え
方
に
至
る
。
西
田
は
こ

の
考
え
方
を
「
根
本
的
思
想
」
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
種
々
な
る
特
殊
問
題
」
を
考
察
し
よ
う
と
企
図
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
つ
の

成
果
が
、『
哲
学
論
文
集
第
四
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
実
践
哲
学
序
論
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
冒
頭
に
、
西
田
の
『
死
に
至
る
病
』

へ
の
基
本
的
な
評
価
が
要
約
さ
れ
て
い
る
。
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キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
死
に
至
る
病
」
は
、
そ
の
根
柢
と
な
っ
て
居
る
考
が
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
り
、
論
じ
方
は
パ
ト
ス
的
で
は

あ
る
が
、
我
々
の
自
己
の
深
い
内
省
的
分
析
と
し
て
、
極
め
て
深
酷
に
徹
底
的
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
何
処
ま
で
も
我
々
の
自
己

を
突
詰
め
た
も
の
で
あ
る
。
由
来
、
哲
学
に
は
此
の
如
き
自
己
と
云
ふ
も
の
の
深
い
内
省
を
欠
い
て
居
る
。
従
っ
て
道
徳
に
於
て
自

己
を
否
定
す
る
と
云
っ
て
も
、
そ
の
根
拠
が
明
か
で
な
い
。
実
践
と
い
っ
て
も
、
真
に
歴
史
的
実
践
を
考
え
て
居
る
の
で
は
な
い
。

す
べ
て
唯
意
識
的
自
己
の
立
場
か
ら
考
へ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
。﹇
十
│
七
﹈

　

こ
こ
で
「
歴
史
的
実
践
」
と
い
う
語
は
重
要
で
あ
る
。
西
田
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
実
践
哲
学
思
想
に
は
な
い
と
考
え
て
い
た
「
歴
史
的

実
践
」
の
あ
り
方
を
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
の
な
か
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
実
践
哲
学
思
想
の
典
型
と
し

て
西
田
が
考
え
て
い
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
の
立
場
で
あ
る
。
従
来
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
意
識
的
自
己
を
根
柢
と
し
て
、
道
徳

的
当
為
の
主
観
の
立
場
か
ら
出
立
し
て
行
為
を
考
え
た
が
、
そ
の
立
場
か
ら
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
行
為
や
実
践
を
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
こ
れ
が
西
田
の
基
本
的
な
批
判
で
あ
る
。
当
為
の
主
観
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
と
個
人
と
の
相
互
関
係
、
個

人
と
社
会
と
の
相
互
関
係
を
、
そ
の
相
互
関
係
だ
け
か
ら
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
個
人
と
個
人
、
個
人
と
社
会
の
関

係
を
「
於
て
あ
る
場
所
」
か
ら
抽
出
し
て
抽
象
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、「
於
て
あ
る
場
所
」、
即
ち
「
歴
史

的
世
界
」
に
於
て
個
人
と
社
会
の
関
係
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
西
田
は
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
道
徳
的
行
為
を
、
歴

史
的
世
界
の
制
約
の
中
で
生
起
す
る
事
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

歴
史
的
実
践
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
と
絶
望
の
捉
え
方
に
顕
著
に
現
れ
て
く
る
。
西
田
は
、「
罪
は
無
知
で
あ
る
」

と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
罪
の
定
義
に
は
「
意
志
と
強
情
」
が
欠
け
て
い
る
と
述
べ
る
﹇
十
│
十
七
‐
八
﹈。
こ
の
定
義
は
、
罪
と
は
認

識
が
暗
ま
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
認
識
か
ら
行
為
へ
の
移
行
に
罪
の
根
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
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西
田
は
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
定
義
の
な
か
に
、「
個
人
的
な
現
実
的
人
間
が
問
題
と
な
ら
な
い
観
念
性
」
を
見
て
取
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
で
は
認
識
か
ら
行
為
へ
移
行
す
る
と
こ
ろ
、
即
ち
意
志
に
罪
の
根
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
こ
に
強
情
と
い
う
概
念
が
出

て
く
る
と
言
う
。
そ
し
て
こ
の
罪
の
捉
え
方
は
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
個
人
的
な
現
実
的
人
間
を
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
も

の
だ
と
評
価
す
る
。
さ
ら
に
西
田
は
、
こ
の
意
志
の
堕
落
は
個
人
の
意
識
を
超
越
し
て
い
る
と
す
る
原
罪
の
思
想
か
ら
、「
罪
は
否
定
性

で
は
な
く
積
極
性
で
あ
る
」﹇
十
│
十
九
﹈
こ
と
に
理
解
を
及
ぼ
し
て
ゆ
く
。
純
粋
思
惟
の
立
場
に
立
つ
思
弁
的
教
義
学
は
罪
が
積
極
性

で
あ
る
こ
と
を
概
念
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
罪
の
積
極
性
は
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。「
罪
の
積
極
性
は
唯
神
の
前

に
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
神
の
観
念
に
よ
っ
て
自
己
が
無
限
に
高
め
ら
れ
、
罪
が
残
り
な
く
自
己
の
意
識
的
な
自
由
行
為
で
あ
る
と
い
ふ

所
に
、
そ
の
積
極
性
が
あ
る
の
で
あ
る
」﹇
十
│
十
九
﹈。
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
西
田
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
現
実
存
在
を
思
惟
し
よ
う

と
す
る
態
度
の
意
義
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
罪
の
積
極
性
は
、
自
己
の
構
造
に
由
来
す
る
。
自
己
意
識
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
絶
望
の
度
合
い
が
深
く
な
る
と
い
う

自
己
の
構
造
を
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
摘
出
し
て
い
る
が
、
西
田
の
関
心
は
そ
こ
に
集
中
し
て
ゆ
く
。「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
人
間
の

自
己
と
は
単
な
る
関
係
で
は
な
く
し
て
、
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
と
共
に
、
全
関
係
を
措
定
し
た
第
三
者
へ
の
関
係
で
あ
る
、

即
ち
絶
対
他
者
へ
の
関
係
で
あ
る
と
云
ふ
」﹇
十
│
二
十
三
﹈。
こ
の
自
己
の
構
造
を
、
西
田
は
彼
自
身
の
世
界
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論

理
に
よ
っ
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
。
そ
の
際
に
問
題
と
な
る
の
が
「
第
三
者
へ
の
関
係
」
で
あ
る
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
西
田
は
、
世
界
は
場
所
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
考
え
て
、
そ
の
場
所
的
な
限
定
の
構
造
を

個
物
的
多
と
全
体
的
一
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
原
理
で
示
す
。
こ
れ
が
歴
史
的
実
在
の
世
界
の
在
り
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
構

造
は
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
い
う
言
葉
で
要
約
さ
れ
る
。
個
物
的
多
と
全
体
的
一
と
は
多
と
一
と
に
省
略
さ
れ
て
、
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。「
世
界
は
多
の
一
と
し
て
空
間
的
で
あ
り
、
多
か
ら
一
へ
と
し
て
機
械
的
で
あ
る
。
之
に
反
し
一
の
多
と
し
て
時
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間
的
で
あ
り
、
一
か
ら
多
へ
と
し
て
目
的
的
で
あ
る
。
併
し
世
界
は
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
自
己
形
成
的
で
あ
り
、
創
造

的
で
あ
る
」﹇
十
│
二
十
三
﹈。
そ
し
て
我
々
の
自
己
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
形
成
的
世
界
の
個
物
と
し
て
、
生
れ
働
き
死
に
行
く
と
い
う

の
で
あ
る
。（
矛
盾
的
自
己
同
一
の
原
理
そ
の
も
の
は
こ
の
時
期
に
は
既
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
踏
み
込
ま
な
い
こ
と

と
す
る
。）

　

西
田
は
こ
の
自
己
形
成
的
世
界
の
考
え
方
を
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
捉
え
方
に
当
て
は
め
て
理
解
す
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は

自
己
を
「
単
な
る
関
係
」「
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
」「
全
関
係
を
措
定
し
た
第
三
者
へ
の
関
係
」
と
い
う
三
重
の
関
係
に
よ
っ
て
捉

え
た
の
で
あ
る
が
、
西
田
は
世
界
が
こ
の
三
重
の
関
係
で
あ
る
と
解
す
る
。
そ
し
て
、「
世
界
は
多
の
一
と
し
て
空
間
的
で
あ
る
」
と
考

え
ら
れ
る
と
き
、「
世
界
は
単
な
る
関
係
で
あ
る
」
と
す
る
。「
世
界
は
一
の
多
と
し
て
時
間
的
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
る
と
き
、「
世
界

は
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
」。「
世
界
は
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
自
己
形
成
的
で
あ
る
」と
考
え
ら
れ
る
と
き
、

「
世
界
は
全
関
係
を
措
定
し
た
第
三
者
へ
の
関
係
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
対
応
さ
せ
て
ゆ
く
﹇
十
│
二
十
三
﹈。

　

こ
の
よ
う
な
対
応
が
可
能
な
の
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
三
重
関
係
の
な
か
に
西
田
が
自
覚
の
構
造
を
読
み
取
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
中
期
以
降
の
西
田
は
絶
対
無
の
自
覚
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
す
べ
て
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
自
己
か
ら
世

界
を
見
る
と
い
う
立
場
を
主
と
し
た
説
明
に
な
る
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
、
自
覚
を
行
為
的
自
覚
へ
と
徹
底
す
る
仕
方
で
、
世
界
が
世
界
自

身
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
摑
み
出
そ
う
と
す
る
。「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
出
て

き
た
考
え
で
あ
る
。
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」
に
は
、
世
界
の
自
己
限
定
を
も
う
一
度
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
返
し
戻

し
て
、
そ
こ
か
ら
再
び
世
界
の
見
方
を
受
け
取
り
直
す
と
い
う
運
動
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
西
田
の
考
え
方
の
何

が
変
わ
っ
た
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、「
全
関
係
を
措
定
し
た
第
三
者
へ
の
関
係
」
を
詳
し
く
見
て
ゆ
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
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全
関
係
を
措
定
し
た
第
三
者
へ
の
関
係

　

そ
れ
を
見
て
ゆ
く
た
め
に
、「
世
界
は
多
の
一
と
し
て
空
間
的
で
あ
り
、
多
か
ら
一
へ
と
し
て
機
械
的
で
あ
る
。
之
に
反
し
一
の
多
と

し
て
時
間
的
で
あ
り
、一
か
ら
多
へ
と
し
て
目
的
的
で
あ
る
。
併
し
世
界
は
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
自
己
形
成
的
で
あ
り
、

創
造
的
で
あ
る
」﹇
十
│
二
十
三
﹈
と
い
う
引
用
文
に
つ
い
て
も
う
少
し
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
多
の
一
、一
の

多
、
多
と
一
と
い
う
端
的
な
言
い
方
と
、
多
か
ら
一
へ
、
一
か
ら
多
へ
と
い
う
動
き
を
示
す
言
い
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
前
者
は
世
界
の

論
理
的
な
構
造
を
説
明
す
る
言
葉
遣
い
で
あ
り
、
後
者
は
世
界
の
自
己
限
定
の
矛
盾
的
な
動
態
を
捉
え
る
言
葉
遣
い
で
あ
る
と
言
っ
て
よ

か
ろ
う
。「
世
界
は
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
前
者
に
属
し
、
世
界
は
「
多
か
ら
一
へ
と
一
か
ら
多
へ
と
の

矛
盾
的
自
己
同
一
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
後
者
に
属
す
る
。
後
者
の
矛
盾
的
自
己
同
一
は
矛
盾
的
自
己
同
一
が
自
乗
さ
れ
た
絶
対
矛
盾
的

自
己
同
一
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
西
田
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
い

方
を
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
区
別
が
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
局
面
を
言
説
化
す
る
か
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

世
界
は
「
多
か
ら
一
へ
と
一
か
ら
多
へ
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と

呼
ば
れ
る
事
態
で
あ
り
、
こ
れ
が
ま
さ
に
世
界
が
「
自
己
形
成
的
」
で
あ
り
「
創
造
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
局

面
で
押
さ
え
ら
れ
た
事
態
が
、
よ
り
的
確
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
「
全
関
係
を
措
定
し
た
第
三
者
へ
の
関
係
」
に
対
応
す
る
と

解
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
第
三
者
」
と
言
わ
れ
得
る
の
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
場
合
、
関
係
構
造
と
し
て
の
自
己
の
全
体
に
対
し
て
他
な
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
が
、西
田
は
「
多
か
ら
一
へ
」
と
「
一
か
ら
多
へ
」
の
両
方
向
に
対
し
て
絶
対
に
他
な
る
も
の
と
し
て
第
三
者
と
言
っ
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て
い
る
。
つ
ま
り
、
単
に
機
械
的
（
法
則
的
）
に
変
容
す
る
世
界
で
も
な
く
、
単
に
目
的
的
に
個
人
が
行
為
す
る
世
界
で
も
な
く
、
か
と

い
っ
て
両
者
を
統
合
し
た
世
界
で
も
な
い
。
両
者
が
絶
対
に
相
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
両
者
を
自
己
同
一
的
に
し
か
考

え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
、
第
三
者
を
見
て
取
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
絶
対
の
無
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
西
田
は
考
え

る
。
絶
対
の
無
は
「
作
ら
れ
た
も
の
」
が
「
作
る
も
の
」
に
転
換
す
る
転
換
点
で
あ
り
、そ
こ
が
創
造
の
働
き
の
源
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。

そ
の
転
換
点
か
ら
自
己
自
身
を
創
造
し
行
く
世
界
の
個
物
（
多
）
が
、
西
田
の
考
え
る
「
自
己
」
に
な
る
。
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
共

に
作
る
も
の
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
第
三
者
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
関
係
で
あ
る
と
共
に
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
、
こ
の
矛

盾
的
自
己
同
一
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
に
自
己
で
あ
り
、
そ
う
い
う
自
己
が
創
造
的
な
の
で
あ
る
。

　
「
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
」
と
い
う
規
定
に
は
、
関
係
す
る
と
い
う
動
態
が
二
重
に
畳
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、「
全
関
係
を
措
定
し

た
第
三
者
へ
の
関
係
」
と
い
う
規
定
に
は
、
人
間
の
神
に
対
す
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
。
西
田
は
こ
れ
を
、
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
神
と
モ
ナ
ド
と
の
関
係
と
対
比
さ
せ
て
、
神
と
モ
ナ
ド
と
の
関
係
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
で
は
な
い
と
し
て
い
る
﹇
十
│

二
十
五
﹈。モ
ナ
ド
は
絶
望
し
な
い
が
、自
己
は
絶
望
す
る
。モ
ナ
ド
は
純
粋
思
惟
の
産
物
で
あ
っ
て
、歴
史
的
実
践
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。

西
田
は
こ
の
第
三
者
へ
の
関
係
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
、
歴
史
的
な
実
存
の
根
本
的
意
義
を
見
て
取
る
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
核
心

を
見
て
取
っ
て
い
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
、
母
は
マ
リ
ヤ
、
ヤ
コ
ブ
等
の
弟
に
し
て
、
現
に
我
等
と
共
に
居
る
大
工
の
子
が
神
で

あ
る
と
云
ふ
に
あ
る
の
で
あ
る
」﹇
十
│
二
十
一
﹈。
私
の
傍
ら
に
神
が
居
る
、
つ
ま
り
神
と
人
と
の
関
係
に
同
時
存
在
の
場
面
が
属
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
、
絶
対
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
躓
き
が
あ
る
と
解
す
る
。
第
三
者
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ

た
自
己
と
い
う
の
は
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
、
西
田
は
言
う
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
理
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
信
ず
る
か
信
じ
な
い
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

　

西
田
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
パ
ト
ス
的
で
あ
る
と
見
な
す
の
は
、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
い
わ
ば
決
断
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
に
止
ま
っ
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て
い
る
故
で
あ
ろ
う
。
西
田
は
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
概
念
で
捉
え
直
し
、
我
々
の
自
己
の
成
立
が
孕
む

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
へ
と
深
め
て
ゆ
く
こ
と
で
、
ロ
ゴ
ス
の
立
場
に
立
と
う
と
す
る
。

　

そ
し
て
、「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
い
う
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
関
係
を
、
西
田
は
「
ポ
イ
エ
シ
ス
的
」
と
呼
ぶ
﹇
十

│
三
十
一
﹈。
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
は
歴
史
的
身
体
的
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
は「
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
」

で
あ
る
と
共
に
「
全
関
係
を
措
定
し
た
第
三
者
へ
の
関
係
」
で
あ
り
、
後
者
の
方
向
が
深
化
さ
れ
る
に
従
っ
て
客
観
的
と
な
る
と
さ
れ
る

﹇
十
│
三
十
六
‐
七
﹈。
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
覚
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
西
田
は
真
の
自
己
を
見
る
。
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
覚
と
は
世
界
の
成
立
の

根
柢
に
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
ポ
イ
エ
シ
ス
的
に
動
か
さ
れ
る
。
西
田

は
こ
の
こ
と
が
、
自
己
が
第
三
者
（
絶
対
他
者
）
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
だ
と
解
し
て
い
る
﹇
十
│
三
十
九
﹈。

　

以
上
の
よ
う
に
ポ
イ
エ
シ
ス
を
捉
え
た
と
こ
ろ
で
、
改
め
て
プ
ラ
ク
シ
ス
と
い
う
こ
と
に
考
察
が
向
け
ら
れ
る
。
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己

は
「
歴
史
的
身
体
的
」
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ク
シ
ス
も
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
歴
史
的
社
会
的
実
践
と
な
る
。
西
田
に
よ

れ
ば
、プ
ラ
ク
シ
ス
は
構
造
的
に
は
、ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
の
内
か
ら
自
己
自
身
を
限
定
す
る
作
用
で
あ
る
と
共
に
、絶
対
他
者
に
よ
っ

て
措
定
せ
ら
れ
た
作
用
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
的
自
己
同
一
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
。換
言
す
れ
ば
、プ
ラ
ク
ス
シ
ス
は
自
分
が
目
的
を
も
っ

て
意
欲
し
行
な
う
作
用
で
あ
る
（
目
的
的
作
用
型
）
と
共
に
、
自
分
が
意
欲
し
て
作
用
す
る
の
で
は
な
く
他
者
に
よ
っ
て
作
用
せ
し
め
ら

れ
る
（
無
作
用
的
作
用
型
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ポ
イ
エ
シ
ス
も
プ
ラ
ク
シ
ス
も
構
造
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
ポ
イ
エ
シ
ス

の
世
界
は
根
柢
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
矛
盾
的
自
己
同
一
的
で
あ
り
な
が
ら
、
第
三
者
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
も
の
と
い
う
現
わ
れ
方
を

し
、
そ
こ
で
は
作
用
は
無
作
用
的
作
用
型
と
な
る
。
プ
ラ
ク
シ
ス
の
世
界
は
根
柢
に
お
い
て
同
様
な
が
ら
、
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係

と
い
う
現
わ
れ
方
を
し
、
そ
こ
で
は
作
用
は
目
的
的
作
用
型
と
な
る
﹇
十
│
四
十
二
﹈。

　

そ
れ
故
、
ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
は
相
互
に
転
換
す
る
。
ポ
イ
エ
シ
ス
は
プ
ラ
ク
シ
ス
に
転
換
し
て
、
さ
ら
に
プ
ラ
ク
シ
ス
か
ら
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出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、ポ
イ
エ
シ
ス
と
し
て
あ
る
。
ま
た
プ
ラ
ク
シ
ス
も
ポ
イ
エ
シ
ス
に
転
換
し
て
、ポ
イ
エ
シ
ス
か
ら
出
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
プ
ラ
ク
シ
ス
と
し
て
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
、「
ポ
イ
エ
シ
ス
は
プ
ラ
ク
シ
ス
で
あ
り
、
プ
ラ
ク
シ
ス
は
ポ
イ
エ
シ
ス
で
あ
る
」

﹇
十
│
四
十
五
﹈。
西
田
は
ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
柢
の
と
こ
ろ
に
絶
え
ず
還
っ
て
語
る
の
で
、
複
雑
な
語
り
方
に

な
っ
て
い
る
が
、
彼
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
基
本
的
に
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
西
田
は
こ
れ
に
よ
っ
て
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
の
独
特
の
語
り
口
の
た
め
に
、
そ
れ
は
一
見
こ
れ
ま

で
論
じ
て
き
た
こ
と
の
繰
り
返
し
で
し
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、
世
界
が
世
界
自
身
を

限
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
即
し
て
個
人
的
自
己
を
考
察
す
る
と
い
う
後
期
の
視
座
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
自
己
の
捉
え
方
が
、
突
き
詰
め
た

形
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。自
己
が
自
己
を
措
定
す
る
と
い
う
こ
と
と
第
三
者
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
、

か
つ
て
西
田
は
自
覚
の
根
柢
に
お
け
る
時
間
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
理
解
し
、
無
の
場
所
と
い
う
も
の
を
論
理
化
し
た
。
こ
の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
は
、
今
度
は
歴
史
的
実
践
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
受
け
取
り
直
さ
れ
、
歴
史
的
世
界
を
日
々
生
き
る
我
々
の
生
の
足
許
で
摑

ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ポ
イ
エ
シ
ス
即
プ
ラ
ク
シ
ス
、
プ
ラ
ク
シ
ス
即
ポ
イ
エ
シ
ス
の
即
の
と
こ
ろ
は
、「
現
に
我
等
と
共
に
居
る
大

工
の
子
が
神
で
あ
る
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
我
々
は
日
々
行
為
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
ら

か
に
な
っ
た
の
は
、
西
田
が
自
己
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
論
理
化
し
た
事
柄
が
ま
さ
し
く
宗
教
の
事
象
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
西
田
の
宗
教
理
解
の
変
容

　

逆
の
方
向
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
西
田
は
歴
史
的
実
践
と
し
て
の
宗
教
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
初
め
て
出
会
っ
た
と
言
っ
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
。
西
田
の
著
作
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
彼
の
宗
教
理
解
に
は
一
貫
し
た
も
の
と
変
容
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
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西
田
に
影
響
を
与
え
た
具
体
的
な
宗
教
と
し
て
ま
ず
挙
げ
る
べ
き
な
の
は
、
禅
仏
教
で
あ
る
。
禅
は
彼
の
宗
教
理
解
に
影
響
を
与
え
た

だ
け
で
な
く
、
初
期
の
哲
学
形
成
の
基
盤
を
与
え
た
。
禅
に
は
多
様
な
側
面
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
居
士
寸
心
の
経
験
し
た
禅
修
行

は
も
っ
ぱ
ら
禅
堂
の
な
か
で
の
こ
と
で
あ
る
。
禅
の
修
行
に
は
本
来
全
宇
宙
と
対
峙
す
る
よ
う
な
意
義
が
あ
る
と
し
て
も
、
坐
禅
と
い
う

修
行
の
形
態
に
は
社
会
の
雑
事
や
生
活
の
煩
い
を
い
っ
た
ん
遮
断
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
初
期
西
田
の
禅
の
悟
り
に
は
い
わ
ば
実

験
室
で
の
純
粋
培
養
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
智
慧
と
い
う
よ
う
な
性
格
が
あ
り
、
そ
う
い
う
性
格
を
も
つ
か
ら
こ
そ
西
田
の
哲
学
形
成
の

経
験
的
基
盤
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

　
『
善
の
研
究
』
の
第
四
編
「
宗
教
」
は
、
宗
教
に
つ
い
て
の
初
期
の
ま
と
ま
っ
た
論
考
で
あ
る
。
第
二
章
か
ら
第
五
章
で
は
、
哲
学
や

神
学
の
概
念
規
定
を
用
い
て
宗
教
の
本
質
や
神
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
純
粋
経
験
と
い
う
思
想
を
基
盤
に
し
て
は
い
る

も
の
の
、
宗
教
を
論
じ
る
既
成
の
概
念
と
枠
組
み
を
ど
こ
ま
で
消
化
し
う
る
か
と
い
う
態
度
が
感
じ
取
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の

箇
所
は
十
分
に
西
田
独
自
の
思
想
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
対
比
さ
れ
る
の
は
、
第
一
章
で
扱
わ
れ
る
「
宗
教
的
要
求
」
と
い
う
概

念
で
あ
る
。
そ
れ
は
究
極
の
意
識
統
一
の
要
求
と
し
て
純
粋
経
験
と
い
う
実
在
理
解
の
直
接
の
展
開
で
あ
り
、
西
田
独
自
の
宗
教
理
解
の

原
点
と
な
る
概
念
で
あ
る（

3
）。し
か
し
、純
粋
経
験
は
歴
史
的
実
在
に
は
な
り
得
て
は
い
な
い
。ま
た『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』で
は
、「
絶

対
無
の
自
覚
」
が
「
見
る
も
の
も
見
ら
れ
る
も
の
も
な
く
色
即
是
空
空
即
是
色
の
宗
教
的
体
験
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

体
験
も
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
体
験
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
歴
史
的
世
界
と
い
う
も
の
が
西
田
の
思
索
の
主
題
と
な
る
の
は
後
期
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
り
、
歴
史
的
実
践
と
し
て
の
宗
教
が
初
期
・
中
期
の
視
界
に
入
っ
て
来
な
か
っ
た
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
死
に
至
る
病
』
に
お
い
て
歴
史
的
実
践
と
し
て
の
宗
教
に
出
会
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
的
実
践
の
理
解
を
深
め
た
だ
け
で
な
く
、
宗
教

の
理
解
を
深
め
て
い
っ
た
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
上
記
で
見
た
よ
う
な
ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
の
論
考
が
「
根
本
的
事
実
」
の
捉

え
直
し
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
点
で
あ
る
。
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『
善
の
研
究
』
の
純
粋
経
験
と
い
う
の
は
単
な
る
概
念
で
は
な
く
、「
純
粋
経
験
の
事
実
」
で
あ
り
、「
経
験
其
儘
」「
事
実
其
儘
」
で
あ
っ

た
。
西
田
に
お
け
る
思
惟
の
明
証
性
は
「
事
実
其
儘
」
を
最
も
直
接
的
な
経
験
に
お
い
て
受
け
取
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
は
論
文
「
実

践
哲
学
序
論
」
で
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
「
事
実
其
儘
」
と
い
う
事
実
性
の
も
つ
奥
行
き
を
感
得
す
る
こ
と
が
、
西
田
哲
学
を
理

解
す
る
鍵
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
論
文
で
、西
田
は
「
我
々
の
自
己
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
に
成
立
す
る
と
云
ふ
こ
と
」
が
「
根
本
的
事
実
」

で
あ
る
と
述
べ
て
、
事
実
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
執
拗
に
論
じ
て
い
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
由
来
す
る
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
」
と
い
う

言
葉
は
西
田
の
文
脈
で
は
「
矛
盾
的
自
己
同
一
的
」
に
当
る
言
葉
で
あ
る
が
、
西
田
の
両
者
の
使
い
方
に
は
、
宗
教
と
哲
学
の
違
い
に
関

わ
る
微
妙
な
差
違
が
あ
る
。

　

西
田
に
お
い
て
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
自
己
成
立
の
根
本
的
事
実
は
「
宗
教
的
事
実
」
で
も
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、「
元
来
宗
教
と
云
ふ

も
の
は
、
唯
情
意
の
要
求
に
よ
る
構
想
と
云
ふ
の
で
は
な
く
、
真
に
自
己
成
立
の
根
本
的
事
実
な
る
が
故
に
宗
教
で
あ
る
の
で
あ
る
」﹇
十

│
四
十
五
﹈。
哲
学
も
宗
教
も
こ
の
根
本
的
事
実
か
ら
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る（

4
）。
だ
が
自
己
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
に
成

立
す
る
と
い
う
こ
と
が
根
本
的
事
実
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
こ
の
事
実
の
事
実
性
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
西
田
が
「
自
己
は
単
な
る
事
実
で
は
な
い
、
事
実
を
知
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
」﹇
十
│
九
十
五
﹈
と
述

べ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
が
「
単
な
る
事
実
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
自
己
を
主
語
的
な
も
の
に
し
て
、
事

実
で
あ
る
こ
と
を
そ
う
い
う
自
己
の
属
性
と
な
す
よ
う
な
場
合
を
指
す
。
そ
れ
は
結
局
、
事
実
を
一
般
的
な
も
の
の
特
殊
と
す
る
の
と
同

じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、「
自
己
は
単
な
る
事
実
で
は
な
い
、事
実
を
知
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
の
な
か
に
、「
人

間
の
自
己
と
は
単
な
る
関
係
で
は
な
く
し
て
、
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
」
と
い
う
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
規
定
が
響
い
て
い
る

の
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
事
実
で
は
な
く
事
実
を
知
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
田
に
即
す
な
ら
ば
、
事
実

が
自
覚
的
に
事
実
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る
。
こ
の
と
き
事
実
は
一
般
的
な
る
も
の
の
特
殊
で
は
な
く
、個
物
と
な
る
。
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だ
が
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
、
事
実
は
真
の
意
味
の
個
物
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
即
ち
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
の
個
物
的
多
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。「
事
実
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
が
歴
史
的
身
体
的
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
、
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
の
個
物
的
多
が

成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
的
身
体
的
に
媒
介
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
の
自
覚
的
限
定
が
限
定
す
る
も
の
な
き

限
定
に
徹
底
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
が
世
界
を
身
体
と
し
歴
史
的
操
作
的
に
働
く
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
が
自
己
自
身

を
創
造
す
る
事
実
と
し
て
、
我
々
の
自
己
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
あ
る
。
根
本
的
事
実
に
つ
い
て
西
田
が
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
方
で
論
じ

て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、
矛
盾
的
自
己
同
一
的
と
い
う
原
理
で
、
自
己
と
世
界
と
同
じ
よ
う
に
、
事
実
も
語
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
る
。
自
覚
の
論
理
と
い
う
も
の
は
、
自
己
と
世
界
を
同
じ
仕
方
で
、
し
か
し
別
の
角
度
か
ら
語
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
事
実
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
事
実
に
関
し
て
西
田
は
「
真
に
直
接
の
事
実
と
し
て
自
己
自
身
に
権
威
を
有
っ
た
事
実
」﹇
十
│
九
十
五
﹈
と

い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
言
い
方
は
事
実
と
い
う
語
り
方
が
何
を
照
射
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
西
田
に
お

い
て
、
こ
の
事
実
そ
の
も
の
の
も
つ
権
威
が
宗
教
と
哲
学
を
支
え
て
お
り
、
そ
の
違
い
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。「
宗
教
は
か
か
る

根
本
的
事
実
の
自
覚
か
ら
出
立
し
て
何
処
ま
で
も
事
実
が
事
実
自
身
と
な
る
立
場
な
の
で
あ
る
。
哲
学
も
此
処
か
ら
出
立
す
る
の
で
あ
る

が
、
事
実
が
事
実
自
身
を
反
省
す
る
立
場
で
あ
る
。
絶
対
矛
盾
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
事
実
の
相
反
す
る
両
方
向
と
云
ふ
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
」﹇
十
│
一
二
一
﹈。

　

先
に
、
西
田
の
宗
教
理
解
に
は
一
貫
し
た
も
の
と
変
容
す
る
も
の
と
が
あ
る
と
述
べ
た
が
、
一
貫
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
根
本
的

事
実
へ
の
確
信
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
。
彼
の
宗
教
理
解
が
そ
の
根
本
的
事
実
に
根
を
も
つ
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
事
実
の
語
り

方
の
変
容
と
共
に
宗
教
理
解
も
変
容
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
宗
教
の
問
題
は
『
善
の
研
究
』
以
降
は
断
片
的
に
し
か
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
。
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」
に
至
っ
て
、
宗
教
が
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
自
己
の
根
本
的
事
実
の
徹
底
相
を
示
す
事
象
と
し
て
見
え
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て
く
る
の
で
あ
る
。

四　

平
常
底

　

こ
の
変
容
が
、
宗
教
理
解
の
一
つ
の
大
き
な
進
展
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
実
践
哲
学
序
論
」
で
は
、
歴
史
的
世
界

の
実
践
が
原
理
的
に
考
察
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
歴
史
的
実
践
の
も
つ
意
味
は
十
分
に
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

歴
史
的
実
践
の
原
理
的
な
考
察
が
も
た
ら
し
た
具
体
的
な
宗
教
理
解
の
変
化
は
、
日
常
的
経
験
の
重
視
で
あ
る
。
前
期
・
中
期
の
西
田

は
日
常
的
世
界
を
超
え
る
よ
う
な
神
秘
主
義
的
な
宗
教
体
験
に
深
い
理
解
と
共
感
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し「
実
践
哲
学
序
論
」で
は
、「
宗

教
と
云
へ
ば
、
此
日
常
経
験
の
立
場
を
離
れ
て
、
神
秘
的
直
観
の
如
き
も
の
と
で
も
考
へ
ら
れ
る
か
も
知
ら
ぬ
が
、
か
か
る
宗
教
は
無
用

の
長
物
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
宗
教
と
は
我
々
の
日
常
生
活
の
根
柢
た
る
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」﹇
十
│
一
二
〇
﹈
と
あ
る
よ
う
に
、

神
秘
的
体
験
に
対
し
て
む
し
ろ
否
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
と
対
比
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
宗
教
の
働
き
処
は
日
常
生
活
の
な
か
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
日
常
生
活
の
根
柢
の
事
実
を
示
す
の
が
、「
平
常
底
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。「
平
常
底
」
が
西
田
の
最
後
の
論

文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」（
一
九
四
五
年
）
の
中
心
的
概
念
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、こ
の
言
葉
は
「
実

践
哲
学
序
説
」
で
次
の
よ
う
に
登
場
す
る
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
神
人
の
矛
盾
の
徴
証
は
、
之
を
凝
視
す
れ
ば
鏡
を
見
る
が
如
く
自
己
自
身
を
見
る
に
至
る
と
云
っ
て
ゐ
る
。
自

己
自
身
が
そ
こ
か
ら
成
立
す
る
と
云
ふ
立
場
は
、
思
惟
の
立
場
か
ら
は
矛
盾
と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
は
自
己
自
身
に
最
も
根
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本
的
な
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
極
め
て
平
常
底

0

0

0

な
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
処
で
も
、
人
は
平
常
底

0

0

0

と
云
ふ
立
場
の
意
義
を
誤
解
し
て
、
唯
日
常
行
事
そ
の
も
の
を
考
へ
る
。
平
常
心
是
道
と
は
、
如
何
な
る
道
徳
的
行
為
も
日
常
行
事

も
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
立
場
に
於
て
は
一
で
あ
る
こ
と
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
孔
子
も
造
次
必
於
是
顛
沛
於
是
と
云
ふ
。
歴
史
的

自
己
の
自
覚
の
歴
史
的
空
間
に
於
て
は
、
我
々
の
自
己
の
行
為
は
何
処
ま
で
も
歴
史
的
に
媒
介
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
ラ
ン
ケ
が
各
々

の
時
代
が
神
に
直
接
す
る
と
云
ふ
如
く
、
我
々
の
自
己
は
絶
対
に
直
接
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
宗
教
は
不
生
の
仏
心
に
透
徹
す
る
こ

と
で
あ
る
が
、
哲
学
は
か
か
る
根
本
的
自
覚
の
立
場
か
ら
出
立
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹇
十
│
一
二
二
‐
三
、
傍
点
筆
者
﹈　

　
「
平
常
心
是
道
」（

5
）
と
い
う
禅
語
が
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
平
常
底
」
が
「
平
常
心
」
か
ら
導
出
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
平
常
底
」
が
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
我
々
の
自
己
の
行
為
が
歴
史
的
世
界
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
絶
対
と
端
的
に
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
禅
語
の
「
平
常
心
是
道
」
と
孔
子
の
「
造
次
必
於
是
顛
沛

於
是
」（

6
）
と
い
う
言
葉
の
核
心
が
、「
平
常
底
」
の
語
で
取
り
出
さ
れ
た
と
言
え
る
。「
平
常
底
」
と
い
う
語
で
指
し
示
さ
れ
る
も
の
は
、

我
々
の
現
実
の
日
常
性
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
現
存
在
の
平
均
的
日
常
性
の

分
析
は
、
日
常
生
活
に
埋
没
し
て
自
己
自
身
を
世
間
に
解
消
し
て
し
ま
う
よ
う
な
自
己
の
あ
り
方
こ
そ
我
々
の
日
常
生
活
の
常
態
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
根
本
的
事
実
と
西
田
が
呼
ぶ
も
の
を
隠
蔽
す
る
根
強
い
傾
向
を
も
つ
も
の
こ
そ
、
歴
世
的
世
界
の
日
常
性
だ
と
言

え
る
。
そ
の
よ
う
な
日
常
性
が
「
絶
対
に
直
接
し
て
居
る
」
と
こ
ろ
を
、
西
田
は
見
て
取
ろ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
絶
対
に
直

接
し
て
居
る
日
常
性
は
、
そ
こ
か
ら
歴
史
的
実
践
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
は
ず
で
あ
る
。
西
田
は
「
宗
教
は
不
生
の
仏
心
に
透
徹
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
哲
学
は
か
か
る
根
本
的
自
覚
の
立
場
か
ら
出
立
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
が
、
宗
教
の
立
場
は
「
不
生
の
仏
心
に
透

徹
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
済
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
の
立
場
は
「
不
生
の
仏
心
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
離
れ
る
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こ
と
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
哲
学
と
は
別
の
仕
方
で
、
そ
こ
か
ら
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
よ
う
な

「
平
常
底
」
に
は
、
ま
だ
展
開
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
こ
こ
で
の
西
田
の
考
え
方
の
ど
こ
に
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
で
は
、
西
田
の
自
己
否
定
と
い
う
こ
と
の
捉

え
方
に
手
が
か
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
田
の
考
え
で
は
、
我
々
の
自
己
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自

己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
と
し
て
の
自
己
が
自
ら
を
貫
徹
し
な
が
ら
〝
自
己
矛
盾
的
に
否
定
さ
れ
る
〞
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
生
起
す
る
。

歴
史
的
世
界
で
自
己
が
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
目
的
的
作
用
型
に
お
け
る
自
己
（
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
）
が
自
己
自
身
を
否

定
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
自
己
は
自
己
の
内
か
ら
自
己
自
身
を
否
定
し
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
〝
自
己
矛
盾
的
に

否
定
さ
れ
る
〞
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
自
己
否
定
と
い
う
こ
と
は
自
己
を
成
り
立
た
せ
る
構
造
的
契
機
で
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
自
己
否
定
の
も
つ
意
味
は
微
妙
に
異
な
っ
て
く
る
。
自
己
が
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
と
し

て
あ
く
ま
で
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
（
強
情
）
は
、
絶
望
の
度
合
い
を
深
め
て
神
か
ら
遠
ざ
か
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

る
が
、
自
己
は
全
関
係
を
措
定
し
た
第
三
者
へ
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
が
神
に
近
づ
く
こ
と
で
あ
る
と

い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
成
立
さ
せ
る
。
自
己
否
定
は
、
自
己
が
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
と
し
て
あ
く
ま
で
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
す

る
強
情
と
い
わ
ば
有
機
的
に
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
自
己
が
自
己
の
内
か
ら
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

自
己
の
構
造
的
な
有
限
性
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
有
限
性
の
経
験
と
し
て
生
起
す
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
絶
望
や
不
安
を
分
析
し
、
論

じ
方
が
「
パ
ト
ス
的
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
経
験
の
事
柄
を
経
験
か
ら
離
れ
ず
に
論
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
経
験
は
神
秘
的
体
験
な

ど
と
は
別
の
種
類
の
経
験
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
何
故
、
徹
底
的
な
自
己
否
定
の
不
可
能
性
が
自
己
自
身
の
有
限
性
の
自
覚
と
し
て
経
験
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
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か
。
何
故
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
経
験
こ
そ
が
歴
史
的
実
在
の
世
界
の
経
験
を
そ
の
根
柢
ま
で
下
り
て
行
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ

る
。
歴
史
的
世
界
の
日
常
は
、
我
々
を
悪
や
弱
さ
、
不
安
や
虚
無
に
直
面
さ
せ
る
と
同
時
に
、
自
己
自
身
の
根
柢
へ
向
お
う
と
す
る
志
向

を
絶
え
ず
阻
害
す
る
。
そ
の
阻
害
に
対
抗
す
る
行
為
は
一
つ
一
つ
が
個
別
的
で
歴
史
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
歴
史
的
自
己
が
そ
の
根
柢
へ

と
自
己
矛
盾
的
に
至
る
こ
と
は
、
第
三
者
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
無
力
に
な
る

こ
と
が
有
力
に
な
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
起
す
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
自
己
の
構
造
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
事
柄
で
は
な
く
、

宗
教
者
の
実
存
に
お
け
る
経
験
の
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
も
う
ひ
と
つ
肉
迫
さ
れ
る
べ
き
宗
教
の
独
自
の
意
義
が
あ
る
。「
実
践

哲
学
序
論
」
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
実
践
と
し
て
の
宗
教
の
あ
り
方
は
、
ま
だ
根
本
的
経
験
の
事
柄
と
し
て
十
分
に
結
実
し
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、「
実
践
哲
学
序
論
」
で
は
、
西
田
が
一
と
多
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
根
本
思
想
に
よ
っ
て
宗
教
と
い
う
「
特

殊
問
題
」
を
ま
だ
解
明
し
き
れ
な
か
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
論
文
「
世
界
の
自
己
同
一
と
連
続
」（
一
九
三
五
年
）
の
な
か

で
は
、
自
己
肯
定
と
自
己
否
定
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
自
己
自
身
を
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
自
己
自
身
を
統
一

す
る
こ
と
で
あ
り
、
連
続
と
な
る
こ
と
で
あ
る
、
現
実
に
一
つ
の
世
界
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が

分
散
す
る
こ
と
で
あ
る
、
各
自
が
独
立
す
る
こ
と
で
あ
る
、
非
連
続
と
な
る
こ
と
で
あ
る
、
一
つ
の
世
界
が
消
え
行
く
こ
と
で
あ
る
」﹇
八

│
五
十
八
﹈。
こ
の
規
定
は
、
西
田
の
自
己
否
定
が
、
世
界
が
自
己
自
身
を
形
成
す
る
論
理
で
あ
る
全
体
的
一
と
個
物
的
多
と
の
絶
対
矛

盾
的
自
己
同
一
を
構
成
す
る
一
つ
の
契
機
で
あ
る
こ
と
を
、
明
確
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
自
己
否
定
を
規
定
す
る
こ
と
で
、
西
田

は
歴
史
的
実
践
と
い
う
こ
と
の
孕
む
凡
て
の
問
題
を
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
原
理
で
く
る
み
込
も
う
と
す
る
。
こ
の
自
己
否
定
に
よ
っ

て
、
宗
教
的
な
自
己
否
定
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
こ
と
が
、
こ
の
時
点
で
の
彼
の
宗
教
理
解
を
不
十
分
な
も
の
に
し
た
と
言
っ

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
か
し
た
ら
そ
れ
は
「
実
践
哲
学
序
論
」
が
宗
教
を
主
題
と
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
実
践
の
問
題
を
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主
題
と
し
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
西
田
が
『
死
に
至
る
病
』
に
着
目
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
そ
こ
で
宗
教
と
倫
理
の
関
係
が

的
確
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
評
価
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

五　
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の
他
力

　

そ
れ
で
は
、
西
田
が
宗
教
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」（
一
九
四
五
年
）
で
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
無
力
に
な
る
こ
と
が
有
力
に
な
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
浄
土
真
宗
の
教
理
の
中
核
を
な
す
「
他
力
」
と
い
う
概
念

を
直
ち
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
実
際
こ
の
論
文
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。「
元
来
、
自
力
的
宗
教
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
べ
き
で
な
い
。

そ
れ
こ
そ
矛
盾
概
念
で
あ
る
。
仏
教
者
自
身
も
此
に
誤
っ
て
居
る
。
自
力
他
力
と
云
ふ
も
、
禅
宗
と
云
い
、
浄
土
真
宗
と
云
い
、
大
乗
仏

教
と
し
て
、
固
、
同
じ
立
場
に
立
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
‥
‥
如
何
な
る
宗
教
に
も
、
自
己
否
定
的
努
力
を
要
し
な
い
も
の
は
な
い
」

﹇
十
一
│
四
一
一
﹈。
こ
こ
で
西
田
は
、
大
乗
仏
教
全
般
を
「
他
力
的
」
と
見
な
す
と
共
に
、
す
べ
て
の
宗
教
を
他
力
的
と
特
徴
づ
け
て
い

る
。
他
力
と
自
力
は
仏
教
の
中
の
区
別
で
は
な
く
、
ま
た
宗
教
の
中
の
区
別
で
す
ら
な
い
。
他
力
的
で
あ
る
こ
と
は
、
宗
教
を
宗
教
た
ら

し
め
る
特
質
に
属
す
る
。

　

こ
の
論
文
を
執
筆
す
る
前
、一
九
四
五
年
一
月
六
日
の
務
䑓
理
作
宛
の
葉
書
に「
私
は
生
命
と
い
ふ
も
の
を
書
き
終
り（
こ
れ
は「
思
想
」

に
出
る
筈
）
今
又
数
学
の
基
礎
論
を
書
い
て
ゐ
ま
す
が
こ
れ
が
す
ん
だ
ら
一
つ
浄
土
真
宗
の
世
界
観
と
い
ふ
も
の
を
書
い
て
見
た
い
と
も

思
っ
て
ゐ
ま
す
」﹇
十
九
│
三
七
五
﹈
と
い
う
一
文
が
あ
る
。「
宗
教
的
世
界
観
」
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
、
浄
土
真
宗
の
世
界
観
を
意
図

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
宗
教
的
世
界
観
」
の
一
つ
の
典
型
で
あ
っ
て
、
西
田
が
哲
学
の
立
場
か

ら「
宗
教
」と
い
う
言
葉
で
括
ら
れ
る
事
象
そ
の
も
の
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
浄
土
真
宗
に
関
心
が
向
っ
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た
原
因
と
し
て
、
研
究
者
た
ち
は
篤
信
の
信
者
で
あ
っ
た
母
親
と
の
関
係
や
生
れ
育
っ
た
宗
教
風
土
の
影
響
を
挙
げ
る
こ
と
が
多
い（

7
）。

そ
う
い
っ
た
こ
と
が
ま
っ
た
く
無
関
係
で
は
な
い
と
し
て
も
、
西
田
の
思
想
的
展
開
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
歴
史
的
実
践
と
し
て
の
宗
教

の
解
明
と
い
う
課
題
が
い
ま
だ
十
分
果
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
浄
土
真
宗
の
世
界
観
の
考
察
に
向
わ
せ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
も
、
そ
こ
で
改
め
て
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
捉
え
直
し
が
ど
の
よ
う
な
成

果
を
も
た
ら
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注（
1
） 

本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
三
日
に
京
都
で
開
催
さ
れ
た
公

共
哲
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の
発
表
原
稿
「
西
田
哲
学
と
仏
教
の
あ
わ
い
│

近
代
に
お
け
る
自
力
・
他
力
の
か
た
ち
│
」
を
大
幅
に
書
き
直
し
た
も

の
で
あ
る
。

（
2
） 『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
安
倍
能
成
他
編
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
八
〜
一
九
八
〇
年
）
か
ら
の
引
用
は
、﹇
巻
数
│
頁
数
﹈
に
よ
っ

て
そ
の
箇
所
を
示
す
。

（
3
） 

こ
の
宗
教
的
要
求
と
い
う
概
念
に
、
清
沢
満
之
の
『
宗
教
哲
学

骸
骨
』
の
「
宗
教
心
」
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
日
本
の
最
初
の
宗
教
哲
学
書
で
あ
る
『
骸
骨
』
も
、
そ
の
論
考

は
宗
教
心
の
考
察
か
ら
始
め
ら
れ
る
。宗
教
は
ど
こ
か
ら
起
こ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
か
ら
、
二
人
の
宗
教
に
つ
い
て
の
思
惟
が
始
ま
る
の
は
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
の
経
験
の
事
象
と
し
て
宗
教
を
取

り
扱
う
と
い
う
態
度
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

（
4
） 

西
田
の
哲
学
の
動
機
は
「
深
い
人
生
の
悲
哀
」
で
あ
る
こ
と
が
、

「
驚
き
（
タ
ウ
マ
ゼ
イ
ン
）」
を
動
機
と
す
る
西
洋
の
哲
学
の
伝
統
に
対

し
て
、特
徴
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、

西
田
の
哲
学
を
過
度
に
人
生
論
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
は
誤
り
で

あ
ろ
う
。
西
田
の
十
七
、八
歳
頃
（
明
治
二
十
、二
十
一
年
頃
）、
山
本

良
吉
宛
の
書
簡
で
、
西
田
は
山
本
の
「
精
神
不
朽
の
事
」
と
い
う
論
考

を
批
評
し
た
後
、「
余
は
か
く
論
ず
る
も
猥
り
に
理
学
の
門
戸
を
窺
い

哲
学
者
を
気
取
り
て
猥
り
に
生
意
気
に
宗
教
を
排
す
る
に
あ
ら
ず　

余



三
七

西
田
幾
多
郎
と
セ
ー
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
〔
氣
多
〕

は
性
宇
宙
間
の
真
理
を
究
む
る
を
以
て
非
常
の
快
楽
と
す
れ
ば　

敢
え

て
平
素
の
疑
惑
を
挙
げ
て
君
に
質
す
の
み
」﹇
十
八
│
五
﹈
と
述
べ
て

い
る
。
こ
こ
で
「
宇
宙
間
の
真
理
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
詳
し

く
は
こ
う
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
宇
宙
一
大
怪
物
に
し
て
疑
惑

の
中
に
取
り
包
か
れ
一
事
一
物
解
す
べ
き
者
は
毫
も
な
し　

見
よ
夫
れ

仰
て
見
よ
夫
蒼
穹
た
る
天
は
い
ず
れ
に
至
て
限
ら
る
る
や　

宇
宙
は　

或
は
神
は　

何
故
に
始
な
く
終
な
き
か　

嗚
呼
無
始
無
終
果
し
て
無
き

乎　

吾
人
は
夢
の
如
き
乎　

実
に
デ
カ
ー
ル
ト
を
気
取
る
て
は
な
い
が

宇
宙
間　

解
し
得
べ
き
者
一
物
か
あ
る
や　

嗚
呼
何
術
を
以
て
之
の
疑

を
解
か
ん　

嗚
呼
余
の
為
め
に
之
の
疑
を
解
く
の
人
あ
る
乎　

豈
慨
嘆

に
堪
へ
け
ん
や
」﹇
十
八
│
五
﹈。
西
田
の
哲
学
へ
の
関
心
が
宗
教
へ
の

志
向
と
均
衡
を
保
ち
つ
つ
、
貫
か
れ
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

そ
れ
は
確
か
に
生
き
る
こ
と
へ
の
問
い
を
根
柢
に
置
き
つ
つ
哲
学
が
遂

行
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
青
年
期
の
西
田
の
慨

嘆
は
、
ま
さ
に
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
驚
き
」
と
呼
ん
だ

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
西
田
の
疑
問
は
広
い
意
味
で
の
形
而
上
学
的

問
い
で
あ
る
。
西
田
哲
学
が
人
生
論
的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
西
田

の
宗
教
の
捉
え
方
が
基
本
的
に
哲
学
的
で
あ
る
と
言
っ
た
方
が
正
確
な

言
い
方
で
あ
ろ
う
。

（
5
） 

こ
れ
は
『
無
門
関
』
の
一
節
に
よ
る
。「
南
泉
、
因
み
に
趙
州
問

ふ
、〈
如
何
な
る
か
是
れ
道
〉。
泉
云
く
、〈
平
常
心
是
れ
道
〉」（
南
泉

に
趙
州
が
問
う
た
。
い
か
な
る
か
こ
れ
道
と
。
南
泉
は
平
常
心
が
こ
れ

道
で
あ
る
、
と
答
え
た
）﹇『
無
門
関
』
古
田
紹
欽
訳
注
、
角
川
文
庫
、

三
十
、三
十
頁
、
七
十
六
頁
﹈。

（
6
） 

こ
の
言
葉
は
『
論
語
』
の
次
の
一
節
か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
君
子
無
終
食
之
間
違
仁
、
造
次
必
於
是
、
顛
沛
必
於
是
」（
君
子
は
食

事
を
と
る
あ
い
だ
も
仁
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
な
く
、
急
変
の
と
き
も

き
っ
と
そ
こ
に
お
り
、
ひ
っ
く
り
か
え
っ
た
と
き
で
も
き
っ
と
そ
こ
に

い
る
）﹇『
論
語
』
金
谷
治
訳
注
、岩
波
文
庫
、一
九
六
三
年
、五
三
頁
﹈。

（
7
） 

参
照
、
竹
村
牧
男
『〈
宗
教
〉
の
核
心
│
西
田
幾
多
郎
と
鈴
木
大

拙
に
学
ぶ
│
』
春
秋
社
、
二
〇
一
二
年
。
そ
の
他
。


