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小論
は
、
『
死
に
至
る
病
』
を
中
心
テ
キ
ス
ト
に
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
を
絶
望
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

尚
、
副
次
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
『
不
安
の
概
念
』
を
参
照
し
た
い
。

　
『
死
に
至
る
病
』
の
仮
名
著
者
は
「
桁
外
れ
に
高
い
キ
リ
ス
ト
者
」
を
意
味
す
る
ア
ン
テ
ィ
H
ク
リ
マ
ク
ス
（
ぎ
亭
Ω
凶
日
碧
蕊
）
と
な
っ

て

おり
、
そ
の
副
題
は
「
建
徳
と
覚
醒
と
を
目
指
す
キ
リ
ス
ト
教
的
n
心
理
学
的
論
述
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
著
作

は
主
に
キ
リ
ス
ト
者
の
建
徳
と
覚
醒
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　
『
死
に
至
る
病
』
の
内
容
構
成
に
は
、
三
つ
の
際
立
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
第
一
編
の
「
死
に
至
る
病
と
は
絶
望
で
あ
る
」
が
人

間
学
的
、
心
理
学
的
に
論
述
さ
れ
、
第
二
編
の
「
絶
望
は
罪
で
あ
る
」
が
神
学
的
、
教
義
学
的
に
論
述
さ
れ
て
、
第
一
編
と
第
二
編
と
の

問
に
弁
証
法
的
転
回
が
見
ら
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、
第
一
編
で
扱
わ
れ
る
「
絶
望
」
は
人
間
的
絶
望
で
あ
り
＾
第
二
編
で
扱
わ
れ
る
「
罪
」

は
神
学
的
絶
望
で
、
絶
望
が
質
的
に
強
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
故
に
、
「
絶
望
は
罪
で
あ
る
」
と
同
時
に
「
罪
は
絶
望
で
あ

る
」
と
も
表
現
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
終
始
、
罪
が
絶
望
の
面
か
ら
分
析
さ
れ
、
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
第
一
編

では
「
絶
望
」
が
人
間
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
に
対
す
る
自
己
意
識
の
度
合
い
の
上
昇
に
応
じ
て
、
お
よ
び
第
二
編
で
は
「
罪
」

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
（
山
本
）
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と
「
蹟
き
」
が
「
神
」
と
「
キ
リ
ス
ト
」
に
対
す
る
自
己
意
識
の
度
合
い
の
上
昇
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析
、
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

『死
に

至る
病
』
全
体
に
お
い
て
も
、
「
絶
望
」
と
「
罪
」
と
「
蹟
き
」
と
が
パ
ラ
レ
ル
な
対
照
的
関
係
に
置
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で

自
己
意
識
の
度
合
い
の
上
昇
が
見
ら
れ
る
こ
と
。
自
己
意
識
は
「
永
遠
的
な
も
の
」
と
「
神
」
と
「
キ
リ
ス
ト
」
に
対
す
る
、
無
意
識
（
無

関
心
）
か
ら
絶
望
の
第
一
形
態
で
あ
る
意
識
的
弱
さ
（
逃
避
）
と
第
二
形
態
で
あ
る
意
識
的
強
情
（
反
抗
）
へ
と
上
昇
し
て
い
き
、
遂
に

は
強
情
の
極
点
と
し
て
の
「
悪
魔
的
な
も
の
」
に
ま
で
至
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。

　さ
て
『
死
に
至
る
病
』
に
お
け
る
「
死
に
至
る
病
」
と
は
、
普
通
の
心
身
の
病
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
精
神
の
病
、
自
己
の
病

であ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
精
神
と
は
、
人
間
の
内
に
あ
る
、
神
に
通
じ
、
神
と
交
わ
る
と
こ
ろ
の
「
永
遠
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ

は
単
な
る
時
間
的
、
有
限
的
な
〈
心
・
肉
体
〉
に
お
け
る
心
理
的
規
定
の
も
と
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
矛
盾
対
立
す
る
永
遠

的
、
無
限
的
な
精
神
的
規
定
の
も
と
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
自
己
は
、
絶
望
し
て
死
の
う
と
望
ん
で
も
、
死
ぬ
こ
と
さ
え
で
き
な

い

「永
遠
的
な
も
の
」
を
宿
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
絶
望
と
は
文
字
通
り
死
ぬ
望
み
さ
え
絶
た
れ
て
い
る
こ
と
の
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て

絶
望
は普
遍
的
な
病
で
、
人
間
は
何
ら
か
の
意
味
で
必
ず
絶
望
し
て
い
る
と
い
う
。
「
絶
望
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
」
自
体
が
、
絶
望
の
一
つ
の
形
態
な
の
で
あ
る
。
ま
た
絶
望
は
精
神
の
病
で
あ
る
故
に
弁
証
法
的
で
あ
る
。
絶
望
し
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
か
え
っ
て
絶
望
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
絶
望
は
本
書
全
体
を
通
し
て
「
死
に
至
る
病
」

と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
［
真
の
］
キ
リ
ス
ト
者
の
み
が
「
死
に
至
る
病
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
、
と

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
い
う
。

　
『
死
に
至
る
病
』
本
論
冒
頭
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
精
神
、
す
な
わ
ち
自
己
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
に
つ
い
て
は
、
「
自
己
と
は

そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
、
あ
る
い
は
そ
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
関
係
が
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
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であ
る
。
自
己
と
は
関
係
で
は
な
く
て
、
関
係
が
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
人
間
に
つ
い
て
は
、

「人
間
は
有
限
性
と
無
限
性
と
の
、
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
、
自
由
と
必
然
性
と
の
総
合
、
要
す
る
に
一
つ
の
総
合
で
あ

る
」
と
い
わ
れ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
こ
こ
で
人
間
を
本
質
的
に
構
成
す
る
総
合
は
「
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
総
合
」

であ
る
。
そ
れ
故
に
、
自
己
と
は
「
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
総
合
」
と
い
う
関
係
に
お
い
て
、
「
関
係
が
そ
れ
自
身
に
関
係

す
る
」
と
い
う
意
識
的
、
意
志
的
な
主
体
的
関
係
行
為
（
動
態
）
に
外
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
人
間
が
精
神
と
な
り
、
自
己
と
な
る
た

め
に
は
、
総
合
の
契
機
と
し
て
の
「
永
遠
的
な
も
の
」
が
、
永
遠
の
ア
ト
ム
と
し
て
の
「
瞬
間
」
に
お
い
て
、
精
神
と
し
て
措
定
さ
れ
、

覚
醒
し
、
み
ず
か
ら
の
総
合
を
意
識
的
に
果
た
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
、
永
遠
的
な
も
の
と
し
て
の
精
神
は
み
ず
か
ら
の

関
係
を
意
識
し
得
る
主
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
普
遍
的
抽
象
的
な
人
間
（
「
関
係
」
）
が
、
特
殊
的
具
体
的
な
自
己
な
る
精
神
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り

（「関
係
が
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
」
）
と
し
て
目
覚
め
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　こ
の
自
己
な
る
関
係
は
、
他
者
（
神
）
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
派
生
的
な
関
係
で
、
「
そ
れ
は
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き
ロ

と
も
に
、
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
こ
と
に
お
い
て
他
者
に
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
人
間
は
自
己
の
内
に
自
己
関
係
と
他

者
（
神
）
関
係
と
い
う
二
重
の
関
係
を
も
つ
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
本
来
的
な
絶
望
に
二
つ
の
形
態
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一

形態
の
絶
望
は
「
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
し
な
い
絶
望
」
で
あ
り
、
第
二
形
態
の
絶
望
は
「
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う

と
欲
す
る
絶
望
」
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
も
し
人
間
が
自
分
の
自
己
を
自
分
で
措
定
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
第
一
形
態
の
絶
望
し

か考
え
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
も
し
人
間
の
自
己
が
他
者
（
神
）
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
派
生
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
第
二
形
態
は

考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　し
か
も
、
「
人
間
を
関
係
た
ら
し
め
た
神
は
、
人
間
を
い
わ
ば
彼
の
手
か
ら
解
放
す
る
の
で
あ
る
、
こ
う
し
て
人
間
は
自
己
自
身
に
関
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係す
る
関
係
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
関
係
が
精
神
で
あ
り
自
己
で
あ
る
と
い
う
点
に
責
任
が
あ
る
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
絶
望
は
か
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
ロ

責
任
の
も
と
に
あ
る
」
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
い
う
。
そ
れ
故
に
、
絶
望
と
は
自
己
の
責
任
に
お
い
て
「
瞬
間
」
ご
と
に
招
き
寄
せ
る
と

こ
ろ
の
自
己
関
係
の
破
綻
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
連
動
し
て
他
者
（
神
）
関
係
の
破
綻
を
も
招
き
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
．

こ
こ
に
「
絶
望
は
罪
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
根
拠
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
絶
望
は
自
己
関
係
の
破
綻
、
す
な
わ
ち
「
時
間
的
な
も
の
と
永

遠
的
な
も
の
と
の
総
合
」
の
不
均
衡
で
あ
り
、
罪
は
自
己
関
係
の
破
綻
に
よ
る
自
己
関
係
と
他
者
（
神
）
関
係
の
不
均
衡
で
あ
る
。
そ
れ

故に
、
人
間
は
、
絶
望
と
罪
に
陥
っ
て
い
る
非
本
来
的
な
自
己
関
係
を
自
己
の
責
任
で
引
き
受
け
、
信
仰
を
も
っ
て
本
来
的
な
自
己
関
係

と
し
て
受
け
取
り
直
す
べ
く
要
求
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
。
入
間
が
総
合
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
し
て
総
合
が
根
源
的
に
正
し
い
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

係
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
絶
望
は
全
く
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
総
合
が
実
存
生
成
の
課
題
で

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
死
に
至
る
病
』
に
お
い
て
、
「
瞬
間
」
に
お
い
て
措
定
さ
れ
る
精
神
と
し
て
の
自
己
が
、
意
識
あ
る

いは
意
志
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
決
定
的
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
が
「
永
遠
的
な
も
の
」
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚
で

も
あ
り
、
意
識
で
も
あ
る
。
「
概
し
て
意
識
、
つ
ま
り
自
己
意
識
は
自
己
に
関
し
て
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
意
識
が
増
せ
ば
ま
す
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

自
己
が
増
し
、
意
識
が
増
せ
ば
ま
す
ほ
ど
意
志
が
増
し
、
意
志
が
増
せ
ば
ま
す
ほ
ど
自
己
が
増
す
」
と
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で

『死
に

至る
病
』
に
お
い
て
は
、
絶
望
と
罪
と
蹟
き
が
終
始
一
貫
し
て
自
己
意
識
の
度
合
い
の
上
昇
に
応
じ
て
分
析
さ
れ
、
分
類
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
絶
望
も
罪
も
蹟
き
も
、
自
己
に
関
わ
る
精
神
的
規
定
の
も
と
に
あ
る
故
に
、
そ
れ
ら
は
意
識
あ
る
い
は
意
志
と
同
じ
精
神

的
領
域
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
絶
望
に
つ
い
て
は
「
意
識
の
度
合
い
が
増
せ
ば
ま
す
ほ
ど
、
そ
の
増
加
に
比
例
し
て
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ア
リ

望
の
度
合
い
も
強
く
な
る
、
意
識
が
増
せ
ば
ま
す
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
絶
望
の
度
合
い
は
強
く
な
る
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
自
己
意
識

がヒ
昇
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
透
明
度
（
純
度
）
も
増
し
て
い
く
。
そ
れ
故
に
、
絶
望
と
罪
と
蹟
き
の
最
高
度
に
あ
る
「
悪
魔
的
な
も



の
」
や
、
逆
に
絶
対
的
に
何
ら
の
絶
望
も
な
い
信
仰
の
状
態
は
、
そ
の
自
己
意
識
に
お
い
て
最
高
の
透
明
度
を
も
っ
て
い
る
、
と
理
解
で

き
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
悪
魔
の
絶
望
は
最
強
度
の
絶
望
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
悪
魔
は
精
神
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
絶
対
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的
に
透
明
な
意
識
で
あ
っ
て
、
情
状
酌
量
に
役
立
つ
べ
き
無
意
識
性
を
も
っ
て
い
な
い
故
に
、
絶
対
の
強
情
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
で

あ
る
。　

以下
、
内
容
理
解
の
便
宜
上
、
『
死
に
至
る
病
』
に
お
け
る
内
容
を
、
（
A
）
「
絶
望
」
、
（
B
）
「
神
の
前
の
絶
望
」
（
罪
）
、
（
C
）
「
キ
リ

スト
の
前
の
絶
望
」
（
蹟
き
）
、
と
い
う
三
つ
の
絶
望
に
大
別
し
て
、
順
次
、
概
観
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
の
考
察
を
進
め

た
い
と
思
う
。

　
（
A
）
ま
ず
、
『
死
に
至
る
病
』
に
お
い
て
、
絶
望
が
自
己
意
識
の
上
昇
に
応
じ
て
分
析
さ
れ
分
類
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
第
一
編
C
I

B
「
意
識
と
い
う
規
定
の
も
と
に
み
ら
れ
た
絶
望
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
絶
望
は
自
己
意
識
の
度
合
い
の
上
昇
に
応
じ
て
、

非
本
来
的
絶
望
と
本
来
的
絶
望
と
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。

　
非
本来
的
絶
望
は
、
自
己
が
「
永
遠
的
な
も
の
」
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
欠
い
て
い
る
絶
望
で
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
絶
望
は
無

意
識
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
絶
望
の
無
知
は
無
精
神
性
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
世
間
に
普
通
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
異
教
徒
や
、
キ
リ

ス
ト
教
界
内
の
自
然
人
（
異
教
徒
）
が
陥
っ
て
い
る
絶
望
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。

　
次に
本
来
的
絶
望
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
己
が
「
永
遠
的
な
も
の
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
絶
望
で
あ
る
。
こ
の
本
来

的
絶
望
は
さ
ら
に
二
つ
の
絶
望
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
第
一
形
態
は
女
性
的
な
弱
さ
（
逃
避
）
の
絶
望
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
「
絶
望
し

て
、
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
し
な
い
」
絶
望
、
第
二
形
態
は
男
性
的
な
強
情
（
反
抗
）
の
絶
望
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
「
絶
望
し
て
、
自

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
（
山
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九



一
八
〇

己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
」
絶
望
で
あ
る
。
第
一
形
態
で
は
弱
さ
（
逃
避
）
故
に
、
第
二
形
態
で
は
強
情
（
反
抗
）
故
に
、
い
ず
れ
も
、
　
．

本
来
的
な
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
意
志
し
な
い
で
、
非
本
来
的
な
自
己
自
身
を
意
志
す
る
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
第

一
形態
で
は
、
「
時
間
的
な
も
の
」
や
現
世
的
な
も
の
に
価
値
を
置
き
過
ぎ
る
自
己
か
ら
逃
避
す
る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自

己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
を
引
き
受
け
る
だ
け
の
自
己
意
識
の
上
昇
と
自
覚
の
深
ま
り
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
第
二
形
態
で
は
、

自
己
意
識
の
上
昇
と
と
も
に
「
永
遠
的
な
も
の
」
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
柔
順
に
受
け
入
れ
る
訳
で
は
な
い
。

「永
遠
的
な
も
の
」
の
力
に
よ
っ
て
恣
意
的
な
自
己
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
現
実
の
自
己
に
付
随
す
る
欠
陥
を
理
由
に
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

じ
け
た
反
抗
を
示
し
て
対
峙
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
形
態
か
ら
第
二
形
態
に
向
か
っ
て
、
絶
望
の
原
因
と
さ
れ
る
も
の
が
自
己

の外
か
ら
自
己
の
内
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
絶
望
の
対
象
が
「
時
間
的
な
も
の
」
か
ら
「
永
遠
的
な
も
の
」
へ
と
向
か
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
が
「
永
遠
的
な
も
の
」
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
、
す
な
わ
ち
自
己
意
識
が
次
第
に
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と

であ
る
。
そ
し
て
、
絶
望
も
次
第
に
強
度
を
増
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
意
識
が
明
確
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
遂
に
は
他
者
（
神
）

を
意
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
自
己
な
る
関
係
が
他
者
（
神
）
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
派
生
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、

第
二
形
態
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
絶
望
し
て
、
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
」
強
情
（
反
抗
）
は
、
他
者
（
神
）

を
明
確
に
意
識
し
た
形
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
絶
望
は
こ
の
第
二
形
態
に
還
元
さ
れ
得
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

　
先に
絶
望
と
は
「
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
総
合
」
の
不
均
衡
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
が
、
こ
の
総
合
が
正
し
く
果
た
さ
れ

る
に
は
、
自
己
が
精
神
と
し
て
覚
醒
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
自
己
意
識
、
す
な
わ
ち
自
己
が
「
永
遠
的
な
も
の
」

を
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
で
き
る
だ
け
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
第
一
形
態
の
よ
う
に
自
己
意
識
が
低
い
場
合
は
、



，

　
　
　　
　
お
の
ず
か
ら
総
合
に
不
均
衡
が
生
じ
る
。
そ
の
時
、
同
時
に
、
自
己
逃
避
的
な
絶
望
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
形
態
の
よ
う

　
　
　
　　
に
自
己
意
識
が
明
確
で
あ
る
場
合
に
も
、
総
合
に
不
均
衡
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
時
に
生
ず
る
の
が
、
強
情
的
な
絶
望
で
あ
る
。

・

　
　
　
　自
己
意
識
が
明
確
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
強
情
の
意
志
は
強
い
。
そ
れ
は
悪
意
的
な
強
情
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
の
内

　
　
　
　
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
に
対
す
る
強
情
、
ひ
い
て
は
人
間
を
そ
の
よ
う
な
自
己
な
る
関
係
と
し
て
措
定
し
た
他
者
（
神
）
に
対
す
る
強

　
　
　
　
情
で
あ
る
。
こ
こ
で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
第
二
形
態
の
内
に
行
動
的
自
己
形
態
と
受
動
的
自
己
形
態
と
い
う
区
分
を
設
け
て
い
る
が
、
受

　
　
　
　

動的
自
己
形
態
の
中
で
、
反
抗
的
な
絶
望
の
強
ま
っ
た
も
の
と
し
て
「
悪
魔
的
な
も
の
」
に
言
及
し
て
い
る
。
「
絶
望
し
て
、
自
己
自
身
で

　
　
　
　
あ
ろ
う
と
欲
す
る
」
者
の
う
ち
、
意
識
が
多
く
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
絶
望
の
度
合
い
も
強
く
な
り
、
遂
に
は
悪
魔
的
な
も
の
に
ま
で
至
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
サ

　
　
　
　
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
悪
魔
的
な
も
の
」
は
、
外
面
は
全
く
人
目
に
つ
か
な
い
ほ
ど
「
し
っ
か
り
と
錠
の
お
ろ
さ
れ
て
い
る
閉
鎖
性
」
を

　
　
　
　
も
っ
て
い
る
。
絶
望
は
精
神
的
な
も
の
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
閉
鎖
性
の
中
に
秘
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
悪
魔
的
な
絶
望
は
絶
望
が
最

　
　
　
　
も
そ
の
度
合
い
を
強
め
た
形
態
で
あ
り
、
人
間
は
絶
対
的
に
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
。
…
…
彼
が
自
分
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る

　
　
　
　

のは
単
な
る
強
情
の
故
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
挑
戦
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
彼
は
自
分
の
自
己
を
そ
れ
を
措
定
し
た
力
か
ら
強
情
的
に
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

　
　
　
　
き
離
そ
う
と
欲
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
挑
戦
的
に
そ
の
力
に
迫
り
、
そ
れ
に
自
分
を
押
し
つ
け
よ
う
と
欲
す
る
の
で
あ
る
」
。

　
（
B
）
次
に
、
『
死
に
至
る
病
』
第
二
編
の
前
半
に
お
け
る
「
神
の
前
の
絶
望
」
（
罪
）
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い
。

　
こ
れ
ま
で
、
絶
望
は
自
己
の
内
に
あ
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
に
対
す
る
自
己
意
識
の
度
合
い
の
上
昇
に
応
じ
て
分
析
さ
れ
、
分
類
さ
れ

てき
た
。
そ
れ
で
は
、
罪
と
は
何
で
あ
る
か
。
第
二
編
冒
頭
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
罪
と
は
絶
望
の
度
合
い
が
質
的
に
強
ま
っ
た
も
の
で
あ

る
。
絶
望
に
お
け
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
に
対
す
る
意
識
が
、
「
神
の
前
」
な
る
意
識
（
あ
る
い
は
神
観
念
）
へ
と
弁
証
法
的
転
回
を
遂
げ

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
（
山
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一



一
八
二

る
と
、
罪
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
罪
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

　
《
罪
と
は
、
神
の
前
に
、
あ
る
い
は
神
観
念
を
抱
き
な
が
ら
、
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
絶
望
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
り

て自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
こ
と
で
あ
る
》
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
り

　こ
の
「
神
の
前
に
」
あ
る
と
い
う
意
識
（
神
観
念
）
が
、
罪
を
「
有
資
格
の
絶
望
」
と
で
も
呼
べ
る
も
の
に
し
て
い
る
。
自
己
が
「
神

の前
に
」
現
存
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
と
き
、
自
己
の
尺
度
は
神
と
な
り
、
自
己
は
無
限
の
自
己
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
り

の

観
念
が多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
自
己
も
多
い
、
自
己
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
神
の
観
念
も
多
い
」
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
罪
な
る
絶
望
は
「
神
」
に
対
す
る
自
己
意
識
の
度
合
い
の
上
昇
に
応
じ
て
強
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

の

「罪
」
理
解
は
、
本
質
的
に
「
絶
望
」
理
解
（
あ
る
い
は
「
関
係
」
理
解
）
と
変
わ
り
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
罪
は
「
神
観
念
を

も
っ
た
絶
望
」
（
あ
る
い
は
「
神
観
念
を
も
っ
た
関
係
の
破
綻
」
）
で
あ
る
、
と
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
り

　ま
た
「
あ
ら
ゆ
る
罪
は
神
の
前
に
起
こ
る
」
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
神
の
前
に
、
あ
る
い
は
神
観
念
を
も
ち
な
が
ら
、
神
の
意
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
り

を
己
の
意
志
と
し
な
い
こ
と
、
す
な
ち
神
に
対
し
て
不
従
順
で
あ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
神
は
、
警
察
官
の
よ
う
な

外的
存
在
で
は
な
く
、
「
神
の
前
に
」
（
そ
れ
は
同
時
に
「
神
観
念
」
で
も
あ
る
）
と
い
う
意
識
の
な
か
に
あ
る
神
で
あ
る
。
罪
は
ま
さ
に

精
神
的
規
定
の
も
と
に
あ
る
の
で
あ
り
、
神
に
対
す
る
我
意
、
神
の
命
令
に
反
抗
す
る
不
従
順
は
、
こ
の
意
識
の
な
か
に
あ
る
神
に
対
し

て為
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
絶
望
は
罪
で
あ
る
と
と
も
に
、
罪
は
「
神
の
前
に
」
起
亡
る
の
で
あ
る
。

　こ
こ
で
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
絶
望
と
罪
と
の
間
の
極
度
に
弁
証
法
的
な
限
界
領
域
と
し
て
宗
教
的
な
も
の
を
目
指
す
詩
人
的
実
存

な
る
も
の
を
紹
介
す
る
。
神
観
念
を
抱
き
な
が
ら
、
諦
め
と
い
う
絶
望
と
共
通
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
実
存
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
神

観
念を
も
ち
な
が
ら
、
実
存
し
な
い
で
空
想
的
に
詩
作
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
識
に
は
透
明
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
弁
証
法
的
混



乱
が見
ら
れ
る
。
神
の
前
に
、
み
ず
か
ら
の
苦
悩
を
棄
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
つ
ま
り
、
そ
れ
を
欲
し
な
い
）
実
存
の
救
い
の
な
い
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ル
リ

況
が象
徴
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
は
罪
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以下
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
い
う
幾
つ
か
の
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
瞥
見
し
、
更
に
彼
の
「
罪
」
理
解
へ
の
考
察
を
深

め
た
い
。

　第
一
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
の
な
か
に
含
ま
れ
る
「
蹟
き
の
可
能
性
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
聖
書
が
「
す
べ
て
信
仰
に
よ
ら
ぬ
こ

と
は
罪
な
り
」
（
ロ
マ
書
一
四
の
二
三
）
と
語
っ
て
き
た
よ
う
に
、
「
罪
の
反
対
は
信
仰
で
あ
る
」
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
罪
対
信
仰
」

と
い
う
対
立
の
底
に
は
「
神
の
前
に
」
と
い
う
決
定
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
が
あ
り
、
こ
の
「
神
の
前
に
」
に
は
「
背
理
」
、
「
逆
説
」
、

「蹟き
の
可
能
性
」
と
い
う
決
定
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
標
準
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
蹟
き
の
可
能
性
は
、
「
こ
の
個
体
的
な
人
間

が神
の
前
に
現
存
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
人
間
が
キ
リ
ス
ト
教
に
蹟
く
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
尺
度
が
神

であ
り
、
人
間
に
と
っ
て
は
余
り
に
も
高
い
か
ら
で
あ
る
が
、
「
蹟
き
」
こ
そ
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
思
弁
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
防
禦
し
て
い

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
絶
望
も
、
罪
も
、
信
仰
も
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
個
体
と
し
て
の
自
己
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
ロ

か
る
に
、
思
弁
は
「
神
の
前
の
こ
の
個
体
的
な
人
間
」
を
決
し
て
思
い
つ
か
ず
、
個
体
的
な
人
間
を
空
想
的
に
人
類
に
ま
で
普
遍
化
す
る

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
「
蹟
き
」
は
思
弁
や
合
理
主
義
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
防
禦
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
蹟
き
を
越
え
て
信
ず

る
信
仰
へ
と
導
く
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
点
で
、
神
を
畏
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
無
知
は
神
と
人
間
と
の
間
に
明
確
な
「
質
的
差
異
」
を

確
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
信
仰
を
思
弁
か
ら
護
る
無
知
と
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　第
二
は
、
先
程
の
「
罪
の
反
対
は
信
仰
で
あ
る
」
と
い
う
最
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
命
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
罪
は
無

知
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、
罪
が
無
知
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
早
い
か
な
る
罪
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
罪
は
実
に
意
識
に
ほ

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
（
山
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三



一
八
四

　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
り

かな
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
人
間
が
善
を
意
識
的
に
放
棄
し
た
り
、
不
正
を
意
識
的
に
為
し
た
り
す
る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す

べき
で
あ
．
る
か
。
つ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
罪
を
規
定
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
罪
の
規
定
に
欠
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
り

て

いる
も
の
は
、
絶
望
の
二
つ
の
形
態
か
ら
考
え
て
、
「
意
志
と
強
情
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
罪
の
定
義
の
難

点
は
、
理
解
（
認
識
）
か
ら
行
為
（
実
践
）
へ
の
移
行
に
関
す
る
弁
証
法
的
規
定
が
欠
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
移
行
に
際
し
て
、
罪
は

認識
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
意
志
に
あ
る
こ
と
が
こ
こ
に
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
意
志
は
弁
証
法
的
な
も
の
で
、
人
間
の
高
い
性

質
と
低
い
性
質
と
を
と
も
に
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
倫
理
家
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
難
点
に
あ
る
程
度
ま
で
気
づ
い
て
い
た
、
と
い

う
。
純
粋
な
観
念
性
や
体
系
に
お
い
て
は
、
移
行
は
必
然
的
な
も
の
で
、
理
解
か
ら
行
為
へ
の
移
行
に
は
全
く
困
難
は
存
在
し
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
「
我
思
う
、
故
に
我
在
り
」
で
、
思
惟
は
存
在
と
同
一
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
現
実
の
個
体
的
な
人
間
は
な

んら
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
「
汝
の
信
ず
る
如
く
汝
に
な
れ
」
（
マ
タ
イ
入
の
＝
二
）
で
、
こ
れ
を
肯
定
文
に

直
す
と
「
汝
の
信
ず
る
如
く
に
汝
は
在
る
」
で
、
信
仰
の
有
無
に
よ
っ
て
現
実
の
個
体
的
な
人
間
の
存
在
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
は
罪
の
な
か
に
あ
る
故
に
、
「
罪
の
何
た
る
か
」
を
認
識
し
得
る
の
は
神
の
啓
示
を
通
し
て
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
罪

と
は
、
人
間
が
正
し
い
こ
と
を
理
解
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

欲し
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
に
い
え
ば
、
「
罪
は
認
識
の
内
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
意
志
の
内
に
あ

ハ
れ
り

る
」
と
換
言
で
き
る
。
そ
し
て
、
神
の
啓
示
が
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
も
、
「
蹟
き
の
可
能
性
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
異
教
徒
や
自
然
人

は

「罪
の
何
た
る
か
」
を
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
罪
の
定
義
は
次
の
よ
う
に
補
足
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
《
罪
は
、
神
の
啓
示
に
よ
っ
て
罪
の
何
た
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
後
に
、
神
の
前
で
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
し
な
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
り

と
、
あ
る
い
は
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
こ
と
で
あ
る
》
。



　キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
罪
は
異
教
に
お
い
て
は
全
然
見
出
さ
れ
な
い
、
そ
れ
は
た
だ
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
の

　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

み見
出
さ
れ
る
」
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
大
抵
の
人
間
の
生
活
は
弁
証
法
的
に
無
関
心
の
立
場
で
、
善
（
信
仰
）
か
ら
は
非
常
に
隔
た
っ
て

おり
、
あ
ま
り
に
無
精
神
的
で
罪
と
も
呼
ば
れ
得
な
い
ほ
ど
で
あ
る
、
い
な
、
絶
望
と
呼
ば
れ
得
な
い
ほ
ど
に
あ
ま
り
に
無
精
神
的
で
あ

ハ
ゆ
り

る
」
と
い
う
。

　第
三
は
、
「
罪
の
積
極
性
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
正
統
派
の
教
義
学
は
、
罪
を
単
に
消
極
的
な
あ
る
も

の
、
意
志
薄
弱
、
感
性
、
有
限
性
、
無
知
な
ど
と
考
え
る
罪
の
定
義
を
汎
神
論
的
で
あ
る
と
し
て
拒
否
し
て
き
た
、
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

は

いう
。
も
し
罪
が
消
極
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
全
体
が
支
え
を
失
う
で
あ
ろ
う
、
と
正
統
派
は
見
抜
い

て

いた
、
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
全
体
が
信
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
、
概
念
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
、
従
っ
て
信
ず
る
か
蹟
く
か
（
信
じ
よ
う
と
意
志
す
る
か
否
か
）
に
懸
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
罪
が
概
念
的

に
把
握
し
得
る
も
の
と
す
れ
ば
、
罪
は
一
種
の
消
極
性
と
な
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
罪
の
積
極
性
を
解
明
で
き
る
唯
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
り

側
面
は
、
…
…
罪
が
神
の
前
で
起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
「
罪
が
積
極
性
で
あ
る
と
い
う
規
定
は
、
別
の
意
味
で
蹟
き
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
り

可能
性
、
逆
説
を
そ
の
内
に
含
ん
で
い
る
」
と
い
う
。
悟
性
で
把
握
し
得
な
い
ほ
ど
に
し
っ
か
り
と
措
定
さ
れ
る
罪
が
、
今
や
悟
性
で
把

握
し
得
な
い
方
法
（
順
罪
）
で
取
り
除
こ
う
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　第
四
は
、
啓
示
の
後
に
な
っ
て
も
罪
が
悔
い
改
め
ら
れ
な
い
で
い
る
「
罪
の
継
続
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
強
情
を
張
っ
て
罪

を
悔
い
改
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
「
罪
の
一
貫
性
」
の
内
に
留
ま
っ
て
い
る
、
罪
そ
の
も
の
の
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
「
罪
が
悔
い
改
め
ら
ず

に
い
る
各
瞬
間
が
新
し
い
罪
で
あ
る
。
…
…
罪
の
内
に
留
ま
っ
て
い
る
状
態
は
最
悪
の
罪
で
あ
る
。
個
々
の
罪
は
罪
の
継
続
で
は
な
く
て
、

罪
の
継
続
を
示
す
表
現
で
あ
る
。
…
…
罪
の
内
に
留
ま
っ
て
い
る
状
態
は
個
々
の
罪
よ
り
も
悪
し
き
罪
で
あ
る
、
そ
れ
は
罪
そ
の
も
の
で

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
（
山
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
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ハ
カ
リ

あ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
て
は
罪
の
度
合
い
は
更
に
深
化
し
、
罪
の
状
態
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
「
意
識
」
を
も
っ
て

罪
の
状
態
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
に
至
る
の
で
あ
る
。
「
悪
魔
的
な
も
の
」
は
そ
の
無
神
的
な
状
態
を
罪
の
継
続
と
い
う
一

貫
性に
よ
っ
て
強
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
自
己
の
罪
に
関
し
て
絶
望
す
る
罪
」
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
自
己
の
背
後

の橋
は
切
り
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
最
早
、
善
を
意
志
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
そ
れ
は
意
識
し
て
い
る
。
「
罪
は
そ
れ
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

体
が
善
か
ら
の
切
断
で
あ
る
が
、
罪
に
関
す
る
絶
望
は
善
か
ら
の
第
二
の
更
に
深
刻
な
切
断
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、
「
罪
」
か
ら
「
罪
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

す
る
絶
望
」
に
ま
で
至
る
上
昇
を
、
「
罪
が
善
と
の
絶
交
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
罪
に
関
す
る
絶
望
は
悔
い
改
め
と
の
絶
交
で
あ
る
」
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
絶
望
の
極
み
に
も
悪
魔
的
な
自
己
閉
鎖
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
に
考
察
さ
れ
る
「
キ
リ
ス
ト
の
前
の

絶望
」
（
蹟
き
）
も
ま
た
、
「
罪
の
継
続
」
の
状
態
に
あ
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
C
）
最
後
に
、
『
死
に
至
る
病
』
第
二
編
の
後
半
に
お
け
る
「
キ
リ
ス
ト
の
前
の
絶
望
」
（
蹟
き
）
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

　こ
れ
は
「
罪
の
宥
し
に
つ
い
て
絶
望
す
る
罪
」
（
蹟
き
）
の
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
神
人
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
罪
の
宥
し
に
つ
い

て

の

蹟き
の
こ
と
で
あ
る
。
今
や
自
己
の
尺
度
は
キ
リ
ス
ト
に
な
り
、
自
己
意
識
は
最
大
限
に
上
昇
す
る
。
絶
望
は
更
に
深
く
な
る
。
神

は
人
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
々
の
人
間
に
巨
大
な
重
さ
と
価
値
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
の
観
念
が
多
け
れ
ば
多
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
自
己
も
多
い
」
。
自
己
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
罪
の
度
合
い
も
強
い
の
で
あ
る
。
こ
の
絶
望
も
、
絶
望
の

第
一
形
態
か
第
二
形
態
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蹟
い
て
信
ず
る
勇
気
を
失
っ
た
弱
さ
の
絶
望
と
、
蹟
い
て
信
じ
よ
う
と
し
な

い強
情
の
絶
望
で
あ
る
。

　
《
［
蹟
き
と
は
］
キ
リ
ス
ト
の
前
で
、
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

欲す
る
こ
と
で
あ
る
》
。

　神
人
キ
リ
ス
ト
の
教
説
は
、
他
の
い
か
な
る
宗
教
に
も
見
ら
れ
な
い
、
最
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
で
あ
る
。
神
人
の
「
絶
対
的
逆
説
」

を
前
に
信
じ
る
か
蹟
く
か
の
二
つ
に
一
つ
で
あ
る
。
蹟
き
は
ま
さ
に
罪
の
強
ま
っ
た
も
の
、
意
志
の
内
に
あ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
え
る
。

し
か
も
、
こ
の
神
人
が
個
々
の
人
間
に
近
づ
き
、
罪
の
宥
し
を
申
し
出
る
の
で
あ
る
。
神
と
人
間
と
の
間
に
は
深
淵
と
も
い
え
る
「
質
的

差異
」
が
あ
る
。
そ
れ
が
今
、
神
人
と
し
て
僕
の
姿
を
と
っ
て
罪
の
宥
し
を
申
し
出
る
の
で
あ
る
、
「
汝
は
信
ず
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。
こ
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ハ
の
り

こ
に
信
ず
る
か
否
か
の
決
断
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
蹟
き
は
、
個
体
的
な
人
間
の
主
体
性
に
関
す
る
最
高
の
規
定
で
あ
る
」
と

いえ
る
。

　
『
キ
リ
ス
ト
教
の
修
練
』
は
蹟
き
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
蹟
き
は
、
神
と
人
間
が
一
体
と
し
て
結
合
し
た
存
在
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
ね

な
わ
ち
神
人
に
対
し
て
、
本
質
的
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
」
。
ま
た
、
「
〈
信
仰
〉
と
い
う
概
念
が
全
く
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
規
定
で
あ
る

よ
う
に
、
信
仰
と
相
関
関
係
に
あ
る
〈
蹟
き
〉
も
ま
た
、
全
く
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
規
定
で
あ
る
。
蹟
き
の
可
能
性
は
分
岐
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
は
り

…
…
蹟
き
の
可
能
性
か
ら
道
は
分
か
れ
て
、
蹟
き
に
至
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
信
仰
に
至
る
の
で
あ
る
」
。

　尚
、
『
死
に
至
る
病
』
で
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
蹟
き
は
そ
の
深
ま
り
に
応
じ
て
、
概
略
次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
（
a
）
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
無
関
心
の
蹟
き
。

　蹟
き
の
最
低
の
形
態
で
、
キ
リ
ス
ト
に
関
す
る
全
問
題
を
未
決
定
の
ま
ま
に
残
し
て
お
こ
う
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
、
「
汝

な
す
べ
し
」
と
い
う
こ
と
を
全
く
忘
れ
、
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
無
関
心
な
態
度
を
と
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
に
関
す
る
意
見
を
持
た
ず
、
キ

リ
ス
ト
の
神
性
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
b
）
キ
リ
ス
ト
を
無
視
す
る
こ
と
も
信
仰
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
蹟
き
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
（
山
本
）
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蹟き
の
第
二
の
形
態
で
、
否
定
的
で
、
受
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
を
無
視
す
る
こ
と
も
信
仰
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
、
た

え
ず
同
じ
一
点
で
あ
る
、
逆
説
を
凝
視
し
て
い
る
も
の
で
、
人
間
は
、
影
の
よ
う
な
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
c
）
キ
リ
ス
ト
教
を
虚
偽
と
し
て
廃
棄
し
、
キ
リ
ス
ト
を
仮
現
説
的
・
合
理
主
義
的
に
否
定
す
る
蹟
き
（
攻
撃
的
）
。

　こ
の
最
後
の
形
態
は
積
極
的
な
も
の
で
、
罪
の
度
合
い
が
極
限
に
ま
で
強
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
を
悪
鬼
の
所
産
と
考
え

る
悪
魔
的
な
蹟
き
で
、
「
聖
霊
に
反
す
る
罪
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
以上
、
『
死
に
至
る
病
』
に
お
け
る
絶
望
と
罪
に
関
す
る
単
純
な
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
最
後
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解

に
つ
い
て
、
《
罪
の
定
義
》
に
基
づ
い
て
簡
潔
に
整
理
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
《
罪
と
は
、
神
の
前
に
、
あ
る
い
は
神
観
念
を
抱
き
な
が
ら
、
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
絶
望
し

て自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
こ
と
で
あ
る
》
。

　キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
は
、
こ
の
《
罪
の
定
義
》
に
要
約
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
罪
の
定
義
に
よ
れ
ば
、

罪
を
構
成
し
て
い
る
も
の
は
、
神
の
観
念
に
よ
っ
て
無
限
に
そ
の
度
合
い
が
強
め
ら
れ
た
自
己
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
行
為
と
し
て
の
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
り

に

つ
い
て
の最
大
限
の
意
識
で
あ
る
」
。
こ
こ
に
は
、
罪
が
罪
で
あ
る
た
め
の
三
つ
の
重
要
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
③
罪
は
「
神
の
前

に
」
起
こ
る
と
い
う
こ
と
、
②
罪
は
具
体
的
な
自
己
に
お
い
て
起
こ
る
と
い
う
こ
と
、
③
罪
の
行
為
は
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ

る
。

①あ
ら
ゆ
る
罪
は
「
神
の
前
に
」
起
こ
る
。
こ
れ
は
、
「
罪
の
積
極
性
」
に
つ
い
て
の
唯
一
の
表
現
で
あ
り
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
汎
神
論

的
な
罪
の
定
義
（
意
志
薄
弱
、
感
性
、
有
限
性
、
無
知
な
ど
）
を
も
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
神
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
警
察
官
の



よ
う
な
外
的
、
超
越
的
な
神
で
は
な
く
て
、
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
、
内
葡
な
神
、
内
的
な
神
観
念
を
意
味
し

て

いる
。
「
神
の
前
に
」
あ
る
と
い
う
意
識
、
神
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
自
己
意
識
は
無
限
に
増
大

す
る
。
ま
た
、
「
神
の
前
に
」
と
い
う
神
観
念
は
、
罪
を
単
な
る
絶
望
か
ら
明
確
に
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
神
意
識
は
、
神
と

人間
と
の
間
に
「
質
的
差
異
」
を
確
保
し
、
哲
学
的
に
詩
的
に
神
と
人
間
と
が
一
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
信
仰
を
思

弁
か
ら
防
禦
す
る
の
で
あ
る
。

　②
罪
は
具
体
的
な
自
己
に
起
こ
る
。
こ
れ
は
、
罪
が
決
し
て
思
弁
的
、
概
念
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

罪は
人
類
や
人
間
一
般
に
起
こ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
個
体
と
し
て
の
人
間
は
確
か
に
普
遍
的
抽
象
的
な
人
間
で
あ
る
と
同
時

に
、
特
殊
的
具
体
的
な
個
体
で
も
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
孕
ん
だ
存
在
が
自
己
で
あ
る
。
個
々
の
人
間
は
、
質
的
飛
躍
に
よ
っ
て
人
類
に
参

与し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
罪
は
量
的
規
定
で
は
な
く
、
質
的
規
定
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の

と
の
総
合
」
で
あ
る
人
間
は
、
「
関
係
が
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
な
る
精
神
と
な
る
の
で
あ
る
。
思
弁
は
個
体
的

な
人
間
を
決
し
て
思
い
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

③罪
の
行
為
は
意
識
で
あ
る
。
「
意
識
が
も
ち
得
る
最
も
具
体
的
な
内
容
は
、
自
己
自
身
に
関
す
る
、
す
な
わ
ち
個
体
自
身
に
関
す
る

意
識
で
あ
る
。
…
…
こ
の
具
体
的
な
自
己
意
識
は
、
…
…
静
観
で
は
な
い
。
自
己
は
［
実
存
］
生
成
の
な
か
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の
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り

であ
り
、
静
観
の
ま
と
ま
っ
た
対
象
と
は
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
は
行
為
で
あ
る
」
。
そ
れ
故
に
、
「
関

係
が
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
」
自
己
は
、
実
存
生
成
に
お
け
る
意
識
的
、
意
志
的
な
主
体
的
関
係
行
為
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
自
己
は
他

者

（神
）
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
派
生
さ
せ
ら
れ
た
、
自
己
関
係
と
他
者
関
係
と
い
う
二
重
の
関
係
を
も
つ
存
在
で
あ
る
。
し
か
も
他
者

（
神
）
は
こ
の
自
己
な
る
関
係
を
、
い
わ
ば
彼
の
手
か
ら
解
放
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
（
「
い
わ
ば
」
と
い
う
言
葉
に
は
深
い
意
味
が

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
（
山
本
）
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隠
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
こ
に
自
己
に
は
自
由
と
責
任
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
己
は
、
自
己
の
意
識
的
、
意
志
的
な
関
係
行
為
（
実

存
生
成
の
課
題
）
を
、
自
己
の
自
由
と
責
任
の
も
と
に
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
自
由
は
善
で
も
悪
で
も
選
択
で
き
る
と
い
う

恣
意
的
自
由
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
自
由
は
責
任
に
縛
ら
れ
た
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
他
者
（
神
）
に
よ
っ
て
根
源

的
に
正
し
く
措
定
さ
れ
た
総
合
を
、
信
仰
と
い
う
自
由
な
る
意
志
と
決
断
で
、
自
己
の
責
任
に
お
い
て
受
け
取
り
直
す
こ
と
に
外
な
ら
な

い
。

　
他方
、
聖
書
は
神
へ
の
不
従
順
、
つ
ま
り
神
の
意
志
を
己
の
意
志
と
し
な
い
こ
と
を
罪
と
規
定
し
て
い
る
。
罪
の
行
為
は
意
識
で
あ
り
、

具
体的
に
は
意
志
と
強
情
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
意
識
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
絶
望
も
罪
も
信
仰
も
、
す
べ
て
意
識
に
お
い
て

生起
す
る
。
意
識
の
「
態
度
」
（
在
り
方
）
に
よ
っ
て
、
絶
望
と
罪
の
形
態
に
も
強
弱
の
変
化
が
起
こ
る
。
な
か
で
も
、
意
識
的
に
罪
が
悔

い改
め
ら
れ
ず
に
い
る
「
罪
の
継
続
」
（
罪
の
一
貫
性
）
の
状
態
は
、
透
明
な
意
識
を
も
っ
た
「
悪
魔
的
な
も
の
」
（
罪
そ
の
も
の
）
の
表

象
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
自
己
な
る
精
神
の
死
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
え
る
。

　
以
上
の考
察
か
ら
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
を
一
言
で
要
約
す
れ
ば
、
「
神
の
前
の
関
係
破
綻
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

か
。
「
神
の
前
に
」
現
存
す
る
単
独
者
の
自
己
意
識
が
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
識
の
「
態
度
」
（
在
り
方
）
に
よ
っ
て
、
自
己
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
じ

係
と
他
者
（
神
）
関
係
に
不
均
衡
と
振
れ
が
生
じ
、
罪
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
最
初
、
《
罪
は
（
神
観
念
に
よ
っ
て
）
質
的
に
強
化
さ
れ

た
絶
望
で
あ
る
》
と
い
わ
れ
た
が
、
結
局
、
こ
こ
で
も
同
じ
こ
と
が
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　そ
こ
で
絶
対
的
に
何
ら
の
絶
望
も
存
在
し
な
い
信
仰
の
定
義
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
《
自
己
は
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
己
は
そ
れ
自
身
を
措

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

定
し
た
力
の
な
か
に
透
明
に
み
ず
か
ら
を
基
礎
づ
け
る
》
。
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的
規
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と
に
あ
り
、
絶
望
は
「
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
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」
と
い
う
精
神
的
規
定
の
も
と
に
あ
る
こ
と
の
表
現
で
あ
る
。
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ミ
o
O
①
a
①
ρ
　
　
　
　
お
け
る
人
間
の
意
識
的
、
主
体
的
な
総
合
の
関
係
行
為
に
よ
る
の
で

　　
〇
三
①
巨
o
冨
同
く
巴
諾
゜
。
冨
ロ
9
0
臼
ロ
冨
o
ぎ
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
瞬
間
」
に
お
け
る
人
間
の
意
志
と
決
断
に

　
　尚
、
日
本
語
訳
は
左
記
の
も
の
を
参
照
、
適
宜
、
引
用
さ
せ
て
戴
い
　
　
　
　
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
、
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
実
存
生
成
の
［
歴

　
　た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
的
］
運
動
に
よ
る
の
で
あ
る
。
「
瞬
間
」
と
は
も
と
も
と
永
遠
の

　
『
死
に
至
る
病
』
（
斉
藤
信
治
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ト
ム
な
の
で
あ
り
、
「
永
遠
（
的
な
も
の
）
」
は
絶
え
ず
「
時
間

　
『
不
安
の
概
念
』
（
斉
藤
信
治
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
的
な
も
の
）
」
に
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
拙
論
『
キ
ェ
ル
ケ

　
『
キ
リ
ス
ト
教
の
修
練
』
（
杉
山
好
訳
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
作
集
第
一
七
　
　
　
　
ゴ
ー
ル
の
「
自
己
の
定
義
」
に
つ
い
て
』
（
京
大
『
基
督
教
学
研
究
』

　
　巻
、
白
水
社
、
】
九
七
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
九
号
参
照
）

（
1
）
ω
＜
b
凶
巳
H
μ
o
・
お
‘
Ω
≦
b
。
ミ
b
。
α
゜
き
“
o
。
°
°
。
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
ω
＜
b
凶
巳
嵩
層
o
。
蕊
‘
9
♂
b
。
ミ
b
。
α
゜
＞
9
0
。
φ

（2
）
＜
α
Q
5
＜
隻
巳
9
ω
≒
。
罫
o
牽
ミ
鼻
き
葛
゜
°
。
鐸
　
　
　
（
4
）
ω
＜
矯
切
巨
H
伊
゜
・
°
録
o
ヨ
b
。
書
9
＞
9
ω
゜
H
H
°

　　
　
『
不
安
の
概
念
』
で
は
、
人
間
は
精
神
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
「
心
と
　
　
（
5
）
　
（
2
）
参
照
。

　
　肉
体
と
の
総
合
」
（
高
次
的
に
は
「
精
神
と
（
心
・
肉
体
V
と
の
総
　
　
（
6
）
ω
＜
”
b
d
凶
己
届
噛
ω
゜
°
。
ご
O
多
b
。
ミ
b
。
㎝
゜
き
ρ
ω
b
9

　
　合

」
）
と
呼
ば
れ
、
『
死
に
至
る
病
』
で
は
人
間
は
「
時
間
的
な
も
の
　
　
（
7
）
ω
〈
鳩
国
巳
H
伊
ω
b
°
。
‘
9
賓
匂
b
。
ミ
b
。
q
°
〉
耳
ω
』
Φ
゜

　　
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
総
合
」
と
称
さ
れ
る
。
こ
の
高
低
二
重
の
総
　
　
（
8
＞
H
三
9

　
　合

の
形
式
は
『
不
安
の
概
念
』
と
『
死
に
至
る
病
』
の
内
容
（
不
安
　
　
（
9
）
ω
〈
b
ぎ
α
H
伊
ω
゜
蕊
こ
O
≦
”
b
。
ミ
b
。
α
゜
〉
σ
け
ω
絢
G
。
°

　　
と
絶
望
）
に
対
応
し
た
も
の
で
、
不
安
は
「
心
と
肉
体
」
と
い
う
心
　
　
（
1
0
）
　
ω
＜
b
貯
q
H
9
ω
゜
這
ご
Q
牽
b
。
黛
b
。
9
＞
耳
ω
隔
野

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
（
山
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
　
　
　
　
　
・



一
九
二

　
　　
『
不
安
の
概
念
』
に
よ
れ
ば
、
「
悪
魔
的
な
も
の
」
は
心
身
面
か
ら
　
　
（
2
2
）
　
ω
＜
b
貯
ユ
H
伊
ω
゜
鼠
゜
。
4
0
≦
”
b
。
繕
＼
b
。
9
諺
げ
ρ
ω
゜
0
0
°

　
　精
神
面
に
至
る
広
範
囲
に
現
れ
る
現
象
で
、
本
質
は
不
自
由
性
と
閉
　
　
（
2
3
）
ω
＜
噂
国
巳
H
伊
ω
゜
H
α
b
。
‘
O
ヨ
b
。
癖
＼
N
伊
き
け
゜
ω
．
H
自
゜

　
　
鎖
性
であ
る
。
突
発
的
な
も
の
、
無
内
容
な
も
の
、
退
屈
な
も
の
、
　
　
（
勿
）
ω
＜
b
ぎ
α
同
9
ω
邑
嵩
ω
4
0
ヨ
b
。
蔭
＼
b
。
9
＞
げ
ρ
ω
゜
H
O
H
°

　
　
でも
あ
る
。
悪
魔
、
悪
魔
的
な
人
間
、
悪
魔
的
な
も
の
、
な
ど
と
使
　
　
（
2
5
）
ω
＜
”
b
d
ぎ
α
H
伊
ω
゜
騙
H
‘
O
≦
嫡
b
。
曼
b
。
9
＞
げ
ρ
G
o
°
H
O
P

　
　わ
れ
る
。
「
悪
魔
的
な
も
の
」
は
無
神
的
な
自
己
閉
鎖
の
状
態
で
あ
　
　
（
2
6
）
罎
9

　
　る
。
状
態
は
一
種
の
可
能
性
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
個
々
の
罪
が
　
　
（
2
7
）
　
ω
＜
b
貯
α
H
伊
ω
μ
㎝
①
融
4
9
き
b
。
鮮
＼
b
。
9
＞
び
ρ
ω
μ
O
黙
゜

　
　出
現
し
得
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
6
0
＜
嚇
国
昌
ユ
H
g
o
o
°
H
O
P
O
≦
”
b
。
ミ
b
。
9
諺
げ
巨
ω
゜
犀
P

（U
）
　
ω
＜
b
巨
H
伊
ω
゜
H
°
。
H
‘
O
≦
b
艀
＼
b
。
㎝
゜
＞
9
ω
謡
゜
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
3
置
゜

（1
2
）
　
冒
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
ω
＜
噛
ゆ
ぎ
ユ
H
9
ω
゜
H
O
£
Q
ミ
b
膳
＼
b
⊃
9
跨
耳
゜
ω
゜
H
犀
゜

（
1
3
）
　
ω
＜
b
巨
H
9
ω
゜
H
ω
£
O
≦
b
。
昏
＼
b
。
㎝
゜
き
け
゜
ω
゜
刈
㊤
゜
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
ω
＜
噂
国
昌
ユ
H
伊
ω
゜
H
①
も
ゆ
゜
匂
O
≦
b
ミ
b
δ
9
諺
耳
゜
ω
゜
H
窓
゜

（1
4
）
　
冒
同
α
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
ω
＜
輸
ゆ
ぎ
ユ
H
伊
ω
゜
嵩
ど
O
≦
b
ミ
b
o
9
＞
耳
゜
o
o
°
H
b
⊃
野

（1
5
）
　
一
げ
凶
ユ
謄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
ω
メ
国
貯
α
H
9
ω
゜
Q
Q
凱
4
0
≦
b
9
＞
耳
゜
ψ
Q
Q
野

（
1
6
）
　
ω
＜
”
ゆ
ヨ
住
嵩
噂
ω
μ
ω
H
h
°
”
O
≦
b
艀
鳶
9
＞
窪
゜
ω
゜
胡
n
　
　
　
　
　
　
　
　
（
級
）
　
ぎ
置
゜

（1
7
）
ω
＜
”
国
巳
H
伊
ω
゜
H
ω
ゆ
4
0
≦
－
b
。
ミ
b
。
9
＞
σ
ρ
ω
゜
°
。
b
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聖
書
は
「
蹟
き
」
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

　
　
　他
の
箇
所
に
「
罪
の
範
疇
は
個
体
性
の
範
疇
で
あ
る
」
と
あ
る
の
　
　
　
る
。
イ
エ
ス
は
「
わ
た
し
に
蹟
か
な
い
者
は
幸
い
で
あ
る
」
（
マ
タ

　
　も
、
同
様
の
意
味
で
あ
る
。
思
弁
は
、
個
体
的
な
人
間
を
考
え
る
こ
　
　
　
　
イ
一
一
の
六
）
と
い
い
、
パ
ウ
ロ
は
「
見
よ
、
わ
た
し
は
シ
オ
ン
に

　
　と
が
で
き
な
い
と
同
様
に
、
個
体
的
な
罪
人
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
　
　
　
　
蹟
き
の
石
、
妨
げ
の
岩
を
置
く
。
こ
れ
に
依
り
頼
む
も
の
は
失
望
に

　
　な
い
の
で
あ
る
。
（
ω
〈
噂
国
ロ
α
H
9
ω
゜
H
①
◎
。
こ
O
≦
讐
b
。
ミ
b
。
㎝
゜
〉
げ
ρ
　
　
　
終
わ
る
こ
と
が
な
い
」
（
ロ
マ
書
九
の
三
三
／
イ
ザ
ヤ
ニ
八
の
一
六
）

　　
ω
゜
H
b
。
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
っ
て
い
る
。

（18
）
　
o
o
＜
℃
国
巳
H
9
ω
゜
謀
b
。
‘
O
≦
”
b
。
黛
b
o
9
＞
9
0
0
’
o
。
◎
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
　
ω
〈
幅
国
巳
H
ρ
ω
゜
H
臼
‘
O
≦
b
ト
＼
饒
゜
〉
げ
叶
゜
ω
゜
H
O
O
°

（
1
9
）
　
ω
＜
”
蛍
乱
μ
9
ω
゜
H
お
‘
O
≦
b
劇
＼
b
。
9
＞
げ
ρ
o
o
°
Q
。
㊤
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
ω
メ
国
巳
9
ω
゜
b
o
b
。
心
こ
Q
ヨ
H
H
＼
旨
゜
〉
び
ρ
o
o
°
置
o
。
い

（2
0
）
ω
＜
り
国
巳
H
伊
ω
゜
H
ミ
゜
”
O
≦
”
N
ミ
b
。
9
き
ρ
ω
b
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
不
安
の
概
念
』
で
の
不
安
は
心
理
的
、
量
的
規
定
の
も
と
に
あ

（21
）
　
ω
〈
噛
b
σ
ぎ
α
H
伊
の
゜
辰
゜
。
こ
O
ぞ
層
b
。
ミ
N
q
°
〉
σ
β
ω
゜
り
㎝
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
罪
は
精
神
的
、
質
的
規
定
の
も
と
に
あ
る
。
従
っ
て
不
安
と
罪

ら



　
　
の問
に
は
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
深
淵
が
あ
る
。
不
安
は
罪
の
心

　
　
理
学的
な
「
近
似
的
極
限
状
態
」
と
な
り
得
て
も
罪
と
は
な
り
得
な

　
　
いで
、
そ
こ
か
ら
罪
は
、
「
質
的
飛
躍
」
に
よ
っ
て
出
現
す
る
。
つ
ま

　
　り
、
不
安
の
側
面
か
ら
見
ら
れ
る
罪
は
、
一
つ
の
「
出
来
事
」
で
あ

　
　る
。
こ
の
場
合
、
精
神
的
規
定
の
も
と
に
あ
る
「
質
的
飛
躍
」
は
、

　
　
心
理的
規
定
の
も
と
に
あ
る
不
安
が
キ
リ
ス
ト
教
と
遭
遇
す
る
象
徴

　
　
であ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
反
面
、
小
論
の
絶
望
の
側
面
か
ら
見
ら

　
　
れ
る
罪
は
、
（
絶
望
と
罪
と
が
精
神
的
規
定
の
も
と
に
あ
る
故
に
、

　
　
絶
望と
罪
と
は
弁
証
法
的
な
関
係
を
維
持
し
つ
つ
）
、
神
の
意
志
を

　
　
己
の意
志
と
せ
ず
、
神
に
対
し
て
不
柔
順
な
意
識
的
、
意
志
的
な
行

　
　為
（
逃
避
、
強
情
、
攻
撃
）
を
為
す
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま

　
　り
、
神
に
対
す
る
意
識
的
な
「
態
度
」
（
在
り
方
）
が
問
題
に
な
る
の

　
　
であ
る
。
「
悪
魔
的
な
も
の
」
と
は
、
こ
の
神
に
対
峙
す
る
歪
ん
だ

　
　関
係
（
自
己
関
係
と
他
者
関
係
の
不
均
衡
）
が
固
定
化
さ
れ
、
自
己

　
　閉
鎖
し
た
状
態
の
こ
と
で
あ
り
、
永
遠
的
な
も
の
、
つ
ま
り
精
神
の

　
　
死を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
罪
は
悪
魔
の
属
性
そ
の
ま
ま
に
、
突
発

　
　的
な
飛
躍
と
し
て
、
ま
た
自
己
閉
鎖
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
る
。

（
3
7
）
o
。
＜
b
画
巳
H
伊
ω
゜
H
°
。
P
睾
葡
b
。
ミ
N
9
き
ρ
o
・
°
H
G
。
ド

　
　　
「
透
明
に
」
の
意
味
は
、
悪
魔
の
精
神
の
透
明
性
と
対
比
さ
れ
る
も

　　
の
で
、
悪
魔
と
は
正
反
対
の
質
を
も
っ
た
透
明
性
で
あ
る
。
先
に
見

　
　た
よ
う
に
、
宗
教
的
な
も
の
を
目
指
す
詩
人
的
実
存
は
、
そ
の
意
識

　
　に
お
い
て
透
明
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
弁
証
法
的
混
乱
（
混
濁
）

　
　を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
併
せ
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
罪
」
理
解
（
山
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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