
一

西
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西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
表
現
」
思
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―
―
『
善
の
研
究
』
の
成
立
と
転
回
―
―

森
　

哲

郎

　

森
で
ご
ざ
い
ま
す
。
伝
統
あ
る
西
田
・
田
辺
記
念
講
演
会
に
お
招
き
を
戴
き
誠
に
光
栄
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
と
も
な
お
話
が
で
き
る
か

心
配
で
も
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
今
日
の
お
話
は
、
以
下
の
よ
う
な
西
田
哲
学
の
前
半
の
「
表
現
」
思

想
に
な
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
一
）「
純
粋
経
験
」
の
一
背
景　

―
鈴
木
大
拙
と
の
書
簡
応
答

（
二
）『
善
の
研
究
』
の
成
立
構
造　

―
〈
脱
自
と
表
現
〉

　
　
　

1
．「
純
粋
経
験
」
の
重
層
構
造

　
　
　

2
．「
純
粋
経
験
」
の
定
義
：「
意
識
統
一
」
＝
「
無
意
識
」

　
　
　

3
． 

脱
自
と
表
現
の
相
即
（
二
つ
の
禅
語
）

　
　
　

4
．「
宗
教
的
要
求
」（
宗
教
心
）
と
し
て
の
表
現

（
三
）「
場
所
」
へ
の
転
回
と
「
表
現
」
思
想　

―
「
無
限
（
マ
マ
）
の
水
を
窮
尋
す
れ
ば
・
・
」

（
四
）
付
論
：「
場
所
」
論
三
部
作
と
「
表
現
」
の
諸
相



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
五
号

二

＊　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊

　

い
つ
か
西
谷
先
生
が
、
面
白
い
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。「
西
田
哲
学
は
あ
ま
り
に
も
大
き
く
て
、
当
時
か
ら
多
く
の
人
々
が
勝
手
に

解
釈
す
る
が
、
ち
ょ
う
ど
眼
の
不
自
由
な
人
達
が
大
き
な
象
に
触
っ
て
、
尻
尾
に
触
る
人
は
こ
れ
が
西
田
だ
、
鼻
に
触
る
ひ
と
は
ま
た
こ

れ
こ
そ
西
田
だ
と
い
う
よ
う
に
、そ
の
全
体
を
全
体
と
し
て
見
る
だ
け
の
力
が
な
い
も
の
だ
か
ら
勝
手
に
自
分
の
触
れ
た
と
こ
ろ
を
見
て
、

こ
れ
が
西
田
だ
と
言
っ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
通
り
で
す
が
、
敢
え
て
西
谷
先
生
に
反
論

す
る
な
ら
ば
、「
尻
尾
で
も
鼻
で
も
い
い
。
や
は
り
本
当
に
触
れ
る
こ
と
。
全
体
は
分
か
ら
な
く
て
も
一
点

0

0

で
も
い
い
か
ら
直
に
触
れ
て

み
る
、
或
い
は
触
れ
た
い
と
思
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
大
事
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
妄
想
か
も
し
れ
な
い
「
一
点
」
と
い
う
の

が
、
私
の
場
合
は
、「
表
現
」
思
想
、
或
い
は
「
脱
自
と
表
現
」
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
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＊

　

こ
の
「
脱
自
と
表
現
」
と
い
う
問
題
を
一
番
簡
単
に
見
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
ま
ず
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
の
直
後
に
、
西

田
が
述
べ
た
言
葉
を
、
少
し
だ
け
見
た
い
と
思
い
ま
す
。（
次
の
文
は
「
大
震
災
の
後
に
」
と
い
う
随
筆
か
ら
で
す
。
以
下
、
引
用
文
中

の
強
調
点
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。）

「
自
然
と
文
化
と
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
、
自
然
は
文
化
の
根
で
あ
る
。
深
い
大
き
な
自
然

0

0

0

0

0

0

0

を
離
れ
た
人
為
的
文
化
は
頽
廃
に

終
る
の
外
は
な
い
。
大
き
な
一
枚
の
大
理
石
か
ら
彫
（
き
ざ
）
み
出
さ
れ
た
様
な
文
化
で
あ
つ
て
ほ
し
い
。
我
々
は
い
つ
も
眼
の
前

に
ち
ら
つ
く
人
為
的
文
化
に
の
み
憧
れ
る
必
要
は
な
い
、
深
く
己
の
奥
底
に
還
つ
て

0

0

0

そ
こ
か
ら
生
き
て
出
れ
ば

0

0

0

よ
い
」（
強
調
筆
者
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十
三
―
一
二
九 「
大
震
災
の
後
に
」『
ア
ラ
ラ
ギ
』
第
十
六
巻
十
一
号
、
大
正
十
二
年
十
一
月
）。

　

こ
こ
で
の
「
深
い
大
き
な
自
然
」
と
い
う
言
葉
は
、
歴
史
的
世
界
を
重
視
し
た
西
田
に
於
い
て
は
、
実
は
稀
な
言
い
方
だ
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
の
頃
よ
り
少
し
前
の
頃
の
和
歌
に
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
　
「
大
い
な
る
自
然
の
前
に
ひ
き
出
さ
れ
打
ち
た
た
か
れ
て
立
つ
す
べ
も
な
し
」（
新
十
八
―
一
〇
〇
）
と
。

　

こ
こ
で
の
「
大
い
な
る
自
然
」
と
は
、
地
震
の
二
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
ご
長
男
の
死
の
こ
と
を
詠
っ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。

一
九
二
三
年
と
い
う
こ
の
関
東
大
震
災
の
年
は
、
御
家
族
の
病
気
な
ど
も
重
な
り
、
西
田
自
身
に
と
っ
て
も
大
き
な
転
機
の
年
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
後
に
、
あ
の
有
名
な
歌
、

　
　
「
我
心
深
き
底
あ
り
喜
び
も
憂
の
波
も
と
ど
か
じ
と
思
ふ
」（
一
九
二
三
年
二
月
二
十
日
）

こ
れ
も
一
九
二
三
年
（
二
月
二
十
日
）
の
歌
で
す
。
こ
の
歌
は
、
禅
門
で
は
有
名
な
摩ま

拏ぬ

羅ら

尊
者
の
伝で
ん

法ぽ
う

偈げ

、

「
心
は
万
境
に
随
っ
て
転
ず
、
転
処
実
に
能よ

く
幽
な
り
。
流
に
随
っ
て
性
を
認
得
す
れ
ば
、
喜
も
な
く
亦
憂
も
無
し
」（
道
前
宗
閑
、

宗
門
葛
藤
集　

四
十
五
頁　

禅
文
化
研
究
所
）



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
五
号

四

を
前
提
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
西
田
は
こ
の
偈
の
前
半
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
の
説
明
に
引
用
し
て
い
ま
す
（
一
―
三
二
八

「
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
」）。

　

今
日
は
、
こ
の
「
我
心
深
き
底
あ
り
」
の
歌
を
正
面
か
ら
解
釈
す
る
時
間
も
力
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
当
時
一
九
二
三
年
、
五
十
三
歳

の
西
田
は
、一
九
一
一
年
の
『
善
の
研
究
』
の
「
純
粋
経
験
」
の
立
場
か
ら
、一
九
二
七
年
の
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
「
場
所
」

の
立
場
へ
の
途
上
に
あ
っ
て
、
ま
さ
に
「
己
の
奥
底
」
で
苦
闘
す
る
「
自
覚
」
の
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
「
己
が
心
の
奥
底
」、「
深

き
底
」
が
、
や
が
て
「
場
所
」
の
思
想
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
訳
で
す
が
、
ま
さ
に
こ
の
「
己
の
奥
底
に
還
っ
て

0

0

0

そ
こ
か
ら
生
き
て
出
る

0

0

」

と
い
う
問
題
、
し
か
も
そ
こ
で
の
不
思
議
な
二
重
の
動
性
こ
そ
が
、
今
日
、
ご
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
西
田
の
「
表
現
」
思
想
の
問
題
で

あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
「
己
の
奥
底
に
還
つ
て
そ
こ
か
ら
生
き
て
出
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

何
か
深
刻
な
問
題
に
直
面

し
た
と
き
に
は
自
己
自
身
に
ま
で
帰
っ
て
出
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
直
面
す
る
問
題
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
そ
の
全
体

を
視
野
に
い
れ
る
た
め
に
は
、
立
ち
す
く
む
ば
か
り
で
な
く
、
後
ろ
に
下
が
っ
て
、
云
わ
ば
退
歩
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
は
な
い
が
、

einen Schritt　

zurück

し
て
考
え
る
、昔
の
言
葉
な
ら
「
退
歩
就
己
」（
歩
を
退
け
て
己
に
就
く
）
す
る
勇
気
が
要
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

初
期
の
論
文
『
自
覚
主
義
』（
一
九
〇
六
）
に
も
、「
我
々
人
間
に
於
て
は
自
己
よ
り
尚と
お
とい
も
の
は
な
い
。
自
己
が
い
つ
で
も
唯
一
實
在

で
あ
る
。
知
識
に
於
て
疑
は
し
い
こ
と
が
あ
れ
ば
自
己
に
反か
え

つ
て
く
る
。
宗
教
道
徳
に
於
て
不
満
の
こ
と
が
あ
れ
ば
又
自
己
に
反
つ
て
く

る
」（
十
三
―
九
十
一
）
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
「
自
己
に
反
え
る
」
反
自
己
主
義
は
「
意
志
の
自
覚
主
義
」
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
、
後

に
も
見
る
よ
う
に
『
善
の
研
究
』
の
中
心
問
題
と
も
な
り
ま
す
。
こ
の
大
震
災
の
文
で
は
、
こ
れ
が
、
自
分
自
身
に
還
る
ば
か
り
か
、「
自

己
の
根
底
に
ま
で
帰
っ
て
み
る
」
こ
と
と
し
て
、「
深
く
己
の
奥
底
に
還
つ
て
そ
こ
か
ら
生
き
て
出
れ
ば
よ
い
」
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
「
生0

き
て
出
る

0

0

0

0

」
に
は
、
何
か
一
度
自
分
に
死
ぬ

0

0

0

0

0

よ
う
な
自
己
の
転
換
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
不
思
議
な
二
重
の



五

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
表
現
」
思
想
〔
森
〕

運
動
（
動
性
）
が
看
取
さ
れ
ま
す
。
奥
底
に
還
る
運
動
を
「
脱
自
」、そ
し
て
「
生
き
て
出
る
」
運
動
を
独
自
の
意
味
で
「
表
現
」
と
し
て
、

「
脱
自
と
表
現
」
と
の
相
即
、
こ
の
二
重
運
動
を
考
え
て
み
た
い
の
で
す
。

　

一
般
の
西
田
研
究
で
は
、「
表
現
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
初
期
で
は
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
芸
術
論
や
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
と
の
連
関
で

問
題
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、西
田
の
「
表
現
」
思
想
は
芸
術
や
解
釈
学
を
超
え
出
る
次
元
を
含
み
ま
す
。
西
田
の
「
表

現
」
思
想
の
頂
点
は
、
後
期
の
「
世
界
の
自
己
表
現
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
最
後
の
宗
教
論
で
は
、「
宗
教
心
」
の
根
源
と
し
て
、「
神

ま
た
は
仏
の
呼
び
声
」
が
、「
名
号
」
や
「
神
の
言
葉
」
の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
今
日
の
私
の
話
は
、「
表
現
」
思
想
の

発
端
と
い
う
か
、
そ
の
萌
芽
を
、『
善
の
研
究
』
を
中
心
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　

そ
の
際
に
、
西
田
の
思
索
が
深
い
次
元
で
動
く
と
こ
ろ
、
確
か
に
当
時
の
強
力
な
他
の
哲
学
な
ど
と
の
対
決
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、

西
田
に
独
自
の
本
質
的
な
思
索
の
源
泉
、
所
謂
「
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
」
の
「
そ
こ
」
を
ま
ず
理
解
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
そ
こ
か

ら
そ
こ
」
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
（『
哲
学
論
文
集
第
三
』
の
序
文
）。

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

た
。
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ

0

0

0

0

0

0

0

と
い
ふ
立
場
を
把
握
す
る
に
あ
つ
た
」（
九
―
三
）。

　

こ
の
「
根
本
」
に
し
て
「
直
接
」
な
る
「
そ
こ
」
は
、西
田
哲
学
の
出
発
点
と
し
て
、「
純
粋
経
験
」
に
し
て
そ
の
源
泉
で
あ
り
、「
そ
こ
」

に
は
西
田
が
若
き
日
に
行
じ
た
禅
か
ら
の
浸
透
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。「
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
」
或
い
は
「
そ
こ
へ
・
そ
こ
か
ら
」、
い
ず

れ
に
せ
よ
不
思
議
な
二
重
の
動
性
が
、
否
定
即
肯
定
の
相
即
と
し
て
、「
脱
自
と
表
現
」
と
い
う
問
題
に
な
る
訳
で
す
が
、
こ
の
相
即
の

背
後
に
は
、
西
田
が
打
ち
込
ん
だ
「
禅
」
の
修
行
に
由
来
す
る
幾
つ
か
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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史
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六

（
一
）『
善
の
研
究
』
の
一
背
景　

―
―
大
拙
と
の
書
簡
応
答
―
―

　

西
田
に
お
け
る
「
禅
と
哲
学
」
と
い
う
問
題
は
、
上
田
先
生
に
よ
っ
て
極
め
て
緻
密
か
つ
徹
底
し
て
究
明
さ
れ
、
西
田
研
究
全
体
を
一

新
す
る
よ
う
な
基
礎
を
作
ら
れ
ま
し
た
。
殊
に
「
事
実
と
説
明
」
と
の
峻
別
は
、
こ
の
問
題
探
求
の
不
動
の
前
提
と
な
り
ま
し
た
。
た
だ

こ
の
峻
別
、
或
い
は
乖
離
を
か
ろ
う
じ
て
越
え
て
、
双
方
を
結
合
す
る
も
の
と
し
て
の
「
宗
教
心
」、
或
い
は
「
宗
教
的
要
求
」
と
い
う

問
題
を
も
う
少
し
考
え
ら
れ
な
い
か
、
少
し
新
た
な
問
題
設
定
を
考
え
て
み
た
い
と
願
う
訳
で
す
。

　

西
田
独
自
の
「
宗
教
」
理
解
と
し
て
は
、
最
初
期
か
ら
「
宗
教
は
事
実
な
り
、
智
の
説
明
あ
り
て
事
実
あ
る
に
あ
ら
ず
」（
十
三
―

七
十
五
）
と
か
「
打
テ
ト
モ
引
ケ
ト
モ
動
カ
ザ
ル
精
神
上
ノ
事
実
」（
十
八
―
五
十
六
）
な
ど
端
的
な
事
実
性
の
重
視
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
最
後
の
宗
教
論
の
冒
頭
ま
で
徹
底
一
貫
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
「
事
実
」
の
重
視
は
、
ま
さ
し
く
西
田
が
行
じ
た
禅
か
ら
来
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
「
禅
と
哲
学
」
に
関
す
る
西
田
自
身
の
証
言
と
し
て
は
、
弟
子
の
西
谷
啓
治
先
生
の
問
い
、
即
ち
「
西
田
哲
学
の
背
後
に
は
、
や
は
り

何
か
禅
的
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
七
十
三
歳
の
西
田
が
手
紙
で
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。　

「
背
後
に
禅
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

と
云
は
れ
る
の
は
全
く
さ
う
で
あ
り
ま
す　

私
は
固
よ
り
禪
を
知
る
も
の
で
は
な
い
が
元
来
人
は
禪
と
い

ふ
も
の
を
全
く
誤
解
し
て
居
る
の
で　

禪
と
い
ふ
も
の
は
真
に
現
實
把
握

0

0

0

0

を
生
命

0

0

と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
お
も
ひ
ま
す　

私
は

こ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
が
何
と
か
し
て
哲
学
と
結
合

0

0

し
た
い　

こ
れ
が
私
の
三
十
代
か
ら
の
念
願
で
御
座
い
ま
す（
中
略
）

哲
学
の
立
場
宗
教
の
立
場
も
こ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
考
へ
て
行
き
た
い
と
お
も
ひ
ま
す
」（
十
九
―
二
二
四
強
調
筆
者
）
と
。
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こ
こ
か
ら
見
て
も
、〈
禅
と
哲
学
と
の
結
合
〉
は
西
田
の
生
涯
の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
問
題
の
要
と
な
る
の
は
、「
現

実
把
握
を
生
命
と
す
る
禅
」
が
、
西
田
哲
学
の
成
立
へ
と
、
か
の
「
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
」
ど
の
よ
う
に
浸
透
し
た
の
か
と
い
う
点
で
す
。

ま
さ
に
「
純
粋
経
験
」
の
成
立
構
造
が
問
題
と
な
る
訳
で
す
。

　

そ
こ
で
ひ
と
つ
、
今
日
は
〈
西
田
哲
学
へ
の
禅
の
浸
透
〉
に
関
し
て
の
歴
史
的
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
、
鈴
木
大
拙
の
証
言
や
書
簡
応

答
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
の
で
す
。
大
拙
が
、『
日
本
的
霊
性
』
の
中
で
、
法
然
と
親
鸞
の
二
人
を
一
人
格
と
み
る
面
白
い
解
釈
を
し
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
に
倣
っ
て
西
田
と
大
拙
と
を
重
ね
て
見
る
工
夫
に
よ
っ
て
開
明
さ
れ
る
次
元
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。（
既
に
西
田
の

最
初
の
弟
子
の
森
本
省
念
老
師
は
大
拙
と
寸
心
と
を
重
ね
る
見
方
を
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。）

　

先
ず
そ
の
証
言
と
は
、「
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
へ
の
序
文
」（
鈴
木
大
拙
全
集
、
岩
波
新
版　

三
五
―
一
〇
五
）
で
す
。
出
版

五
十
年
記
念
の
一
九
六
〇
年
に
『
善
の
研
究
』
が
初
め
て
英
訳
さ
れ
た
時
、
大
拙
が
英
語
で
書
い
た
序
文H

ow
 to R

ead N
ishida

の

邦
訳
（
増
谷
文
雄
訳
）
で
、新
版
全
集
に
集
録
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い
資
料
で
す
。
直
訳
す
れ
ば
、「
西
田
を
ど
う
読
む
か
」
と
い
う
〈
問
い
〉

に
な
り
ま
す
。
先
ず
そ
の
冒
頭
で
、「
西
田
の
絶
対
無
の
哲
学
は
、
思
う
に
、
い
さ
さ
か
禅
の
体
験
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
理
解
し
が
た

い
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、「
彼
は
禅
を
西
洋
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
自
己
の
使
命
と
考
え
た
」（
三
十
五
―
一
〇
六
）
と
言
う
。
こ
れ
だ
け

を
見
る
と
、
九
十
歳
の
大
拙
が
何
か
自
分
自
身
の
こ
と
を
西
田
に
重
ね
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
、
大
拙
な
り
の
「
私
と
汝
」

の
転
語
で
し
ょ
う
か
、「
さ
あ
、
西
田
を
ど
う
見
る
か
」
と
い
う
我
々
後
代
へ
の
問
い
か
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。〈
東
西
の
対
照
〉
は
大
拙

の
戦
略
で
し
ょ
う
が
、西
田
に
禅
を
強
く
重
ね
て
見
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
東
洋
に
は「
実
在
の
問
題
」に
取
り
組
む「
独
自
の
方
法
」（
＝

即
ち
禅
）が
あ
り
、「
西
洋
は
知
性
に
訴
え
て
二
元
論
的
世
界
か
ら
出
発
す
る
が
、東
洋
は「
空
」の
大
地

0

0

0

0

を
し
っ
か
り
踏
み
し
め
る
」（
三
十
五

―
一
〇
六
）
と
言
う
の
で
す
。
こ
の
「
空く
う

の
大
地
」
と
い
う
大
拙
の
不
思
議
な
言
葉
は
、
ど
う
し
て
も
西
田
の
「
無
の
場
所
」
を
喚
起
す
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八

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
一
九
二
三
年
の
「
我
心
深
き
底
あ
り
」
の
短
歌
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。）

　

も
う
ひ
と
つ
、今
日
は
特
に
皆
様
に
お
示
し
し
た
い
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
が
、 

若
き
西
田
と
大
拙
、こ
の
二
人
に
お
け
る
決
定
的
な「
私
と
汝
」

の
場
面
の
一
端
と
し
て
、
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
の
書
簡
応
答
で
す
。

　

二
人
の
生
涯
に
は
不
思
議
な
偶
然
や
同
時
性
が
あ
り
ま
す
。
明
治
三
十
（
一
八
九
七
年
）、
二
人
と
も
同
じ
二
十
七
歳
の
時
、
大
拙
は

三
月
に
渡
米
し
、
西
田
は
七
月
に
京
都
の
妙
心
寺
専
門
僧
堂
に
初
め
て
参
禅
し
ま
す
。
一
人
は
未
知
の
外
国
へ
、
一
人
は
禅
寺
の
大
摂
心

（
集
中
坐
禅
）
へ
、
お
互
い
に
生
涯
の
新
た
な
出
発
が
同
時
に
起
こ
っ
て
い
る
訳
で
す
。

　

後
年
の
西
田
は
、「
黒
板
に
向
つ
て
一
回
轉

0

0

0

を
な
し
た
と
云
へ
ば
、
そ
れ
で
私
の
傳
記
は
盡
き
る
」（
十
二
―
一
六
九
）
と
書
き
ま
し
た

が
、
こ
の
「
一
回
転
」
に
は
、
生
涯
の
危
機
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
特
に
明
治
三
十
年
、
西
田
二
十
七
歳
の
五
月
、
妻
の
家
出
と
離
婚
・

父
と
の
確か
く

執し
つ

・
第
四
高
等
学
校
の
ド
イ
ツ
語
教
諭
職
の
突
然
の
解
雇
な
ど
が
一
挙
に
出
し
ゅ
っ

来た
い

し
ま
す
。
ど
こ
に
も
居
場
所
の
無
い
西
田
が
飛

び
込
ん
だ
の
が
妙
心
寺
の
専
門
道
場
の
大
接
心
で
あ
り
、
西
田
の
参
禅
修
行
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
六
年
間
の
西
田
の

参
禅
修
行
、
特
に
公
案
を
め
ぐ
る
修
行
は
な
か
な
か
に
苦
し
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
明
治
三
十
四
年
、
三
十
一
歳
の
時
に
雪せ
つ

門も
ん

老

師
か
ら
「
寸す
ん

心し
ん

」
の
居
士
号
は
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
翌
年
に
は
最
初
の
公
案
を
「
無
字
か
ら
隻
手
に
替
え
ら
れ
る
」（
十
七
―
八
十
七
）

な
ど
苦
渋
を
極
め
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
こ
の
頃
の
「
悪
戦
苦
闘
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」、
そ
れ
が
明
治
三
十
五
年
の
と
き
の
書
簡
応
答
な
の

で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
九
月
二
十
三
日
付
け
の
大
拙
の
手
紙
（
以
下
Ａ
と
略
す
）
と
十
月
二
十
七
日
付
け
の
西
田

の
手
紙
（
Ｂ
と
略
す
）
と
が
、
ま
さ
し
く
「
私
と
汝
」
の
如
く
、
出
会
う
こ
と
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
双
方
の
日
付
の
時
差
は
、
当
時
の

船
便
で
の
日
程
と
す
れ
ば
、
西
田
は
大
拙
に
即
答
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
西
田
の
日
記
を
吟
味
す
る
と
、
十
月
二
十
八
日
付
け

で
「
午
後
大
拙
へ
の
手
紙
を
草
す
。
本
日
大
拙
よ
り
久
し
ぶ
り
に
て
面
白
き
手
紙
来
る
。
大
拙
へ
金
十
円
送
る
。」（
十
七
―
九
十
五
）
と



九

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
表
現
」
思
想
〔
森
〕

あ
り
ま
す
。
や
は
り
西
田
は
間
髪
を
入
れ
ず
に
応
答
し
た
の
で
す
。
こ
の
Ａ
も
Ｂ
も
、
各
々
の
研
究
者
に
既
知
で
あ
る
は
ず
で
す
が
、
不

思
議
な
こ
と
に
、
Ａ
と
Ｂ
の
連
関
、
Ａ
へ
の
Ｂ
の
応
答
に
は
充
分
な
注
目
が
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
是
非
そ
の
応
答
の
要
か
な
め

四
つ
を

順
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
﹇
Ａ
と
Ｂ
、
各
々
前
半
と
後
半
、
ⅰ
か
ら
ⅳ
ま
で
と
し
ま
す
。﹈

（
ⅰ
）
先
ず
Ａ
で
は
、
大
拙
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
を
読
ん
だ
所
感
を
語
り
、

（
ⅱ
）
こ
の
読
書
が
引
き
金
に
な
り
大
拙
の
鎌
倉
で
の
「
見
性
」
の
想
起
が
語
ら
れ
る
。

こ
れ
に
呼
応
し
て
の
Ｂ
で
は
、

（
ⅲ
）
西
田
の
哲
学
の
着
想
（
心
の
経
験
・
意
志
・
直
観
）
が
言
及
さ
れ
、

（
ⅳ
）
西
田
自
身
の
参
禅
修
行
の
辛
い
現
状
が
吐
露
さ
れ
、
大
拙
の
助
言
を
求
め
る
、
と
い
う
よ
う
な
内
容
順
序
に
な
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
以
下
（
ⅰ
）
と
（
ⅲ
）
と
の
対
応
、（
ⅱ
）
と
（
ⅳ
）
と
の
呼
応
の
順
に
見
て
行
こ
う
。

　
（
ⅰ
）
ま
ず
Ａ
の
（
ⅰ
）
で
す
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
著
作
（『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』）
は
、「
頗
る
面
白
し
（
中
略
）
同
教
授
は
余
程
宗

教
心
に
富
む
と
見
え
た
り
、（
中
略
）
フ
ィ
リ
ン
グ
を
第
一
と
し
て
イ
ン
テ
レ
ッ
ク
ト
を
次
に
置
き
、
宗
教
は
哲
学
、
科
学
を
離
れ
て
別

調
の
生
涯
あ
り
、
而
し
て
此
生
涯
は
事
実
な
り
と
説
く
、
君
も
し
閑
あ
ら
ば
一
読
し
て
見
玉
わ
ん
か
、
必
ず
君
を
益
す
る
所
あ
ら
ん
と
信

ず
、」（
三
十
六
―
二
二
二
強
調
筆
者
）。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
「
宗
教
心
」
の
重
視
、「
感
情
を
第
一
と
し
て
知
性
を
次
」
と
す
る
、ま
た
「
宗

教
は
哲
学
と
別
調
の
生
涯
あ
り
、
し
か
も
こ
の
生
涯
は
事
実
な
り
」
と
い
う
立
場
の
紹
介
、
こ
れ
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
紹
介
と
い
う
よ
り

も
む
し
ろ
、
ほ
と
ん
ど
後
年
の
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
を
髣
髴
と
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
（
ⅲ
）
こ
れ
に
応
答
し
て
Ｂ
の
（
ⅲ
）
で
す
が
、
西
田
も
そ
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
本
を
是
非
読
み
た
い
と
述
べ
つ
つ
、
現
今
の
宗
教
哲
学

や
倫
理
学
の
現
状
を
批
判
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。「
今
の
西
洋
の
倫
理
学
と
い
ふ
者
は
全
く
知
識
的
研
究
に
し
て　

議
論
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一
〇

は
精
密
で
あ
る
が
人
心
の
深
きsoul-experience

に
着
目
す
る
者
一
も
あ
る
な
し　

全
く
自
己
の
脚
根
下
を
忘
却
し
去
る
」（
十
八
―

六
十
）
と
。
そ
し
て
「
近
頃
徒
然
に
ダ
ン
テ
の
神
曲
を
よ
む　

ダ
ン
テ
の
如
き
は
此
のexperience

を
有
せ
る
一
人
な
ら
ん　

余
常
に

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
意
志
を
根
本
と
な
す
説
及
其reine A

nschauung

の
説
は
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
のIntellect

を
主
と
す
る
説
よ
り

遥
に
趣
味
あ
り
且
つdeep

な
り
と
思
ふ
が
い
か
ん
」（
十
八
―
六
十
）
と
問
い
返
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
他
の
哲
学
者
の
名
を
借
り
て
は

い
ま
す
が
、
こ
の
〈
意
志
と
純
粋
直
観
は
知
性
よ
り
もdeep

深
い
〉
と
す
る
根
本
的
着
想
に
は
、
宗
教
へ
の
関
心
も
含
め
て
、
既
に
「
純

粋
経
験
」
の
基
礎
構
造
を
看
取
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

以
上
の
二
人
の
書
簡
応
答
は
、
こ
れ
だ
け
で
も
哲
学
の
出
立
点
と
し
て
、『
善
の
研
究
』
成
立
の
一
背
景
と
し
て
、
既
に
貴
重
な
歴
史

的
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
当
時
の
二
人
に
と
っ
て
、
も
っ
と
貴
重
で
大
切
な
こ
と
は
、
お
互
い
に
、「
己
事
究
明
」
と

し
て
の
参
禅
修
行
な
の
で
す
。
二
人
に
共
通
の
臨
済
系
の
修
行
で
は
、
師
家
の
許
で
の
入
室
参
禅
（
公
案
に
よ
る
問
答
）
が
決
定
的
位
置

を
占
め
る
訳
で
す
が
、
大
拙
は
、
鎌
倉
円
覚
寺
を
遠
く
離
れ
て
既
に
五
年
以
上
に
な
り
、
や
や
焦
燥
孤
立
の
只
中
で
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
「
宗

教
的
経
験
の
諸
相
」
の
中
に
、
自
己
の
「
見
性
」
を
思
い
出
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
す
。
こ
れ
が
Ａ
の
（
ⅱ
）
の
部
分
で
す
。

　
（
ⅱ
）「
之
に
就
き
思
い
起
す
は
、
予
の
嘗
て
鎌
倉
に
在
り
し
時
、
一
夜
期
定
の
坐
禅
を
了お

へ
禅
堂
を
下
り
、
月
明
に
乗
じ
て
樹
立
の
中

を
過
ぎ
帰
源
院
の
庵あ
ん

居ご

に
帰
ら
ん
と
し
て
山
門
近
く
下
り
来
る
と
き
、
忽こ
つ

然ね
ん

と
し
て
自み
ず
から
を
わ
す
る
、
否
、
全
く
忘
れ
た
る
に
は
あ
ら
ざ

り
し
が
如
し
、
さ
れ
ど
月
の
あ
か
き
に
樹じ
ゆ

影え
い

参さ
ん

差さ

し
て
地
に
印
せ
る
の
状
、
宛え
ん

然ぜ
ん

画
の
如
く
、
自み
ず
から

其そ
の

画
中
の
人
と
な
り
て
、
樹
と
吾
と

の
間
に
何
の
区
別
も
な
く
、
樹
是
吾
れ
、
吾
れ
是
れ
樹

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
本
来
の
面
目
、
歴れ
き

然ぜ
ん

た
る
思
あ
り
き
、
や
が
て
庵
に
帰
り
て
後
も
胸
中
釈
然
と

し
て
少
し
も
凝
ぎ
ょ
う

滞た
い

な
く
、
何
と
な
く
歓
喜
の
情
に
充
つ
、
当
時
の
心
状
今
一
々
言
詮
し
難
し
、
頃
日
ゼ
ー
ム
ス
氏
の
書
を
読
む
に
至
り
て
、

予
の
境
涯
を
其
ま
ゝ
に
描
か
れ
た
る
心
地
し
、数
年
来
な
き
命
の
洗
濯
し
た
り
、（
中
略
）
こ
の
境
涯
は
哲
学
に
あ
ら
ず
、道
徳
に
あ
ら
ず
、

意
識
の
上
へ
一
寸
顔
を
出
し
て
閃せ
ん

電で
ん

せ
ん
が
如
く
亦
直
に
引
き
込
む
刹
那
、
悟
入
す
る
所
あ
り
て
安
心
の
語
を
得
る
な
り
、
機
一
髪
な
り
」



一
一

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
表
現
」
思
想
〔
森
〕

（
三
十
六
―
二
二
二
強
調
筆
者
）
と
。

　

こ
れ
は
大
拙
二
十
五
歳
の
円
覚
寺
で
の
臘
八
大
摂
心
で
の
「
見
性
」
体
験
で
す
。
禅
の
実
地
の
修
行
で
は
、
大
拙
は
西
田
よ
り
も
一
歩

先
輩
で
し
た
が
、
他
方
で
西
田
の
道
心
の
深
さ
に
打
た
れ
て
、
大
拙
の
方
で
も
、
修
行
も
仕
事
も
、
西
田
と
「
共
に
道
に
進
む
こ
と
」
の

大
事
を
深
く
感
じ
て
い
て
、
こ
れ
を
書
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　
（
ⅳ
）
す
る
と
西
田
は
、
大
拙
の
「
樹
是
吾
れ
、
吾
れ
是
れ
樹
」
と
い
う
臘
八
接
心
で
の
「
見
性
」
経
験
を
初
め
て
聞
い
て
、
大
き
な

衝
撃
を
受
け
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
手
紙
Ａ
に
呼
応
し
て
、
西
田
は
記
し
ま
す
、「
君
がreligious experience

の
話
始
め
て
承
り
面

白
く
感
じ
候　

小
生
も
数
年
前
一
た
び
こ
の
事
に
心
を
傾
け
し
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
此
事
は
一
日
も
忘
れ
申
さ
ず
」（
十
八
―
六
十
）と
。

こ
こ
に
は
、
大
拙
と
西
田
と
の
不
思
議
な
互
い
の
〈
自
覚
覚
他
〉
の
響
き
合
い
が
あ
り
ま
す
。
西
田
は
大
拙
に
対
し
て
何
処
ま
で
も
正
直

に
、
自
己
自
身
の
苦
修
の
現
状
を
告
白
し
ま
す
。
例
え
ば
、
雪
門
老
師
の
参
禅
に
て
公
案
を
「
無
字
」
か
ら
「
隻
手
」
へ
変
更
さ
れ
た
惨

状
を
訴
え
、「
余
は
独
参
し
て
も
仕
方
な
き
様
に
存
じ
候　
（
中
略
）　

和
尚
公
案
を
許
し
た
り
と
て
自
分
に
て
不
満
足
な
れ
ば
何
の
功
も

な
し
」（
十
八
―
六
十
）
と
公
案
修
行
へ
の
疑
問
や
愚
痴
さ
え
も
漏
ら
し
て
い
ま
す
。
公
案
の
変
更
は
、
老
師
か
ら
の
老
婆
親
切
で
し
ょ

う
が
、
公
案
に
命
を
か
け
た
参
禅
者
か
ら
す
れ
ば
自
己
の
同
一
性
を
無
く
す
よ
う
な
消
沈
絶
望
で
も
あ
り
ま
す
。　

　

し
か
し
西
田
は
、
そ
れ
で
も
手
紙
の
結
び
に
記し
る
しま
す
、「
君
の
手
紙
は
余
に
取
り
て
非
常
に
奮ふ
ん

発ぱ
つ

心し
ん

を
与
ふ　

何な
に

卒と
ぞ

時
々
宗
教
上
の
話

を
か
き
て
く
れ
玉
へ　

余
も
俗
界
に
頭
出
頭
没
し
な
が
ら
も
此
事
は
必
ず
成
就
せ
ず
ん
ば
死
し
て
瞑め
い

せ
ざ
ら
ん
と
欲
す　

君
乞
ふ
余
の
微び

衷ち
ゅ
うを
思
ひ
く
れ
ら
れ
よ
」（
十
八
―
六
十
一
強
調
筆
者
）
と
。

　

こ
こ
に
は
、
大
拙
へ
の
懇
願
を
通
し
て
西
田
自
身
の
「
切
」
な
る
求
道
心
が
吐
露
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
自
身
と
し
て
は
、
こ
こ
に
言
わ

れ
る「
非
常
の
奮
発
心
」に
注
目
し
た
い
の
で
す
。
大
拙
も
、他
の
手
紙
で
も
度
々
、西
田
の
道
心
・
願
心
の
深
さ
に
驚
嘆
し
て
い
ま
す
。「
君

が
毎
度
の
手
紙
何
ぞ
真
率
に
し
て
道
念
に
深
き
や
。（
略
）
予
は
勉
め
て
君
が
友
人
た
る
に
愧
ぢ
ざ
る
を
期
せ
ん
」（
三
十
六
―
一
五
六
）



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
五
号

一
二

と
か
「
君
が
道
に
志
す
の
深
き
、
仮
令
未
だ
徹
底
す
る
あ
ら
ず
と
す
る
も
、
此
一
念
だ
に
取
り
失
は
ず
ば
、　

従
来
の
骨
折
り
は
早
晩
正

比
例
を
以
て
報
い
ら
る
る
と
き
あ
る
べ
し
」（
三
十
六
―
一
九
二
）
な
ど
と
、
西
田
の
「
志
願
遠
大
」・「
大
根
器
」・「
発
憤
」（
三
十
六
―

一
〇
四
）
を
深
く
敬
い
大
い
に
励
ま
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
西
田
の
「
奮
発
心
」
に
着
目
し
、
強
調
し
た
い
の
に
は
幾
つ
か
の
理
由
が
あ
り
ま
す
。
先
ず
禅
門
の
伝
統
に
お
い
て
も
、
修
行

を
支
え
る
三
つ
の
柱
と
し
て
、「
大
信
根
」（
大
き
く
信
じ
る
根
）
と
「
大
疑
団
」（
大
き
な
疑
い
の
か
た
ま
り
）
と
「
大
憤
志
」（
大
き
な

い
き
ど
お
り
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
殊
に
「
大
憤
志
」
は
、
他
者
へ
の
憤
り
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
へ
の
憤
り

で
あ
り
、
己
事
究
明
の
〈
志
（
こ
こ
ろ
ざ
し
）〉
の
真
偽
が
問
わ
れ
る
次
元
で
あ
り
ま
す
。「
踏
み
出
す
一
歩
で
江
戸
ま
で
届
く
」
と
言
わ

れ
る
「
発
心
」
の
問
題
で
す
。
そ
し
て
西
田
哲
学
の
基
礎
構
造
を
見
る
上
で
も
、
こ
の
「
奮
発
心
」（
＝
憤
志
）
と
し
て
の
〈
志
〉（
こ
こ

ろ
ざ
し
）
は
、
後
述
の
よ
う
に
、「
純
粋
経
験
」
の
、〈
思
惟
・
意
志
・
直
観
〉
と
い
う
重
層
構
造
の
中
心
の
位
置
を
占
め
る
「
意
志
」
の

問
題
と
し
て
決
定
的
に
重
要
な
の
で
す
。
さ
ら
に
こ
の
憤
志
は
、
自
己
の
転
換
を
求
め
る
「
厳
粛
な
る
意
志
の
要
求
」
た
る
「
宗
教
的
要

求
」（
＝
「
宗
教
心
」
一
―
一
七
〇
）
と
し
て
、
西
田
哲
学
の
根
本
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

（
二
）『
善
の
研
究
』
の
基
礎
構
造　

―　

脱
自
と
表
現

　
『
善
の
研
究
』
は
、
不
思
議
な
著
作
で
あ
り
、
西
田
哲
学
の
出
発
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
或
る
意
味
で
は
西
田
哲
学
全
体
を
最
後
ま
で

先
駆
す
る
よ
う
な
、
一
貫
し
た
体
系
性
を
孕
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

既
に
上
田
先
生
は
、「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」
と
い
う
序
の
一
文
に
お
い
て
、「
純
粋
経
験
」

の
不
思
議
な
三
つ
の
次
元
を
看
取
さ
れ
、
深
く
鋭
い
洞
察
を
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
私
自
身
も
先
生
に
教
え
ら
れ
、
ま
た
西
谷
先
生
の
御
本



一
三

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
表
現
」
思
想
〔
森
〕

か
ら
の
示
唆
も
あ
り
、
こ
の
書
物
の
全
体
の
「
目
次
」
を
概
観
し
て
、〈
図

1
〉
に
あ
り
ま
す
よ
う
な
、「
純
粋
経
験
」
の
重
層
性
、
独
特
の
三
層
構
造

の
面
白
い
連
関
に
気
づ
き
ま
し
た
。

（
1
）「
純
粋
経
験
」
の
重
層
構
造

　

著
作
全
体
の
四
つ
の
編
〈
純
粋
経
験
（
根
底
）・
実
在
（
骨
子
）・
善
（
中

心
）・
宗
教
（
終
結
）〉
か
ら
な
る
横
の
四
部
構
成
と
、「
余
の
思
想
の
根
底
」

と
さ
れ
る
第
一
編
「
純
粋
経
験
」
の
内
的
分
節
の
四
つ
の
章
〈
純
粋
経
験
・

思
惟
・
意
志
・
知
的
直
観
〉
で
あ
る
縦
の
四
部
構
成
と
、
こ
の
横
と
縦
と
の

双
方
に
は
独
特
の
対
応
連
関
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

著
作
全
体
の
構
成
を
よ
く
概
観
す
る
と
、
先
ず
「
純
粋
経
験
」
の
位
置
が

ま
さ
に
〈
著
作
全
体
・
第
一
編
・
第
一
章
〉
と
い
う
入
れ
子
構
造
と
し
て
三

重
の
位
相
を
な
し
、こ
の
尖
端
の
第
一
章
の
位
置
を
要か
な
めに
し
て
、第
一
編
「
純

粋
経
験
」
の
内
的
分
節
の
〈
思
惟
・
意
志
・
知
的
直
観
〉
と
第
二
・
三
・
四
編

の
〈
実
在
・
善
・
宗
教
〉
と
が
対
応
連
関
す
る
こ
と
が
看
取
で
き
ま
す
。
即

ち
「
純
粋
経
験
」
の
三
重
の
位
相
と
同
時
に
、〈
思
惟
と
実
在
、
意
志
と
善
、

知
的
直
観
と
宗
教
〉
と
い
う
三
層
の
対
応
連
関
が
現
れ
ま
す
。
こ
の
三
層
構

造
は
、
そ
の
後
の
西
田
哲
学
の
独
自
な
展
開
に
い
つ
も
伴
う
の
で
す
。
先
ず



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
五
号

一
四

第
二
・
三
・
四
編
の
順
序
、〈
学
問
（
哲
学
）・
道
徳
（
行
為
）・
宗
教
（
表
現
）〉
と
い
う
順
序
、〈
哲
学
・
行
為
・
表
現
〉
と
い
う
枠
組
み
は
、

西
田
の
思
索
に
一
貫
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
西
田
前
期
の
「
純
粋
経
験
・
自
覚
・
場
所
」
と
い
う
転
回
も
、
更
に
場
所
の
体
系
の
内
で

の
「
一
般
者
の
階
層
」
即
ち
「
判
断
的
一
般
者
・
自
覚
的
一
般
者
・
叡
智
的
一
般
者
」
の
展
開
も
、
そ
の
基
礎
構
造
は
、
こ
の
三
層
連
関

の
内
に
萌
芽
的
に
先
駆
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
図
2
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
要か
な
めと

な
る
「
純
粋
経
験
」
の
三
重
の
位
置
を
始
点
Ａ
と
し
て
、「
根
底
」
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
内

的
分
節
「
思
惟
・
意
志
・
直
観
」
に
、
長
い
準
備
期
の
研
究
ノ
ー
ト
『
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
』
以
来
の
「
知
・
意
・
情
」
の
統
合
モ

チ
ー
フ
（
知
に
対
す
る
情
意
の
根
源
的
優
位
）
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、〈
図
2
〉
の
よ
う
な
「
純
粋
経
験
」
の
重
層
構
造
〈
思
惟
・
意
志
・

直
観
〉
が
看
取
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
著
作
の
一
番
の
意
図
は
、
冒
頭
の
「
純
粋
経
験
」
の
端
的
な
提
示
に
あ
る
訳
で
す
。
曰
く
「
経
験
す
る
と
い
ふ
の
は
事
実
其
侭
に

知
る
の
意
で
あ
る
。
全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
て
、
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
例
へ
ば
、
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、・・・

未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
」（
一
―
九
）。
こ
の
提
示
は
こ
れ
だ
け
で
も
決
定
的
で
す
が
、
哲
学
思
索
の
課
題
と
し
て
は
、
次
の
第
二
段
落

に
あ
る
、「
如
何
な
る
精
神
現
象
が
純
粋
経
験
の
事
実
で
あ
る
か
。（
中
略
）
余
は
凡
て
の
精
神
現
象
が
こ
の
形
に
於
て
現
は
れ
る
も
の
で

あ
る
と
信
じ
る
」（
一
―
十
強
調
筆
者
）
と
い
う
論
証
に
あ
る
の
で
す
。

　

即
ち
、こ
の
「
色
を
見
、音
を
聞
く
刹
那
」
の
極
め
て
単
純
な
純
粋
経
験
が
、単
な
る
「
見
聞
覚
知
」（
図
2
で
い
う
と
Ⅰ
の
直
覚
・
感
覚
）

に
尽
き
る
こ
と
な
く
、
Ⅱ
の
「
思
惟
」
を
通
し
て
「
実
在
」
に
し
て
か
つ
そ
の
根
底
と
し
て
（
第
二
編
）、
ま
た
Ⅲ
の
「
意
志
」
を
通
し

て
「
善
」（
善
く
生
き
る
行
為
）
の
根
底
と
し
て
（
第
三
編
）、
更
に
Ⅳ
の
「
知
的
直
観
」
を
通
し
て
自
己
の
根
源
に
徹
す
る
「
宗
教
的
覚

悟
」（
第
四
編
）
ま
で
通
底
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
論
証
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
こ
の
論
証
は
、〈
Ⅰ
↓
Ⅱ
↓
Ⅲ
↓
Ⅳ
〉
と
い
う
純
粋
経

験
の
「
自
発
自
展
」
で
も
あ
り
、「
知
情
意
」
の
重
層
性
を
貫
い
て
、「
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
」
と
い
う
単
純
な
経
験
が
同
時
に
本
質



一
五

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
表
現
」
思
想
〔
森
〕

的
な
宗
教
性
へ
ま
で
連
な
る
と
い
う
仕
方
で
、「
真
の
自
己
」
が
探
究
さ
れ
る
「
己
事
究
明
」
の
道
で
も
あ
る
の
で
す
。
第
三
編
の
終
わ

り
に
も
、気
迫
に
満
ち
た
言
葉
で
、「
実
地
上
の
善
と
は
た
だ
一
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
。即
ち
真
の
自
己
を
知
る
と
い
う
に
尽
き
て
居
る
」（
一

―
一
六
七
）
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
真
の
自
己
を
知
る

0

0

」
自
覚
こ
そ
が
純
粋
経
験
の
頂
点
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
頂
は
、
同
時
に
そ
の

裾
野
に
無
限
の
拡
が
り
と
無
限
の
深
ま
り
を
含
み
ま
す
。「
我
々
の
意
識
の
根
底
に
は
い
か
な
る
場
合
に
も
純
粋
経
験
の
統
一
が
あ
っ
て
、

我
々
は
こ
の
外
に
超
出
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
」（
一
―
一
八
六
）
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
も
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
論
証
に
際
し
て
は
、
後
で
も
見
る
よ
う
に
、
常
に
「
無
意
識
」（
一
―
十
七
、二
十
、八
十
）
と
い
う

知
の
脱
自
的
な
否
定
性
の
次
元
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。
純
粋
経
験
と
い
う
「
こ
の
形
」
は
、
知
と
情
意
の
重
層
性
の
み
な
ら
ず
否
定
即
肯
定

の
不
思
議
な
二
重
の
相
即
を
孕
ん
で
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
序
の
有
名
な
言
葉
、「
個
人
あ
つ
て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
、
経
験
あ
つ
て
個
人
あ
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
一
―
四
）
と
い
う
〈
純
粋

経
験
の
宣
言
テ
ー
ゼ
〉の
言
葉
に
も
、こ
の
相
即
は
出
て
い
ま
す
。
こ
の
文
の
前
半
の
否
定
が〈
脱
自
〉、後
半
の
表
裏
す
る
肯
定
が〈
表
現
〉

に
対
応
し
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
元
々
『
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
』
の
「
實
在
の
真
景
」
と
い
う
断
片
で
は
、「
人
あ
り
て
情
意
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
ら
ず
、
情
意
あ
り
て
人
が
あ
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
情
意
の
事
實
は
永
久
に
新
た
な
る
實
在
で
あ
る
」（
十
六
―
三
六
五 cf.

一
―
六
十
二
）

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
い
わ
ば
底
ぬ
け
の
喜
び
や
悲
し
み
、
天
地
一
杯
の
情
意
の
と
こ
ろ
で
、
通
常
の
「
我
」
の
枠
を
破
っ
た
よ
う
な
脱
自

的
な
経
験
を
す
る
。
上
田
先
生
の
言
い
方
な
ら
ば
、「
自
己
が
破
ら
れ
て
世
界
が
新
し
く
な
る
、
そ
れ
が
経
験
で
あ
る
」（
上
田
閑
照
）
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
上
記
の
〈
図
2
〉
で
言
え
ば
、
Ａ
の
始
点
か
ら
下
の
深
み
へ
帰
る
方
向
が
〈
脱
自
〉、
深
み
か
ら
上
へ
の
展
開
の

方
向
が
〈
表
現
〉
に
な
り
ま
す
。〈
脱
自
〉
と
は
固
定
さ
れ
た
知
の
枠
を
破
っ
て
そ
の
底
の
情
意
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
り
、〈
表
現
〉
と
は

知
の
根
底
の
深
み
（
情
意
）
か
ら
の
実
在
の
現
成
で
す
。〈
脱
自
〉
と
〈
表
現
〉
は
表
裏
相
即
し
ま
す
。﹇
も
っ
と
も
「
脱
自
」
と
い
う
哲

学
用
語
は
、『
善
の
研
究
』
に
は
出
て
来
ま
せ
ん
が
、
研
究
ノ
ー
ト
の
『
断
章
』（
十
六
―
三
五
〇
）
に
プ
ロ
テ
ィ
ヌ
ス
のEkstase

と
し
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て
出
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
は
珍
し
く
、「
感
覚
」
と
い
う
言
葉
が
出
さ
れ
、「
思
想
の
頂
點
」
に
し
て
「
宗
教
の
極
點
」
はEkstase

（
脱
自
）

に
あ
り
と
言
わ
れ
ま
す
。﹈　

（
2
）
純
粋
経
験
の
定
義　

―
―
「
意
識
統
一
」
＝
「
無
意
識
」
―
―

　

こ
の
〈
脱
自
即
表
現
〉
の
次
元
は
、
純
粋
経
験
の
定
義
に
も
直
結
し
ま
す
。「
純
粋
経
験
の
直
接
に
し
て
純
粋
な
る
所
以
は
、（
中
略
）

具
体
的
意
識
の
厳
密
な
統
一
に
あ
る
」（
一
―
十
二
）
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
意
識
の
「
真
の
統
一
作
用

は
い
つ
も
無
意
識
で
あ
る
」（
一
―
八
十
）
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
〈
無
意
識
〉
が
問
題
の
要
で
す
。
し
か
も
こ
の
「
無
意
識
と
意
識
と

の
関
係
」
は
、「
意
識
統
一
と
意
識
内
容
と
の
関
係
」
で
あ
り
、
こ
の
関
係
こ
そ
が
、『
善
の
研
究
』
全
体
を
一
貫
す
る
根
本
着
想
で
あ
り
、

実
在
編
の
「
精
神
と
自
然
」
や
更
に
宗
教
編
の
「
神
と
世
界
と
の
関
係
」（
一
―
一
八
九
）
に
ま
で
徹
底
的
に
貫
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
関
係
を
「
純
粋
経
験
の
事
実
」
に
ま
で
引
き
戻
し
て
、「
要
す
る
に
神
と
世
界
と
の
関
係
は
意
識
統
一
と
そ
の
内
容
と
の
関
係
で
あ
る
」

（
一
―
一
九
一
）
と
洞
察
す
る
処
に
、
西
田
の
思
索
の
大
胆
な
徹
底
性
が
あ
る
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
見
る
と
世
界
（
宇
宙
）
は
「
神
の
表

現
（m

anifestation

）」（
一
―
一
七
八
）
と
言
わ
れ
ま
す
。
他
方
、
こ
の
〈
意
識
統
一
と
し
て
の
神
〉
は
、
絶
対
に
対
象
化
で
き
な
い
非

対
象
性
と
し
て
、「
真
の
無
」（
一
―
一
九
〇
）
や
「
無
底
」（U

ngrund

）
と
も
言
わ
れ
、
後
の
「
無
の
場
所
」
の
問
題
へ
ま
で
連
な
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
「
無
意
識
」
の
と
こ
ろ
は
、
決
定
的
な
要か
な
めで
す
。
特
に
純
粋
経
験
は
「
事
実
の
直
覚
」（
一
―
十
五
）
で
あ
り
、
こ
の
直
覚
の
「
外

に
出
る
こ
と
は
で
き
ぬ
」（
一
―
十
六
）
と
か
、「
意
識
現
象
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
す
る
『
善
の
研
究
』
の
根
本
の
立
場
に
と
っ
て
、

こ
の
「
無
意
識
」
は
、
絶
対
の
矛
盾
で
す
。〈
意
識
の
統
一
自
体
は
無
意
識
で
あ
る
〉。
直
に
意
識
す
る
働
き
そ
れ
自
身
は
、
意
識
の
対
象

と
は
な
り
え
な
い
、
対
象
化
さ
れ
る
の
は
意
識
内
容
で
あ
っ
て
、
意
識
す
る
統
一
作
用
で
は
な
い
。
こ
の
作
用
性
す
ら
も
後
の
「
場
所
」



一
七

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
表
現
」
思
想
〔
森
〕

の
立
場
で
は
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
意
識
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
た
瞬
間
に
、
そ
れ
は
「
意
識
し
た
意
識
」
に

す
ぎ
な
い
。「
意
識
す
る

0

0

0

0

意
識
」（
＝
「
絶
対
無
の
場
所
」
十
二
―
十
五
）
は
「
取
り
残
さ
れ
た
問
題
」
と
な
る
訳
で
す
。
意
識
は
〈
意
識

的
〉
で
は
〈
な
い
〉。
意
識
の
直
接
性
は
〈
意
識
の
無
〉
で
す
。
命
題
的
に
い
え
ば
、「
意
識
は
無
意
識
で
あ
る
」
と
い
う
逆
説
（Paradox

）

に
も
な
り
ま
す
が
、こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、禅
門
か
ら
の
「
眼
は
眼
を
見
ず

0

0

0

0

0

0

」
と
か
、後
の
西
田
の
「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
四
―
六
）

と
い
う
究
極
の
脱
自
性
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
西
田
の
「
無
意
識
」
と
は
、〈
意
識
の
無
〉
と
し
て
の
〈
意
識
の
生

け
る
直
接
性
〉
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
、
後
に
「
意
識
の
背
後
に
は
何
物
を
も
考
へ
ら
れ
な
い
、
何
物
か
の
上
に
立
つ
な
ら
ば
意
識
で
は

な
い
。
意
識
は
何
処
ま
で
も
直
接
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
四
―
三
一
三
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
無
と
し
て
の
意
識
」
が
、「
無
の
場
所
」

へ
の
入
り
口
に
な
る
わ
け
で
す
。

（
3
）
脱
自
と
表
現 

の
相
即
（
二
つ
の
禅
語
）

　
『
善
の
研
究
』
で
は
、既
に
第
三
編
「
善
」
の
後
半
に
お
い
て
道
徳
（
哲
学
）
か
ら
宗
教
へ
の
道
の
通
底
が
看
取
さ
れ
ま
す
。
即
ち
「
善
」

と
は
「
自
己
の
発
展
完
成self-realization

」
で
あ
り
、「
竹
は
竹
、
松
は
松
と
各
自
そ
の
天
賦
を
充
分
に
発
揮
す
る
よ
う
に
、
人
間
が

人
間
の
天
性
自
然
を
発
揮
す
る
の
が
人
間
の
善
で
あ
る
」（
一
―
一
四
五
）
と
言
わ
れ
、「
自
己
の
真
実
在
」
と
の
一
致
と
し
て
「
最
上
の

善
」
は
、「
自
己
の
真
を
知
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
体
得
」（
一
―
一
四
七
）
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
か
仏
教
へ
の
言
及
や
、

僅
か
で
す
が
禅
語
の
引
用
も
散
見
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、「
仏
教
の
根
本
思
想
」
と
し
て
、「
自
己
と
宇
宙
と
は
同
一
の
根
柢
を
も
つ
て
い

る
、
否
直
に
同
一
物
で
あ
る
」
と
か
、「
我
々
が
實
在
を
知
る
と
い
ふ
の
は
、
自
己
の
外
の
も
の
を
知
る
の
で
は
な
い
、
自
己
自
身
を
知

る
の
で
あ
る
」（
一
―
一
六
四
）
と
言
わ
れ
、「
我
が
見
る
世
界
を
離
れ
て
我
は
な
い
」
と
し
て
「
天
地
同
根
万
物
一
体
」（
一
―
一
五
六

＝
精
確
に
は
「
天
地
与
我
同
根
、
万
物
与
我
一
体
」）
と
い
う
肇
じ
ょ
う

法
師
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
ま
す
。
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確
か
に
、こ
の
よ
う
な
方
向
で
、「
花
を
見
た
時
は
即
ち
自
己
が
花
と
な
つ
て
居
る
」（
一
―
九
十
四
）
と
い
う
「
主
客
合
一
」
と
し
て
、「
純

粋
経
験
」
の
肯
定
面
が
強
調
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
「
主
客
合
一
」
の
裏
に
は
厳
し
い
否
定
の
〈
脱
自
面
〉
が
あ
る
こ
と
を

看
過
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、
第
三
編
の
最
終
部
「
完
全
な
る
善
行
」
で
は
、
か
の
「
實
地
上
の
善
」
と
は
、「
真
の
自
己
を
知
る
と
い
う
に
盡
き
て
居
る
」

と
述
べ
た
後
で
、「
而
し
て
真
の
自
己
を
知
り
神
と
合
す
る
法
は
、
唯
主
客
合
一
の
力
を
自
得
す
る
に
あ
る
の
み
で
あ
る
。
而
し
て
此
力

を
得
る
の
は
我
々
の
此
偽
我
を
殺
し
盡
し
て
一
た
び
此
世
の
慾
よ
り
死
し
て
後
蘇
る
の
で
あ
る
」（
一
―
一
六
八
）
と
い
う
極
め
て
厳
し

い
〈
自
己
の
転
換
〉
を
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
宗
教
道
徳
美
術
の
極
意
」
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
再
生
」
や
仏
教
の
「
見
性
」

と
見
て
い
ま
す
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、こ
れ
を
単
純
な「
ジ
ョ
ッ
ト
ー
の
一
圓
形
」（
一
―
一
六
八
）の〈
自
得
〉に
譬
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
一
円
形
」、
ま
た
そ
の
「
道
徳
上
」
の
「
自
得
」
と
い
う
着
眼
に
は
、「
再
生
」
や
「
見
性
」
な
ど
の
極
め
て
深
い
宗
教
経
験
を
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
極
め
て
身
近
な
日
常
の
具
体
性
へ
と
事
実
化
す
る
、
或
い
は
行
為
へ
と
表
現
化
す
る
不
思
議
な
方
向
と
立
場
が
示

唆
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
禅
の
立
場
、
か
の
（
西
谷
先
生
の
手
紙
の
問
い
へ
の
答
え
と
し
て
の
）「
現
実
把
握
を
生
命
と
す
る
」

（
十
九
―
二
二
四
）
と
い
う
禅
の
浸
透
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
実
証
す
る
よ
う
な
箇
所
、
し
か
も
そ
こ
に
禅
語
の
引

用
の
あ
る
二
つ
の
箇
所
を
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
（
ⅰ
）
一
つ
は
第
一
編
「
純
粋
経
験
」
第
四
章
「
知
的
直
観
」
の
最
終
部
で
す
。「
真
の
宗
教
的
覚
悟
」
と
は
、思
惟
や
意
志
の
根
底
の
「
深

遠
な
る
統
一
を
自
得
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、「
知
的
直
観
」
と
し
て
の
「
深
き
生
命
の
捕
捉
」（
一
―
四
十
五
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
次
の

よ
う
に
も
言
わ
れ
ま
す
。

「
自
己
と
い
つ
て
別
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
真
の
自
己
と
は
こ
の
統
一
的
直
覚
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
古
人
も
終
日
な
し
て
而



一
九

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
表
現
」
思
想
〔
森
〕

も
行
せ
ず
と
い
つ
た
が
、
若
し
此
の
直
覚
よ
り
見
れ
ば
動
中
に
静
あ
り
、
為
し
て
而
も
為
さ
ず
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
」（
一
―

四
十
五
）。

　

こ
の
〈
動
中
の
静
〉
は
、
禅
門
で
の
不
思
議
な
言
葉
「
仕
事
す
る
な
、
坐
禅
せ
よ
」
に
典
型
的
で
す
が
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
禅
語

「
終ひ
ね
も
す日

行ぎ
ょ
うじ

て
而
も
未
だ
嘗
て
行ぎ
ょ
うぜ

ず
」（「
終ひ
ね
も
す日

説
い
て
而
も
未
だ
嘗
て
説
か
ず
」
碧
巌
録
第
十
六
則
「
鏡
清
啐
啄
機
」）
の
よ
う
に
、
仕

事
を
や
っ
て
、
や
っ
て
や
り
抜
い
て
、
し
か
も
や
っ
た
と
い
う
意
識
の
跡
を
残
さ
な
い
と
い
う
、
活
動
の
只
中
で
の
自
由
、
所
謂
「
動
中

の
工
夫
」
を
指
す
の
で
し
ょ
う
。（
こ
の
行
為
の
脱
自
性
は
「
無
の
場
所
」
に
も
直
結
し
ま
す
。）

　
（
ⅱ
）
も
う
ひ
と
つ
の
「
ジ
ョ
ッ
ト
ー
の
一
圓
形
」（
一
―
一
六
八
）
の
よ
う
な
単
純
な
行
為
の
具
体
化
を
示
す
箇
所
と
し
て
は
、
第
三

編
第
十
章
「
人
格
的
善
」
の
最
終
部
で
す
が
、こ
こ
に
は
さ
り
げ
な
く
括
弧
入
り
で
、か
の
「
平
び
ょ
う

常じ
ょ
う

底て
い

」
の
源
泉
と
な
る
『
無
門
関
』
の
「
平

常
心
是
道
」（
第
十
九
則
）
か
ら
の
引
用
が
み
ら
れ
ま
す
。

「
真
の
意
識
統
一
と
い
ふ
の
は
我
我
を
知
ら
ず
し
て
自
然
に
現
は
れ
来
る
純
一
無
雑
の
作
用
で
あ
つ
て
、
知
情
意
の
分
別
な
く
主
客

の
隔
離
な
く
独
立
自
全
な
る
意
識
本
来
の
状
態
で
あ
る
。
我
々
の
真
人
格
は
此
の
如
き
時
に
其
全
体
を
現
は
す
の
で
あ
る
。
故
に
人

格
は
単
に
理
性
に
あ
ら
ず
欲
望
に
あ
ら
ず
況
ん
や
無
意
識
衝
動
に
あ
ら
ず
、
恰
も
天
才
の
神
来
の
如
く
各
人
の
内
よ
り
直
接
に
自
発

的
に
活
動
す
る
無
限
の
統
一
力
で
あ
る
（
古
人
も
道
は
知
、
不
知
に
属
せ
ず
と
い
っ
た
）」（
一
―
一
五
二
）。

　

こ
こ
で
の
「
我
我
を
知
ら
ず
し
て

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
言
葉
、
即
ち
「
我
、
我
を
知
ら
ず
」（
わ
れ
し
ら
ず
）
と
い
う
脱
自
性
に
注
目
し
た
い
の

で
す
。（
文
庫
本
や
新
版
全
集
は
「
我
々
」
と
誤
っ
て
表
記
し
て
い
ま
す
。）「
我
我
を
知
ら
ず
し
て
自
然
に
現
れ
来
る
純
一
無
雑
」
と
い
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う
珍
し
い
言
葉
こ
そ
、
単
純
な
行
為
の
生
き
た
具
体
性
の
現
成
〈
表
現
〉
を
示
す
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
括
弧
内
の
「
道
は
知
、
不
知

に
属
せ
ず
」
と
い
う
一
文
こ
そ
、『
無
門
関
』
第
十
九
則
「
平
常
是
道
」
か
ら
の
次
の
引
用
な
の
で
す
。
こ
れ
は
猫
を
切
っ
た
南
泉
と
「
無

字
」
で
有
名
な
趙
州
と
の
問
答
で
す
。

「
南
泉
、
因
に
趙
州
問
う
、
如
何
な
る
か
是
れ
道
。
泉
云
く
、
平
常
心
是
れ
道
。
州
云
く
、
還
っ
て
趣
向
す
べ
き
や
否
や
。
泉
云
く
、

向
は
ん
と
擬
す
れ
ば
即
ち
乖
く
。
州
云
く
、
擬
せ
ず
ん
ば
争い
か
でか

是
れ
道
な
る
こ
と
を
知
ら
ん
。
泉
云
く
、
道
は
知
に
も
属
さ
ず
、
不

知
に
も
属
さ
ず
、
知
は
是
れ
妄
覚
、
不
知
は
是
れ
無
記
。
若
し
真
に
不
疑
の
道
に
達
せ
ば
、
猶
太
虚
の
廓
然
と
し
て
洞
豁
な
る
が
如

し
。
豈
強
い
て
是
非
す
べ
け
ん
や
。
州
言
下
に
於
い
て
頓
悟
す
」（『
無
門
関
』
第
十
九
則 

平
常
是
道　

五
十
六
頁　

柴
山
全
慶
）。

趙
州
が
あ
る
時
南
泉
に
、「
道
と
は
何
で
す
か
」
と
問
う
た
。「
平
常
の
心
が
道
だ
」
と
南
泉
は
答
え
た
。「
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に

そ
れ
に
向
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
」
と
趙
州
は
尋
ね
た
。「
向
か
お
う
と
努
め
れ
ば
道
か
ら
離
背
し
て
し
ま
う
」
と
南
泉
の
答
え
。
趙

州
は
更
に
問
う
た
。「
も
し
努
め
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
平
常
心
が
道
で
あ
る
こ
と
が
知
り
得
ま
し
ょ
う
。」
南
泉
は
答
え
た
。「
道

は
知
に
も
属
さ
な
い
し
、
不
知
に
も
属
さ
な
い
。
知
は
妄
想
で
あ
り
、
不
知
は
空
虚
で
あ
る
。
も
し
ほ
ん
と
う
に
不
疑
の
道
を
体
得

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
太
虚
が
郭
然
と
し
て
限
り
の
な
い
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
の
時
道
に
是
非
の
分
別
の
沙
汰
が
あ
ろ
う

か
。」
こ
の
言
葉
に
趙
州
は
頓
悟
し
た
。

　

こ
の
問
答
の
吟
味
は
割
愛
し
ま
す
が
、〈
道
を
求
め
る
〉
趙
州
の
問
い
に
は
切
々
た
る
苦
し
み
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
南
泉
の
指

摘
「
向
は
ん
と
擬
す
れ
ば
即
ち
乖
く
」
と
い
う
自
己
矛
盾

0

0

0

0

に
も
人
間
の
根
源
的
要
求
の
謎
と
い
う
か
、〈
哲
学
と
宗
教
〉
の
深
い
謎
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
自
己
矛
盾
をSelbst-A

nziehung
（
自
己
牽
引
）
と
し
て
の
「
存
在
の
根
本
矛
盾
」
と
か
「
存
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西
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「
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現
」
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想
〔
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在
の
不
幸
」
と
呼
び
ま
し
た
。
こ
の
痛
切
な
問
い
へ
の
応
答
が
、
こ
こ
で
は
「
道
は
知
に
も
、
不
知
に
も
属
せ
ず
」
と
い
う
〈
知
・
不
知
〉

の
是
非
を
越
え
た
端
的
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

西
田
最
後
の
宗
教
論
で
は
、「
平
び
ょ
う

常じ
ょ
う

底て
い

」は
、「
逆
対
応
」と
セ
ッ
ト
で
出
さ
れ
ま
し
た
。ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
よ
う
な
深
刻
な「
逆
対
応
」

の
宗
教
思
想
も
、こ
れ
が
我
々
の
日
常
性
、「
平
常
底
」と
結
合
し
な
け
れ
ば
、本
当
の
生
き
た
思
想
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
よ
う
に
し
て
、

最
後
の
立
場
と
し
て「
平
常
底
」の
立
場
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
最
後
は
最
初
と
呼
び
合
う
よ
う
に
、こ
の『
善
の
研
究
』に
お
い
て
も
、

究
極
の
善
の
行
為
と
は
、
特
別
な
人
間
の
特
別
な
「
一
大
事
業
」
で
は
な
く
て
、「
誰
に
も
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
一
―
一
六
七
）
と

西
田
自
身
が
言
う
、
そ
の
「
平
び
ょ
う

常じ
ょ
う」
の
具
体
性
と
、
あ
る
が
ま
ま
の
単
純
性
の
行
為
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
「
善
行
（
為
）
の
極
致
」
が
、「
主
客
相
没
し
物
我
相
忘
れ
天
地
唯
一
実
在
の
活
動
あ
る
の
み
」（
一
―
一
五
六
）
に
成
立
す
る
よ

う
に
、
知
情
意
を
尽
く
し
た
「
人
格
的
要
求
」
と
し
て
の
「
至
誠
」
は
、「
自
己
の
全
力
を
盡
し
き
り
、
殆
ど
自
己
の
意
識
が
無
く
な
り
、

自
己
が
自
己
を
意
識
せ
ざ
る
所
に
、
始
め
て
真
の
人
格
の
活
動
を
見
る
」（
一
―
一
五
四
）
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
も
単
純
な
る
「
意
識
せ

ざ
る
」
脱
自
性
の
次
元
が
出
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
〈
脱
自
〉
モ
チ
ー
フ
は
、『
善
の
研
究
』
全
体
で
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
す
が
、〈
表
現
〉
モ
チ
ー
フ
と
の
と
相
即
す
る

素
晴
ら
し
い
箇
所
と
し
て
は
、
宗
教
編
の
最
後
の
第
五
章
「
知
と
愛
」
に
出
る
次
の
一
文
で
す
。

「
例
へ
ば
我
々
が
自
己
の
好
む
所
に
熱
中
す
る
時
は
殆
ど
無
意
識

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
自
己
を
忘
れ
、唯
自
己
以
上
の
不
可
思
議
力

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
独
り
堂
々

と
し
て
働
い
て
居
る
。
此
時
が
主
も
な
く
客
も
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

、
真
の
主
客
合
一
で
あ
る
。
こ
の
時
が
知
即
愛
、
愛
即
知
で
あ
る
」（
一
―

一
九
八　

強
調
筆
者
）。
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こ
こ
に
〈
脱
自
と
表
現
〉
の
相
即
が
、
ま
さ
に
〈
知
即
愛
〉
と
し
て
見
事
に
出
て
い
ま
す
。「
人
間
一
生
の
仕
事
が
知
と
愛
と
の
外
な

い
と
す
れ
ば
（
我
々
は
日
々
に
他
力
信
心
の
上
に
働
い
て
居
る
）」（
一
―
一
九
九
）、即
ち
我
々
は
日
日
、こ
の
「
自
己
以
上
」
の
〈
表
現
〉

の
次
元
に
触
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。〈
表
現
〉
と
は
、
本
質
的
に
〈
宗
教
的
次
元
〉
の
根
源
的
肯
定
性
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

〈
脱
自
と
表
現
〉
は
、
禅
門
で
は
「
上
求
菩
提
、
下
化
衆
生
」
と
し
て
、
ま
さ
し
く
根
源
的
に
〈
智
慧
と
慈
悲
〉
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。

〈
向
上
門
〉
が
〈
脱
自
〉
な
ら
、〈
表
現
〉
は
〈
向
下
門
〉
と
な
る
で
し
ょ
う
。

（
4
）「
宗
教
的
要
求
」（
宗
教
心
）
と
し
て
の
「
表
現
」
思
想

　

最
後
に『
善
の
研
究
』の
頂
点
と
も
い
う
べ
き「
宗
教
的
要
求
」（
或
い
は「
宗
教
心
」）を「
表
現
」の
問
題
と
し
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。「
宗

教
」
は
、西
田
に
と
っ
て
「
哲
学
」
の
「
終
結
」
で
あ
っ
て
、哲
学
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
西
田
の
宗
教
論
、あ
る
い
は
独
自
の
「
宗

教
／
哲
学
」
の
特
徴
は
、宗
教
を
究
明
す
る
発
端
と
い
う
か
、Anfang

（
は
じ
め
）
に
「
宗
教
的
要
求
」
が
据
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。『
善

の
研
究
』
第
四
編
「
宗
教
」
の
第
一
章
が
、
第
二
章
「
宗
教
の
本
質
」
に
先
駆
け
て
「
宗
教
的
要
求
」
と
さ
れ
た
意
義
は
極
め
て
深
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
冒
頭
は
有
名
で
す
。

「
宗
教
的
要
求
は
自
己

0

0

に
対
す
る
要
求

0

0

で
あ
る
、
自
己
の
生
命
に
つ
い
て
の
要
求
で
あ
る
。（
中
略
）
真
正
の
宗
教
は
自
己
の
変
換
、

生
命
の
革
新
を
求
め
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
一
点
な
お
自
己
を
信
ず
る
の
念
あ
る
間
は
未
だ
真
正
の
宗
教
心

0

0

0

と
は
い
わ
れ
な
い
の

で
あ
る
。（
中
略
）
宗
教
的
要
求
は
我
々
の
已や

ま
ん
と
欲
し
て
已
む
能
わ
ざ
る
大
な
る
生
命
の
要
求

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
、
厳
粛
な
る
意
志
の
要

求
で
あ
る
」（
一
―
一
六
九　

強
調
筆
者
）。
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こ
の
始
め
の
「
自
己
に
対
す
る
要
求
」
と
、「
自
己
」
の
転
換
を
経
て
の
「
大
い
な
る
生
命
の
要
求
」
と
で
は
、
同
じ
「
要
求
」
と
は

言
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
微
妙
な
〈
向
上
・
向
下
〉
の
相
即
が
あ
り
、
同
じ
「
宗
教
心
」
が
、
脱
自
的
な
通
路
を
超
え
て
、
実
は
表
現
的

な
世
界
を
開
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
も
そ
こ
で
「
意
志
の
要
求
」
と
は
、
知
的
探
究
（
哲
学
の
立
場
）
を
超
え
た
自
己
の
実
存
の
自
覚
で
あ
り
、
文
字
通
り
「
生
き
て

出
る
か
」
ど
う
か
の
命
が
け
の
自
己
そ
の
も
の
の
要
求
で
す
。
い
わ
ば
自
己
の
要
求
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
の
要
求
と
し
て
の
自
己

の
発
見
が
自
覚
と
な
る
。
だ
が
最
も
用
心
す
べ
き
は
、
己
お
の
れ

独
り
の
「
安あ
ん

心じ
ん

」
や
救
い
を
求
め
る
個
人
的
欲
求
は
、「
利
己
心
の
変
形
」（
一

―
一
七
〇
）
と
言
わ
れ
、
断
じ
て
本
当
の
宗
教
心
で
は
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
西
田
独
自
の
「
表
現
」
思
想
の
源
泉
（
＝
実
地
の

修
行
）
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
宗
教
心
は
、
既
に
大
拙
と
の
往
復
書
簡
で
み
た
よ
う
に
禅
門
で
は
、「
発
菩
提
心
」
と
か
「
発
心
」
と
言
わ
れ
る
。「
初
発
心
時
便

成
正
覚
」（
し
ょ
ほ
っ
し
ん
じ
べ
ん
じ
ょ
う
し
ょ
う
が
く
＝
「
初
め
て
心
を
発
す
る
時
す
な
わ
ち
正
覚
を
成
ず
」）
と
も
言
わ
れ
、
本
当
に

坐
ろ
う
と
捨
て
身
の
決
心
が
定
ま
る
と
き
、発
心
は
正
覚
に
通
底
す
る
と
言
い
ま
す
。「
踏
み
出
す
一
歩
で
江
戸
ま
で
届
く
」と
い
う
道
心
、

願
心
、
あ
の
大
憤
志
が
尊
ば
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
自み
ず
から

坐
ろ
う
と
い
う
心
を
起
こ
す
こ
と
は
、
単
に
個
人
的
な
決
意
で
は
な
く
、
そ
こ
に

は
自
お
の
ず
から
自
己
を
超
え
て
何
か
自
己
を
沈
黙
せ
し
め
て
坐
ろ
う
と
さ
せ
る
も
の
が
現
前
し
て
い
る
。
坐
禅
は
、
何
も
為
さ
ぬ
行
為
の
深
淵

0

0

で

あ
り
、
身
体
に
よ
る
身
体
の
沈
黙

0

0

で
す
が
、
同
時
に
願
心
の
表
現

0

0

と
も
な
り
ま
す
。
願
心
も
、
個
人
の
恣
意
的
な
願
望
で
は
な
く
、
む
し

ろ
個
々
の
願
望
が
尽
き
果
て
た
と
こ
ろ
か
ら
個
人
を
超
え
て
現
前
し
て
く
る
「
大
い
な
る
生
命
」
の
表
現
で
あ
り
ま
す
。
興
味
深
い
こ
と

に
、
願
心
（
宗
教
心
）
が
、
特
別
の
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、「
す
べ
て
の
人
の
心
の
底
に
潜
む
も
の
」（
十
一
―
四
一
八
）
と
さ
れ
、

願
そ
れ
自
体
は
人
に
よ
り
経
験
に
よ
り
「
ど
こ
ま
で
も
豊
富
、
深
遠
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
」（
一
―
四
十
一
）、
無
限
に
深
く
大
き
く
な

り
う
る
、
と
西
田
自
身
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
願
心
に
よ
る
日
常
工
夫
こ
そ
、
行
為
に
よ
る
表
現
の
世
界
で
あ
り
、
日に
ち
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日に
ち

の
平
び
ょ
う

常じ
ょ
うの

建こ
ん

立り
ゅ
うと

な
る
の
で
す
。
若
き
西
田
の
言
葉
に
、「
斯
の
如
き
世
に
何
を
楽
ん
で
生
る
か
。
呼
吸
す
る
も
一ひ
と
つの

快
楽
な
り
」（
十
三

―
四
三
九
）
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
坐
る
時
の
「
数す

息そ
く

観か
ん

」
で
し
ょ
う
か
、
息
を
す
る
と
い
う
単
純
な
行
為
を
通
し
て
身
心

一
如
の
禅
定
と
と
も
に
、
大
拙
の
言
葉
に
あ
っ
た
、
あ
の
「
空
の
大
地
」
へ
と
開
か
れ
て
行
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

禅
の
本
領
は
、お
そ
ら
く
、こ
の
身
体
の
沈
黙
か
ら
願
の
表
現
へ
、身
心
一
如
か
ら
身
心
脱
落（
脱
落
身
心
）へ
の
転
換
に
あ
る
で
し
ょ
う
。

身
心
一
如
（
或
い
は
か
の
「
純
粋
経
験
」
の
「
意
識
統
一
」）
の
そ
の
「
一
」
ま
で
が
消
え
て
ゼ
ロ
に
な
っ
た
と
き
、
全
体
（
ト
ー
タ
ル
）

と
な
る
。
こ
の
飛
躍
の
と
こ
ろ
に
「
自
性
即
（
す
な
わ
ち
）
無
性
」（
坐
禅
和
讃
）
の
「
見
性
」
が
あ
り
、「
見
」
即
「
現
」
と
し
て
、
西

田
の
「
表
現
」
が
あ
る
。
こ
の
「
見
」
即
「
現
」
と
し
て
の
「
表
現
」
は
、か
の
「
ジ
ョ
ッ
ト
ー
の
一
円
形
」
を
禅
の
十
牛
図
の
「
円
相
」

と
重
ね
て
解
釈
す
る
と
分
か
り
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

難
解
な
西
田
哲
学
も
、
実
は
十
牛
図
か
ら
見
直
す
と
理
解
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
今
回
は
詳
し
く
話
す
時
間

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
極
く
簡
単
に
言
う
な
ら
ば
、
第
三
図
の
「
見
牛
」
に
「
純
粋
経
験
」
を
、
第
四
図
か
ら
第
七
図
へ
の
展
開
に
「
自
覚
」

の
深
ま
り
を
、
そ
し
て
第
八
図
の
「
空
円
相
」
に
「
無
の
場
所
」
を
看
取
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
第
三
図
の
「
純
粋
経
験
」
は
、
本
来

的
に
〈
㊂
／
㊇
〉
と
し
て
、
㊇
の
「
無
の
場
所
」
ま
で
の
展
開
を
含
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
後
期
の
「
行
為
的
直
観
」
と
も
な
り
、
㊇
か

ら
見
た
一
切
が
「
世
界
の
自
己
表
現
」
に
連
な
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
特
に
「
表
現
」
思
想
は
、
㊇
か
ら
の
見
直
し
と
い
う
不
思
議
な

次
元
を
含
ん
で
い
て
、
そ
こ
か
ら
見
る
と
㊂
の
「
純
粋
経
験
」
以
前
の
第
一
図
・
第
二
図
に
相
応
す
る
「
宗
教
的
要
求
」（
宗
教
心
）
は

格
別
の
重
み
と
深
み
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
あ
ら
た
め
て
思
う
次
第
で
す
。



二
五

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
表
現
」
思
想
〔
森
〕

（
三
）「
場
所
」
へ
の
転
回
と
「
表
現
」
思
想　

―
―
「
無
限
（
マ
マ
）
の
水
を
窮
尋
す
れ
ば
・
・
」

　

以
上
は
、『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
表
現
」
思
想
を
瞥
見
し
た
の
で
す
が
、
時
間
の
許
す
か
ぎ
り
、
純
粋
経
験
か
ら
自
覚
を
経
て
「
無

の
場
所
」
へ
と
い
う
転
回
の
筋
道
を
少
し
見
て
み
た
い
の
で
す
。
と
い
う
の
も
「
場
所
」
ま
で
の
転
回
を
も
含
め
て
初
め
て
洞
察
で
き
る

「
純
粋
経
験
」
の
意
義
も
あ
る
か
ら
で
す
。

　
「
場
所
」
へ
の
転
回
と
は
、
西
田
の
証
言
に
よ
れ
ば
、「
純
粋
経
験
」
か
ら
『
自
覚
』
に
お
け
る
「
絶
対
意
志
の
立
場
」
を
経
て
、
主
著

『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
「
場
所
」
論
文
ま
で
の
思
索
の
大
き
な
展
開
の
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
主
著
の
表
題
『
働
く
も
の
か

ら
見
る
も
の
へ
』
自
体
が
、
文
字
通
り
〈
意
志
か
ら
直
観
へ
の
転
回
〉
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
そ
の
意
図
は
、
主
著
の
序
に
お
い
て
、「
有

る
も
の
働
く
も
の
の
す
べ
て
を
、
自
ら
無
に
し
て

0

0

0

0

0

0

自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
も
の
の
影
と
見
る
の
で
あ
る
、
す
べ
て
の
も
の
の
根
底
に
見0

る
も
の
な
く
し
て
見
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
と
い
ふ
如
き
も
の
を
考
え
た
い
」（
四
―
六
「
序
」）
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
「
影
」
を
「
表
現
」
と
転
語
す

れ
ば
よ
い
の
で
す
。

　

こ
の
「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
西
田
独
自
の
根
本
着
想
に
は
、
お
そ
ら
く
禅
か
ら
の
浸
透
、
例
え
ば
「
直
に
見
る
は
み
る

0

0

も
の
な
し

0

0

0

0

」
と
い
う
至
道
無
難
禅
師
（『
即
心
記
』）
な
ど
の
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
直
接
な
る
純
粋
経
験
の
無
我
性
が
端
的
に

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
純
粋
経
験
か
ら
自
覚
を
経
て
場
所
へ
と
い
う
西
田
前
期
の
、
こ
の
〈
経
験
・
自
覚
・
場
所
〉
と
い
う
転
回

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
実
は

既
に
見
た
純
粋
経
験
の
重
層
構
造
〈
思
惟
・
意
志
・
直
観

0

0

0

0

0

0

〉
の
根
底
へ
の
遡
行
深
化
の
大
き
な
反
復
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
遡

行
深
化
が
直
観
の
底
の
「
無
の
場
所
」
の
脱
自
性
へ
と
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
今
度
は
主
著
の
表
題
を
逆
転
し
た
よ
う
な
『
見
る
も
の
か
ら

0

0

0

0

0

0

働
く
も
の
へ

0

0

0

0

0

』
と
い
う
新
た
な
転
回
（
創
造
）
が
起
こ
っ
て
く
る
、
こ
れ
こ
そ
が
、
西
田
独
自
の
本
来
の
「
表
現
」
思
想
に
な
る
の
だ
と
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思
う
の
で
す
。
本
当
の「
表
現
」思
想
は
、〈
場
所
か
ら
世
界
へ
と
出
て
行
く
〉後
期
西
田
の「
世
界
の
自
己
表
現
」思
想
に
あ
る
訳
で
す
が
、

今
日
は
、
そ
の
萌
芽
の
「
表
現
」
構
造
を
見
た
い
の
で
す
。

　

こ
の
転
回
の
ど
の
時
期
に
も
、西
田
自
身
の
思
索
の
「
そ
こ
へ
・
そ
こ
か
ら
」
と
い
う
往
還
（
帰
向
と
展
開
）
の
反
復
が
、〈
脱
自
と
表
現
〉

の
相
即
と
し
て
看
取
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
反
復
は
同
時
に
深
化
で
す
、
深
く
な
る
の
で
す
。　

ⅰ　
〈
知
の
直
接
性
の
深
化
〉

　

例
え
ば
、
か
の
「
事
実
そ
の
ま
ま
に
知
る
」
と
い
う
純
粋
経
験
は
、「
自
己
を
知
る
」
と
い
う
自
覚
を
経
て
、「
見
る
も
の
な
く
し
て
見

る
」
と
い
う
「
無
の
場
所
」
へ
と
直
結
し
ま
す
が
、
こ
こ
に
「
知
る
」
自
体
の
徹
底
が
あ
り
ま
す
。
か
の
「
無
意
識
」
に
お
い
て
「
意
識

統
一
の
作
用
性
」
が
脱
自
的
な
超
越
性
を
含
み
な
が
ら
も
概
念
的
に
は
未
だ
対
象
化
の
残
滓
を
払
拭
で
き
な
い
と
い
う
難
点
か
ら
、
か
の

「
意
識
す
る
意
識
」
の
究
明
が
主
語
的
な
対
象
性
を
超
え
た
所
謂
「
超
越
的
述
語
面
」（
四
―
二
七
九
）
と
し
て
の
「
場
所
」
の
着
想
に
到

達
し
た
の
で
し
た
。
こ
こ
に
は
同
時
代
の
哲
学
と
の
対
決
も
あ
り
ま
し
た
が
、
同
時
に
、（
序
文
に
あ
る
、）
か
の
東
洋
的
伝
統
で
の
「
形

な
き
も
の
の
形
」
を
見
る
時
の
「
要
求
」（
四
―
六
）、
何
か
生
け
る
直
接
性
（
情
意
）
の
次
元
を
直
に
捕
捉
し
た
い
と
い
う
不
思
議
な
要

求
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
「
知
る
」
と
は
「
意
識
」
と
い
う
「
場
所
が
真
に
無
と
な
る
と
云
う
こ
と
」（
四
―
二
二
三
）
で
あ
り
、

「
真
に
思
慮
分
別
を
絶
し
た
、
真
に
直
接
な
る
心
」（
四
―
三
一
八
）
こ
そ
が
「
真
の
無
の
場
所
」
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

ⅱ　
〈
転
回
は
深
化
の
反
復
：「
絶
対
自
由
の
意
志
」
の
位
置
〉

　

主
著
の
表
題
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
が
転
回
を
含
む
よ
う
に
、
そ
の
途
上
に
あ
る
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
に
も
転

回
と
深
化
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
本
は
、『
善
の
研
究
』
で
の
〈
直
観
と
し
て
の
純
粋
経
験
〉
の
立
場
に
お
け
る
反
省
の
不
足
を
克
服
す



二
七

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
表
現
」
思
想
〔
森
〕

る
た
め
に
、「
思
惟
体
系
」
か
ら
「
経
験
体
系
」
へ
の
壮
大
な
移
行
を
「
自
覚
」
に
於
い
て
試
み
た
作
品
で
す
。
こ
の
〈
思
惟
か
ら
経
験
へ
〉

或
い
は
〈
反
省
か
ら
直
観
へ
〉
の
運
動
は
、
ま
さ
に
純
粋
経
験
の
〈
思
惟
・
意
志
・
直
観
〉
と
い
う
重
層
性
を
上
か
ら
下
へ
と
脱
自
的
に

深
ま
る
と
い
う
か
、
そ
の
最
深
層
た
る
「
直
観
」
へ
帰
っ
て
行
く
動
向
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
そ
の
時
、
重
層
性
の
中
心
の
位

置
に
あ
る
「
意
志
」
こ
そ
が
決
定
的
な
要
と
な
り
、
思
索
と
し
て
は
「
悪
戦
苦
闘
」
を
極
め
、
最
後
の
直
観
の
場
所
へ
と
至
る
直
前
の
立

場
が
「
絶
対
自
由
意
志
の
立
場
」
と
さ
れ
ま
し
た
。
部
分
か
ら
全
体
に
還
る
動
き
こ
そ
意
志
で
あ
り
、
意
志
こ
そ
が
深
化
の
動
向
の
要か
な
めと

な
る
。
情
意
は
「
知
」
の
「
深
底βυθοs

」（
三
―
六
十
）
に
し
て
、
存
在
の
無
限
の
背
景
を
な
す
。
自
己
の
「
現
実
」（
知
）
即
「
無
底
」

（
無
知
）
に
「
絶
対
自
由
の
意
志
」（
二
―
二
七
四
）
が
あ
る
。
そ
の
難
解
な
結
論
部
に
「
表
現
」
の
萌
芽
が
出
て
い
ま
す
。

「
昔
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
ュ
ー
ス
や
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
な
ど
が
神
は
一
切
で
あ
る
と
共
に
一
切
で
な
い
と
か
、
神
は
総
て
の
範
疇
を
超
越
す

る
と
か
云
つ
た
所
か
ら
、
應
無
所
住
而
生
其
心
と
云
つ
た
様
に
忽
然
と
し
て
生
じ
現
れ
来
る
直
接
の
経
験
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

ら
う
か
。
勿
論
そ
の
全
貌
は
思
慮
分
別
を
絶
し
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
余
は
之
を
絶
対
自
由
の
意
志
と
見
る
の
が
最
も
そ
の
眞
に
近

い
と
思
ふ
、
即
ち
眞
に
具
體
的
な
る
直
接
の
経
験
は
絶
對
自
由
の
意
志
に
髣
髴
た
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
眞
実
在
は
無
限
な
る
発

展 egressus

で
あ
る
と
共
に
無
限
な
る
復
帰 regressus
で
あ
る
、
一
方
か
ら
見
れ
ば
当
為
即
事
實
と
い
う
様
に
無
限
の
進
行
で
あ

る
と
共
に
、一
方
に
於
い
て
は
自
由
に
そ
の
元
に
返
り
得
る「
永
久
の
今
」で
あ
る
」（
二
―
二
八
四『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』）。

こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
禅
の
言
葉
「
應
無
所
住
而
生
其
心
」
は
、
西
田
の
好
き
な
言
葉
だ
っ
た
よ
う
で
す
。「
應ま
さ

に
住
す
る
所
な
く
し
て
、

而し
か

も
そ
の
心
を
生
ず
」
は
六
祖
慧
能
の
縁ゆ
か
りの

言
葉
で
す
が
、
前
半
の
「
應お
う

無む

所し
ょ

住じ
ゅ
う」

が
否
定
の
〈
脱
自
〉、
後
半
の
「
而に

生し
ょ
う

其ご

心し
ん

」
が
肯

定
の
〈
表
現
〉
に
対
応
し
ま
す
。
こ
の
相
即
は
、「
無
住
の
心
」（
無
分
別
の
分
別
）
と
し
て
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
を
喚
起
す
る
、
し
か
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も
「
発
展egressus

」
と
「
復
帰regressus

」
の
相
即
を
孕
む
「
意
志
」
の
二
重
運
動
の
根
底
に
不
動
の
「
永
久
の
今
」
を
ま
さ
に
「
場

所
」
と
し
て
先
取
り
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

ⅲ　
〈「
場
所
」
の
初
出
：「
止
ま
れ
る
現
在
」〉

　

こ
の
「
永
久
の
今
」
は
、純
粋
経
験
の
「
色
を
見
、音
を
聞
く
刹
那
」
の
「
刹
那
」
と
も
通
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、す
ぐ
後
で
見
る
「
止

ま
れ
る
現
在
」
と
と
も
に
、「
場
所
」
思
想
の
源
泉
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
こ
の
〈
動
と
不
動
〉、
或
い
は
〈
動

と
静
〉
の
感
じ
、こ
れ
は
場
所
途
上
へ
の
時
期
の
「
行
為
的
主
観
」（
一
九
二
二
年
）
と
い
う
論
文
に
も
鮮
や
か
に
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

「
若
し
人
生
に
真
に
神
秘
な
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
在
に
於
け
る
自
己
の
行
為
よ
り
神
秘
な
る
も
の
は
な
い
。
行
か
ん
と
す

れ
ば
行
き
、
坐
せ
ん
と
要
す
れ
ば
坐
す
」（
三
―
四
五
三
）。

　

こ
の
最
後
の
言
葉
は
臨
済
の
言
葉
で
し
ょ
う
か
。
行
為
の
只
中
の
不
思
議
さ
は
、
既
に
『
善
の
研
究
』
で
も
「
終ひ
ね
も
す日

行
じ
て
（
而
も
）

未
だ
曽か
つ

て
行
ぜ
ず
、（
終
日
説
い
て
未
だ
曽
て
説
か
ず
）」（
碧
十
六
）
と
い
う
禅
語
で
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
面
白
い
禅
語
「
仕
事

す
る
な
坐
禅
し
ろ
」
に
つ
い
て
も
お
話
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
不
思
議
な
否
定
を
含
ん
で
い
て
、
つ
ま
り
〈
仕
事
を
や
っ
て
や
っ
て
や
り
抜

い
て
、
し
か
も
少
し
も
や
っ
た
と
も
思
わ
な
い
〉
と
い
う
「
動
中
の
工
夫
」
を
い
う
の
で
す
。
こ
れ
も
無
難
禅
師
の
「
直
に
見
る
は
み
る

0

0

も
の
な
し

0

0

0

0

」
を
踏
ま
え
た
よ
う
な
西
田
の
定
式
「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
「
見
る
」
行
為
へ
の
集
中
と
し
て
、〈
動
即
静
、

静
即
動
〉
の
神
秘
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
〈
動
即
静
〉
の
脱
自
と0

〈
静
即
動
〉
の
表
現
と
の

0

0

相
即
と
も
い
え
ま
す
。

　
「
場
所
」
の
用
語
の
初
出

0

0

は
、
重
要
な
論
文
『
表
現
作
用
』（
一
九
二
五
）
に
あ
る
、
次
の
文
章
で
す
。
カ
ッ
コ
付
き
の
専
門
用
語
と
し
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て
の
「
場
所
」
が
初
め
て
出
て
来
ま
す
。
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

「
時
に
於
て
物
が
變
ず
る
と
し
て
も
、
尚
そ
の
物
が
「
於
て
あ
る
場
所

0

0

0

0

0

0

」
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
直
線
的
な
る
時

に
し
て
も
、
前
の
瞬
間
が
去
つ
て
次
の
瞬
間
に
移
る
に
は
、
そ
の
前
後
を
含
ん
で
止
ま
る
或
物
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
動
き
行
く

現
在
の
背
後
に
、
何
處
ま
で
も
止
ま
れ
る
現
在

0

0

0

0

0

0

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
四
―
一
六
四
『
表
現
作
用
』
一
九
二
五
年　

強
調
筆
者
）。

　

こ
の
「
止
ま
れ
る
現
在
」、ま
さ
に
〈nunc stans

〉
で
す
が
、こ
れ
こ
そ
が
「
場
所
」
と
い
う
根
本
思
想
の
源
泉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
、
何
か
プ
ラ
ト
ン
の
「
忽
然
」（eksaiphnes

）
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
瞬
間
」（atopon=

無
場
所
）、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
永
遠

の
今nunc aeternum

」（
六
―
一
八
二
）
を
連
想
さ
せ
ま
す
が
、
後
の
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
で
は
「
現
在
の
底
は
絶
對
の
無
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」（
六
―
一
四
二
）
と
い
う
「
絶
對
現
在
の
自
己
限
定
」
の
定
式
に
通
じ
る
訳
で
、〈
時
間
の
只
中
で
の
無
の
場
所
〉
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。（
こ
の
〈
止
ま
れ
る
今
〉
は
、
時
の
流
れ
を
切
断
す
る
、〈
自
由
の
場
所
〉
で
あ
り
、「
い
ろ
は
歌
」
の
「
有
為
の
奥

山
け
ふ

0

0

超
え
て
」
の
「
今
日
」
に
他
な
ら
ず
、「
時
は
無
時
」（『
華
厳
五
教
章
』）
や
「
意
識
は
無
意
識
」
の
逆
説
構
造
を
孕
む
「
時
の
中

の
無
の
場
所
」
で
あ
り
ま
す
。）

ⅳ　
〈「
表
現
」
と
「
場
所
」
と
の
親
和
性
〉

　

注
目
す
べ
き
は
、「
場
所
」
と
「
表
現
」
と
の
並
行
対
応
で
あ
り
、
先
の
「
止
ま
れ
る
現
在
」
の
直
後
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。

「
私
は
或
物
が
變
ず
る
、或
物
が
働
く
と
云
ふ
こ
と
と
、或
物
が
意
味
を
表
現

0

0

す
る
、意
味
の
表
現
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
と
の
區
別
を
、
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働
き
と
そ
の
場
所

0

0

と
の
関
係
に
於
て
考
へ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
思
ふ
。
基
體
な
き
働
き
と
い
ふ
の
は
尚
精
神
作
用
の
如
き
も
の

に
過
ぎ
な
い
。
眞
に
作
用
を
超
越
し
て
實
在

0

0

を
自
己
の
表
現

0

0

と
な
す
も
の
は
、
作
用
を
自
己
の
中
に
成
立
せ
し
め
て
、
而
も
自
己
自

身
に
於
て
止
ま
る

0

0

0

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
作
用
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
己
自
身
の
中
に
自
己
の
作
用
を
見
る

0

0

も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
四
―
一
六
四
『
表
現
作
用
』
一
九
二
五
年　

強
調
筆
者
）。

　

こ
の
文
は
難
解
で
す
が
、『
善
の
研
究
』
の
「
意
識
の
統
一
作
用
」
に
潜
む
〈
主
観
性
＝
対
象
性
〉
を
打
破
し
、「
百
尺
竿
頭
更
に
一
歩

を
進
め
」（
四
―
一
五
六
）
る
た
め
に
、
こ
の
（
統
一
）「
作
用
を
超
越
し
て
實
在
を
自
己
の
表
現
と
な
す
も
の
」
と
し
て
の
〈
場
所
〉
へ

の
転
回
を
目
指
す
の
で
す
。
そ
の
際
に
〈
働
き
と
場
所
と
の
関
係
〉
が
、〈
働
き
と
そ
の
意
味
の
表
現
〉
の
区
別
を
発
端
に
出
さ
れ
ま
す
。

即
ち
〈
表
現
〉
が
〈
場
所
〉
の
前
景
を
な
す
。
こ
の
「
止
ま
る
も
の
」「
見
る
も
の
」
こ
そ
、「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る

0

0

、
無
に
し
て
見0

る0

」
超
越
的
場
所

0

0

に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
の
「
見
る
も
の
な
く
し
て
」（
脱
自
性
）
と
「
見
る
」（
表
現
性
）
と
の
矛
盾
相
即
を
、
私
な
り
に
定
式
化
す
れ
ば
、〈
自
己
が
（
無

の
）
場
所
に
な
る
〉
と
い
う
こ
と
、こ
れ
が
〈
場
所
の
脱
自
性
〉
と
な
り
、逆
に
翻
し
て
〈（
無
の
）
場
所
が
自
己
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

〉
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
が
〈
場
所
の
表
現
性
〉
に
な
る
、
と
い
え
ま
し
ょ
う
（cf. 

五
―
四
二
八
）。

　

こ
の
よ
う
に
西
田
独
自
の
「
表
現
」
は
、
通
常
の
「
意
識
作
用
」
を
超
え
た
「
行
為
的
自
己
」
に
お
け
る
〈
内
外
を
越
え
た
次
元
〉
か

ら
補
足
さ
れ
て
い
ま
す
。「
表
現
作
用
と
は
自
覚
自
身
を
も
否
定
す
る
自
覚
の
深
き
根
柢
に
於
て
現
れ
来
る
作
用
」（
四
―
一
五
八
）
と
も

言
わ
れ
、
か
の
〈
思
惟
・
意
志
・
直
観
〉
の
重
層
性
の
終
局
の
次
元
（
直
観
＝
場
所
）
か
ら
の
〈
振
り
返
り
〉
と
い
う
か
〈
見
直
し
〉
の

よ
う
な
趣
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
〈
終
わ
り
か
ら
の
見
直
し
〉
と
い
う
感
じ
は
、次
の
文
に
良
く
出
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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「
此
立
場
か
ら
し
て
は
、
實
在
界
は
意
志
實
現
の
場
所
と
考
へ
ら
れ
る
、
知
識
我
に
對
し
て
は
、
反
省
の
場
所
で
あ
つ
た
も
の
が
、

意
志
我
に
對
し
て
は
實
現
の
場
所
と
な
る
、
即
ち
此
世
界
は
意
志
と
知
識
と
の
両
方
向
の
交
叉
點
と
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
此
の

如
き
両
方
向
を
超
越
し
意
志
自
身
を
内
に
含
む
立
場
、
即
ち
直
観
の
立
場
か
ら
し
て
は
、
此
世
界
は
表
現
の
世
界
と
な
る
」（
四
―

一
六
八
『
表
現
作
用
』
一
九
二
五
年
）
と
言
わ
れ
、「
動
き
行
く
も
の
を
、場
所
其
者
の
立
場
か
ら
見
た
時
、働
く
も
の
は
表
現
と
な
る
」

（
四
―
一
六
七
）
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
「
身
體
其
者
を
表
現
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
す
べ
て
の
實
在
を
表
現
化
す
る
」（
四
―
一
六
九
）
と
い
う
面
白
い
言
い
方
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
〈
坐
禅
〉
な
ど
の
修
行
に
よ
る
「
身
心
一
如
」
の
世
界
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
割
愛
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
の
「
場
所
」
へ
の
転
回
に
つ
い
て
の
考
察
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、「
場
所
」
の
立
場
は
、純
粋
経
験
の
「
思
惟
・
意
志
・

直
観
」
の
重
層
性
の
究
極
の
「
直
観
の
立
場
」
と
し
て
の
「
宗
教
の
立
場
」
と
重
ね
ら
れ
て
思
索
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
〈
場
所
の
宗
教
性
〉
は
、「
脱
自
」
と
の
相
即
に
お
い
て
は
、
往
還
の
方
向
を
逆
に
し
た
「
表
現
」
に
お
い
て
こ
そ
よ
り

鮮
や
か
に
顕
わ
と
な
る
で
し
ょ
う
。「
表
現
」
の
定
義
と
し
て
は
、後
の
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
の
第
一
論
文
「
表
現
的
自
己
の
自
己
限
定
」

の
次
の
文
が
基
準
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

「
我
々
が
行
為
的
自
己
の
自
覚
の
底
に
自
己
自
身
を
没
し
て
、
無
に
し
て
み
る
自
己
の
立
場
に
立
つ
時
す
べ
て
有
る
も
の
は
自
己
自

身
を
自
覚
し
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。」（
六
―
十
五
「
表
現
的
自
己
の
自
己
限
定
」『
無
の
自
覚
的
限
定
』）
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最
後
に
西
田
の
「
表
現
」
思
想
を
端
的
に
示
唆
す
る
言
葉
と
し
て
、
や
は
り
同
じ
こ
の
表
現
論
文
に
西
田
自
身
が
引
用
し
た
寒
山
詩
の

一
節
を
、い
わ
ば〈
結
び
の
言
葉
〉と
し
て
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。「
無
限（
マ
マ
）の
水
を
尋
窮
す
れ
ば
、源
窮
っ
て
、水
窮
ま
ら
ず
」。（
実

は「
源
の
無
い
水
」が「
限
り
の
無
い
水
」と
誤
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
点
で
興
味
深
い
の
で
す
が
、し
か
し
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て「
表
現
」

思
想
の
深
み
が
滲
み
で
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。〈
無
の
有
を
究
尽
す
れ
ば
、
無
は
窮
ま
っ
て
有
は
窮
ま
ら
ず
〉
と
い
う
不
思
議
、

即
ち
「
無
の
場
所
」
を
極
め
尽
く
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
溢
れ
出
る
生い
の
ち命

自
体
の
表
現
、
そ
の
「
平
常
底
」
は
尽
き
な
い
、
所
謂
「
道
無
窮
」

が
深
く
感
得
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。）

＊　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　

＊

　

西
田
に
と
っ
て
、「
真
の
実
在
は
、
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
四
―
一
七
〇
）
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
〈
実

在
の
自
己
表
現
〉
を
感
得
し
得
る
立
場
は
、
や
は
り
〈
思
惟
・
意
志
・
直
観
〉
の
重
層
性
の
究
極
の
「
直
観
の
立
場
」
と
し
て
の
「
宗
教

の
立
場
」
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
「
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
」
の
純
粋
経
験
も
、「
色
の
経
験
自
身
、
音
の
経
験
自
身
の
自
発
自
展
」

と
し
て
、
或
い
は
「
色
が
色
自
身
を
、
音
が
音
自
身
を
見
る
」
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
が
「
場
所
」
に
よ
る
〈
論
理
化
〉
を
経
る
と
、
色
や

音
が
「
自
己
自
身
に
つ
い
て
述
語
す
る
」（
四
―
一
七
〇
）
と
い
う
〈
実
在
の
自
己
表
現
〉
思
想
と
し
て
の
「
場
所
的
論
理
」
に
到
る
の

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
四
）
付
論
：「
場
所
」
論
三
部
作
と
「
表
現
」
の
諸
相

　

論
文
「
場
所
」
を
含
む
主
著
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』（
一
九
二
七
）
に
続
い
て
、『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』（
一
九
三
〇
）
と
『
無
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西
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の
自
覚
的
限
定
』（
一
九
三
二
）
と
い
う
大
き
な
「
場
所
の
体
系
」
論
集
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
「
場
所
」
論
三
部
作
を
、順
序
に
従
い
、〈
場

所
論
Ⅰ
・
場
所
論
Ⅱ
・
場
所
論
Ⅲ
〉
と
仮
に
呼
び
た
い
。
こ
の
三
部
作
全
体
の
詳
細
な
吟
味
は
他
日
を
期
す
外
な
い
が
、
全
体
を
一
貫
す

る
根
本
動
向
と
、
先
述
の
《
思
惟
・
意
志
・
直
観
》
の
重
層
的
な
深
化
の
反
復
と
、
更
に
深
化
の
極
に
出
る
「
表
現
」
の
諸
相
と
を
各
場

所
論
に
お
い
て
最
小
限
で
も
究
明
し
た
い
。

（
１
）
場
所
論
Ⅰ
の
序
に
は
、
こ
の
著
の
標
題
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
と
い
う
転
回
が
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
如
き
主
意
主
義
か
ら
一

種
の
直
観
主
義
に
転
じ
た
」
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
の
「
私
の
直
観
」
は
従
来
の
主
客
合
一
の
直
観
で
は
な
く
し
て
、「
有
る
も
の
働
く

も
の
の
す
べ
て
を
、
自
ら
無
に
し
て

0

0

0

0

0

0

自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
も
の
の
影
と
見
る
の
で
あ
る
、
す
べ
て
の
も
の
の
根
底
に
見
る
も
の
な
く

0

0

0

0

0

0

し
て
見
る

0

0

0

0

も
の
と
い
ふ
如
き
も
の
を
考
え
た
い
」（
四
―
六
）
と
い
う
。
こ
の
「
影
」
を
「
表
現
」
へ
と
転
語
す
る
と
、こ
の
独
自
の
「
直

観
の
場
所
即
ち
真
の
無
の
場
所
」（
四
―
二
八
六
）
へ
の
転
回
が
少
し
明
瞭
と
な
る
。「
自
ら
無
に
し
て
」
或
い
は
「
見
る
も
の
な
く
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

見
る
」
は
、
場
所
論
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
全
体
を
最
後
ま
で
一
貫
す
る
根
本
語
で
あ
り
、「
無
の
場
所
」
の
根
本
次
元

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
現
す
と
同
時
に
、
お

そ
ら
く
禅
語
「
直
に

0

0

見
る
は
み
る
も
の
な
し

0

0

0

0

0

0

」（『
即
心
記
』）
の
如
き
〈
行
為
的
次
元
の
直
接
性
〉
を
も
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

知
識
（
知
る
）
成
立
の
基
礎
を
、
一
般
の
中
に
特
殊
を
包
摂
す
る
判
断
に
措
く
と
す
れ
ば
、
客
観
を
「
主
語
と
な
る
が
述
語
と
な
ら
な

い
基
体
」
に
求
め
れ
ば
、主
観
を
「
述
語
的
方
向
」
に
求
め
た
、こ
れ
が
即
ち
「
述
語
と
な
る
が
主
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
と
し
て
の
「
意
識
」

で
あ
り「
所
謂
場
所
」（
四
―
三
一
五
）で
あ
る
。「
判
断
と
い
ふ
の
は
特
殊
な
る
も
の
が
一
般
な
る
場
所
に
於
て
あ
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
、

而
し
て
述
語
と
な
っ
て
主
語
と
な
ら
な
い
超
越
的
場
所
の
立
場
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
知
る
と
い
ふ
こ
と
と
な
る
、
之
が
知
る
と
い
ふ
こ
と

の
根
本
義
で
あ
る
」（
四
―
三
一
五
）と
い
わ
れ
る
。或
い
は「
包
摂
判
断
の
述
語
面
が
述
語
と
な
つ
て
主
語
と
な
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
た
時
、

そ
れ
が
私
の
所
謂
場
所
と
し
て
意
識
面
で
あ
り
、
之
に
於
て
あ
る
と
云
う
こ
と
が
知
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
と
云
ふ
の
が
、
私
が
「
場
所
」
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の
論
文
に
於
て
到
達
し
た
最
後
の
考
で
あ
る
」（
四
―
三
一
六
）
と
総
括
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
総
括
に
従
え
ば
、
場
所
論
の
目
的
は
、「
知
る
」
を
廻
る
認
識
論
に
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
実
は
そ
れ
以
上
の
背
景
が

潜
む
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
統
覚
「
我
は
思
う
」（Ich denke

）
を
念
頭
に
し
て
、「
す
べ
て
の
経
験
的
知
識
に

は
「
私
に
意
識
せ
ら
れ
る
」
と
い
ふ
こ
と
が
伴
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、自
覚
が
経
験
的
判
断
の
述
語
面
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
言
い
、更
に
「
我

と
は
主
語
的
統
一
で
は
な
く
し
て
、
述
語
的
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
一
つ
の
点
で
は
な
く
し
て
一
つ
の
円
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
物

で
な
く
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
が
我
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
述
語
が
主
語
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
」（
四
―

二
七
九
）
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
こ
に
興
味
深
い
の
は
、
カ
ン
ト
の
「
我
は
思
う
」
の
「
我
」（Ich

）
と
い
う
〈
主
語
に
し
て
主
格
〉
に

対
し
て
、
西
田
は
「
私
に
意
識
せ
ら
れ
る
」
の
「
私
に
」
と
い
う
〈
与
格
に
し
て
場
所
格
（Lokativ

）〉
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

初
心
の
純
粋
経
験
で
い
え
ば
、「
赤
な
ら
赤
の
み
、
意
識
な
し
」
に
し
て
「
赤
の
赤
た
る
こ
と
が
即
ち
意
識
で
あ
る
」（
十
五
―
一
八
〇
）

と
い
う
云
わ
ば
〈
意
識
な
し
の
意
識
〉
が
「
無
の
場
所
」
と
な
る
。「
我
と
は
物
で
な
く
場
所
」
と
は
、主
語
化
（
＝
対
象
化
）
さ
れ
る
「
主

体
」
以
前
の
直
観
、「
存
在
」
以
前
の
直
覚
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
人
間
自
身

0

0

を
「
時
間
で
あ
る

0

0

0

」（Zeit-Sein

）
と
直
感
（
カ
ッ

セ
ル
講
演
）
し
た
よ
う
に
、
西
田
は
我
々
の
自
己
自
身

0

0

を
「
場
所
」
と
し
て
直
覚
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
こ
の
「
場
所
」
は

決
し
て
「
有
の
場
所
」
で
は
な
く
、
も
と
も
と
根
源
的
に
「
無0

の
場
所
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

場
所
論
Ⅰ
の
結
論
部
で
は
、「
直
観
の
場
所
即
ち
真
の
無
の
場
所
」（
四
―
二
八
六
）
で
は
「
主
語
面
が
深
く
述
語
面
の
底
に
落
ち
込
ん

で
行
く
」、
そ
し
て
「
述
語
面
が
自
己
自
身
を
無
に
す
る
、
単
な
る
場
所
と
な
る
」（
四
―
二
八
三
）
と
い
う
。
こ
の
「
述
語
面
自
身
が
真

の
無
の
場
所
と
な
る
こ
と
」
は
「
意
志
が
意
志
自
身
を
滅
す
る
こ
と
で
あ
り
、す
べ
て
之
に
於
い
て
あ
る
も
の
が
直
観
と
な
る
こ
と
」（
四

―
二
八
九
）
で
あ
る
。「
述
語
面
が
無
限
大
と
な
る
と
共
に
場
所
其
者
が
真
の
無
と
な
り
、
之
に
於
て
あ
る
も
の
は
単
に
自
己
自
身
を
直

観
す
る
も
の
と
な
る
。
一
般
的
述
語
が
そ
の
極
限
に
達
す
る
こ
と
は
特
殊
的
主
語
が
そ
の
極
限
に
達
す
る
こ
と
で
あ
り
、
主
語
が
主
語
自



三
五

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
表
現
」
思
想
〔
森
〕

身
に
な
る
こ
と
で
あ
る
」（
四
―
二
八
九
）
と
結
ば
れ
て
い
る
。

　

こ
の
最
後
の「
主
語
が
主
語
自
身
に
な
る
」と
は
、対
象
が
対
象
自
身
に
、客
観
が
客
観
自
身
に
な
る
こ
と
、或
い
は
存
在
が
存
在
自
身
に
、

世
界
が
世
界
自
身
に
な
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
も
ま
さ
に
「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
」
立
場
、「
無
の
場
所
」
に
し
て
初
め

て
現
成
す
る
独
自
の
「
表
現
」
思
想
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
主
語
」
に
「
拄し
ゅ

杖じ
ょ
う」

や
「
竹し
っ

篦ぺ
い

」
を
措
く
な
ら
ば
、「
竹し
っ

篦ぺ
い

背は
い

触そ
く

」

の
公
案
と
な
り
、
西
田
の
「
場
所
の
論
理
」
は
鈴
木
大
拙
の
「
即
非
の
論
理
」
に
直
結
転
語
で
き
る
に
相
違
な
い
。

（
２
）場
所
論
Ⅱ
の『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』は
、第
四
論
文「
叡
智
的
世
界
」を
中
心
に
七
つ
の
論
文
を
含
む「
場
所（
一
般
者
）の
体
系
」

で
あ
り
、「
自
覚
」
を
要
に
し
て
種
々
の
一
般
者
の
限
定
（
重
層
性
の
深
化
）
が
究
明
さ
れ
て
い
る
。「
私
が
私
で
あ
る
と
い
ふ
自
覚
」
は
、

「
私
が
私
に
於
て
あ
る
こ
と
」
と
し
て
「
場
所
が
場
所
に
於
て
あ
る
」
と
い
う
「
場
所
の
意
義
」（
五
―
六
十
二
）
を
有
す
る
。
場
所
の
重
層
・

重
畳
が
意
識
の
実
相
を
な
す
。
こ
の
場
所
、
即
ち
「
述
語
的
一
般
者
」
は
先
ず
「
判
断
的
一
般
者
・
自
覚
的
一
般
者
・
叡
智
的
（
知
的
直

観
の
）
一
般
者
」
と
い
う
「
三
層
に
区
別
」（
五
―
九
十
八
）
さ
れ
、
各
々
「
自
然
界
・
意
識
界
・
叡
智
的
世
界
」（
五
―
一
二
三
）
が
開

示
さ
れ
る
。
場
所
の
重
層
深
化
は
「
底
へ
の
超
越
」
で
あ
る
。「
底
に
超
越
す
る
も
の
と
云
ふ
の
は
、
既
に
そ
の
場
所
の
中
に
包
む
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
更
に
大
い
な
る
場
所
に
於
て
あ
る
」（
五
―
六
十
四
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
判
断
的
・
自
覚
的
・
叡
智
的
」

三
層
は
純
粋
経
験
以
来
の
「
思
惟
・
意
志
・
直
観
」
の
重
層
と
一
致
す
る
。
そ
の
限
り
重
層
深
化
の
終
極
に
や
は
り
「
表
現
」
が
次
の
よ

う
に
出
て
く
る
。「
最
後
の
場
所
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
我
々
に
最
も
直
接
な
る
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
真
の
自
己
は
単
に

考
へ
る
自
己
で
は
な
く
、
感
ず
る
自
己
、
欲
す
る
自
己
で
あ
る
、
否
睡
眠
に
よ
っ
て
も
切
断
せ
ら
れ
な
い
自
己
で
あ
る
。
か
か
る
全
自
己

を
含
む
も
の
は
我
々
の
表
現
の
世
界
で
あ
る
。（
中
略
）
我
々
は
表
現
作
用
と
云
つ
て
も
、
唯
、
意
識
我
よ
り
も
深
い
自
己
を
見
る
と
云

ふ
ま
で
で
あ
る
、
意
識
の
覆
被
を
取
り
去
る
と
云
ふ
ま
で
で
あ
る
。
表
現
作
用
も
尚
全
然
意
識
我
と
の
関
係
を
脱
し
て
居
な
い
、
真
に
自
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己
を
見
る
と
云
ふ
こ
と
は
自
己
を
失
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
五
―
九
十
七
）
と
い
う
。
こ
こ
に
は
「
表
現
」
の
中
途
性
が
指
摘

さ
れ
、
か
の
三
層
の
先
に
「
絶
対
無
の
場
所
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

浩
瀚
な
大
著
の
場
所
論
Ⅱ
に
お
い
て
、
興
味
深
い
の
は
、
我
々
の
主
題
で
あ
る
「
表
現
」
の
新
た
な
次
元
が
「
行
為
」
と
と
も
に
「
身

体
」
の
問
題
と
し
て
出
現
し
て
来
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
出
現
の
位
置
は
、
自
覚
的
一
般
者
の
最
後
の
所
、「
自
覚
の
極
致
」
に
し
て
「
矛

盾
の
極
致
」
た
る
「
意
志
」（
五
―
一
三
三
）
か
ら
「
直
観
」
へ
の
転
回
、
叡
智
的
世
界
へ
の
翻
入
（「
超
越
点
」
五
―
三
三
九
）
の
場
面

で
あ
る
。「
意
志
の
底
に
超
越
す
る
」
と
い
う
「
行
為
的
自
己
」（
五
―
一
五
四
）
は
、
行
為
す
る
こ
と
で
「
却
っ
て
深
く
自
己
を
意
識
す

る
」（
五
―
一
五
五
）
の
で
あ
り
、
云
わ
ば
自
己
の
不
可
知
性
を
破
っ
て
初
め
て
〈
や
っ
て
・
み
る
〉（
＝
「
行
為
的
直
観
」）
こ
と
で
真

の
自
己
自
身
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
同
時
に
「
表
現
」
が
出
る
。「
行
為
的
自
己
と
は
客
観
界
を
自
己
実
現
の
手
段
と
す
る
も
の
、

否
、
そ
の
表
現
と
な
す
も
の
で
あ
る
（
対
象
其
者
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
己
自
身
を
愛
す
る
も
の
で
あ
る
）」（
五
―
一
五
七
）
と
云

わ
れ
、「
身
体
」が
出
る
。「
我
々
の
身
体
は
か
か
る
行
為
的
自
己
の
表
現
と
し
て
、我
々
の
意
識
の
基
礎
と
な
る
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

意
識
的
自
己
の
立
場
に
立
て
ば
、
身
体
は
我
々
の
意
志
の
機
関
と
も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
身
体
は
単
な
る
道
具
で
は
な
い
、
身

体
は
意
識
の
底
に
あ
る
深
い
自
己
の
表
現
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
い
て
我
々
の
身
体
は
形
而
上
学
的
意
義
を
有
つ
と
云
ふ
こ
と
が
で

き
る
。
我
々
の
真
の
自
己
の
内
容
に
は
、
必
ず
行
為
を
伴
は
ね
ば
な
ら
な
い
、
身
心
一
如
の
所
に
我
々
の
真
の
自
己
が
現
れ
る
の
で
あ
る
」

（
五
―
一
五
六
）
と
。
こ
こ
で
は
「
叡
智
的
身
体
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
」
よ
う
な
「
表
現
の
世
界
」（
五
―
三
〇
一
） 

が
示
唆
さ
れ
て
い
る

が
、身
体
は
本
質
的
に
両
義
的
で
あ
り
、「
利
己
的
自
愛
」
に
染
め
ら
れ
れ
た
「
身
体
的
限
定
を
脱
却
」
し
て
こ
そ
初
め
て
「
叡
智
的
世
界
」

に
入
る
と
い
う
厳
格
な
見
方
（
五
―
三
〇
六
）
も
混
在
し
て
い
る
。

　

場
所
論
Ⅱ
の
本
筋
は
、
か
の
「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
」
超
越
的
な
「
知
的
直
観
」
が
「
表
現
的
限
定
の
頂
点
」（
五
―
三
七
四
）

を
成
す
こ
と
で
あ
る
。「
真
に
自
己
自
身
を
見
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
。そ
れ
は
見
ら
れ
る
自
己
が
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
、



三
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西
田
幾
多
郎
に
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け
る
「
表
現
」
思
想
〔
森
〕

自
己
が
絶
対
に
無
な
る
こ
と
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。故
に
我
々
は
真
に
自
己
自
身
を
忘
じ
た
所
に
真
の
自
己
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
」

（
五
―
三
七
四
）。「
自
己
が
自
己
を
忘
ず
る
と
い
ふ
こ
と
は
自
己
が
真
の
自
己
と
な
る
こ
と
で
あ
る
、
自
己
が
自
己
を
知
ら
ざ
る
所
に
真

の
自
己
が
あ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
い
て
自
己
が
自
己
を
見
る
作
用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
も
云
ふ
べ
き
も
の
が
、
広
義
に
於
け
る
表
現
作
用

0

0

0

0

と
考

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」（
五
―
三
七
一
）。
こ
こ
に
〈
見
＝
現
〉
の
表
現
の
秘
密
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
絶
対
無
の
自
覚
」
と
は
、
何
か
遠

く
先
に
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
観
想
す
る
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
「
自
己
が
絶
対
に
無
な
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
る
こ
と
」
と
し
て
、《
見
る
も

の
な
し
に

0

0

0

見
る
》
行
為
に
他
な
ら
ず
、
同
時
に
「
有
の
根
底
に
無
の
限
定
を
見
る
」
創
造
作
用
に
し
て
《
一
切
が
自
己
の
表
現
と
な
る
》

よ
う
な
「
宗
教
的
生
命
」（
五
―
四
一
四
）
に
他
な
ら
な
い
。

（
３
）場
所
論
Ⅲ
の『
無
の
自
覚
的
限
定
』は
、巻
頭
の
㊀「
表
現
的
自
己
の
自
己
限
定
」や
、㊂「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
も
の
」、

㊃
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
や
㊇
「
私
と
汝
」
等
を
含
む
、
九
つ
の
論
文
か
ら
な
る
難
解
極
ま
る
著
作
で
あ
り
、
場
所
論
全
体
の
最
高

峰
を
な
す
。
そ
の
序
に
よ
れ
ば
、場
所
論
Ⅱ
と
Ⅲ
と
は
、か
の
場
所
の
重
層
深
化
の
反
復
に
お
い
て
、「
表
裏
」逆
転
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
。

Ⅱ
は
、「
一
般
者
の
自
己
限
定
」
を
要
（
か
な
め
）
に
「
判
断
的
一
般
者
か
ら
自
覚
的
一
般
者
に
、
自
覚
的
一
般
者
か
ら
広
義
に
於
け
る

行
為
的
一
般
者
或
は
表
現
的
一
般
者
に
至
っ
た
」
が
、
こ
れ
は
「
表
か
ら
裏
を
見
て
行
っ
た
」
の
に
対
し
て
、
こ
の
Ⅲ
は
「
裏
か
ら
表
を

見
よ
う
」（
六
―
四
）
と
の
究
明
と
い
う
。
か
の
「
叡
智
的
一
般
者
」
に
代
わ
る
「
行
為
的
・
表
現
的
一
般
者
」
の
出
現
は
、
こ
の
「
裏
」

と
し
て
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
の
関
係
で
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
表
裏
転
換
し
て
の
往
還
の
出
立
点
に
㊀
「
表
現
的
自
己
の
自

己
限
定
」
が
来
る
こ
と
の
意
義
は
深
甚
で
あ
る
。「
表
現
」
が
場
所
論
の
両
重
の
関
と
な
る
。

　

場
所
論
Ⅱ
か
ら
Ⅲ
へ
の
転
回
、
即
ち
「
一
般
者
の
自
己
限
定
」
か
ら
「
無
の
自
己
限
定
」（
＝
個
物
・
事
実
・
瞬
間
等
の
自
己
限
定
）

へ
の
転
回
に
は
、
場
所
の
重
層
深
化
の
定
式
、
即
ち
「
場
所
が
無
と
な
る
に
従
っ
て
、
限
定
作
用
が
「
於
て
あ
る
も
の
」
に
移
り
、「
於
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て
あ
る
も
の
」
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
と
な
る
」（
五
―
一
五
三
）
と
い
う
動
向
が
一
貫
し
て
い
る
。
一
般
者
の
限
定
が
深
く
な

り
無
と
な
れ
ば
、
於
い
て
あ
る
個
物
は
無
か
ら
限
定
さ
れ
る
の
み
、
外
か
ら
限
定
す
る
も
の
な
く
、
個
物
の
自
己
限
定
の
み
と
な
る
。
こ

れ
が
〈
事
実
の
底
は
絶
対
の
無
で
あ
る
〉
と
い
う
式
の
云
わ
ば
〈
絶
対
無
の
表
現
〉
と
し
て
の
「
事
実
の
自
己
限
定
」
定
式
で
あ
り
、「
真

の
事
実
は
事
実
が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
」（
六
―
五
十
二
）
と
い
う
。

　
「
表
現
」
の
定
義
は
、
通
常
で
は
「
客
観
的
存
在
に
し
て
主
観
的
な
る
意
味
的
内
容
を
宿
す
も
の
」（
六
―
十
三
）
と
さ
れ
る
が
、「
事

実
」
と
し
て
は
、「
我
々
が
行
為
的
自
己
の
自
覚
の
底
に
自
己
自
身
を
没
し
て
、
無
に
し
て
見
る
自
己
の
場
立
に
立
つ
時
、
す
べ
て
有
る

も
の
は
自
己
自
身
を
自
覚
し
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
」（
六
―
十
四
）
と
い
う
。
行
為
と
表
現
は
無
に
お
い
て
相

即
相
応
す
る
。「
表
」
の
最
初
の
「
判
断
」
も
、我
々
が
物
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
よ
り
「
物
が
物
自
身
に
つ
い
て
語
る
」
物
語
（
ロ
ゴ
ス
）

の
事
実
と
な
り
、
か
の
「
竹し
っ

篦ぺ
い

背は
い

触そ
く

」
の
事
実
性
へ
と
直
結
す
る
。「
事
実
の
世
界
と
い
ふ
の
は
表
現
的
自
己
が
自
覚
的
限
定
の
意
義
を

有
つ
こ
と
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
最
始
の
世
界
で
あ
る
。（
中
略
）
絶
対
無
の
自
覚
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
と
い
ふ
の
は
見
る
も
の
な
く
し
て

見
る
自
己
の
極
限
に
至
る
こ
と
で
あ
る
、
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
方
向
に
我
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
が
絶
對
に
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
、
す

べ
て
「
有
る
も
の
」
が
無
の
自
己
限
定
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
有
る
が
ま
ま
に
無
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
絶
対
の
事
実
と

な
る
こ
と
で
あ
る
」（
六
―
三
十
八
）
と
い
う
。

　

こ
こ
に〈
行
為
と
表
現
〉は
独
自
の
連
関
を
な
す
。「
見
る
も
の
な
く
し
て

0

0

0

0

見
る
」と
い
う〈
行
為
〉の
集
中
と
同
時
に
、見
ら
れ
る
も
の
、

存
在
の
一
々
が
、「
絶
対
の
事
実
」
と
し
て
そ
の
〈
表
現
〉
と
な
る
。
絶
対
無
の
ノ
エ
シ
ス
方
向
は
後
に
「
内
的
生
命
」
や
「
絶
対
の
愛
」

と
し
て
論
究
さ
れ
「
宗
教
の
体
験
」
に
も
連
な
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
云
わ
ば
〈
絶
対
無
の
超
越
〉
が
あ
く
ま
で
「
行
為
」
と

い
う
ノ
エ
シ
ス
を
通
し
て
「
現
在
の
事
実
」（
＝
自
己
の
事
実
・
意
識
の
事
実
・
自
由
の
事
実
・
瞬
間
の
事
実
）
の
「
表
現
」
へ
と
ノ
エ

マ
化
さ
れ
、「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
が
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
現
在
が
過
去
未
来
を
限
定
す
る
と



三
九

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
表
現
」
思
想
〔
森
〕

い
ふ
こ
と
、即
ち
現
在
を
中
心
に
し
て
一
つ
の
世
界
が
定
ま
る
と
い
ふ
こ
と
は
、我
々
が
行
為
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
六

―
一
三
三
）。「
現
在
が
現
在
自
身
か
ら
出
立
し
て
何
處
ま
で
も
現
在
の
中
に
現
在
を
捕
ら
へ
よ
う
と
す
る
の
が
、
我
々
の
行
為
と
考
へ
る

も
の
で
あ
る
」（
六
―
一
四
〇
）。
西
田
は
ま
る
で
禅
門
の
「
現
在
心
不
可
得

0

0

0

」（
徳
山
）
を
説
く
か
の
よ
う
に
、「
現
在
が
現
在
自
身
を
限

定
す
る
と
い
ふ
時
、
現
在
は
何
處
ま
で
も
掴
む
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
、
か
う
い
う
意
味
に
於
て
は
現
在

0

0

は
無0

で
あ
る
（
中
略
）

そ
こ
に
「
時
の
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

」
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
無
が
無
自
身
を
限
定
す
る
所
に
、
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
眞
の
永

遠
の
今
の
限
定
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
底
は
絶
對
の
無

0

0

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
六
―
一
四
二
）。
現
在
の
底
に
何
か
有
の
限

定
（
過
去
の
因
果
・
未
来
の
意
図
等
）
が
あ
れ
ば
、「
真
の
現
在
」
も
「
真
の
時
」
も
な
く
な
る
。「
現
在
の
底
は
絶
對
の
無
」
と
い
う
「
絶

對
無
」
こ
そ
が
「
瞬
間
と
し
て
の
自
由
」
と
「
自
由
な
る
自
己
」（
六
―
一
六
）
を
可
能
と
し
、「
限
定
さ
れ
た
現
在
」
の
只
中
に
「
無
数

の
瞬
間
」（
＝
時
の
始
ま
り
）
を
開
く
の
で
あ
る
。
否
、無
に
し
て
限
定
す
る
、無
の
自
己
限
定
が
「
瞬
間
」（a-topon

無
・
場
所
）
で
あ
り
、

「
現
在
」
で
あ
り
、「
自
由
な
る
人
（
に
ん
）」（
六
―
一
八
八
）
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
絶
對
無
の
自
覚
的
限
定
」
と
し
て
の
「
絶
對
の

現
在
」
こ
そ
が
、
純
粋
経
験
の
「
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那

0

0

」
か
ら
、「
絶
對
自
由
意
志
」
の
「
永
久
の
今
」
や
「
止
ま
る
今
」
を
経
て
、

こ
の
「
永
遠
の
今
」
の
「
瞬
間
」
ま
で
を
一
貫
す
る
場
所
論
全
体
の
要
で
あ
り
、「
無
の
場
所
」（
時
間
の
只
中
の
無
＝
永
遠
の
次
元
）
の

根
源
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
「
絶
對
現
在
」
の
「
場
所
」
こ
そ
は
、「
現
在
の
不
可
得
」
を
そ
の
ま
ま
「
可
得
」
と
し
て
、
不
思
議
な

「
非
連
続
の
連
続
」
を
生
き
る
「
現
實
の
世
界
」
に
他
な
ら
な
い
。「
私
と
汝
」
も
「
切
断
の
結
合
」
と
し
て
「
行
為
と
表
現
」
に
よ
っ
て

「
反
響
し
合
う
」（
六
―
三
九
一
）。「
私
の
一
歩
一
歩
が
汝
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
六
―
二
三
七
）。
こ
れ
も
後
期
の
「
世
界
」
へ
出
る

直
前
の
「
場
所
」
論
に
お
け
る
西
田
の
「
表
現
」
思
想
で
あ
る
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。　
　

 

（
西
田
・
田
辺
記
念
講
演
会
二
〇
一
七
年
六
月
三
日
）
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﹇
付
記
﹈  

西
田
幾
多
郎
全
集
（
岩
波
一
九
八
〇
年
）
か
ら
の
引
用
は
巻
数
と
頁
数
と
を
ハ
イ
フ
ン
で
繋
ぎ
漢
数
字
で
し
め
し
た
。
引
用
文

内
の
強
調
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。


