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本
論
で
は
、
九
鬼
周
造
の
時
間
論
に
お
け
る
多
と
一
の
両
立
を
巡
る
議
論
を
、
特
に
輪
廻
の
論
理
と
形
相
的
単
体
性
に
着
目
し
て
論
じ

る
こ
と
で
、九
鬼
独
自
の
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
お
い
て
二
つ
の「
永
遠
の
現
在
」が
成
立
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。九
鬼
は
、「
時

間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間
の
反
復
」
や
「
形
而
上
学
的
時
間
」
を
は
じ
め
と
す
る
時
間
論
に
お
い
て
、
全
く
同
一

3

3

3

3

の
事
物
と
世
界

と
が
無
限
に
回
帰
す
る
円
環
的

3

3

3

な「
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
」と
い
う
特
異
な
時
間
を
論
じ
た（

1
）。そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
時
間
は「
フ
ッ

サ
ー
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
形
相
的
単
体
性
」（eidetische Singularität
）
の
実
現
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
」
で
あ
り
、そ
こ
で
は
「
量
的
多
様
性
」

と
「
絶
対
的
同
一
性
」
と
が
両
立
す
る
と
語
っ
た（

2
）。
後
程
詳
し
く
見
て
い
く
よ
う
に
、
量
的
多
様
性
と
絶
対
的
同
一
性
と
が
両
立
す

る
所
に
こ
そ
、
九
鬼
の
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
の
独
自
性
が
存
す
る
。
そ
れ
故
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
の
内
容
と
意
義
を
そ
の
独

自
性
に
お
い
て
真
に
理
解
す
る
に
は
、こ
の
両
立
の
問
題
を
形
相
的
単
体
性
の
議
論
も
踏
ま
え
て
包
括
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
時
間
論
が
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る
近
年
の
九
鬼
研
究（

3
）
に
お
い
て
も
、
形
而
上
学
的
時
間
に
お
け
る
量
的
多
様
性
と
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絶
対
的
同
一
性
の
両
立
の
問
題
を
形
相
的
単
体
性
の
議
論
ま
で
視
野
に
お
さ
め
な
が
ら
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
の
は
伊
藤
邦
武
の
み
で
あ

る
。
伊
藤
は
『
九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
』（
二
〇
一
四
）
に
お
い
て
、
形
相
的
単
体
性
を
は
じ
め
と
す
る
背
景
理
論
ま

で
遡
り
な
が
ら
九
鬼
の
時
間
論
を
一
冊
か
け
て
綿
密
に
論
じ
た
。
伊
藤
は
そ
の
中
で
、「
多
を
通
じ
た
一
の
実
現（

4
）」
と
で
も
言
う
べ
き

逆
説
的
論
理
を
通
じ
て
、通
常
宿
命
と
し
て
語
ら
れ
る
因
果
応
報
の
論
理
を
「
転
倒
」
す
る
九
鬼
独
自
の
「
輪
廻
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
」

を
見
出
し
た
。
つ
ま
り
、
伊
藤
に
よ
れ
ば
九
鬼
は
「
因
果
応
報
が
同
一
性
へ
と
還
元
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
ま
さ
に
因
果
応
報
こ
そ
が

事
物
と
世
界
の
同
一
性
を
形
成
す
る
」
と
考
え
、「
宇
宙
の
永
劫
回
帰
と
同
一
の
生
の
無
限
の
継
続
だ
け
が
、
根
本
的
な
潜
在
性
の
世
界

に
対
し
て
、
確
定
性
、
完
足
性
、
自
己
同
一
性
を
生
み
出
す
た
っ
た
一
つ
の
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る（

5
）」
と
考
え
た
の
で
あ
っ

た
。
本
論
執
筆
者
も
ま
た
、
伊
藤
が
打
ち
出
し
た
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
の
宇
宙
論
的
解
釈
、
特
に
量
的
多
様
性
と
絶
対
的
同
一
性
の

両
立
を
「
多
を
通
じ
た
一
の
実
現
」
と
い
う
逆
説
的
論
理
に
お
い
て
理
解
す
る
点
に
賛
同
す
る
。
し
か
し
、
本
論
は
伊
藤
と
は
異
な
る
論

証
過
程
を
経
て
こ
の
両
立
の
論
理
に
迫
る
。
つ
ま
り
、
伊
藤
が
採
用
し
た
外
在
的
ア
プ
ロ
ー
チ
―
九
鬼
の
議
論
を
背
景
理
論
や
類
似
の
理

論
と
比
較
参
照
し
て
理
解
し
て
い
く
方
法
―
で
は
な
く
、
内
在
的
ア
プ
ロ
ー
チ
―
九
鬼
の
議
論
の
内
在
的
連
関
に
特
に
焦
点
を
合
わ
せ
て

内
容
を
理
解
し
て
い
く
方
法
―
を
採
用
す
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
こ
の
内
在
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
九
鬼
の

時
間
論
に
お
け
る
「
永
遠
の
現
在
」
の
理
解
に
新
た
な
光
を
も
た
ら
す
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
お
い
て

成
立
す
る
永
遠
の
現
在
の
永
遠
性
を
、
無
窮
的
永
遠
性
と
円
環
的
永
遠
性
と
い
う
二
重
の
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う

に
な
る
。

　

そ
こ
で
本
論
で
は
ま
ず
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
と
い
う
破
格
の
時
間
の
理
論
的
可
能
性
を
探
る
九
鬼
の
議
論
を
参
照
す
る
中
で
、

無
限
の
時
間
の
二
つ
の
在
り
方
、
即
ち
無
窮
的
永
遠
と
円
環
的
永
遠
と
い
う
二
つ
の
在
り
方
を
確
認
す
る
（
一
）。
次
に
「
形
而
上
学
的

時
間
」
と
「
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間
の
反
復
」
の
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
が
具
体
的
に
は
ど
の
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よ
う
な
時
間
で
あ
り
、ま
た
そ
の
よ
う
な
時
間
の
独
自
性
が
絶
対
的
同
一
性
に
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
確
認
す
る（
二
）。
そ
の
後
、

九
鬼
が
「
実
存
哲
学
」
に
お
い
て
展
開
し
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
形
相
的
単
体
性
と
イ
デ
ア
チ
オ
ン
を
巡
る
議
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
形
相

的
単
体
性
に
お
け
る
多
様
性
と
同
一
性
の
両
立
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
論
理
を
基
に
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
お

け
る
量
的
多
様
性
と
絶
対
的
同
一
性
の
両
立
の
在
り
方
を
示
す
（
三
）。
そ
し
て
前
節
ま
で
の
知
見
を
踏
ま
え
て
回
帰
的
形
而
上
学
的
時

間
に
お
け
る
永
遠
の
現
在
の
議
論
を
も
う
一
度
見
直
す
中
で
、
従
来
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
絶
対
的
同
一
性
に
お
い
て
成
立
す
る
永
遠

の
現
在
の
外
に
、
相
等
性
に
お
い
て
成
立
す
る
も
う
一
つ
の
永
遠
の
現
在
の
存
在
を
提
起
す
る
（
四
）。

一

　

突
然
だ
が
、「
全
く
同
一
」
の
「
事
物
」
と
「
世
界
」
と
が
「
無
限
」
に
回
帰
す
る
「
円
環
的
」
な
時
間
な
ど
と
い
う
も
の
を
熱
心
に

語
る
人
物
に
出
会
っ
た
時
、
そ
の
人
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
好
意
的
に
解
釈
さ
れ
れ
ば
、
輪
廻
を
確
信
す
る
信
心
深
い

宗
教
者
と
い
う
位
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
非
常
識
な
時
間
理
解
に
取
り
憑
か
れ
た
狂
人
に
思
わ
れ
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
九
鬼
は
、「
い
き
」
や
「
偶
然
」
と
い
っ
た
合
理
性
に
収
ま
り
き
ら
な
い
対
象
を
も
ど
こ
ま
で
も
理
知
的
に
追

求
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
九
鬼
は
自
ら
の
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
が
あ
く
ま
で
理
論
的
な
「
仮
定
」
で

あ
る
と
何
度
も
断
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
何
故
「
哲
学
者
」
九
鬼
が
、
仮
定
に
過
ぎ
な
い
回
帰
的
形
而
上
学
的
時

間
な
ど
と
い
う
規
格
外
の
時
間
を
そ
れ
で
も
哲
学
的
に
語
り
得
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
を
論

じ
る
理
論
的
可
能
性
が
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

　

こ
の
可
能
性
を
考
え
る
上
で
出
発
点
と
な
る
の
は
、
時
間
が
有
限
で
あ
る
か
無
限
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
し
て
九
鬼
は
、
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こ
の
問
い
に
応
え
て
時
間
は
無
限
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
結
論
づ
け
る
。

時
間
を
有
限
と
す
る
場
合
に
は
何
等
か
の
意
味
で
時
間
の
起
始
ま
た
は
終
極
を
考
え
な
い
訳
に
は
行
か
な
い
。
然
る
に
、
時
間
の
起

始
が
必
然
的
に
仮
定
す
る
、
時
間
の
非
存
在
よ
り
存
在
へ
の
推
移
や
、
時
間
の
終
極
が
必
然
的
に
仮
定
す
る
、
時
間
の
存
在
よ
り
非

存
在
へ
の
推
移
は
、我
々
の
思
惟
に
戻も
と

る
も
の
で
あ
る
。
時
間
の
原
本
的
規
定
と
し
て
過
去
、現
在
、未
来
の
三
様
態
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
て
、
時
間
の
起
始
は
過
去
の
な
い
現
在
と
し
て
思
惟
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
然
る
に
、
過
去
の
な
い
現
在
な
る
も
の
は
思

惟
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
現
在
と
は
過
去
に
基
礎
を
有
す
る
も
の
と
し
て
の
み
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
時
間
の
終
極
な
る
概

念
も
、
未
来
の
な
い
現
在
と
し
て
思
惟
さ
る
る
限
り
、
同
様
の
困
難
を
伴
う
。
時
間
有
限
の
思
想
は
か
よ
う
な
難
点
を
も
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
反
し
て
、
時
間
を
無
限
と
考
え
る
こ
と
は
思
惟
に
と
っ
て
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
時
間
の
原
本
的
規
定
に
適
合
し
た

も
の
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
現
在
は
過
去
と
の
相
対
的
関
係
に
立
ち
、
そ
の
過
去
は
ま
た
そ
の
過
去
と
相
対
的
関
係
に
立
つ
。
未
来

に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
か
く
し
て
時
間
の
無
限
性
が
要
請
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
九
鬼
周
造
「
形
而
上
学
的
時
間
」『
人
間
と
実
存
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
六
、一
九
四
―
一
九
五
頁
。）

九
鬼
に
よ
れ
ば
、
時
間
を
有
限
と
考
え
る
と
、
時
間
そ
の
も
の
の
存
在
か
ら
非
存
在
な
い
し
非
存
在
か
ら
存
在
へ
の
推
移
、
ま
た
時
間
の

起
始
と
し
て
の
「
過
去
の
な
い
現
在
」
な
い
し
時
間
の
終
極
と
し
て
の
「
未
来
の
な
い
現
在
」
と
い
っ
た
「
我
々
の
思
惟
に
戻
る
」
概
念

が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
時
間
を
無
限
と
考
え
れ
ば
、
ど
の
現
在
も
過
去
に
基
礎
を
有
し
ま
た
未
来
へ
向
か
う
相
対
的
な
も

の
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
九
鬼
は
時
間
の
無
限
性
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
た
と
え
こ
の
よ
う
に
時
間
の
無
限
性
を
確
保
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
時
間
を
ど
の
よ
う
に
表
象
す
る
か
と
い
う
問
題
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が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
起
始
も
終
極
も
持
た
な
い
無
限
の
時
間
は
「
起
始
も
な
く
終
極
も
な
い
直
線
の
形
」
か
「
円
を
描
き
つ
つ
常
に
自

己
に
回
帰
す
る
」
時
間
と
し
て
二
様
に
表
象
さ
れ
う
る
。
直
線
的
無
限
と
し
て
の
時
間
に
関
し
て
は
、
直
線
と
い
う
概
念
自
体
が
普
段
か

ら
数
学
や
生
活
の
中
で
し
ば
し
ば
触
れ
る
身
近
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
受
け
入
れ
や
す
い
。
一
方
、
円
環
的
無
限
の
時
間
は
、
理
論
的
に

も
常
識
的
に
も
極
め
て
捉
え
が
た
く
、
そ
れ
故
俄
か
に
は
受
け
入
れ
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
九
鬼
が
着
目
す
る
の
は
、
直
線
表
象
の
断
片
性
と
円
表
象
の
完
結
性
で
あ
る
。
九
鬼
は
、
直
線
と
し
て
表
象
さ
れ
た
時
間
は
、

完
結
し
て
全
体
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
断
片
的
な
「
潜
勢
的
無
限
（
無
窮
、悪
無
限
）」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
他
方
円
環
的
時
間
、

つ
ま
り
回
帰
的
時
間
は
、
円
を
描
く
と
い
う
回
帰
性
に
お
い
て
ま
ず
無
限
で
あ
る
と
と
も
に
、
全
体
と
し
て
完
結
し
て
い
る
と
い
う
完
結

性
を
有
し
て
い
る（
真
無
限
）。
さ
ら
に
、そ
の
回
帰
が
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
潜
勢
性
を
も
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

円
と
し
て
表
象
さ
れ
る
回
帰
的
時
間
は
、
完
結
性
と
潜
勢
性
を
自
ら
の
内
に
備
え
る
「
現
勢
的
無
限
」
と
し
て
、
単
に
断
片
的
な
「
潜
勢

的
無
限
」
と
は
理
性
的
に
区
別
さ
れ
う
る
。
九
鬼
は
こ
の
点
に
お
い
て
円
環
的
な
回
帰
的
時
間
を
哲
学
的
に
考
察
す
る
可
能
性
を
確
保
す

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ま
た
他
の
論
者
に
従
え
ば
、
現
勢
的
無
限
の
観
念
は
も
と
よ
り
経
験
か
ら
来
た
も
の
で
も
な
く
、
想
像
に
よ
っ
て
生
じ
た

も
の
で
も
な
い
が
、
理
性
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
潜
勢
的
無
限
と
現
勢

的
無
限
と
を
区
別
し
得
る
の
も
、
何
等
か
の
仕
方
に
よ
っ
て
現
勢
的
無
限
の
観
念
を
思
惟
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
回
帰

的
形
而
上
学
的
時
間
は
一
方
に
回
帰
性
に
よ
っ
て
争
わ
れ
ざ
る
完
結
性
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
に
回
帰
が
無
窮
に
繰
り
返
さ

る
る
と
い
う
点
で
、
な
お
潜
勢
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
必
ず
し
も
現
勢
的
無
限
で
は
な
い
。
我
々
は
か
よ
う
に
し
て
回
帰
的

形
而
上
学
的
時
間
の
観
念
に
成
立
の
意
味
を
承
認
す
る
と
共
に
、
万
物
再
生
ま
た
は
永
劫
回
帰
の
思
想
が
哲
学
思
索
か
ら
根
絶
さ
れ



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
五
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一
六
〇

な
い
核
心
的
理
由
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
同
書
、
一
九
六
―
一
九
七
頁
。）

二

　

前
節
に
お
い
て
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
が
全
く
理
解
の
及
ば
な
い
妄
想
で
も
信
仰
を
通
じ
て
し
か
辿
り
着
け
な
い
境
地
で
も
な

く
、
理
性
的
に
扱
い
得
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
考
察
可
能
性
が
確
保
さ
れ
た
。
そ
こ
で
本
節
で
確
認
し
た
い
の
は
、
九
鬼
が
構
想
す
る
全

く
同
一
の
事
物
と
世
界
と
が
無
限
に
回
帰
す
る
円
環
的
時
間
と
し
て
の
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
時
間
で

あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
時
間
の
独
自
性
が
絶
対
的
同
一
性
に
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

九
鬼
が
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
の
顕
著
な
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
輪
廻
の
時
間
性
で
あ
る
。
輪
廻
は
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る

生
物
が
そ
の
死
後
生
前
の
業
に
応
じ
て
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
九
鬼
は
輪
廻
に
お
け
る
こ
の
「
業
」
と
い
う
概
念
に
着
目

し
て
、
こ
の
概
念
が
因
果
性
そ
し
て
同
一
性
に
基
づ
く
概
念
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

輪
廻
は
一
般
に
因
果
律
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
原
因
と
結
果
と
は
連
鎖
を
な
し
て
い
る
。
人
間
は
一
の
存
在
か
ら
他
の
存
在
へ
移
る

が
、
後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
善
業
に
よ
っ
て
高
貴
に
生
れ
、
賢
明
に
生
れ
る
。
悪
業
に
よ
っ
て
犬
に
生
ま
れ
、

豚
に
生
れ
、
蛇
に
生
れ
、
蚊
に
生
れ
る
一
見
そ
こ
に
は
変
化
が
あ
る
が
、
そ
の
実
、
何
等
の
変
化
も
な
い
。

（
同
書
、
一
九
七
頁
。）



一
六
一

九
鬼
周
造
の
時
間
論
に
お
け
る
二
つ
の
永
遠
の
現
在 〔
藤
貫
〕

例
え
ば
輪
廻
に
お
い
て
、
あ
る
人
間
が
次
の
生
で
高
貴
な
存
在
な
い
し
畜
生
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
場
合
、
一
見
全
く
違
う
存
在

に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
前
世
に
お
け
る
業
と
い
う
「
原
因
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
来
世
の
在
り
方
は
前
世
の
行
い
の
報
い

即
ち
「
結
果
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
原
因
と
結
果
の
間
に
確
か
な
因
果
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
九
鬼
は
、
一
般
に
因
果
性
が
同
一
性
に
帰
着
す
る
点
を
確
認
し
た
上
で
、
全
く
同
一
の
も
の
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
一
見
特

殊
な
事
例
は
、
む
し
ろ
「
徹
底
し
た
論
理
」「
典
型
的
な
場
合
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

一
般
に
因
果
性
は
同
一
性
に
帰
着
す
る
。（
中
略
）
要
す
る
に
輪
廻
説
は
「
業
に
よ
る
輪
廻
」
と
し
て
業
説
と
不
離
の
内
的
関
係
に

立
つ
限
り
、「
甲
は
甲
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
律
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
或
る
人
間
が
全
く
同
一
の
人
間
に
生
ま
れ
る

場
合
は
輪
廻
の
例
外
的
な
場
合
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
典
型
的
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
も
っ
て
い
る
特
殊
性
は
徹
底
し
た
論

理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
同
書
、
一
九
八
頁
。）

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、九
鬼
は
こ
の
議
論
に
お
い
て
因
果
性
を
同
一
性
に
全
く
回
収
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

と
い
う
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
九
鬼
は
こ
こ
で
、
他
の
事
物
へ
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
全
く
排
し
た
輪
廻
を
提
出
し
た
の
で
は
な
い
。
事
物
は
あ
く
ま
で
、
輪
廻

を
通
じ
て
何
度
も
今
ま
で
と
は
異
な
る
も
の
に
生
ま
れ
変
わ
る
。
業
に
従
う
と
は
い
え
、
前
世
の
悪
人
は
現
世
で
人
で
は
な
く
畜
生
に
生

ま
れ
変
わ
り
、
逆
に
現
世
で
業
を
清
算
し
た
虫
け
ら
は
来
世
で
よ
り
高
貴
な
存
在
に
生
ま
れ
変
わ
り
う
る
。
こ
こ
で
九
鬼
が
言
お
う
と
し

て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
一
方
で
輪
廻
に
お
け
る
生
ま
れ
変
わ
り
の
多
様
性
を
承
認
し
な
が
ら
、
他
方
あ
く
ま
で
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
も
同
一

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

性
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
果
て
し
な
い
輪
廻
の
果
て
に
全
く
同
じ
事
物
が
再
生
す
る
と
い
う
主
張

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

で
あ
る
。
例
え
ば
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二

悪
人
は
輪
廻
に
お
い
て
常
に
全
く
同
じ
悪
人
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
自
ら
の
悪
業
に
よ
っ
て
あ
る
時
は
犬
に
、
豚
に
、

蛇
に
、
そ
し
て
蚊
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
輪
廻
が
ど
こ
ま
で
も
業
と
い
う
因
果
的
同
一
性
に
支
配
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

無
限
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
経
る
内
に
ど
こ
か
で
全
く
同
じ
自
分
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
悪
人
は
、
無
限
の
輪
廻
の
果

て
に
い
つ
し
か
全
く
同
じ
悪
人
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
悪
業
と
い
う
潜
在
的
同
一
性
が
、
犬
や
蛇

や
蚊
と
い
っ
た
も
の
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
無
限
に
多
様
な
輪
廻
の
過
程
を
通
じ
て
自
ら
を
現
勢
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
現
勢
化

は
徹
底
化
さ
れ
た
輪
廻
の
論
理
に
基
づ
く
時
、
直
線
的
な
終
わ
り
な
き
悪
無
限
的
過
程
で
は
な
く
、
円
環
的
に
回
帰
す
る
真
無
限
的
過
程

と
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
事
物
が
厳
密
な
意
味
で
全
く
同
一
の
も
の
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
に
は
そ
れ
ら
を
含
む
世
界
の
全
体
も
ま

た
全
く
同
一
な
仕
方
で
回
帰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
九
鬼
は
こ
の
よ
う
に
「
輪
廻
説
の
地
平
を
廓
大
し
、同
時
に
論
理
を
徹
底
さ
せ
る
」

こ
と
で
、「
世
界
は
、
そ
の
同
一
性
を
保
ち
つ
つ
、
回
帰
す
る
」
と
い
う
「
劫
波
説
」、
即
ち
「
一
切
の
人
間
は
相
互
間
の
具
体
的
関
係
を

保
っ
た
ま
ま
、
諸
々
の
事
情
は
そ
の
具
体
的
全
体
を
背
景
と
し
た
ま
ま
、
回
帰
的
に
生
成
す
る
と
い
う
観
念
」
と
し
て
の
「
回
帰
的
形
而

上
学
的
時
間
」
へ
と
進
ん
で
い
く（

6
）。

　

劫
波
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
カ
ル
パ
（kalpa
）
の
音
写
で
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
最
も
長
い
時
間
の
単
位
で
あ
り
、
よ
り
詳
し
く

言
え
ば
一
つ
の
宇
宙
時
間
が
生
ま
れ
消
滅
す
る
ま
で
の
時
間
の
こ
と
で
あ
る
。『
シ
ュ
ウ
ェ
ー
タ
ー
シ
ュ
ワ
タ
ラ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』

や
『
婆
伽
梵
歌
』（
ば
が
ぼ
ん
か
）
と
い
っ
た
イ
ン
ド
思
想
の
経
典
は
、
こ
の
よ
う
な
劫
波
と
し
て
の
時
間
は
終
わ
る
と
消
滅
し
、
新
し

く
次
の
劫
波
が
は
じ
ま
る
と
い
う
過
程
を
無
限
に
繰
り
返
す
と
語
る
。
ま
た
、
九
鬼
に
よ
れ
ば
イ
ン
ド
の
こ
の
劫
波
説
の
よ
う
な
回
帰
的

形
而
上
学
的
時
間
の
観
念
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
「
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
―
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
教
説
」、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
完
全
年
」

そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
を
受
け
つ
い
だ
ス
ト
ア
派
の
「
大
宇
宙
年
」
と
い
っ
た
思
想
に
も
見
出
だ
さ
れ
る
と
い
う
。



一
六
三

九
鬼
周
造
の
時
間
論
に
お
け
る
二
つ
の
永
遠
の
現
在 〔
藤
貫
〕

そ
の
時
に
は
再
び
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
と
が
出
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
各
個
人
は
同
一
の
友
人
た
ち
や
市
民
た
ち
と
共
に
新
た
に

生
れ
、
同
一
の
こ
と
を
経
験
し
、
同
一
の
事
情
に
再
び
遭
遇
し
、
同
一
の
仕
事
を
な
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
各
々
の
町
村
、
田
野
も
同

様
に
再
び
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
万
物
の
復
帰
は
単
に
一
回
だ
け
起
る
の
で
は
な
く
、
幾
回
も
、
否
、
無
数
に
、
無
限
に
、
同
一

の
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
既
に
以
前
に
起
っ
た
こ
と
の
ほ
か
に
何
等
の
新
し
い
も
の
は
な
く
、
一
切
は
如
何
な
る

小
事
に
到
る
ま
で
も
全
く
同
一
で
変
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
同
書
、
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
。）

こ
の
よ
う
に
劫
波
説
や
大
宇
宙
年
の
思
想
に
お
い
て
は
、
劫
波
が
繰
り
返
す
度
に
万
物
の
復
帰
が
無
限
に
な
さ
れ
、
そ
の
際
に
は
「
以
前

に
起
っ
た
こ
と
の
ほ
か
に
何
等
の
新
し
い
も
の
は
な
く
、一
切
は
如
何
な
る
小
事
に
到
る
ま
で
も
全
く
同
一
で
変
わ
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
九
鬼
は
、
自
ら
が
語
る
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
と
他
の
回
帰
的
時
間
と
を
注
意
深
く
区
別
し
て
い
く
。
九
鬼
が
ま
ず
取
り
上

げ
る
の
は
「
自
然
的
時
間
」（「
農
業
的
時
間
」
ま
た
は
「
神
祇
的
時
間
」）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
と
し
て
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
の
は
、「
日
出
と
日
没
」「
田
植
と
収
穫
」「
春
祭
と
秋
祭
」
と
い
っ
た
一
日
な
い
し
季
節
の
移
り
変
わ
り
と
繰
り
返
し
で
あ
る
。
九

鬼
は
、
こ
の
よ
う
な
回
帰
的
自
然
的

3

3

3

時
間
は
「
各
周
期
間
の
絶
対
的
同
一
性
を
要
請
し
な
い（

7
）」
が
故
に
、
時
間
の
内
容
の
細
目
全
て

に
お
け
る
絶
対
的
同
一
性
を
措
定
す
る
九
鬼
の
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
と
は
異
な
る
と
指
摘
す
る
。

　

次
に
九
鬼
が
検
討
す
る
の
は
現
象
学
的
立
場
か
ら
見
た
回
帰
的
時
間
で
あ
る
。
九
鬼
が
こ
こ
で
語
る
現
象
学
的
立
場
と
は
、「
数
え
る

主
観
、
ま
た
は
傍
観
者
の
意
識
的
連
続
性
が
前
提
さ
れ
て
い
る（

8
）」
立
場
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
回
帰
的
時
間
は
同
じ
内
容
を
繰
り
返

し
な
が
ら
螺
旋
状
に
流
れ
て
い
く
螺
旋
的
時
間
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
例
え
ば
ク
サ
ン
テ
ィ
ペ
と
結
婚
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
回
帰
的
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一
六
四

現
象
学
的

3

3

3

3

時
間
に
お
い
て
再
び
ク
サ
ン
テ
ィ
ペ
と
結
婚
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ク
サ
ン
テ
ィ
ペ
の
結
婚
は
も
と
の
結
婚
と

は
最
早
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
時
間
は
一
周
す
る
ご
と
に
数
え
あ
げ
ら
れ
る
た
め
、
彼
等
が
結
婚
す
る
毎
に
一
周
期
分
時

間
が
推
移
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
九
鬼
は
こ
の
よ
う
な
回
帰
的
現
象
学
的
時
間
を
も
自
ら
の
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
か
ら
区
別
す
る
。
と
い
う
の
も
、「
全

く
同
一
」
の
事
物
が
無
限
に
回
帰
す
る
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
は
、
厳
密
な
意
味
で
円
環
的
な
回
帰
的
時
間
、
即
ち
時
間
の
内
容
だ
け

で
は
な
く
時
間
そ
の
も
の
も
回
帰
す
る
可
逆
的

3

3

3

時
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
は
車

輪
と
し
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
時
間
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
車
輪
の
よ
う
に
全
く
の
同
一
の
事
物
が
無
限
回
に
渡
っ
て

回
帰
し
、
か
つ
そ
れ
ら
の
繰
り
返
し
が
回
数
的
に
も
区
別
さ
れ
な
い
可
逆
的
円
環
的
な
時
間
と
な
っ
て
は
じ
め
て
、
独
自
の
回
帰
的
形
而

3

3

上
学
的

3

3

3

時
間
と
言
わ
れ
る
の
だ
。

そ
う
し
て
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
は
可
逆
的
の
故
を
も
っ
て
厳
密
に
円
を
描
い
て
い
る
。
時
間
は
「
矢
」
で
も
な
く
「
螺
旋
」

で
も
な
く
「
車
輪
」
と
し
て
象
徴
さ
れ
る
。
過
去
は
未
来
で
あ
り
得
、
未
来
は
過
去
で
あ
り
得
る
。「
母
た
り
し
人
が
、
再
び
、
妻

と
な
り
、
妻
た
り
し
も
の
が
母
と
な
る
。
父
た
り
し
人
が
、
再
び
、
子
と
な
り
、
子
た
り
し
も
の
が
、
再
び
、
父
と
な
る
」
と
『
ヨ
ー

ガ
タ
ッ
ト
ワ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
は
「
車
輪
」
と
し
て
の
時
間
を
叙
述
し
て
い
る
。
我
々
は
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
を
現
象
学

的
時
間
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

（
同
書
、
二
〇
七
頁
。）

　

そ
れ
に
し
て
も
、
劫
波
な
い
し
大
宇
宙
年
が
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
な
が
ら
も
数
え
上
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
円
環
的
で
可
逆
的
に
回
帰



一
六
五

九
鬼
周
造
の
時
間
論
に
お
け
る
二
つ
の
永
遠
の
現
在 〔
藤
貫
〕

す
る
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
の
か
。
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
「
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間
の
反
復
」
に
お
け
る
次
の

文
章
で
あ
る
。

さ
ら
に
正
確
に
言
え
ば
、
問
題
は
、
と
り
わ
け
一
つ
の
大
宇
宙
年
か
ら
他
の
大
宇
宙
年
へ
の
移
行
に
、
異
な
っ
た
大
宇
宙
年
を
繋
ぐ

鎖
に
あ
る
。「
ひ
と
が
樹
に
か
け
た
綱
を
つ
か
ん
で
堀
を
飛
び
越
え
る
よ
う
に
」
一
つ
の
大
宇
宙
年
は
新
し
い
大
宇
宙
年
に
飛
び
移

る
の
で
あ
る
。
こ
の
ひ
と
は
受
動
的
に
時
間
に
よ
っ
て
揺
り
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
愚
者
で
あ
ろ
う
か
。「
監
視
者
」
を
必
要
と
す
る

よ
う
な
幼
児
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
自
ら
新
た
に
時
間
を
創
造
す
る
巧
み
な
魔
術
師
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
々
は
何
よ
り
も
ま
ず

時
間
が
意
志
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
意
志
の
存
し
な
い
と
こ
ろ
に
時
間
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
た
。

こ
う
し
て
、
絶
対
的
孤
独
の
う
ち
に
あ
る
こ
の
魔
術
師
は
、
自
己
の
存
在
を
終
わ
ら
せ
、
ま
た
新
た
に
再
生
さ
せ
う
る
力
の
わ
ざ
、

あ
る
い
は
む
し
ろ
意
志
の
わ
ざ
を
所
有
す
る
よ
う
な
真
の
魔
物
（dém

on

）
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
死
と
そ
の
再
生
と
の
間
に

は
、か
れ
の
意
志
は
現
実
態

0

0

0

（actuellem
ent

）
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、そ
れ
で
も
な
お
可
能
態

0

0

0

（potentiellem
ent

）

に
お
い
て
は
存
在
し
て
い
る
。
問
題
は
「
可
能
態
に
お
け
る
意
志
」（volonté en puissance

）
と
い
う
観
念
に
集
中
す
る
。
大
宇

宙
年
と
い
う
観
念
の
逆
接
全
体
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
点
に
関
す
る
思
考
の
曖
昧
さ
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、

壮
大
な
形
而
上
学
的
思
弁
の
誕
生
を
可
能
な
ら
し
め
た
、
豊
か
で
幸
い
な
曖
昧
さ
で
あ
っ
た
。

（
九
鬼
周
造「
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間
の
反
復
」『
時
間
論
』岩
波
文
庫
、二
〇
一
六
、十
八
―
十
九
頁
。傍
点
は
原
文
マ
マ
。）

九
鬼
は
こ
こ
で
、「
一
つ
の
大
宇
宙
年
か
ら
他
の
大
宇
宙
年
へ
の
移
行
」
に
お
け
る
「
異
な
っ
た
大
宇
宙
年
を
繋
ぐ
鎖
」
を
問
い
、「
自
ら

新
た
に
時
間
を
創
造
す
る
巧
み
な
魔
術
師
」
を
見
出
す
。
こ
の
魔
術
師
は
「
絶
対
的
な
孤
独
」
の
う
ち
に
あ
っ
て
「
自
己
の
存
在
を
終
わ
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ら
せ
、
ま
た
新
た
に
再
生
さ
せ
う
る
」「
意
志
の
わ
ざ
」
を
所
有
す
る
「
真
の
魔
物
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
志
は
現
実
態
に
お
い

て
は
存
在
し
な
い
「
可
能
態
に
お
け
る
意
志
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
議
論
で
ま
ず
着
目
し
た
い
の
は
、
時
間
を
自
ら
の
意
志
で

新
た
に
創
造
す
る
こ
の
魔
術
師
は
、
自
己
の
存
在
を
も
終
結
さ
せ
ま
た
再
生
さ
せ
る
こ
と
の
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ3

れ
は
大
宇
宙
年
が
回
帰
し
消
滅
す
る
時
に
、
数
え
る
主
体
と
し
て
の
自
ら
を
も
ま
た
消
滅
さ
せ
ま
た
再
生
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

る3

。
こ
の
よ
う
な
「
絶
対
的
な
更
新（

9
）」
を
通
じ
て
、
そ
れ
は
自
ら
「
つ
ね
に
新
た
に
生
を
終
え
る
」
た
め
に
「
つ
ね
に
新
た
に
生
を

は
じ
め
る（
10
）」
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
大
宇
宙
年
は
円
環
的
に
回
帰
し
な
が
ら
も
数
え
ら
れ
る
こ
と
な
く

3

3

3

3

3

3

3

3

3

そ
の
都
度
新
し
く
消
滅
し
再
生

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
大
宇
宙
年
が
回
帰
す
る
毎
に
消
滅
し
ま
た
新
た
に
は
じ
ま
る
と
考
え
る
場
合
当
然
生
じ
て
く
る
疑
問
は
、
大
宇
宙
年
同
士
の

関
係
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
大
宇
宙
年
に
お
い
て
全
く
同
一
で
あ
る
と
こ
ろ
の
個
々
の
契
機
の
関
係
で
あ
る
。
九
鬼
は
次
の
よ
う

に
応
答
す
る
。

後
者
（
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
）（
11
）
に
あ
っ
て
は
、そ
の
反
対
に
、契
機
間
に
非
連
続
性
が
存
し
て
い
る
。
現
在
の
今
、過
去
の
今
、

未
来
の
今
と
い
う
各
契
機
は
一
種
の
遠
隔
作
用
の
如
き
も
の
に
よ
っ
て
の
み
連
結
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
後
者
に
あ
っ
て
は
、
各

契
機
は
絶
対
的
同
質
性
を
も
ち
、
互
に
交
換
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
時
間
が
可
逆
的
で
あ
る
。

（
九
鬼
周
造
「
形
而
上
学
的
時
間
」
二
〇
九
頁
。）

大
宇
宙
年
間
の
個
々
の
契
機
、
例
え
ば
「
現
在
の
今
、
過
去
の
今
、
未
来
の
今
」
は
一
方
で
非
連
続
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
に
円
環
的
な

大
宇
宙
年
を
構
想
す
る
に
は
、
回
帰
毎
に
時
間
が
完
全
に
消
滅
し
再
生
す
る
と
い
う
絶
対
的
更
新
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
か
ら
も
明



一
六
七

九
鬼
周
造
の
時
間
論
に
お
け
る
二
つ
の
永
遠
の
現
在 〔
藤
貫
〕

ら
か
で
あ
る
。
他
方
、
各
契
機
は
絶
対
的
同
質
性
を
持
つ
が
ゆ
え
に
交
換
可
能
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
宇
宙
毎
の
各
契
機
が
絶
対
的

に
同
一
で
交
換
可
能
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
に
は
、非
連
続
の
連
続
と
し
て
の
連
続
性

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

即
ち
「
一
種
の
遠
隔
作
用
の
如
き
も
の
」
に
よ
る
「
連

結
」
も
担
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、こ
の
連
結
の
問
題
を
考
え
る
上
で
手
掛
か
り
に
な
る
の
が
「
可
能
態
と
し
て
の
意
志
」

と
い
う
概
念
で
あ
り
、
ま
た
「
形
相
的
単
体
性
」
に
お
け
る
多
様
性
と
同
一
性
を
巡
る
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
よ
い
よ
、
形
相
的
単
体

性
の
議
論
に
移
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

三

　

九
鬼
は
、
前
節
で
論
じ
た
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
お
い
て
、「
形
相
的
単
体
性
」
が
実
現
さ
れ
た
と
言
え
る
よ
う
な
仕
方
で
量
的

多
様
性
と
絶
対
的
同
一
性
と
が
両
立
す
る
と
い
う
。

回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
の
構
造
を
更
に
明
か
に
し
よ
う
。
先
ず
、
無
窮
に
回
帰
す
る
劫
波
ま
た
は
大
宇
宙
年
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い

わ
ゆ
る
「
形
相
的
単
体
性
」（eidetische Singularität
）
の
実
現
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
無
数
の
劫
波
ま
た
は
大
宇
宙
年

は
い
ず
れ
も
み
な
絶
対
的
に
同
一
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
一
つ
のεἶδος

（
エ
イ
ド
ス
）
の
見
本
で
あ
る
と
い
う
以
外
の
何
も
の
で

も
な
い
。
従
っ
て
互
に
全
然
同
一
で
あ
り
な
が
ら
数
の
上
で
多
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
真
の
意
味
の
個
性

を
備
え
て
い
な
い
。

（
同
書
、
二
〇
八
頁
。）
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こ
こ
で
は
ま
ず
、「
無
窮
に
回
帰
す
る
劫
波
ま
た
は
大
宇
宙
年
」
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
形
相
的
単
体
性
」（eidetische 

Singularität

）
の
実
現
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
」
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、「
無
数
の
劫
波
ま
た
は
大
宇
宙
年
は
い
ず
れ

も
み
な
絶
対
的
に
同
一
」
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
一
つ
のεἶδος

の
見
本
で
あ
る
」
点
に
お
い
て
の
み
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
故
に
、「
真

の
意
味
で
の
個
性
を
備
え
て
」
お
ら
ず
、「
互
い
に
全
然
同
一
で
あ
り
な
が
ら
数
の
上
で
多
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
」
の
だ
と
い
う
。
本

論
の
問
題
意
識
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
多
様
性
と
同
一
性
と
が
両
立
す
る
在
り
方
、
つ
ま
り
「
一
つ
の
エ
イ
ド
ス
の
見

本
」
と
し
て
の
在
り
方
で
あ
る
。
こ
の
在
り
方
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
九
鬼
が
「
実
存
哲
学
」
に
お
い
て
展
開
し
た
形
相
的
単
体
性
を

巡
る
議
論
を
、
イ
デ
ア
チ
オ
ン
や
個
体
的
単
体
性
と
い
っ
た
関
連
す
る
諸
概
念
も
踏
ま
え
な
が
ら
参
照
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、
先
ほ
ど
引
用
文
に
お
け
るεἶδος

（
エ
イ
ド
ス
）
と
い
う
用
語
で
あ
る
。
エ
イ
ド
ス
と
い
う
用
語
自
体
は
プ

ラ
ト
ン
以
来
様
々
な
哲
学
者
が
用
い
て
い
る
用
語
で
あ
る
が
、
九
鬼
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
か
。

曩
に
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
が
可
能
的
存
在
す
な
わ
ち
存
在
の
本
質
の
意
味
を
最
も
よ
く
表
わ
し
、
個
々
の
現
実
的
存
在
は
イ
デ
ア
に

分
預
す
る
限
り
に
お
い
て
存
在
す
る
と
云
っ
た
。
本
質
と
存
在
と
が
普
遍
者
と
個
体
と
に
対
す
る
関
係
は
そ
れ
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
明
か

で
あ
る
。
イ
デ
ア
は
多
数
の
個
体
に
対
し
て
「
共
通
者
」（το κοινόν

）
で
あ
る
。

（
九
鬼
周
造
「
実
存
哲
学
」
同
書
、
七
十
五
頁
。）

こ
の
引
用
で
エ
イ
ド
ス
で
は
な
く
イ
デ
ア
と
言
わ
れ
て
い
る
そ
れ
は
、「
個
々
の
現
実
的
存
在
」
が
そ
れ
に
「
分
預
す
る
限
り
に
お
い

て
存
在
す
る
」
よ
う
な
「
可
能
的
存
在
す
な
わ
ち
存
在
の
本
質
」、
つ
ま
り
多
数
の
個
体
に
対
す
る
「
共
通
者
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
多
数
の
個
体
に
対
す
る
「
共
通
者
」
と
し
て
の
イ
デ
ア
を
把
握
す
る
こ
と
が
イ
デ
ア
チ
オ



一
六
九

九
鬼
周
造
の
時
間
論
に
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け
る
二
つ
の
永
遠
の
現
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ン
（Ideation 

理
念
看
取
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、こ
の
イ
デ
ア
チ
オ
ン
は
単
に
イ
デ
ア
把
握
全
般
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

或
る
特
殊
な
手
続
き
を
踏
む
イ
デ
ア
把
握
で
あ
る
。
次
の
引
用
を
見
て
も
ら
い
た
い
。

イ
デ
ア
チ
オ
ン
は
或
る
経
験
さ
れ
た
対
象
ま
た
は
想
像
さ
れ
た
対
象
を
一
個
の
変
形
態
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
基
礎
を
有
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
そ
の
対
象
を
任
意
の
一
例
ま
た
は
見
本
で
あ
ら
し
め
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
の
対
象
を
し
て
諸
変
形
態
の
開
放
的
無
限

集
合
の
最
初
の
要
素
で
あ
ら
し
め
る
。
変
形
作
用
を
行
う
の
で
あ
る
。
一
つ
の
事
実
を
見
本
と
し
て
純
粋
想
像
の
体
験
的
構
成
を
企

図
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
見
本
に
類
似
し
た
像
が
常
に
新
し
い
像
と
し
て
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
像
の

集
合
を
貫
徹
し
て
一
つ
の
単
一
性
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
原
像
に
自
由
変
形
を
行
な
っ
た
場
合
に
、
必
然
的
な
普
遍
的

な
形
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
な
く
て
は
、
最
初
の
原
像
が
そ
の
類
の
一
例
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
な

い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
形
が
残
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
要
す
る
に
自
由
変
形
を
行
う
場
合
に
各
々
の
変
形
態
お
よ
び
変
形
作
用

の
過
程
そ
の
も
の
は
主
観
的
体
験
に
は
任
意
の
も
の
と
し
て
現
れ
て
来
る
。
そ
の
際
、
す
べ
て
の
諸
変
形
態
を
貫
い
て
一
つ
の
不
変

態
が
存
し
て
い
る
こ
と
に
眼
を
向
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
諸
変
形
態
の
差
異
点
は
我
々
に
と
っ
て
無
関
心
の
も
の
で
あ
っ
て
、
諸
変

形
態
の
謂
わ
ば
絶
え
ず
相
重
な
る
と
こ
ろ
が
不
変
な
も
の
と
し
て
残
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
イ
デ
ア
ま
た
は
本
質
で
あ
る
。

（
同
書
、
七
十
五
―
七
十
六
頁
。）

イ
デ
ア
チ
オ
ン
は
ま
ず
「
或
る
経
験
さ
れ
た
対
象
ま
た
は
想
像
さ
れ
た
対
象
を
一
個
の
変
形
態
と
し
て
取
り
扱
う
」、
い
わ
ば
「
対
象
を

任
意
の
一
例
ま
た
は
見
本
で
あ
ら
し
め
る
」
こ
と
に
ま
ず
基
礎
を
有
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
よ
う
な
見
本
と
な
る

原
像
を
も
と
に
「
純
粋
想
像
の
体
験
的
構
成
を
企
図
す
る
」、
つ
ま
り
見
本
に
類
似
し
た
像
を
次
々
と
新
し
く
想
像
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
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そ
の
よ
う
な
想
像
的
自
由
変
形
を
通
じ
て
そ
の
過
程
を
貫
く
一
つ
の
不
変
態
が
、
即
ち
各
々
の
諸
変
形
態
が
そ
の
任
意
の
一
例
に
過
ぎ
な

く
な
る
よ
う
な
、
諸
像
の
集
合
を
貫
く
単
一
性
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
イ
デ
ア
チ
オ
ン
と
は
、
認
識
の
対
象
を
変
形
可
能

な
任
意
の
一
例
と
み
な
し
た
上
で
、
想
像
上
の
自
由
変
形
を
施
す
こ
と
で
諸
変
形
態
に
共
通
す
る
イ
デ
ア
的
共
通
性
を
見
出
す
と
い
う
一

連
の
把
握
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
把
握
の
在
り
方
を
、
私
た
ち
が
「
ハ
」
と
い
う
音
を
把
握
し
て
い
く
場
面
を
例
に
想

像
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、
同
じ
「
ハ
」
と
呼
ば
れ
る
音
で
も
、
明
る
い
ま
た
は
暗
い
音
色
で
あ
っ
た
り
、
微
妙
に
音
程

が
高
か
っ
た
り
低
か
っ
た
り
と
現
実
に
は
様
々
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
中
で
私
た
ち
は
、自
分
で
そ
の
音
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
上
で
実
際
に
出
し
て
み
た
り
、
様
々
な
人
や
曲
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
る
音
を
聞
き
比
べ
た
り
す
る
中
で
、
徐
々
に
そ
れ
ら
の
音
を

貫
く
「
ハ
」
音
性
を
掴
ん
で
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
目
の
前
で
鳴
る
ハ
音
を
あ
く
ま
で
一
例
と
み
な
し
た
上
で
、
そ
の
音
が
様
々
に
奏
で

ら
れ
る
の
を
想
像
し
た
り
実
際
に
聴
い
た
り
し
て
み
る
中
で
、
そ
れ
ら
の
音
を
貫
く
ハ
音
の
共
通
性
を
掴
ん
で
い
く
こ
と
を
、
イ
デ
ア
チ

オ
ン
の
一
例
と
し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
得
ら
れ
た
「
ハ
」
音
の
イ
デ
ア
は
、
形
相
的
単
体
性
と
名
付
け
ら
れ
る
イ
デ
ア
で
あ

る
。
そ
れ
は
、「
イ
デ
ア
即
ち
形
相
の
相
互
関
係
に
お
い
て
最
早
そ
れ
以
下
に
特
殊
化
を
も
た
な
い
単
体
」
と
し
て
の
イ
デ
ア
で
あ
る（
12
）。

例
え
ば
「
ハ
」
音
の
イ
デ
ア
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
音
一
般
、
感
覚
的
性
質
一
般
な
ど
と
い
う
も
の
に
対
し
て
は
類
に
対
す
る
種

の
関
係
に
あ
る
が
、
そ
の
種
は
ま
た
最
下
位
の
種
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
と
き
に
は
「
ハ
」
音
の
イ
デ
ア
は
イ
デ
ア

的
単
体
性
ま
た
は
形
相
的
単
体
性
と
名
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
ハ
」
音
の
イ
デ
ア
に
対
し
て
音
一
般
の
イ
デ
ア
は
上
位
の
イ
デ
ア

で
あ
り
、
音
一
般
の
イ
デ
ア
に
対
し
て
感
覚
的
性
質
一
般
の
イ
デ
ア
は
上
位
の
イ
デ
ア
で
あ
り
、
イ
デ
ア
す
な
わ
ち
形
相
の
相
互
関

係
に
お
い
て
「
ハ
」
音
の
イ
デ
ア
は
最
早
そ
れ
以
下
に
特
殊
化
を
有
た
な
い
単
体
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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七
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（
同
書
、
七
十
八
頁
。）

「
音
一
般
の
イ
デ
ア
」
は
勿
論
「
感
覚
的
性
質
一
般
の
イ
デ
ア
」
は
、「
ハ
」
音
よ
り
も
普
遍
的
な
上
位
の
イ
デ
ア
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、「
ハ
」
音
よ
り
も
特
殊
的
で
あ
り
な
が
ら
か
つ
共
通
者
で
も
あ
る
よ
う
な
下
位
の
イ
デ
ア
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、「
ハ
」
音
の
イ

3

3

3

3

デ
ア
は
、
普
遍
的
な
共
通
者
と
し
て
の
イ
デ
ア
の
中
で
最
も
特
殊
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
単
体
性
、
即
ち
形
相
的
単
体
性
を
有

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

す
る
の
だ

3

3

3

3

。

　

九
鬼
は
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
「「
ハ
」
音
の
イ
デ
ア
に
従
属
す
る
一
切
の
任
意
の
個
別
態
は
個
体
的
単
体
性
を
有
し
て
い
る
」
け
れ

ど
も
、「
イ
デ
ア
チ
オ
ン
の
地
平
に
あ
っ
て
は
、
個
体
的
単
体
性
の
意
味
は
殆
ど
形
相
的
単
体
性
の
中
へ
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
指

摘
す
る（
13
）。
例
え
ば
、
現
実
に
お
い
て
鳴
ら
さ
れ
た
個
々
の
「
ハ
」
音
は
、
音
色
や
音
程
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
面
で
異
な
る
、
つ

ま
り
個
体
的
単
体
性
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
ハ
」
音
の
イ
デ
ア
の
把
握
と
い
う
イ
デ
ア
チ
オ
ン
に
お
い
て
聴
か
れ
る
の
は
、
そ
の

よ
う
な
個
体
的
単
体
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
音
を
貫
く
「
形
相
的
単
体
性
」
と
し
て
の
「
ハ
」
音
性
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

イ
デ
ア
チ
オ
ン
に
お
け
る
形
相
的
単
体
性
の
把
握
で
は
、
単
体
性
（
個
体
）
の
捨
象
を
通
じ
て
単
体
性
（
形
相
）
を
把
握
す
る
と
い
う
逆

説
め
い
た
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
て
自
ら
の
個
体
的
単
体
性
を
失
っ
た
個
々
の
「
ハ
」
音
は
、「
ハ
」
音
の
イ
デ
ア
と
い

う
形
相
的
単
体
性
と
の
関
連
に
お
い
て
「
相
等
性
」
を
有
す
る
に
至
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
が
本
来
個
別
的
単
体
性
を
有
し
て
い
た
と
し

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

て
も
、
例
え
ば
蓄
音
機
の
替
針
の
よ
う
に
型
（
イ
デ
ア
）
に
合
致
さ
え
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
は
同
等
の
も
の
と
し
て
数
の
上
で
の
み

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

区
別
さ
れ
る
、
任
意
に
交
換
可
能
な
も
の
と
な
る
の
だ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

。

　

こ
の
よ
う
に
イ
デ
ア
チ
オ
ン
に
お
い
て
は
個
体
的
単
体
同
士
の
関
係
が
相
等
的
と
な
る
が
、
形
相
的
単
体
と
個
体
的
単
体
の
関
係
は
如

何
な
る
関
係
に
あ
る
か
。「
ハ
」音
の
イ
デ
ア
に
と
っ
て
多
種
多
様
な「
ハ
」音
が
有
す
る
個
体
的
単
体
性
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
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そ
れ
ぞ
れ
の
「
ハ
」
音
の
個
体
的
単
体
性
が
大
き
い
ほ
ど
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
ら
が
「
ハ
」
音
と
し
て
把
握
さ
れ
る
中
で
「
ハ
」

音
の
イ
デ
ア
の
同
一
性
が
よ
り
は
っ
き
り
と
証
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
イ
デ
ア
チ
オ
ン
に
お
い
て
形
相
的
単
体
に
従
属
す
る
個
体
的
単
体

は
、
そ
の
多
様
性
と
特
殊
性
を
通
じ
て
形
相
的
単
体
の
同
一
性
を
よ
り
明
確
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
形
相
的
単
体
性
の
も
と

に
従
属
す
る
個
体
的
単
体
が
そ
の
特
殊
性
と
多
様
性
と
を
通
じ
て
形
相
的
単
体
の
同
一
性
を
明
か
し
て
い
く
、
ま
さ
に
「
他
を
通
じ
た
一

の
実
現
」
と
い
う
逆
説
的
事
態
な
の
だ
。

　

こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
、「
可
能
的
存
在
が
多
様
な
現
実
的
存
在
と
し
て
現
勢
的
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
自
ら
の
同
一
性
を
明
証
す
る
」

「
他
を
通
じ
た
一
の
実
現
」
と
い
う
形
相
的
単
体
性
の
論
理
を
踏
ま
え
て
、
一
節
の
最
後
に
提
起
し
た
問
題
を
も
う
一
度
考
え
て
い
こ
う
。

そ
の
問
題
と
は
、
絶
対
的
更
新
を
通
じ
て
そ
の
都
度
全
く
新
し
く
再
生
消
滅
す
る
円
環
的
な
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
あ
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
大
宇
宙
年
に
お
け
る
全
く
同
一
の
個
々
の
契
機
は
如
何
に
し
て
連
結
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
微
視
的
に
見
て
、
一
つ
の
大
宇
宙
年
内
に
お
け
る
個
々
の
事
物
の
輪
廻
は
、
形
相
的
単
体
性
の
論
理
を
通
じ
て
理
解
で
き
る
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
業
と
い
う
因
果
的
同
一
性
の
論
理
を
追
求
し
た
輪
廻
に
お
い
て
は
、
悪
業
と
い
う
潜
勢
的
な
同
一
性
が
果
て
し
な
い
輪

廻
の
中
で
悪
人
や
畜
生
と
い
っ
た
様
々
な
仕
方
で
現
勢
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ど
の
よ
う
な
姿
形
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
も
、

原
因
で
あ
る
悪
業
の
同
一
性
は
毀
損
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
在
り
方
が
悪
業
の
可
能
な
在
り
方
の
現
実
に
お
け
る
自
己
展
開
と
し
て

理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
業
と
い
う
共
通
者
と
の
関
係
に
お
い
て
輪
廻
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
は
相
等
性
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
個
々
の

契
機
だ
け
で
は
な
く
、一
つ
の
大
宇
宙
年
全
体
も
ま
た
、「
他
を
通
じ
た
一
の
実
現
」、つ
ま
り
存
在
の
無
限
の
可
能
性
の
充
溢
と
し
て
の「
可

能
態
に
お
け
る
意
志
」
が
、
一
つ
の
大
宇
宙
年
を
通
じ
て
自
ら
の
絶
対
的
な
同
一
性
を
現
勢
的
に
展
開
し
て
い
く
と
考
え
る
こ
と
が
出
来

る
。
何
と
な
れ
ば
「
可
能
態
に
お
け
る
意
志
」
が
、
一
つ
の
大
宇
宙
年
を
始
め
ま
た
円
環
の
終
わ
り
に
お
い
て
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
出
来

る
か
ら
に
は
、
そ
こ
で
現
勢
的
に
展
開
さ
れ
る
全
て
の
可
能
性
は
既
に
そ
の
意
志
内
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ



一
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造
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時
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現
在 〔
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ま
り
、
可
能
態
に
お
け
る
意
志
が
、
一
つ
の
大
宇
宙
年
全
体
を
通
じ
て
自
ら
の
内
に
潜
勢
的
に
含
ま
れ
る
可
能
性
を
円
環
的
に
現
勢
化
し

て
い
く
と
理
解
出
来
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
可
能
態
に
お
け
る
意
志
と
い
う
共
通
者
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
大
宇
宙
年
に
お
け
る
全

て
の
事
物
が
、
そ
の
見
本
と
し
て
相
等
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
巨
視
的
に
見
て
無
窮
に
繰
り
返
す
大
宇
宙
年
そ
れ
ぞ
れ
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
す
る
か
。
そ
れ
ら
も
ま
た
、
可
能
態
に
お
け

る
意
志
と
い
う
共
通
者
自
身
の
潜
勢
的
無
限
の
現
勢
的
自
己
実
現
即
ち
エ
イ
ド
ス
の
見
本
と
し
て
相
等
性
を
有
す
る
。
し
か
し
、
大
宇
宙

年
相
互
の
間
で
は
相
等
性
だ
け
で
な
く
、
内
容
的
な
絶
対
的
同
一
性
も
ま
た
成
立
し
て
い
る
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
前
節
で
も
確
認
し
た

よ
う
に
、
九
鬼
は
大
宇
宙
年
の
回
帰
が
螺
旋
的
で
は
な
く
円
環
的
で
あ
る
と
構
想
す
る
た
め
に
「
各
周
期
の
内
容
に
如
何
な
る
微
小
の
差

異
を
も
許
さ
な
い
」
絶
対
的
同
一
性
を
「
仮
定
」
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

劫
波
お
よ
び
大
宇
宙
年
の
概
念
は
各
周
期
の
内
容
に
如
何
な
る
微
小
の
差
異
を
も
許
さ
な
い
。
そ
う
し
て
、
時
間
と
そ
の
内
容
と
を

分
離
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
以
上
は
、
内
容
の
回
帰
は
時
間
そ
の
も
の
の
回
帰
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ク

サ
ン
テ
ィ
ペ
と
は
常
に
全
く
同
一
の
清
新
さ
を
も
っ
て
結
婚
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
結
論
で
は
な
い
。
仮
定
で
あ
る
。
回
帰

的
形
而
上
学
的
時
間
の
観
念
は
こ
の
仮
定
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。

（
九
鬼
周
造
「
形
而
上
学
的
時
間
」、
二
〇
六
―
二
〇
七
頁
。）

そ
の
た
め
あ
く
ま
で
九
鬼
に
則
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
可
逆
的
で
交
換
可
能
な
大
宇
宙
年
相
互
の
関
係
は
、
内
容
的
に
異
な
る
個
別
的

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

単
体
の
可
能
的
一
者
と
の
関
係
に
お
け
る
相
等
性
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
内
容
的
に
絶
対
的
に
同
じ
で
あ
る
と
い
う
絶
対
的
同
一

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

性
と
し
て
も
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

。
こ
う
し
て
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
お
い
て
は
、
一
方
で
個
々
の
大
宇
宙
が
絶
対
的
更
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四

新
に
よ
っ
て
連
続
性
を
断
ち
切
ら
れ
絶
対
的
に
非
連
続
的
と
な
り
な
が
ら
、
可
能
態
に
お
け
る
意
志
と
の
関
連
に
お
い
て
数
の
上
で
区
別

さ
れ
な
が
ら
相
等
性
を
有
し
、
さ
ら
に
内
容
的
な
絶
対
的
同
一
性
に
お
い
て
絶
対
的
に
可
逆
的
で
交
換
可
能
で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
連
続

す
る
の
で
あ
る（
14
）。

四

　

前
節
ま
で
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
は
可
能
態
と
し
て
の
意
志
と
の
連
関
に
お
い
て
相
等
的
で
あ
り
数
の
上

で
の
み
区
別
さ
れ
な
が
ら
、
内
容
的
な
絶
対
的
同
一
性
に
お
い
て
可
逆
的
で
交
換
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
回
帰
的
形
而
上
学
的
時

間
を
相
等
性
と
絶
対
的
同
一
性
の
両
面
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
お
け
る
永
遠
の
現
在
の
成
立
を
巡
っ

て
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、
九
鬼
が
二
つ
の
区
別
さ
れ
る
永
遠
の
現
在
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
九
鬼
に
お
け
る
永
遠
の
現
在
を
巡
る
研
究
で
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
着
目
さ
れ
て
き
た
の
は
次
の
議
論
で

あ
る
。回

帰
的
時
間
に
関
し
て
我
々
は
な
お
他
に
垂
直
的
の
「
エ
ク
ス
タ
シ
ス
」
が
存
す
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
現
在
は
、
一
方
に
は

過
去
に
、
他
方
に
は
未
来
に
、
同
一
の
瞬
間
を
無
数
に
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
即
ち
無
限
の
深
み
を
も
っ
た
今
で
あ
る
。
底
な
き
今

で
あ
る
。

（
同
書
、
二
〇
九
頁
。）



一
七
五

九
鬼
周
造
の
時
間
論
に
お
け
る
二
つ
の
永
遠
の
現
在 〔
藤
貫
〕

九
鬼
が
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
水
平
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
を
意
識
し
な
が
ら
「
垂
直
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
」
と
し
て
語
る
の
は
、
大
宇
宙
年
が

無
窮
に
繰
り
返
す
中
で
現
在
が
「
一
方
に
は
過
去
に
、
他
方
に
は
未
来
に
、
同
一
の
瞬
間
を
無
数
に
」
も
つ
こ
と
で
「
無
限
の
深
み
」
を

獲
得
し
て
「
底
な
き
今
」
即
ち
永
遠
の
現
在
に
な
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
九
鬼
は
別
の
箇
所
で
永
遠
の
現
在
を
次
の
よ
う
に

語
る
。通

俗
的
時
間
の
現
在
は
未
来
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
忽
ち
に
し
て
過
去
と
な
り
非
存
在
の
う
ち
に
没
し
去
る
。
そ
れ
に
反
し

て
「
永
遠
の
現
在
」
は
未
来
と
過
去
と
に
没
交
渉
で
あ
る
。
未
来
と
過
去
と
の
地
平
を
も
た
ず
、
宇
宙
的
に
完
結
し
て
い
る
。
小
宇

宙
的
で
は
な
く
、
寧
ろ
大
宇
宙
的
で
あ
る
。
こ
の
現
在
は
静
止
し
な
い
で
円
を
描
い
て
い
る
。

（
同
書
、
二
一
一
頁
。）

ま
ず
確
認
で
き
る
の
は
、こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
未
来
と
過
去
と
に
没
交
渉
」
で
あ
り
「
宇
宙
的
に
完
結
し
て
い
る
」
永
遠
の
現
在
は
、

底
な
き
今
と
し
て
の
永
遠
の
現
在
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
無
窮
の
大
宇
宙
年
の
繰
り
返
し
に
お
い
て
成
立
す
る

無
窮
的
な
永
遠
の
現
在
で
は
な
く
、
一
つ
の
大
宇
宙
年
に
お
い
て
成
立
す
る
完
結
的
で
円
環
的
な
永
遠
の
現
在
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
述

べ
れ
ば
、「
前
者
の
永
遠
の
現
在
は
、
大
宇
宙
年
そ
の
も
の
の
絶
対
的
更
新
を
通
じ
て
非
連
続
の
連
続
的
に
成
立
す
る
、
絶
対
的
に
同
一

な
現
在
の
無
窮
の
重
な
り
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
の
永
遠
の
現
在
は
、
エ
イ
ド
ス
と
し
て
の
「
可
能
態
に
お
け
る
意
志
」
が
、
自
ら
の
相

等
的
見
本
の
産
出
と
い
う
現
勢
的
自
己
展
開
を
通
じ
て
形
成
す
る
、
円
環
的
で
完
結
的
な
一
つ
の
大
宇
宙
年
で
あ
る
。
そ
し
て
、
九
鬼
が

構
想
す
る
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
お
い
て
は
、
ま
ず
相
等
性
と
い
う
「
二
次
的
意
味
に
於
て
」
完
結
的
で
円
環
的
な
時
間
が
永
遠
の

現
在
と
し
て
成
立
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
無
窮
に
繰
り
返
さ
れ
る
中
で
絶
対
的
同
一
性
に
基
づ
く
「
底
な
き
今
」
と
し
て
の
永
遠
の
現
在
が
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成
立
す
る
の
で
あ
る
。
九
鬼
が
以
下
で
オ
ス
カ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー
の
用
語
を
借
り
て
述
べ
る
「
超
存
在
学
的
現
象
」
と
は
以
上
の
よ
う
な
意

味
で
理
解
さ
れ
よ
う
。

「
永
遠
の
現
在
」
と
は
単
に
二
次
的
意
味
に
於
て
の
み
未
来
と
過
去
と
を
内
含
す
る
「
未
来
的
お
よ
び
過
去
的
現
在
」
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
有
す
る
未
来
と
過
去
と
は
非
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
現
在
の
現
在
契
機
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ッ
カ
ー
は

こ
の
現
象
を
「
超
存
在
学
的
現
象
」（hyperontologisches Phänom

en

）
ま
た
は
「
超
現
象
」（H

yperphänom
en

）
と
呼
ん
で

い
る
（H

usserl-Festschrift

中
の
ベ
ッ
カ
ー
の
論
文
参
照
）。

（
同
書
、
同
頁
。）

こ
の
よ
う
に
、
全
く
同
一
の
事
物
と
世
界
と
が
絶
対
的
更
新
を
通
じ
て
円
環
的
に
回
帰
す
る
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
お
い
て
は
、
量

的
多
様
性
が
相
等
性
と
絶
対
的
同
一
性
と
両
立
す
る
こ
と
で
、
円
環
的
永
遠
性
を
有
す
る
大
宇
宙
そ
の
も
の
、
そ
し
て
無
窮
的
永
遠
性
を

有
す
る
底
な
き
今
と
い
う
二
つ
の
永
遠
の
現
在
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

結
語

　

最
後
に
本
論
で
の
議
論
を
も
う
一
度
ま
と
め
よ
う
。
本
論
で
は
、
九
鬼
独
自
の
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
お
け
る
多
と
一
の
両
立
を

巡
る
議
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
永
遠
の
現
在
の
永
遠
性
を
無
窮
的
永
遠
性
と
円
環
的
永
遠
性
と
い
う
二
重
の
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
こ

と
が
目
指
さ
れ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
全
く
同
一
の
事
物
と
世
界
と
が
絶
対
的
更
新
を
通
じ
て
円
環
的
に
回
帰



一
七
七

九
鬼
周
造
の
時
間
論
に
お
け
る
二
つ
の
永
遠
の
現
在 〔
藤
貫
〕

す
る
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
を
哲
学
的
に
論
じ
得
る
可
能
性
を
、
時
間
の
無
限
性
の
要
請
と
円
環
的
無
限
の
理
論
的
可
能
性
の
確
保
を

通
じ
て
見
出
し
た
。
次
に
第
二
節
で
は
、
類
似
の
回
帰
的
自
然
的
時
間
お
よ
び
回
帰
的
現
象
学
的
時
間
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
絶
対
的
同

3

3

3

3

一
性

3

3

と
時
間
の
絶
対
的
更
新
に
基
づ
く
円
環
的

3

3

3

無
限
性
に
お
い
て
回
帰
的
形
而
上
学
的

3

3

3

3

3

時
間
を
特
徴
づ
け
た
。
そ
の
上
で
第
三
節
で
は
、

九
鬼
が
「
実
存
哲
学
」
に
お
い
て
展
開
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
形
相
的
単
体
性
を
巡
る
議
論
を
、
形
相
的
単
体
性
を
得
る
た
め
に
要
請
さ
れ

る
イ
デ
ア
チ
オ
ン
と
い
う
概
念
ま
で
遡
り
理
解
す
る
こ
と
で
、「
可
能
的
存
在
が
多
様
な
現
実
的
存
在
と
し
て
現
勢
的
に
展
開
し
て
い
く

こ
と
で
自
ら
の
同
一
性
を
明
証
す
る
」
と
い
う
、
相
等
性
に
基
づ
く
形
相
的
単
体
性
の
論
理
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
他
を
通
じ

た
一
の
実
現
」と
い
う
形
相
的
単
体
性
の
論
理
を
踏
ま
え
、大
宇
宙
年
に
お
い
て
輪
廻
す
る
個
々
の
事
物
と
一
つ
の
大
宇
宙
年
全
体
を
、「
可

能
態
に
お
け
る
意
志
」
と
い
う
絶
対
的
一
者
に
よ
る
無
限
の
現
勢
的
自
己
展
開
に
お
け
る
相
等
物
と
し
て
理
解
し
た
。
さ
ら
に
、
無
窮
に

繰
り
返
す
大
宇
宙
全
体
ま
で
視
野
を
広
げ
る
中
で
、
大
宇
宙
年
一
つ
一
つ
が
可
能
態
に
お
け
る
意
志
の
相
等
物
と
し
て
数
的
に
の
み
区
別

さ
れ
る
と
と
も
に
、
内
容
に
お
い
て
絶
対
的
に
同
一
で
あ
る
が
ゆ
え
に
可
逆
的
で
交
換
可
能
で
あ
る
た
め
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に

お
い
て
は
非
連
続
の
連
続
的
に
多
と
一
と
が
両
立
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
最
後
に
第
四
節
で
は
、
前
節
ま
で
で
見
出
さ
れ
た
相
等

性
と
絶
対
的
同
一
性
の
区
別
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
お
い
て
成
立
す
る
の
は
、
無
窮
的
な
永
遠
の
現
在
と
円

環
的
な
永
遠
の
現
在
と
い
う
二
つ
の
永
遠
の
現
在
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
形
相
的
単
体
性
を
イ
デ
ア
チ
オ
ン
ま
で
遡
っ
て
理
解

し
相
等
性
と
絶
対
的
同
一
性
を
区
別
す
る
こ
と
で
、回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
は
二
つ
の
永
遠
の
現
在
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点
に
、

先
行
研
究
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
本
論
の
独
創
的
な
点
が
存
す
る
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
課
題
も
数
多
い
。
注
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
伊

藤
は
九
鬼
が
提
唱
す
る
絶
対
的
に
同
一
な
無
窮
の
大
宇
宙
年
と
い
う
考
え
方
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
は
さ

ら
に
伊
藤
の
議
論
と
照
ら
し
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
、
九
鬼
の
考
え
方
そ
の
も
の
の
妥
当
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
本

論
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
「
二
つ
の
永
遠
の
現
在
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
九
鬼
が
文
学
論
で
展
開
し
た
、
詩
に
お
け
る
永
遠
の
現
在
の



日
本
哲
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史
研
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七
八

文
学
的
表
現
の
再
解
釈
を
迫
る
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
応
答
し
て
、
九
鬼
の
論
じ
る
「
永
遠
の
現
在
」
の
妥
当
性
や
可
能
性
を
さ
ら
に
批

判
的
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

注（
1
） 

傍
点
は
執
筆
者
に
よ
る
補
足
。
以
下
断
り
の
な
い
限
り
、
傍
点

は
全
て
執
筆
者
に
よ
る
補
足
。

（
2
） 

九
鬼
周
造
「
形
而
上
学
的
時
間
」『
人
間
と
実
存
』
岩
波
文
庫
、

二
〇
一
六
、二
〇
八
頁
。

（
3
） 

近
年
の
九
鬼
研
究
に
お
い
て
時
間
論
は
大
き
な
関
心
を
集
め
て

い
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
九
鬼
の
時
間
論
研
究
を
長
年
牽
引
し
て
き
た
小

浜
善
信
（
二
〇
一
三
、二
〇
一
六
、二
〇
一
七
他
）
特
に
こ
こ
数
年
で
立

て
続
け
に
九
鬼
の
時
間
論
を
主
題
と
す
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
こ
れ
ま
で
は
九
鬼
哲
学
の
別
の
テ
ー
マ
を
中
心
に
扱
っ
て
い
た

森
一
郎（
二
〇
一
七
）や
嶺
秀
樹（
二
〇
一
七
）や
田
中
久
文（
二
〇
一
七
）

と
い
っ
た
研
究
者
ら
も
ま
た
、
九
鬼
の
時
間
論
に
関
連
す
る
論
文
を
相

次
い
で
発
表
し
て
い
る
。

（
4
） 

伊
藤
自
身
で
は
な
く
、
本
論
執
筆
者
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。

（
5
） 

伊
藤
邦
武
『
九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
』
ぷ
ね

う
ま
舎
、
二
〇
一
四
、二
〇
九
―
二
一
〇
頁
。

（
6
） 

九
鬼
周
造
「
形
而
上
学
的
時
間
」、
一
九
八
頁
。

（
7
） 

同
書
、
二
〇
三
頁
。

（
8
） 

同
書
、
二
〇
四
頁
。

（
9
） 

九
鬼
周
造
「
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間
の
反
復
」『
時

間
論
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
六
、十
七
頁
。

（
10
） 

同
書
、
二
十
頁
。

（
11
） （　

）
内
は
執
筆
者
に
よ
る
補
足
。

（
12
） 

九
鬼
周
造
「
実
存
哲
学
」、
七
十
九
頁
。

（
13
） 

同
書
、
同
頁
。

（
14
） 

こ
の
よ
う
な
九
鬼
に
よ
る
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
に
お
け
る

量
的
多
様
性
と
絶
対
的
同
一
性
の
両
立
解
釈
に
対
し
て
、
伊
藤
は
イ
デ

ア
数
論
、
そ
し
て
現
代
宇
宙
論
を
も
参
照
し
な
が
ら
「
宇
宙
全
体
が
一

つ
の
イ
デ
ア
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宇
宙
内
存
在
者
も
ま
た
ミ
ク
ロ



一
七
九

九
鬼
周
造
の
時
間
論
に
お
け
る
二
つ
の
永
遠
の
現
在 〔
藤
貫
〕

コ
ス
モ
ス
的
な
イ
デ
ア
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
の
存
在
の
様
相
に

関
し
て
厳
密
な
意
味
で
の
同
一
性
を
存
在
論
的
に
確
保
す
る
こ
と
は
、

も
と
も
と
不
可
能
だ
」（『
九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
』

二
〇
九
頁
。）
と
し
て
九
鬼
の
見
解
に
否
定
的
な
見
方
を
打
ち
出
し
て

い
る
。
九
鬼
の
時
間
論
の
理
論
的
妥
当
性
を
徹
底
的
に
検
証
す
る
上
で

重
要
な
問
題
提
起
で
あ
り
、
別
途
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
。


