
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
論

森

啓

　
か
つ
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
ス
コ
ラ
の
徒
は
被
造
物
よ
り
、
デ
カ
ル
ト
は
精
神
よ
り
始
め
た
。
私
は
神
よ
り
始
め
る
」
と
語
っ
た
と
伝
え
ら

　
（
1
）

れ
る
。
こ
の
言
葉
の
う
ち
に
先
人
に
対
す
る
彼
の
並
々
な
ら
ぬ
対
決
心
が
う
か
が
わ
れ
、
ま
た
そ
の
哲
学
体
系
の
根
本
性
格
が
く
み
と
れ

る
。
彼
自
身
が
ス
コ
ラ
哲
学
を
ど
の
程
度
実
地
に
究
め
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
し
か
し
ユ
ダ
ヤ
ス
コ
う
お
よ
び
新
旧
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

テ
ン
ス
コ
ラ
に
つ
い
て
一
兇
予
想
さ
れ
る
以
滋
の
博
い
知
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
研
究
者
の
考
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
へ

の
精
通
に
関
し
て
は
多
望
を
要
し
な
い
。
そ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
自
体
に
歴
然
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
が
ス
コ
ラ
・
デ
カ

ル
ト
に
対
し
、
自
ら
の
哲
学
を
う
ち
た
て
る
。
我
々
の
意
図
は
こ
の
体
系
の
内
的
構
造
の
全
体
的
な
究
明
、
あ
わ
せ
て
我
々
自
身
の
態
度

を
で
き
る
だ
け
き
っ
ぱ
り
定
め
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。

　
　
（
1
）
　
ω
審
ヨ
”
ピ
亀
冒
騨
二
溢
島
ω
甑
5
0
N
斜
ω
◎
悼
○
。
も
。

　
　
（
2
）
　
芝
。
瀞
。
『
6
冨
℃
窯
｝
o
。
。
8
ξ
◎
h
ω
嘗
き
N
斜
く
。
＝
博
。
｝
屋
℃
H

　
　
　
　
　
男
話
薮
魯
麺
鱒
ω
℃
ヨ
。
鑓
嬢
箒
篇
a
Φ
ω
6
ぎ
｝
霧
巳
（

翻
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ス
ピ
ノ
ザ
体
系
の
骨
子
と
し
て
二
つ
の
テ
…
ゼ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
神
即
実
体
」
・
「
神
即
自
然
」
で
あ
る
。
i
一
前
者
に
関

し
て
は
表
現
上
は
や
く
か
ら
鮮
明
で
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
く
、
既
に
最
初
の
作
で
あ
る
「
神
、
人
間
、
お
よ
び
そ
の
幸
福
に
関
す
る
短

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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哲
学
研
究
　
第
四
百
九
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

論
文
」
一
以
下
「
短
論
文
」
と
略
称
ー
ー
…
の
な
か
に
も
実
体
と
い
う
語
は
多
く
み
ら
れ
る
が
神
が
実
体
で
あ
る
と
は
い
わ
れ
て
い
な
い
。

ウ
ル
フ
ソ
ン
に
従
え
ば
、
中
世
人
が
実
体
と
称
し
た
も
の
は
質
料
、
形
相
、
具
体
的
事
物
、
魂
、
離
在
知
性
な
ど
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る

「
可
能
的
存
在
者
漏
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
神
は
一
般
名
辞
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
な
い
か
ら
実
体
と
は
呼
ば
れ
な
い
と
す
る
の
が
普
通

の
見
解
で
あ
っ
た
と
い
う
（
。
ワ
。
評
「
＜
。
二
”
や
禽
）
。
だ
が
こ
の
事
実
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
は
あ
た
ら
な
い
。
ウ
ル
フ
ソ
ン
肌
身
例
外
と
し
て

容
認
す
る
よ
う
に
、
神
が
他
と
類
似
し
な
い
実
体
と
解
さ
れ
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
こ
と
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
、
ゲ
ル
ソ
ニ
デ
ス
、
デ
カ
ル
ト
の

主
張
で
あ
る
（
一
ぴ
罷
）
。
こ
こ
で
特
に
デ
カ
ル
ト
の
存
在
は
軽
視
で
き
な
い
。
彼
は
通
常
、
精
紬
∵
物
体
を
実
体
と
称
す
る
が
厳
密
に
は
神

だ
け
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
神
と
被
造
物
の
場
合
で
の
こ
の
語
の
同
名
異
義
性
に
関
す
る
ス
コ
ラ
の
説
に
同
感
し
て
い
る
（
「
哲
学
原

理
」
一
ノ
五
一
）
。
実
体
に
関
す
る
こ
う
し
た
論
議
に
ス
ピ
ノ
ザ
が
無
知
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
で
は
「
短
論
交
」
に
「
神
即
実
体
し
の
言

墾
の
な
い
理
由
は
何
か
。
そ
れ
は
当
時
の
彼
が
既
に
根
幹
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
を
遙
か
に
こ
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
だ
そ
の
影
響

を
幾
分
は
遺
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
実
体
・
属
性
の
用
語
法
は
後
者
の
も
の
を
容
れ
一
定
し
な
い
と
い
う
表
面
的
な
事
清
に
よ
る
も
の
で

他
意
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
自
己
の
用
語
法
を
確
立
し
た
　
，
エ
チ
カ
」
で
は
「
神
以
外
に
実
体
は
あ
り
え
ず
考
え
ら
れ
も
し
な
い
」
　
（
一

部
定
理
＋
四
）
。
ゆ
え
に
精
神
・
物
体
は
と
も
に
実
体
の
位
置
を
お
わ
れ
「
神
即
実
体
」
の
樹
立
は
デ
カ
ル
ト
的
残
量
の
全
面
的
な
払
拭
、

そ
の
二
元
論
へ
の
完
全
な
訣
別
を
意
味
す
る
。
…
こ
の
神
の
内
実
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
神
即
自
然
」
で
表
わ
す
。
こ
れ
は
「
短
論
文
」
以

来
一
貫
し
て
か
わ
ら
な
い
主
張
で
あ
り
、
各
自
身
自
ら
の
哲
学
の
独
異
性
を
み
る
の
も
む
し
ろ
こ
の
う
ち
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、

そ
の
説
が
神
学
者
の
怒
り
を
招
く
で
あ
ろ
う
点
と
し
て
神
谷
の
網
違
を
自
ら
指
摘
し
、
特
に
落
雷
し
て
「
神
を
漫
然
か
ら
離
さ
な
い
こ
と
」

を
挙
げ
た
　
（
「
書
簡
」
六
）
。
　
こ
こ
に
は
一
つ
の
全
く
新
ら
し
い
神
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
ス
コ
ラ
の
古
い
概
念
に
新
ら
し
い
内
容
を
盛
る

の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
そ
の
神
は
「
直
立
に
無
限
な
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
各
々
が
永
遠
に
し
て
無
限
な
本
質
を
顕
わ
す
と
こ
ろ
の
無
限
数

の
属
性
か
ら
な
る
実
体
し
と
さ
れ
る
（
「
エ
チ
ヵ
」
一
部
定
義
六
）
。
　
こ
の
定
義
は
換
言
を
境
に
、
　
二
身
梢
容
れ
な
い
二
つ
の
事
柄
を
一
挙
に
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道
破
す
る
。
－
す
な
わ
ち
「
絶
対
に
無
限
」
な
神
は
「
そ
の
類
に
お
い
て
無
限
」
な
属
性
と
は
あ
く
ま
で
も
異
な
る
か
ら
、
属
性
自
身

は
い
ま
だ
神
で
は
な
い
。
し
か
し
神
が
各
属
性
を
単
に
こ
え
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
　
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
あ
り
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て

考
え
ら
れ
る
も
の
篇
と
い
わ
れ
（
曲
輪
義
三
）
、
認
識
規
定
を
存
在
規
定
に
並
べ
し
か
も
肯
定
命
題
の
形
で
表
わ
し
て
も
、
も
は
や
神
の
具

体
的
な
内
容
は
一
切
捨
象
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
換
言
は
こ
の
難
を
避
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
神
よ
り
始
ま
る
体
系
に
あ
っ
て
は
神

の
定
義
こ
そ
体
系
成
否
の
鍵
を
な
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
も
よ
い
定
義
の
満
た
す
べ
き
条
件
に
つ
い
て
は
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
（
「
知
桃
改

善
論
」
九
一
一
八
節
）
。
結
局
彼
は
「
最
も
完
全
な
も
の
」
と
い
う
神
の
伝
統
的
な
規
定
を
、
偽
で
は
な
い
が
「
神
の
全
特
質
の
導
鵠
」
に
は

不
適
当
と
し
て
斥
け
、
代
っ
て
「
無
限
数
の
属
性
か
ら
な
る
」
云
々
の
定
義
の
ほ
う
を
採
る
べ
し
と
す
る
（
「
書
冊
」
六
十
）
。
「
エ
チ
カ
」

の
神
の
定
義
に
は
こ
う
し
た
配
慮
が
潜
む
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
「
短
論
罪
」
で
も
同
様
で
あ
る
（
一
部
二
章
）
。
…
か
く
て
ス
ピ
ノ

ザ
の
神
に
は
抽
象
的
窒
虚
と
い
う
一
面
と
、
全
内
容
を
う
ち
に
蔵
す
る
と
い
う
他
面
が
柏
伴
い
奇
異
な
対
照
を
な
す
。
だ
が
彼
は
こ
の
事

態
の
よ
っ
て
来
る
実
体
の
一
と
属
性
の
多
の
問
題
を
少
し
も
矛
盾
と
は
考
え
ず
、
む
ろ
ん
両
立
す
る
こ
と
「
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
こ
と
は
な

い
」
と
し
た
（
「
エ
チ
ヵ
」
一
部
定
理
十
備
考
一
）
。
す
な
わ
ち
コ
に
し
て
全
」
を
以
て
す
る
も
の
で
彼
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
幽
門

で
あ
る
が
、
逆
に
そ
の
根
拠
の
論
理
的
な
解
明
の
乏
し
い
の
も
当
然
で
、
こ
の
点
々
の
友
人
も
釈
然
と
し
な
い
も
の
を
感
じ
（
「
訴
訟
篇
八
）
、

の
ち
研
究
老
の
間
に
喧
燥
な
論
議
を
ひ
き
お
こ
し
た
こ
と
周
知
の
喜
実
で
あ
る
。
　
「
属
性
と
は
、
知
性
が
実
体
に
関
し
そ
の
本
質
を
構
成

す
る
も
の
と
し
て
知
覚
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
（
㎝
、
エ
テ
ヵ
篇
一
部
定
義
四
）
の
「
知
性
」
云
々
の
語
に
留
意
し
、
属
性
を
も
っ
て
本
来
は
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

規
定
な
実
体
に
我
々
の
知
性
が
投
入
す
る
規
定
と
解
し
て
一
挙
に
問
題
の
解
消
を
隔
る
試
み
が
、
示
唆
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
ス
ピ
ノ
ザ

体
系
の
転
倒
と
い
う
弊
を
避
け
え
な
い
以
上
、
聞
題
は
す
く
な
く
て
も
論
理
的
に
は
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
残
る
ほ
か
な
い
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
の
性
格
は
様
態
と
の
関
連
に
お
い
て
よ
く
示
さ
れ
る
。
様
態
と
は
「
実
体
の
変
容
、
す
な
わ
ち
他
に
お
い
て
あ
り
他
に

よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
」
（
「
エ
チ
ヵ
」
一
部
定
義
五
）
の
こ
と
だ
が
、
存
在
す
る
も
の
は
実
体
と
様
態
以
外
に
な
く
、
し
た
が
っ
て
「
お

よ
そ
存
在
す
る
も
の
は
悉
く
神
の
う
ち
に
あ
り
神
な
く
し
て
は
何
も
の
も
あ
り
え
ず
考
え
ら
れ
も
し
な
い
」
（
同
定
理
十
五
）
。
　
ゆ
え
に
神

　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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研
究
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四
百
九
十
五
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五
八

は
万
物
の
内
在
因
で
あ
っ
て
超
越
閃
で
は
な
い
（
圃
定
理
十
八
）
。
　
こ
れ
が
「
神
即
自
然
し
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
そ
も
そ
も

内
在
因
。
讐
葵
一
毒
ヨ
磐
②
霧
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
ウ
ル
フ
ソ
ン
は
精
緻
な
史
的
考
証
の
の
ち
こ
れ
を
論
理
的
普
遍
の
聞
題
と
し
て

捉
え
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
種
に
対
す
る
類
、
個
体
的
本
質
に
対
す
る
類
お
よ
び
種
、
の
ご
と
き
普
遍
概
念
が

内
的
因
と
さ
れ
、
こ
れ
に
反
し
定
義
さ
れ
る
個
体
的
本
質
は
直
な
る
位
置
に
あ
る
と
し
、
こ
の
意
味
で
の
内
的
因
の
根
本
性
格
を
因
が
果

を
己
れ
の
う
ち
に
宿
し
こ
れ
と
不
可
分
離
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
内
的
因
の
こ
の
特
徴
は
中
世
の
内
在
陣
ヨ
ヨ
肇
・
誰
曾
ω
と
い
う
概
念
に
承

け
つ
が
れ
ス
ピ
ノ
ザ
に
ま
で
至
る
。
他
方
ま
た
、
緋
節
霧
。
窪
匙
①
コ
ω
と
は
諸
範
疇
の
も
と
に
包
奮
さ
れ
な
い
ほ
ど
に
論
理
的
に
大
と
い
う

意
味
で
あ
る
か
ら
、
内
在
の
反
紺
語
で
あ
る
超
越
＃
窪
。
・
お
霧
と
は
全
く
の
無
関
係
だ
と
す
る
。
か
く
て
ウ
ル
フ
ソ
ン
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
神

を
寝
撃
ω
8
鼠
Φ
霧
に
し
て
冒
ヨ
露
①
蕊
と
解
す
る
。
万
物
が
神
の
う
ち
に
あ
る
と
は
よ
り
小
な
る
普
遍
が
よ
り
大
な
る
普
遍
の
う
ち

に
あ
り
、
部
分
が
全
体
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
（
。
ワ
。
搾
く
。
＝
》
ワ
ω
お
心
心
）
。
　
「
短
論
文
〕
の
馬
面
な
表
現
に
は
こ

の
説
を
裏
づ
け
る
も
の
が
あ
る
。
　
「
内
在
因
の
結
果
は
そ
の
原
因
と
、
両
者
で
一
全
体
を
形
成
す
る
よ
う
な
仕
方
で
結
合
し
て
い
る
」

（
二
部
工
六
章
）
。
　
む
ろ
ん
　
「
全
体
」
と
い
え
ば
当
時
の
新
ス
コ
ラ
の
語
法
に
鑑
み
、
そ
れ
は
二
次
概
念
す
な
わ
ち
普
遍
概
念
に
ほ
か
な
ら

ず
原
因
と
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
反
論
が
た
だ
ち
に
起
り
う
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
れ
を
先
取
し
て
内
在
困
の
特
殊
な
性
格
を
説
き

博
し
た
。
す
な
わ
ち
「
諸
観
念
が
知
性
に
依
存
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
知
性
は
原
因
で
あ
り
、
知
性
が
諸
観
念
よ
り
な
る
ゆ
え
に
全
体
」

で
あ
る
よ
う
に
、
神
も
様
態
に
関
し
て
は
内
在
因
で
あ
る
と
同
時
に
全
体
で
あ
る
（
第
一
対
話
）
。
し
か
し
て
全
体
と
単
な
る
普
通
の
相
違

点
は
、
前
者
が
結
合
さ
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
個
物
よ
り
な
り
、
そ
の
包
容
す
る
部
分
が
同
じ
類
と
異
っ
た
類
に
ま
で
お
よ
ぶ
こ
と
に
あ
る
に

す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
神
は
「
全
体
」
で
あ
る
。
だ
が
全
体
と
は
部
分
の
全
集
合
と
た
だ
ち
に
周
　
で
は
な
い
。
あ
た
か

も
普
遍
が
個
物
を
離
れ
て
存
し
な
い
と
は
い
え
個
物
の
全
集
合
と
等
甑
で
は
な
く
依
然
論
理
的
に
は
よ
り
大
で
あ
る
よ
う
に
、
神
も
万
物

を
離
れ
な
い
と
い
え
ど
も
万
物
の
全
体
を
超
え
る
。
所
産
的
自
然
の
全
体
は
無
限
で
は
あ
れ
様
態
以
上
の
何
も
の
で
も
な
く
、
こ
れ
が
た

だ
ち
に
神
な
の
で
は
な
い
。
様
態
に
対
し
て
こ
そ
神
は
内
在
因
だ
が
、
霞
己
自
身
に
対
し
て
は
自
己
因
舞
⊆
鴇
。
・
蝕
で
あ
る
。
ゆ
え
に
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「
神
即
自
然
」
を
も
っ
て
神
と
可
視
的
な
延
長
世
界
の
同
一
視
と
解
す
る
の
は
全
く
の
誤
解
に
す
ぎ
な
い
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
神
こ
そ
唯
一
無
二
の
真
実
在
と
解
す
と
こ
ろ
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
真
面
目
が
あ
る
。
人
あ
っ
て
こ
れ
を
概
念
の
実
在
化
、

論
理
と
実
在
の
混
同
と
批
難
し
て
も
彼
は
動
じ
な
い
。
元
来
彼
の
立
脚
地
は
右
の
論
理
形
式
の
底
に
あ
る
深
い
直
観
の
沃
野
で
あ
り
、
神

の
実
在
す
る
こ
と
彼
の
心
底
か
ら
の
確
信
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
深
く
心
情
の
泉
に
汲
む
。
だ
が
こ
れ
は
安
易
な
感
傷
へ
の

沈
論
の
意
味
で
は
決
し
て
な
い
。
十
七
世
紀
の
大
陸
の
哲
学
者
一
般
の
例
に
も
れ
ず
理
性
的
認
識
と
感
性
的
認
識
の
懸
隔
を
鋭
く
意
識
し
、

か
つ
極
端
な
唯
名
論
を
と
っ
て
、
懇
像
の
奇
怪
な
産
物
を
徹
底
的
に
却
け
た
ひ
と
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
気
分
的
な
陶
酔
な
ど
に
身
を
委

ね
る
よ
う
な
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
そ
れ
は
人
馬
本
来
の
思
索
力
の
拳
蟹
に
す
ぎ
ず
、
彼
が
あ
く
ま
で
依
拠
す
る
「
真
の
認
識
」
を
隔

る
こ
と
ほ
ど
遠
い
。
事
実
は
逆
で
あ
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
思
索
に
生
死
を
賭
け
日
夜
苦
闘
を
か
さ
ね
た
。
　
「
知
姓
改
善
論
」
の
冒
頭
の
一
望

は
よ
く
そ
の
姿
を
髭
篭
さ
せ
る
。
彼
が
神
の
直
観
と
い
う
地
盤
に
身
を
お
き
え
た
の
も
、
ま
さ
に
字
句
ど
お
り
「
た
だ
真
剣
に
思
索
し
う

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
＋
節
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
安
易
な
感
傷
を
排
す
と
し
て
も
情
調
的
な
も
の
を
も
一
切
斥
け
る

の
は
誤
り
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
あ
っ
て
は
神
の
認
識
・
直
観
と
い
っ
て
も
単
に
純
粋
に
客
観
的
な
も
の
な
の
で
は
な
く
心
情
に
ね
ざ
す

情
調
的
な
性
格
を
多
分
に
帯
び
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
我
々
の
問
題
追
求
の
た
め
に
も
彼
自
身
の
め
ざ
す
臼
的
の
た
め
に
も
は
っ
き
り
さ

せ
る
要
が
あ
る
。
率
直
に
い
っ
て
我
々
は
こ
の
点
に
彼
の
特
色
と
同
時
に
短
所
を
も
見
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
彼
な
り
に
事
柄
を
こ

の
よ
う
に
捉
え
こ
こ
に
足
場
を
す
え
る
以
外
に
は
道
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
究
極
的
な
関
心
事
は
単
な
る
理

論
的
な
考
究
で
は
な
く
魂
の
浄
福
・
救
済
に
あ
り
、
こ
の
真
蟄
な
要
求
こ
そ
彼
を
駆
り
た
て
て
哲
学
す
る
に
至
ら
し
め
た
原
動
力
で
あ
る
。

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
マ
ラ
…
ネ
の
う
ち
に
は
は
や
く
か
ら
宗
教
的
意
識
の
動
揺
あ
る
い
は
分
裂
が
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
汎
神
論
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

趨
勢
も
稀
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
時
代
の
精
神
的
な
動
向
を
背
景
に
彼
は
自
ら
の
鼠
標
を
は
っ
き
り
捉
え
て
い
る
。
索
め
る
べ
き

最
高
善
と
は
「
精
神
が
全
自
然
と
合
一
し
て
い
る
こ
と
の
認
識
」
で
あ
り
「
永
遠
で
無
限
な
も
の
へ
の
愛
」
で
あ
る
（
局
十
－
十
三
節
）
。

認
識
は
そ
の
ま
ま
愛
と
な
る
。
か
く
て
神
の
直
観
は
最
初
か
ら
前
提
さ
れ
て
お
り
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
終
着
点
は
そ
の
出
発
点
に
あ
る
。

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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折
ロ
灘
†
研
究
　
　
第
囚
百
九
十
五
尋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

「
神
よ
り
始
め
る
」
と
い
え
た
所
以
で
あ
る
。

　
こ
の
前
提
の
も
と
お
の
つ
と
消
え
さ
る
闘
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
さ
き
ほ
ど
か
ら
姿
を
現
わ
し
て
い
る
人
間
知
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
ま
認
識
問
題
一
般
の
考
察
は
し
ば
ら
く
措
き
方
法
の
冤
地
か
ら
み
れ
ば
、
神
は
実
体
、
そ
れ
を
認
識
す
る
人
闘
知
性
は
そ
の
様
態
で
あ

り
そ
れ
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
間
に
い
わ
ゆ
る
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
が
予
想
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は

こ
の
問
題
に
は
大
き
な
関
心
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
自
身
は
幾
何
学
者
が
慣
用
す
る
順
序
を
厳
格
に
踏
襲
す
る
と
い
う
た
て

ま
え
か
ら
循
環
の
存
在
す
る
こ
と
を
肯
わ
ず
記
憶
の
影
響
化
の
保
障
を
も
っ
て
釈
明
す
る
が
（
「
省
察
」
二
・
四
論
駁
総
弁
）
、
　
こ
れ
が
不
充

分
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
事
柄
の
本
性
上
循
環
の
や
む
を
え
な
い
次
第
を
立
体
的
に
証
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
論
理
的
に

は
ス
ピ
ノ
ザ
も
ま
た
こ
の
循
環
を
避
け
う
る
も
の
で
は
な
い
。
厳
密
な
秩
序
を
要
求
し
た
「
知
性
改
善
論
」
は
神
と
人
間
知
性
の
関
係
に

つ
い
て
脱
し
が
た
い
循
環
論
に
陥
り
（
九
九
節
以
下
）
、
　
こ
れ
が
中
途
で
筆
が
欄
か
れ
た
理
由
の
一
つ
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
の
ち
約
五
年

「
す
く
な
く
と
も
方
法
の
要
求
す
る
か
ぎ
り
で
は
」
精
神
の
本
性
を
そ
の
第
一
原
因
に
よ
っ
て
認
識
す
る
要
は
な
い
と
し
て
い
る
の
も

（「

N
鮒
」
三
七
）
こ
の
困
難
を
顧
慮
し
て
で
あ
る
。
だ
が
本
来
ス
ピ
ノ
ザ
は
デ
カ
ル
ト
に
く
ら
べ
れ
ば
遙
か
に
楽
な
位
置
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
内
在
の
神
は
人
間
救
済
の
根
源
で
こ
そ
あ
れ
決
し
て
迷
妄
の
源
泉
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
彼
の
確
信
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

ゆ
え
に
「
欺
く
神
」
の
仮
説
は
最
初
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
当
時
巷
間
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
悪
魔
の
存
在
も
一
蹴
さ
れ
る
。

「
短
論
文
」
は
一
章
を
さ
い
て
そ
の
非
存
在
の
証
明
に
当
て
て
い
る
が
（
二
部
二
五
箪
）
、
　
「
エ
チ
カ
」
　
は
も
は
や
そ
の
要
す
ら
認
め
な
い
。

こ
う
し
た
形
而
上
学
的
な
庇
護
の
も
と
彼
は
何
の
危
惧
も
な
く
人
聞
知
性
へ
の
全
き
信
頼
の
念
を
抱
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
神
と

人
間
知
性
の
関
係
は
対
立
的
で
は
な
く
、
無
媒
介
的
な
「
三
二
」
で
あ
り
そ
の
間
に
第
三
者
の
容
豫
の
余
地
を
の
こ
さ
な
い
。
の
ち
彼
に

あ
っ
て
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
が
よ
く
隠
さ
れ
重
れ
な
い
で
す
む
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
藤
縄
自
身
の
消
去
を
以
て
解

決
と
す
る
こ
う
し
た
方
策
を
む
し
ろ
潔
し
と
せ
ず
、
神
と
人
闇
知
性
の
間
柄
を
あ
ら
た
め
て
考
え
な
お
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
こ
れ
を
試
み
る
の
は
も
は
や
ス
ピ
ノ
ザ
体
系
の
枠
の
な
か
に
は
お
さ
ま
ら
ず
こ
こ
で
は
保
留
の
ほ
か
は
な
い
。
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さ
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
演
繹
体
系
の
最
初
の
糠
と
な
る
の
を
お
し
て
神
に
つ
い
て
の
全
面
的
な
認
識
を
断
念
し
、
無
限
数
の
属
性
の
う

ち
人
聞
に
認
識
さ
れ
う
る
も
の
を
思
推
と
延
長
に
か
ぎ
っ
た
。
こ
の
体
系
の
特
色
と
な
り
時
流
に
衝
撃
を
与
え
た
の
は
延
長
属
性
の
措
定

だ
が
、
こ
れ
は
世
界
の
質
料
性
に
関
し
て
伝
統
的
神
学
の
と
る
各
種
の
創
造
説
に
対
す
る
彼
の
批
判
的
な
吟
味
の
結
果
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
（
考
。
野
。
管
。
ワ
。
幽
く
露
図
．
9
口
ぞ
・
心
）
。
だ
が
た
や
す
く
察
知
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
措
定
は
延
長
様
態
の
存
在
を
介
し
て
な
さ
れ

る
（
「
エ
チ
ヵ
」
二
部
定
讐
一
）
。
こ
れ
が
事
実
上
経
験
の
窃
取
で
あ
っ
て
体
系
本
来
の
方
向
の
逆
行
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
と
に

か
く
こ
う
い
う
ふ
う
に
す
る
こ
と
は
、
そ
の
立
場
が
デ
カ
ル
ト
が
唱
え
た
精
神
の
自
己
否
定
的
な
分
析
・
自
覚
の
奥
所
を
繋
つ
懐
疑
の
道

を
否
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
も
の
語
る
。
懐
疑
の
道
を
た
ど
れ
ば
延
長
の
問
題
で
袋
小
路
に
つ
き
あ
た
る
こ
と
デ
カ
ル
ト
の
身

を
以
て
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
あ
っ
て
は
、
延
長
様
態
の
存
在
は
ま
っ
さ
き
に
疑
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
存

在
の
証
明
は
外
界
の
存
在
証
明
と
い
う
形
で
扱
わ
れ
る
が
、
結
局
、
形
而
上
学
的
に
は
蓋
然
性
を
完
全
に
は
排
し
え
な
い
も
の
に
な
り
お

わ
っ
た
。
　
「
神
の
誠
実
」
と
い
う
導
き
の
締
に
よ
り
想
像
・
感
覚
の
性
格
吟
味
に
ま
で
、
い
っ
た
ん
の
ぼ
り
つ
め
た
次
元
の
降
下
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
こ
と
が
こ
れ
を
証
明
す
る
（
「
省
察
」
六
）
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
綜
合
的
で
あ
り
そ
の
限
は
思
惟
と
延
長
世
界
を
同
時
に
み
て
い
る
。

し
か
し
て
最
初
か
ら
延
長
を
思
惟
と
な
ら
ん
で
神
の
属
性
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
困
難
を
た
く
み
に
避
け
つ
つ
思
惟
・
延

長
の
分
離
を
一
挙
に
し
か
も
徹
底
し
た
形
で
定
立
し
た
。
も
っ
と
も
彼
の
こ
の
綜
合
的
な
定
式
化
が
デ
カ
ル
ト
の
挟
劉
が
暴
し
だ
し
た
思

惟
・
延
長
間
の
き
び
し
い
拮
抗
の
意
義
を
充
分
酌
む
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
一
隅
的
は
こ
の
延
長
属
性
か
ら
個
物
が
産
出
す
る
次
第
を
軸
物
の
た
め
に
述
べ
る
に
あ
る
。
新
し
い
岡
三
は
因

果
性
の
新
し
い
概
念
を
求
め
る
。
神
の
人
格
性
を
否
定
す
る
内
在
神
観
の
確
立
は
神
の
意
志
・
隔
約
な
ど
多
分
に
人
間
的
な
概
念
を
悉
く

一
掃
し
、
　
「
無
知
の
避
難
所
」
は
完
全
に
と
り
こ
わ
さ
れ
る
。
神
的
本
性
の
必
然
性
が
と
っ
て
か
わ
り
、
こ
の
遍
き
麦
配
の
も
と
万
物
は

一
点
一
画
と
い
え
ど
も
み
だ
り
に
動
か
ず
神
自
身
も
例
外
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
偶
然
の
忍
び
い
る
余
地
は
全
く
な
く
、
し
か
も
必
然
性

は
自
由
と
な
ん
ら
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
。
時
閲
も
本
来
的
に
は
そ
の
場
所
を
も
た
ず
永
遠
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
永

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
壷
仕
鰯
醐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
一
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甜
誓
学
鯉
緋
｛
冗
　
　
第
四
百
九
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

遠
で
無
限
な
属
性
か
ら
す
る
壁
間
的
で
有
限
な
個
物
の
導
出
が
困
難
で
あ
ろ
う
こ
と
は
た
だ
ち
に
予
想
さ
れ
る
。
か
く
て
ス
ピ
ノ
ザ
も
神

と
有
限
な
個
物
と
の
闘
ば
か
り
で
な
く
、
有
限
な
個
物
網
互
の
閥
に
も
因
果
性
を
し
き
、
個
物
の
特
定
の
存
在
お
よ
び
活
動
の
原
因
は
こ
れ

を
後
者
の
始
め
な
く
終
り
の
な
い
系
列
に
求
め
た
（
「
エ
チ
カ
」
一
部
定
理
二
八
）
。
二
重
因
果
の
説
で
あ
る
。
i
し
か
し
な
が
ら
こ
の
二
つ

の
根
互
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
。
延
長
属
性
の
無
限
性
・
不
可
分
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
（
同
定
理
十
五
備
考
）

逆
に
個
物
と
の
隔
り
の
著
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
こ
こ
に
直
接
・
闘
接
無
限
様
態
を
は
さ
み
お
の
お
の
「
運
動
静
止
」
・

「
全
宇
宙
の
姿
」
を
当
て
て
も
緩
衝
に
資
す
と
こ
ろ
は
な
い
。
畢
党
、
あ
ら
ゆ
る
限
定
を
排
す
る
絶
対
無
限
を
真
実
在
と
す
る
以
上
、
有

限
な
個
物
を
幻
と
ま
で
落
す
の
は
む
ろ
ん
論
過
で
あ
る
が
、
そ
の
有
限
性
は
何
ら
か
消
極
的
に
釈
か
れ
る
ほ
か
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
多
情

的
に
み
れ
ば
、
神
は
「
全
体
」
で
あ
る
に
反
し
、
有
限
と
は
「
実
は
」
あ
る
本
性
の
存
在
の
「
部
分
的
否
定
」
で
あ
る
か
ら
（
同
定
理
八
備

考
一
）
、
有
限
な
個
物
は
關
接
無
限
様
態
の
部
分
で
あ
り
、
　
し
か
し
て
こ
の
「
否
定
」
の
由
来
は
「
岡
編
な
本
性
の
他
者
に
よ
っ
て
冥
界

づ
け
ら
れ
る
こ
と
」
（
隣
定
義
二
）
に
あ
り
、
こ
の
限
界
づ
け
の
作
用
系
列
こ
そ
謂
う
と
こ
ろ
の
有
限
な
個
物
の
間
の
因
果
系
列
で
あ
る
、

と
解
さ
れ
る
。
こ
の
議
論
は
既
に
個
物
の
存
在
を
予
想
す
る
が
、
彼
に
あ
っ
て
は
原
因
は
理
由
と
（
陶
定
理
幸
一
証
明
二
）
、
産
出
は
帰
結
と

（
同
定
理
二
八
備
考
）
等
置
さ
れ
る
ほ
ど
に
論
理
的
な
色
彩
が
濃
く
、
属
性
一
直
接
無
限
様
態
－
一
間
接
無
限
様
態
一
…
腐
限
様
態
の
順

序
も
時
間
的
な
も
の
で
は
全
く
な
く
、
論
理
的
な
前
件
と
後
件
の
閥
の
依
属
関
係
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個
物
の
世
界
が
属
憔
と

謂
わ
ば
同
時
に
存
す
る
こ
と
は
別
に
差
支
え
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
解
し
て
み
て
も
こ
れ
で
無
限
・
有
限
の
間
に
橋
梁
を
架
し
個

物
を
よ
く
説
明
で
き
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
事
態
が
対
外
的
に
深
刻
化
す
る
の
は
も
は
や
そ
の
晩
年
の
こ
と
だ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ

は
延
長
か
ら
の
諸
物
体
の
産
出
の
根
拠
を
た
ず
ね
ら
れ
、
い
っ
た
ん
は
デ
カ
ル
ト
の
場
合
に
お
け
る
そ
の
不
可
能
な
こ
と
を
の
べ
そ
の
自

然
学
を
唾
棄
す
る
こ
と
で
論
魚
を
は
ぐ
ら
か
し
た
（
「
書
簡
偏
八
一
）
。
だ
が
デ
カ
ル
ト
の
神
の
原
動
者
と
い
う
性
格
の
指
摘
と
と
も
に
、
ス

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ピ
ノ
ザ
自
身
の
見
解
を
と
重
ね
て
乞
わ
れ
、
結
局
「
命
が
あ
れ
ば
」
と
後
β
に
期
し
た
も
の
の
（
「
轡
麟
扁
八
三
）
、
の
ち
七
ヵ
月
余
り
で
世
を

去
っ
た
。
た
し
か
に
、
神
観
の
決
定
酌
な
胤
違
か
ら
神
の
最
初
の
一
弾
指
と
い
う
想
定
を
肯
え
な
い
彼
は
、
自
然
学
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
デ



カ
ル
ト
を
鎗
襲
し
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
は
や
く
か
ら
そ
の
凌
駕
を
期
し
、
自
ら
の
延
長
属
性
に
よ
り
豊
か
な
内
容
を
附
与
し
よ
う
と
計

っ
て
い
た
。
単
な
る
「
長
さ
、
幅
、
深
さ
」
と
し
て
の
物
体
に
代
る
「
全
属
性
が
述
語
づ
け
ら
れ
る
自
然
」
の
強
調
が
こ
の
含
み
で
あ
る

（「

Z
論
文
」
一
部
二
章
）
。
だ
が
い
ま
ス
ピ
ノ
ザ
に
己
れ
の
自
然
学
の
組
織
的
な
講
述
を
求
め
る
の
は
、
そ
の
生
涯
の
関
心
事
に
鑑
み
む
し

ろ
酷
で
あ
る
。
そ
れ
に
ま
た
彼
の
思
索
の
型
は
科
学
的
な
知
見
の
摂
取
は
と
も
か
く
、
自
ら
学
を
創
め
る
の
に
む
い
て
い
る
と
も
思
え
な

い
。
だ
が
間
者
の
乞
う
の
は
い
ま
の
場
合
こ
の
点
で
は
な
く
事
物
の
多
様
性
の
原
理
的
な
説
明
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
当
然
解
答
で
き
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
　
「
命
が
あ
れ
ば
し
と
は
き
わ
め
て
象
徴
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
。
一
実
は
二

重
因
果
の
問
題
に
は
既
に
「
知
性
改
善
論
」
に
先
例
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
認
識
の
典
型
を
掲
げ
個
物
の
認
識
に
ま
で
至
ろ

う
と
努
め
た
（
九
九
節
）
。
だ
が
こ
の
際
彼
は
「
翼
壁
永
遠
な
も
の
の
序
列
」
と
「
可
変
的
な
個
物
の
序
列
」
と
い
う
二
種
の
「
原
因
の
序

列
し
を
軒
別
し
、
も
っ
ぱ
ら
前
者
に
則
る
べ
き
こ
と
を
力
説
し
つ
つ
（
百
…
薫
一
節
）
、
結
局
摸
索
状
態
に
陥
り
、
突
然
感
覚
の
効
用
に
ま

で
言
及
し
た
り
す
る
曲
折
の
は
て
に
遂
に
挫
折
の
や
む
な
き
に
棄
つ
た
。
さ
き
ほ
ど
触
れ
た
知
性
の
循
環
の
問
題
も
、
実
を
い
え
ば
こ
の

個
物
の
認
識
を
契
機
と
し
て
浮
び
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
残
党
ス
ピ
ノ
ザ
で
は
中
世
ス
コ
ラ
で
黙
し
い
論
議
の
的
と
な
っ
た
「
個
体
化

の
原
理
」
へ
の
関
心
が
稀
薄
で
あ
り
、
個
体
性
の
説
明
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
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ス
ピ
ノ
ザ
は
救
済
と
い
う
そ
の
窮
極
薄
着
の
達
成
を
あ
く
ま
で
も
「
認
識
」
に
よ
る
と
考
え
る
か
ら
、
認
識
問
題
の
考
究
を
も
ち
ろ
ん

軽
視
は
し
な
い
。
し
か
し
彼
は
そ
の
考
究
を
常
に
手
段
と
心
得
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
試
み
る
の
も
そ
れ
自
身
の
た
め
で
は
な
く
救
済
に

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
鞘
在
鷲
酬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
～
二



64

　
　
　
折
扁
悌
ず
研
究
　
　
牌
弟
四
百
九
十
五
且
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
些
些

資
す
か
ぎ
り
で
し
か
な
い
（
「
エ
チ
ヵ
」
旧
都
序
文
）
。
こ
う
し
た
制
約
の
も
と
に
展
開
さ
れ
る
そ
の
認
識
論
を
貫
ぬ
く
も
の
は
い
わ
ゆ
る
並

行
論
の
考
え
で
あ
る
。
全
属
性
は
神
の
属
性
で
あ
り
神
は
一
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
の
形
而
上
学
的
帰
結
と
し
て
全
属
性
領
域
の
う
ち

に
同
繍
の
因
果
関
係
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
「
観
念
の
秩
序
と
連
結
は
も
の
誘
の
の
秩
序
と
連
結
に
同
じ
で
あ
る
臨
（
同
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

奇
跡
）
。
　
留
意
す
べ
き
は
本
来
こ
の
定
理
は
神
の
無
限
知
性
に
つ
い
て
認
る
も
の
で
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
思
惟
と
爾
余
一
切
の
属
性
と

の
間
の
並
行
で
あ
る
。
誘
。
。
と
い
う
き
わ
め
て
一
般
的
な
語
を
用
い
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
語
が
自
然
に
8
弓
霧
の
意
に
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
並
行
論
が
実
質
上
は
思
惟
と
延
長
の
間
の
も
の
と
う
け
と
ら
れ
る
の
は
、
の
ち
の
考
察
が
尊
ら
人
間
に
お
け
る
認
識
を
対
象
と
す
る

こ
と
に
よ
る
。

　
そ
こ
で
問
題
は
思
惟
・
延
長
の
関
係
の
究
明
と
な
る
。
ま
ず
二
つ
の
世
界
は
お
の
お
の
独
自
の
実
在
性
を
附
与
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
我

々
自
身
の
容
認
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
我
々
の
問
題
設
定
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
心
理
学
巻
ボ
…
リ
ン
グ
の
よ
う
に

こ
れ
ら
の
う
ち
ひ
と
り
延
長
世
界
を
も
っ
て
「
唯
一
の
実
在
漏
と
し
オ
ッ
カ
ム
の
原
理
を
楯
に
「
一
つ
で
充
分
で
あ
る
と
き
な
ぜ
二
つ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

想
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
」
と
す
る
の
は
、
そ
の
心
理
学
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
哲
学
の
徒
と
し
て
す
な
お
に
耳
を
傾
け
た
い
が
、

哲
学
と
し
て
の
意
義
に
関
し
て
は
も
は
や
論
外
で
あ
る
。
こ
の
説
を
容
れ
れ
ば
哲
学
の
哲
学
た
る
所
以
は
瓦
解
の
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
分
反
面
、
ス
ピ
ノ
ザ
説
の
う
ち
に
「
潜
在
的
観
念
論
」
を
読
み
と
り
思
惟
以
外
の
属
性
を
「
余
計
〕
で
あ
る
と
き
め
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

け
る
ポ
ロ
ッ
ク
の
解
釈
は
、
問
題
点
を
鋭
く
つ
く
も
の
で
は
あ
る
が
い
き
す
ぎ
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
あ
っ
て
は
思
惟
・
延
長
は
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

神
の
属
性
と
し
て
実
在
で
あ
る
。
だ
が
む
し
ろ
重
要
な
こ
と
は
二
つ
の
属
性
の
關
の
根
互
因
果
性
の
全
面
的
な
否
定
で
あ
る
（
「
エ
チ
ヵ
」

一
部
定
義
一
一
）
。
こ
の
霊
獣
の
念
頭
に
あ
る
も
の
は
心
身
闘
題
に
関
す
る
デ
カ
ル
ト
の
松
果
腺
の
説
で
あ
る
。
　
「
短
論
文
」
で
は
ま
だ
見
解

が
定
ま
ら
ず
一
時
こ
の
説
を
容
れ
た
か
に
窺
え
る
ふ
し
も
あ
る
が
（
二
都
十
九
・
二
十
輩
）
、
の
ち
こ
れ
を
完
全
に
す
て
、
論
鋒
の
赴
く
と
こ

ろ
こ
の
説
に
対
す
る
名
指
し
の
て
き
び
し
い
批
判
と
な
っ
た
（
「
エ
チ
ヵ
」
五
部
序
文
）
。
松
果
腺
の
説
が
デ
カ
ル
｝
に
お
い
て
難
閥
で
あ
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
問
題
に
は
答
え
や
す
い
立
場
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
思
椎
・
延
長
は
と
も
に
神
の
属
性
と
し
て
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神
に
あ
っ
て
は
一
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
あ
る
延
長
様
態
と
そ
の
観
念
と
は
「
同
一
の
も
の
だ
が
二
つ
の
仕
方
で
顕
現
さ
れ
た
も
の
」

に
す
ぎ
ず
、
だ
か
ら
両
者
の
関
係
は
因
果
の
そ
れ
で
は
決
し
て
な
く
「
一
に
し
て
同
一
」
と
い
わ
れ
る
（
「
エ
チ
ヵ
」
二
部
定
理
七
備
考
）
。

こ
の
並
行
論
で
一
見
デ
カ
ル
ト
の
難
点
は
容
易
に
～
掃
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
顧
み
れ
ば
思
推
・
延
長
の
相
互
の
無
因
果
性
は

ス
ピ
ノ
ザ
の
思
索
そ
れ
自
身
の
う
み
だ
す
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
物
体
の
一
・
二
次
性
質
に
関
す
る
轟
時
の
科
学
的
反
省
を
暗
々
裡
に
予
想

す
る
。
し
か
し
て
こ
の
反
省
の
点
で
は
デ
カ
ル
ト
そ
の
ひ
と
の
貢
献
を
逸
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
確
立
し
た
心
身
分
離

と
い
う
結
果
の
み
容
れ
ら
れ
、
こ
れ
に
至
る
べ
き
自
覚
的
否
定
と
い
う
労
多
い
分
析
の
過
程
は
否
定
さ
れ
、
か
え
っ
て
こ
の
分
析
が
ひ
き

お
こ
す
心
身
合
一
に
関
す
る
説
が
大
所
高
所
よ
り
逆
に
そ
の
不
徹
底
を
難
詰
さ
れ
て
は
、
彼
と
し
て
間
尺
に
あ
わ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
並
行
論
で
問
題
が
よ
く
解
決
さ
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
も
や
む
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
解
決
の
容
易
で
は
な
い
こ
と
以

下
の
と
お
り
な
の
で
あ
る
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
は
も
は
や
感
覚
的
知
見
を
大
々
的
に
援
用
し
精
神
・
身
体
・
物
体
の
　
二
者
を
川
洲
冷
し
た
。
ラ
テ
ン
語
の
o
O
壱
戸
あ
と
は
後
二

巻
の
総
称
で
あ
る
か
ら
、
互
い
に
億
を
排
す
邦
語
の
「
身
体
」
・
「
物
体
」
の
い
ず
れ
か
一
方
で
は
到
底
意
を
尽
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

と
い
っ
て
「
物
体
」
と
は
別
に
特
に
「
身
体
」
を
措
定
す
る
の
は
語
義
本
来
に
適
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
、
身

体
が
彼
の
思
想
に
お
い
て
占
め
る
重
要
性
に
鑑
み
ひ
と
ま
ず
独
自
の
場
所
を
賦
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
身
体
を
そ
の
徹
底
的
な
局
所
化

に
よ
り
物
体
の
類
へ
お
し
や
ろ
う
と
す
る
、
そ
の
意
味
で
は
身
体
か
ら
身
体
性
を
鍵
馨
し
よ
う
と
す
る
企
て
を
極
端
に
ま
で
つ
き
つ
め
た

デ
カ
ル
ト
で
す
ら
、
反
面
、
身
体
を
「
あ
る
特
別
の
権
利
を
も
っ
て
し
　
「
私
の
も
の
篇
と
称
し
他
の
い
か
な
る
物
体
よ
り
も
コ
層
多
く

私
に
属
す
る
」
と
し
て
そ
の
特
異
性
を
容
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
（
「
省
察
」
六
）
、
　
身
体
の
全
体
性
が
無
腰
の
ま
ま
肯
定
的
に
承
認
さ
れ

る
ス
ピ
ノ
ザ
に
あ
っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
事
実
彼
は
身
体
を
さ
す
場
合
に
は
特
に
頭
文
字
を
つ
け
た
O
o
巷
信
ω
を
あ
て
て
い
る
。
こ

う
し
て
「
身
体
」
が
「
物
体
」
と
は
別
個
に
定
立
さ
れ
「
精
神
」
を
く
わ
え
て
三
者
の
鼎
立
と
な
る
。
神
な
ら
ぬ
人
間
の
認
識
の
問
題
に

あ
っ
て
事
態
の
錯
綜
す
る
所
以
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
り
、
並
行
論
に
ま
つ
わ
る
重
大
な
困
難
も
こ
の
点
に
ね
ざ
す
。
す
な
わ
ち
観
念
と
並

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
論
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行
で
あ
る
の
は
「
身
体
」
　
「
物
体
」
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
。
結
論
を
先
取
す
れ
ば
ス
ピ
ノ
ザ
に
は
二
つ
の
並
行
論
が
共
存
し
、
そ
れ
ら
は

完
全
な
一
元
化
に
は
盃
り
え
な
い
ま
ま
に
お
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
着
目
さ
れ
る
の
は
「
身
体
篇
で
あ
り
、
並
行
論
も
観
念
と
「
身
体
」
の
間
の
も
の
で
あ
る
。
ウ
ル
フ
ソ
ン
が
つ
ぶ
さ
に
解
明
す
る
よ

う
に
（
。
や
簿
．
＜
。
二
丁
ワ
躊
ら
）
、
「
人
聞
精
神
の
現
実
的
有
を
構
成
す
る
第
一
の
も
の
は
、
現
実
に
存
在
す
る
あ
る
個
物
の
観
念
に
ほ

か
な
ら
な
い
」
（
「
エ
チ
ヵ
」
二
部
定
理
十
一
）
と
い
う
手
管
に
は
そ
の
す
み
ず
み
に
ま
で
ス
ピ
ノ
ザ
独
自
の
考
え
が
実
に
念
入
り
に
こ
め
ら

れ
て
い
る
が
、
い
ま
は
縷
説
の
煩
は
避
け
論
の
核
心
に
い
そ
ぎ
た
い
。
　
「
人
間
精
神
を
構
成
す
る
観
念
の
対
象
は
身
体
で
あ
る
」
　
（
同
定

理
十
三
）
。
敷
島
す
れ
ば
「
人
間
精
神
は
人
間
身
体
の
観
念
な
い
し
認
識
そ
の
も
の
」
（
岡
定
理
十
九
証
明
）
で
あ
り
、
簡
潔
に
は
「
身
体
の

観
念
」
賦
①
㊤
O
O
考
○
隊
ω
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
心
身
関
係
の
説
湧
は
こ
の
考
え
で
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
分
離
は
両
者
の

所
属
す
る
属
性
の
勘
違
に
、
ま
た
そ
の
合
一
は
両
国
本
来
の
同
一
性
に
、
帰
さ
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
彼
は
後
者
の
点

を
一
歩
進
め
て
自
ら
の
解
す
「
心
身
の
合
一
」
と
は
「
身
体
が
精
神
の
対
象
で
あ
る
こ
と
」
、
逆
に
い
え
ば
精
神
は
身
体
の
観
念
で
あ
る

こ
と
、
と
す
る
（
岡
定
理
二
一
証
明
）
。
つ
ま
り
心
身
の
関
係
は
因
果
的
な
依
存
で
は
な
く
「
対
象
」
o
蕊
Φ
。
ε
B
と
い
う
志
向
の
関
係
で

あ
る
。
両
者
の
不
可
離
で
あ
る
の
も
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
説
か
ら
は
黙
過
で
き
な
い
二
つ
の
重
大
な
事
柄

が
帰
結
す
る
。
身
体
の
な
か
に
お
こ
る
も
の
は
悉
く
精
神
に
知
覚
さ
れ
る
べ
き
こ
と
（
圏
定
理
十
二
）
、
　
お
よ
び
、
万
物
が
程
度
の
差
こ
そ

あ
れ
す
べ
て
魂
を
も
つ
も
の
鋤
上
唇
簿
簿
で
あ
る
こ
と
（
同
定
理
十
三
媚
考
）
で
あ
る
。
し
か
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
に
事
柄
霞
体
の
た
ち
い
っ
た

考
究
の
意
志
が
あ
れ
ば
、
経
験
の
教
え
と
は
真
向
か
ら
背
馳
す
る
第
一
の
点
に
関
し
て
は
き
っ
と
無
意
識
の
問
題
が
論
及
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
し
、
ま
た
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
。
ヨ
蝕
帥
窪
凶
露
舞
鶯
の
説
の
詳
細
が
展
開
さ
れ
、
か
く
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ス
コ
ラ
・
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
の
線
で
こ
れ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
ウ
ル
フ
ソ
ン
（
○
ワ
簿
．
＜
。
剛
戸
勺
器
ふ
い
）
と
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
で
は
な
く
か
え
っ
て
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
に
ひ
き
つ
け
て
解
そ
う
と
す
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（
8
．
簿
．
幹
G
。
O
漂
）
の
対
立
に
確
た
る
決
着
が
つ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

残
念
な
こ
と
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
そ
の
意
志
は
な
か
っ
た
。
認
識
論
が
手
段
以
上
に
で
な
い
と
は
い
え
、
問
題
が
単
な
る
歴
史
的
興
味
の
対
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象
に
尽
き
ず
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
内
容
的
な
重
要
性
を
宿
す
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
借
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
。
臼
巳
類

従
鼠
ヨ
鋤
骨
の
思
想
に
関
し
、
こ
れ
を
彼
方
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
関
連
づ
け
る
か
あ
る
い
は
此
方
に
ひ
き
よ
せ
る
か
の
彼
此
を
別
つ
基
点
は

や
は
り
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
意
味
で
彼
は
こ
の
類
の
思
想
に
対
し
て
謂
わ
ぱ
分
水
嶺
の
位
置
を
な
す
こ
と
、
を
附
嘉
す
る
だ
け

に
と
ど
め
た
い
。
1
一
論
を
も
ど
そ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
心
身
の
並
行
論
を
人
問
学
の
方
向
に
転
ず
る
よ
う
に
み
え
る
。
　
「
あ
る
身
体

の
活
動
が
そ
の
身
体
の
み
に
依
存
す
る
こ
と
が
よ
り
多
く
、
他
の
物
体
が
共
同
す
る
こ
と
が
よ
り
少
な
い
ほ
ど
、
そ
の
精
神
は
判
然
た
る

認
識
に
対
し
て
そ
れ
だ
け
有
能
で
あ
る
」
（
「
エ
チ
ヵ
」
二
部
定
理
十
三
穂
考
）
。
し
か
し
て
「
一
精
神
の
他
の
精
神
に
簿
す
る
優
秀
性
」
も
こ

こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
と
す
る
（
岡
所
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
精
神
の
優
秀
性
は
身
体
の
優
秀
性
と
両
々
試
合
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
認
識
論
の
考
究
に
は
真
理
の
問
題
が
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
て
こ
の
観
点
か
ら
は
並
行
論
は
観
念
と
そ
の
対
象
、
精
神
と

「
物
体
」
の
間
の
純
認
識
論
的
な
も
の
に
解
さ
れ
、
こ
こ
で
は
「
身
体
」
は
な
く
も
が
な
、
い
や
む
し
ろ
積
極
的
に
そ
の
抹
殺
こ
そ
望
ま

れ
る
。
さ
き
の
心
身
の
並
行
論
と
の
齪
齢
は
い
ま
や
瞭
ら
か
で
あ
る
。
同
一
原
理
の
人
間
に
お
け
る
こ
の
二
面
は
梱
互
に
い
か
に
関
連
づ

け
ら
れ
る
べ
き
か
。
事
態
の
菌
難
に
処
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
第
｝
の
心
身
の
並
行
論
に
修
正
を
施
す
こ
と
で
漸
次
第
二
の
並
行
論
に
移
ろ
う

と
し
た
。
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
前
者
の
完
全
な
廃
棄
、
す
な
わ
ち
「
身
体
」
が
「
精
神
」
・
「
物
体
」
に
伍
す
そ
の
存
在
を
全
く
失
う
こ

と
、
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
困
難
の
い
く
つ
か
が
そ
の
「
身
体
」
の
意
義
の
動
揺
に
基
く
こ
と
我
々
の
主
張

で
あ
り
、
「
観
念
」
と
い
う
語
の
二
義
性
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
い
は
「
身
体
の
観
念
」
と
し
て
の
精
神
自
体
の
謂
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
精

神
が
思
惟
す
る
も
の
ゆ
え
に
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
精
神
の
概
念
護
①
簿
ジ
8
醇
8
綴
織
」
（
「
エ
チ
カ
」
二
部
定
義
三
）
を
さ
す
二
義
性
も
、

全
く
こ
う
し
た
事
情
に
郡
応
ず
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
i
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
物
体
」
・
「
身
体
」
の
間
に
因
果
交
渉
を
認
め
、

謂
う
と
こ
ろ
の
第
一
種
の
認
識
、
す
な
わ
ち
感
覚
、
想
像
、
記
憶
、
想
起
な
ど
を
包
括
す
る
広
義
の
感
覚
的
認
識
、
の
性
格
の
究
明
か
ら

始
め
た
。
問
題
は
科
学
的
認
識
の
成
立
に
関
す
る
反
省
に
つ
う
ず
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
際
の
唯
一
の
て
が
か
り
で
あ
る
「
身
体
の
変
容
の

観
念
」
は
、
変
容
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
、
外
物
と
身
体
、
の
本
性
を
と
も
に
含
む
（
同
定
理
十
穴
）
。
す
な
わ
ち
精
神
は
外
物
の
本

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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性
を
自
ら
の
身
体
の
本
性
と
渾
じ
て
み
て
お
り
、
ま
だ
そ
の
区
別
に
は
気
が
つ
か
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
観
念
は
外
物
の
本
性
を
「
含
む
」

と
は
い
え
る
が
「
説
明
す
る
」
も
の
で
は
な
い
（
同
定
理
十
八
備
考
）
。
感
覚
の
主
観
的
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
て
彼
は
こ
こ
か
ら

精
神
自
身
・
身
体
・
外
物
に
つ
い
て
の
認
識
を
遂
一
吟
味
し
て
の
ち
、
総
括
し
て
、
こ
う
し
た
「
身
体
の
変
容
の
観
念
」
に
基
づ
く
感
覚

的
認
識
に
あ
っ
て
は
精
神
は
三
老
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
の
「
充
全
な
認
識
」
を
も
た
ず
「
混
乱
し
欠
損
し
た
認
識
」
を
も
つ
だ
け
と
し
た

（
周
定
理
二
九
備
考
）
。
と
こ
ろ
で
「
充
全
」
鋤
伽
器
ぬ
養
臼
と
は
何
か
。
少
し
ば
か
り
字
句
の
詮
索
に
携
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
「
膨

面
な
観
念
と
は
、
対
象
と
関
連
な
く
そ
れ
自
体
で
考
察
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
真
の
観
念
の
内
的
な
特
質
な
い
し
は
特
徴
を
す
べ
て
も
つ
観
念

の
謂
で
あ
る
」
（
二
曲
義
四
）
。
　
「
エ
チ
カ
」
は
こ
の
「
特
徴
」
の
何
で
あ
る
か
を
い
わ
な
い
が
、
そ
れ
は
「
明
噺
判
明
」
・
「
確
実
」
の
二

つ
と
推
測
さ
れ
る
（
「
形
而
上
学
的
思
索
」
一
部
六
章
）
。
事
実
「
充
全
翫
は
し
ば
し
ば
「
明
晰
判
明
」
で
お
き
か
え
ら
れ
て
い
る
（
「
エ
チ
ヵ
し

エ
都
定
理
三
六
・
三
八
系
）
。
し
か
し
「
充
全
」
に
は
「
全
体
的
」
　
「
具
足
的
」
と
い
っ
た
響
き
の
あ
る
こ
と
は
み
の
が
せ
な
い
。
こ
の
点
は
、

そ
の
反
対
語
と
し
て
「
混
乱
」
ば
か
り
で
な
く
「
欠
損
」
諺
葺
臨
⇔
寅
が
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
窺
わ
れ
、
実
際
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
非
充
全

的
」
一
⇔
p
。
鳥
器
ρ
認
証
・
ぎ
。
。
続
①
曾
鶯
δ
を
「
部
分
的
」
唱
鴛
瓢
巴
一
ω
・
Φ
×
膨
詳
①
と
岡
一
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
同
定
理
十
一
系
・
三
部
定
義
一
）
。

だ
か
ら
一
歩
を
進
め
、
か
つ
整
理
す
れ
ば
、
認
識
は
全
体
的
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
充
全
」
で
あ
り
、
逆
に
「
部
分
的
」
で
「
欠
損
」
し
た
も

の
ゆ
え
に
「
非
充
全
」
な
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
て
我
々
は
、
認
識
の
「
充
全
」
一
「
非
充
全
心
を
単
に
「
明
晰
判
明
」
…
「
混

乱
」
に
並
置
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
全
体
的
一
「
部
分
的
」
、
「
欠
損
」
の
無
i
有
に
ま
で
も
ど
し
、
こ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
顧
み

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
き
す
ぎ
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
こ
う
し
て
の
み
、
総
じ
て
感
覚
的
認
識
を
「
前
提
の
な
い
帰
結
」

（
二
部
定
理
ご
八
証
明
）
に
準
え
よ
う
と
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
心
持
を
よ
く
察
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
事
情
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
虚
偽
の
由
来
に
関
し
て
は
も
は
や
多
く
を
語
る
要
は
な
い
。
全
く
の
無
知
は
ま
だ
虚
偽
で
は
な

い
と
は
い
え
、
し
か
し
こ
の
体
系
で
は
神
器
真
理
で
も
あ
る
か
ら
虚
偽
を
構
成
す
べ
き
「
積
極
的
な
も
の
」
の
あ
ろ
う
は
ず
は
な
く
、
虚

偽
は
何
ら
か
消
極
的
に
解
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
結
局
そ
れ
は
「
非
充
全
な
観
念
の
含
む
認
識
の
欠
如
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
　
（
岡
定
理
三
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五
）
、
つ
ま
り
さ
き
ほ
ど
の
「
欠
損
」
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
虚
偽
を
免
れ
る
た
め
の
方
策
も
簡
単
で
あ
る
。
不
足
分
を
補
鎭
し
さ
え
す

れ
ば
よ
い
。
さ
き
に
し
る
し
た
身
体
の
意
義
づ
け
に
際
す
る
態
度
が
脊
定
的
総
合
的
で
あ
る
か
・
否
定
的
分
析
的
で
あ
る
か
の
相
違
に
よ

る
わ
け
だ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
、
感
覚
的
認
識
の
意
義
を
専
ら
実
践
に
お
け
る
利
害
の
教
示
に
局
限
し
理
論
に
お
け
る

認
識
と
し
て
の
価
値
を
す
べ
て
否
む
、
と
い
う
む
げ
な
斥
け
か
た
を
し
な
い
で
、
一
面
の
真
理
を
「
含
む
」
感
覚
的
認
識
を
、
欠
け
て
い

る
「
前
提
」
の
補
充
で
理
性
の
領
域
に
く
み
い
れ
う
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
「
身
体
」
の
し
か
る
べ
き
考
慮
、
こ
れ
が
今
の
場
合
の
「
前

提
」
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
要
は
認
識
の
満
欠
い
か
ん
で
あ
る
か
ら
、
虚
偽
を
除
く
に
は
認
識
系
の
「
避
難
性
」
を
求
め
遺
漏
な
き
を
期
せ

ば
よ
い
。
こ
れ
で
認
識
は
第
一
種
か
ら
第
　
一
種
に
移
る
。

　
普
遍
な
ら
ぬ
「
共
通
概
念
」
に
よ
る
第
二
種
の
「
理
性
」
認
識
、
も
の
の
「
本
質
し
把
握
に
ま
で
至
る
第
三
種
の
「
直
観
知
」
、
　
こ
れ

ら
の
性
格
評
価
に
関
し
て
は
「
短
論
文
し
か
ら
「
エ
チ
カ
」
に
か
け
て
か
な
り
の
変
遷
が
あ
る
が
、
こ
の
間
の
消
息
を
具
に
す
る
の
は
当

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

面
の
関
心
事
で
は
な
い
。
「
直
観
知
〕
は
最
初
の
神
秘
的
な
色
彩
の
素
朴
粗
筆
さ
を
次
第
に
脱
し
て
合
理
化
の
方
向
を
た
ど
り
、
「
理
性
」

認
識
の
地
位
の
向
上
と
相
侯
っ
て
そ
れ
ら
は
た
が
い
に
接
近
す
る
こ
と
、
こ
こ
で
は
た
だ
こ
れ
だ
け
の
指
摘
に
と
ど
め
我
々
は
む
し
ろ
前

述
の
虚
偽
論
を
さ
ら
に
ほ
り
さ
げ
て
そ
の
根
底
を
つ
き
た
い
。
…
こ
こ
で
我
々
の
限
に
こ
と
の
ほ
か
含
蓄
多
く
み
え
る
の
は
ス
ピ
ノ
ザ

に
よ
る
意
志
の
自
由
の
徹
底
的
な
否
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
延
長
の
領
域
に
お
い
て
確
立
ず
み
で
あ
る
機
械
的
自
然
観
の
基
礎
概
念
を
思
惟

の
領
域
へ
適
用
す
る
こ
と
の
妾
然
の
結
果
だ
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
そ
の
覇
業
論
を
独
自
の
も
の
と
し
た
。
デ
カ
ル
ト
を
想
い
だ
そ
う
。

判
断
は
、
そ
の
内
容
と
な
る
観
念
を
供
す
る
7
有
限
な
知
性
」
と
、
そ
の
観
念
を
肯
定
あ
る
い
は
否
定
す
る
作
用
と
し
て
の
「
無
限
な
意

志
」
の
協
同
か
ら
な
り
、
真
理
は
こ
の
不
揃
い
の
両
頭
を
適
切
に
御
す
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
明
嚇
判
明
知
」
の
領
域

の
拡
大
は
も
ち
ろ
ん
試
み
ら
れ
る
べ
き
だ
が
、
万
物
の
理
性
化
は
人
混
知
性
の
押
隈
性
に
鑑
み
到
底
期
待
で
き
ず
、
か
く
て
重
き
は
お
の

つ
か
ら
判
断
中
喪
と
い
う
意
志
の
自
己
否
定
に
お
か
れ
る
。
し
か
し
て
こ
の
否
定
作
用
こ
そ
膚
由
意
志
の
「
正
し
い
使
用
」
と
い
わ
れ
る

（「

ﾈ
察
」
四
）
。
　
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
意
志
主
義
に
反
対
し
て
知
性
だ
け
で
い
く
。
　
と
は
い
え
本
来
伝
統
ス
コ
ラ
の
「
可
能
的
知
性
」
の
説

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
払
醐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
ハ
九
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七
〇

に
は
与
し
な
い
か
ら
（
「
エ
チ
ヵ
」
一
部
定
理
三
一
畿
考
）
、
こ
こ
で
知
性
と
は
「
現
実
的
知
性
」
、
す
な
わ
ち
観
念
を
形
成
す
る
個
々
の
知
性

作
用
そ
の
も
の
の
謂
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
き
ほ
ど
か
ら
す
ぐ
れ
て
観
念
が
云
々
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
意
志
を
知
性
に
還
元
す
る

結
果
と
し
て
観
念
に
デ
カ
ル
ト
の
場
合
以
上
の
も
の
が
附
さ
れ
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
　
「
精
神
の
概
念
」
と
し
て
の
観
念
は
「
画
布
の
上

の
黙
っ
た
絵
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
（
嗣
二
都
定
理
四
九
備
考
）
。
そ
れ
は
「
観
念
で
あ
る
か
ぎ
り
肯
定
否
定
を
含
む
」
（
岡
所
）
。
だ
か

ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
観
念
は
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
役
を
も
兼
ね
、
判
断
の
内
容
穿
プ
再
開
で
あ
る
と
と
も
に
作
用
》
聾
を
も
あ
わ
せ
も

つ
。
す
な
わ
ち
意
志
は
知
性
と
別
の
も
の
で
は
な
い
（
同
系
）
。
ゆ
え
に
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
す
れ
ば
真
理
鋼
達
の
た
め
に
こ
と
さ
ら
意
志
の
自

画
否
定
を
仰
々
し
く
云
為
す
る
要
は
さ
ら
に
な
い
。
い
わ
ゆ
る
意
志
に
よ
る
判
断
の
保
留
も
そ
の
実
「
事
物
を
充
全
に
知
覚
し
て
い
な
い

こ
と
に
自
ら
気
が
つ
い
て
い
る
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
自
由
意
志
で
は
な
く
あ
く
ま
で
知
性
娼
Φ
零
の
導
δ
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
～
切
は
知
性
の
問
題
で
あ
る
か
ら
要
は
㎝
、
真
の
観
念
」
を
ひ
と
た
び
も
っ
て
し
ま
え
ば
よ
い
。
こ
れ
が
先
決
で
あ
る
。
実
際

「
真
の
観
念
」
こ
そ
「
真
理
の
規
範
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
飼
定
理
臨
墨
黒
考
・
「
改
善
論
E
　
三
五
節
）
。
一
し
か
し
な
が
ら
我
々
が
以
上
判
断

を
め
ぐ
る
デ
カ
ル
ト
・
ス
ピ
ノ
ザ
の
見
解
の
対
立
に
こ
れ
ほ
ど
に
ま
で
惹
か
れ
る
真
の
理
慮
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
。
実
は
事
態
は
単

に
判
断
論
と
い
う
一
つ
の
小
分
野
の
な
か
で
の
裟
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
深
く
心
嚢
の
世
界
観
の
決
定
的
な
背
馳
に
ね
ざ
す
。

す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
は
、
心
え
ら
れ
た
無
限
な
意
志
を
そ
れ
自
体
で
は
糠
穂
に
過
分
の
も
の
と
み
な
し
、
こ
の
無
限
性
の
否
定
の
う
ち
に

人
間
本
来
の
真
面
目
を
み
よ
う
と
す
る
。
神
と
の
均
等
を
不
遜
と
解
し
霞
ら
を
お
さ
え
る
有
限
性
強
調
の
立
場
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
逆

で
あ
る
。
　
「
人
間
精
神
は
神
の
無
限
知
性
の
一
部
門
あ
る
」
（
「
エ
チ
ヵ
し
二
部
定
理
＋
一
系
）
こ
と
を
積
極
的
に
お
し
す
す
め
る
こ
と
で
有

限
性
の
脱
錦
、
無
限
へ
の
還
帰
を
期
す
彼
か
ら
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
意
志
は
百
害
あ
っ
て
一
利
な
く
、
そ
の
撤
去
に
や
っ
き
に
な
る
の

も
当
然
で
あ
る
。
か
く
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
徹
底
的
に
た
て
つ
き
い
ち
ず
に
卓
説
を
主
張
し
た
判
断
論
は
、
そ
の
実
両
雄
の
形
而
上
学
の
は
げ

し
く
ぶ
つ
か
る
戦
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
の
興
味
を
誘
っ
た
所
以
で
あ
る
。

　
　
（
1
）
　
じ
ご
。
ユ
出
噴
雌
回
Φ
℃
ξ
も
・
ざ
9
一
（
周
冒
。
霧
δ
霧
o
n
8
霧
9
0
霧
夏
野
や
。
。
し
◎



（
2
）
　
℃
o
ま
。
ぎ
。
り
唱
ぎ
◎
N
2
や
δ
む
。
出
．

（
3
）
　
こ
の
点
の
仔
細
に
つ
い
て
は
桂
寿
一
著
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
篇
七
輩
二
・
三
節
を
参
看
。
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三

　
以
上
の
基
盤
の
う
え
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
践
哲
学
が
展
開
さ
れ
る
。
感
情
論
に
は
じ
ま
り
人
間
本
質
の
窪
き
発
露
を
も
と
め
て
徳
・
幸
福

に
ま
で
至
る
語
義
本
来
の
「
エ
チ
カ
」
、
救
済
の
教
え
で
あ
る
。
一
事
柄
自
体
の
究
明
に
さ
き
だ
ち
彼
は
歴
史
を
顧
み
る
。
感
情
お
よ

び
人
間
生
活
の
理
を
説
い
た
も
の
は
古
来
す
く
な
く
な
い
が
、
そ
の
多
く
は
人
間
を
あ
た
か
も
「
国
家
の
な
か
の
国
家
」
の
よ
う
に
み
な

し
た
結
果
、
人
間
の
無
能
力
を
本
性
の
欠
陥
と
解
し
い
た
ず
ら
に
「
実
き
」
・
「
曝
う
」
と
い
う
愚
に
陥
っ
た
。
し
か
し
、
本
来
神
で
あ
る

自
然
の
な
か
に
は
「
嘲
笑
」
「
呪
説
」
の
的
の
あ
る
は
ず
は
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
は
ひ
た
す
ら
「
理
解
」
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
し
か
し
て
こ
の
理
解
様
式
は
、
無
原
因
性
で
あ
る
「
自
由
」
が
既
に
斥
け
ら
れ
た
現
在
、
万
象
を
貫
い
て
た
だ
一
つ
、
む
ろ
ん

因
果
の
法
則
に
よ
る
も
の
だ
酵
で
あ
る
。
か
く
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
実
践
哲
学
の
取
扱
い
の
方
法
を
は
っ
き
り
宣
雷
す
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
か
ら
の
考
察
を
い
ま
ま
で
の
理
論
哲
学
の
場
合
と
「
同
一
の
方
法
し
で
、
　
「
さ
な
が
ら
線
・
面
・
立
体
を
問
題
に
す
る
よ
う
に
」
お

こ
う
と
（
「
エ
チ
カ
」
三
部
序
文
）
。

　
こ
れ
に
よ
り
感
情
論
は
ど
こ
ま
で
も
科
学
的
分
析
と
な
る
。
だ
が
そ
も
そ
も
感
情
熱
Φ
9
霧
と
は
何
か
。
そ
れ
は
蕉
確
に
は
「
心
の

変
状
・
感
情
熱
①
。
梓
霧
き
ぎ
一
」
（
詞
二
部
公
理
三
）
で
あ
り
、
別
名
「
心
の
受
動
状
態
駆
警
㊦
ヨ
節
簿
濡
鼠
」
・
「
心
の
受
動
駆
絡
。
き
冒
こ

で
あ
る
よ
う
に
（
同
三
部
感
情
の
総
括
的
定
義
・
お
よ
び
説
明
）
、
あ
く
ま
で
心
の
状
態
で
あ
る
。
感
情
論
本
来
の
研
究
対
象
が
「
も
っ
ぱ
ら
精

神
に
関
す
る
か
ぎ
り
の
変
状
・
感
情
」
（
岡
三
都
感
構
の
定
義
四
八
）
と
な
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
並
行
論
で
あ
る
以
上
こ
れ
が
そ
の
ま
ま

身
体
と
の
関
連
の
排
除
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
は
感
情
は
「
身
体
膚
身
の
活
動
能
力
が
そ
れ
に
よ
っ
て
増
大
あ
る
い
は
減
少
さ

れ
促
進
あ
る
い
は
阻
害
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
身
体
の
変
状
、
と
同
時
に
そ
の
変
状
の
観
念
」
（
同
三
部
定
義
一
一
一
）
と
規
定
さ
れ
る
。
実
際
、
心

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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七
二

身
の
分
離
・
合
一
い
ず
れ
を
も
手
放
さ
ず
、
し
か
も
両
者
を
う
け
と
め
る
の
に
同
一
の
次
元
を
以
て
す
る
の
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
特
亀
で
あ
っ

て
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
問
題
も
こ
の
点
に
結
び
つ
く
。
i
根
抵
に
す
え
ら
れ
る
の
は
古
来
の
自
己
保
存
の
原
理
で
あ
る
（
。
h
芝
。
済
。
ヨ

◎
や
。
幽
く
。
＝
酬
ワ
6
累
）
。
万
物
は
で
き
る
か
ぎ
り
自
己
の
存
在
の
維
持
に
努
め
8
暴
嵐
、
人
間
も
も
ち
ろ
ん
例
外
で
は
な
い
。
精
神
・

身
体
に
「
圃
時
に
」
関
係
づ
け
ら
れ
る
「
努
力
8
暴
宮
ω
」
こ
そ
心
身
合
一
態
と
し
て
の
「
人
間
」
の
本
質
で
あ
る
（
「
エ
チ
ヵ
扁
三
部
定

理
九
備
考
）
。
銘
記
す
べ
き
は
こ
の
「
努
力
〕
が
心
身
の
両
界
に
ま
さ
に
ま
た
が
っ
て
い
る
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
の
「
増
減
」
の
意
識
を
身

体
の
「
活
動
能
力
」
の
「
増
減
篇
に
即
応
す
る
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
彼
の
感
情
論
が
な
り
た
つ
。
し
か
し
我
々
は
「
欲

望
」
、
「
喜
び
」
、
「
悲
し
み
」
の
三
つ
の
基
本
感
情
、
お
よ
び
こ
れ
か
ら
す
る
個
々
の
派
生
感
情
の
導
出
の
経
緯
に
つ
い
て
は
こ
こ
に
論
ず

る
暇
を
も
た
な
い
。
か
わ
り
に
い
ま
一
つ
原
理
的
な
面
に
注
囲
し
た
い
。
感
情
と
は
語
に
湿
し
て
受
動
を
連
想
さ
せ
る
が
、
一
般
に
能

動
・
受
動
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
か
ら
い
か
に
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
同
一
の
属
性
の
な
か
で
説
明
さ
れ
る
ほ
か
な
く
、
し
た
が

っ
て
心
身
の
相
互
交
渉
に
基
け
る
デ
カ
ル
ト
（
「
情
念
論
」
一
部
）
に
か
わ
る
新
ら
し
い
工
夫
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
「
原
因
」
の
「
充

全
・
非
充
書
」
の
考
え
が
こ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
が
「
熱
腸
判
明
に
理
解
さ
れ
る
」
た
め
に
そ
の
原
因
だ
け
で
た
り
る
か
ど
う

か
で
あ
り
、
能
動
・
受
動
は
ま
さ
に
こ
の
区
別
に
即
し
て
規
定
さ
れ
る
（
「
エ
チ
ヵ
」
三
部
定
義
一
・
二
）
。
　
こ
こ
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
さ
ら
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

歩
を
進
め
「
充
全
・
非
充
全
一
と
い
う
語
の
連
想
の
も
と
、
　
「
原
因
」
の
場
舎
の
論
議
を
「
観
念
」
の
そ
れ
に
繋
ぐ
。
す
る
と
楽
然
の
こ

と
な
が
ら
、
　
「
精
神
」
の
能
動
・
受
動
は
も
っ
ぱ
ら
「
観
念
」
の
充
全
・
非
充
全
に
帰
着
し
、
　
「
心
の
受
動
」
で
あ
る
感
情
は
例
外
は
措

き
総
じ
て
混
乱
し
た
観
念
と
一
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
問
題
の
所
在
は
ど
こ
か
。
そ
れ
は
「
原
因
」
を
「
観
念
」
で
お
き
か
え
る
と
こ
ろ
に
、
つ
ま
り
心
身
の
分
離
・
合
一
に
対
処
す
る
に
問

一
の
態
度
で
の
ぞ
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本
来
彼
は
能
動
・
受
動
の
定
義
に
際
し
て
周
到
な
態
度
に
で
て
い
た
。
　
「
我
々
が
能
動
す
る
⇒
○
ω

餌
σ
q
①
お
と
は
、
あ
る
も
の
が
我
々
の
う
ち
、
あ
る
い
は
そ
と
ぎ
冨
○
玄
ω
鋤
三
①
×
霞
簿
鐸
。
ω
に
生
じ
我
々
が
そ
の
充
全
原
因
で
あ
る
と
き

…
…
で
あ
る
。
逆
に
我
々
が
受
動
す
る
と
は
…
…
」
云
々
（
岡
瞬
）
。
こ
こ
に
「
我
々
」
と
い
う
や
や
曖
昧
な
語
の
使
用
、
お
よ
び
、
も
の
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の
生
起
に
あ
た
っ
て
「
我
々
の
ぞ
と
」
の
場
合
を
挙
げ
て
い
る
の
は
そ
れ
な
り
に
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
形
而
上
学
的
な
瞑
想
の

ひ
と
で
は
な
く
、
博
く
人
性
に
通
じ
生
一
般
に
深
い
関
心
を
よ
せ
た
モ
ラ
リ
ス
ト
で
も
あ
る
ス
ピ
ノ
ザ
が
、
心
身
合
一
態
と
し
て
の
「
人

「
間
」
の
生
に
お
け
る
実
践
的
行
為
・
行
動
の
場
合
を
も
「
能
動
」
の
も
と
に
考
え
よ
う
と
し
た
か
ら
に
載
量
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

　
ヘ
　
　
へ

「
身
体
」
の
能
動
・
受
動
一
活
動
能
力
の
増
減
で
は
な
い
　
　
が
も
は
や
云
々
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
こ
の
「
我
々
」
の
能
動
・
受
動
は
す

な
お
に
「
精
神
」
の
そ
れ
、
す
な
わ
ち
観
念
の
充
全
・
非
充
全
で
お
き
か
え
ら
れ
、
問
題
は
も
っ
ぱ
ら
「
認
識
」
の
分
野
で
処
理
さ
れ
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

至
る
。
だ
か
ら
こ
の
立
場
で
は
現
実
の
行
為
・
行
動
の
充
分
な
意
義
づ
け
は
到
底
期
待
し
が
た
い
。
「
身
体
」
の
動
作
の
原
因
は
も
ち
ろ
ん

「
精
神
」
に
は
な
く
延
長
世
界
の
う
ち
に
索
め
ら
れ
る
べ
き
だ
が
、
延
長
世
界
の
僅
か
に
一
小
部
分
が
「
身
体
」
な
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

そ
れ
が
定
義
さ
れ
た
意
味
で
「
能
動
」
す
る
と
称
さ
れ
う
る
の
は
い
か
な
る
場
合
で
あ
る
か
。
並
行
論
の
た
て
ま
え
か
ら
～
応
「
精
神
」

が
能
動
す
る
と
き
、
す
な
わ
ち
充
全
な
観
念
を
有
す
る
と
き
だ
と
い
う
わ
け
だ
が
、
し
か
し
そ
の
際
「
身
体
」
は
必
ず
し
も
実
際
に
動
作

を
な
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
、
い
や
、
全
く
の
静
止
状
態
に
あ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
労
金
原
因
と
し
て
の
「
能
動
」
は
実
際
に
「
身

体
」
を
動
か
し
て
の
現
実
の
行
為
・
行
動
と
た
だ
ち
に
岡
一
に
は
な
ら
な
い
。
爾
後
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
能
動
餌
σ
q
Φ
零
」
と
い
う

語
が
一
見
後
巻
の
場
合
を
も
よ
く
覆
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
実
、
語
の
二
義
性
の
ゆ
え
に
す
ぎ
ず
連
想
に
誘
わ
れ
て
の
錯
覚
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
i
は
っ
き
り
い
お
う
。
我
々
は
「
観
念
」
を
以
て
「
原
因
」
を
全
体
的
に
覆
い
つ
く
そ
う
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
き

か
た
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
そ
れ
は
無
理
で
あ
り
毒
忌
で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
彼
は
こ
の
方
針
で
貫
ぬ
く
。
こ
こ
に
そ
の
基
本
的
態
度
の

特
徴
が
窺
わ
れ
る
。
彼
の
根
本
の
立
場
は
あ
く
ま
で
「
認
識
」
で
あ
り
、
畢
党
コ
ン
テ
ン
プ
ラ
チ
オ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
理
論

と
実
践
と
称
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
理
論
で
あ
っ
て
両
者
の
「
統
一
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
　
一
見
そ
の
よ
う
に
み
え
る
の
は
実
は
理
論

へ
の
還
元
な
い
し
吸
収
に
よ
る
実
践
の
消
宏
に
す
ぎ
な
い
。

　
さ
て
常
識
で
は
こ
の
立
場
で
、
し
か
も
徹
底
し
た
機
械
的
世
界
観
の
う
え
に
、
倫
理
学
が
築
か
れ
よ
う
と
は
想
像
も
で
き
な
い
。
ス
ピ

ノ
ザ
の
内
在
論
体
系
で
は
神
は
命
令
す
る
人
格
で
は
な
く
、
人
間
も
ま
た
意
志
の
自
由
を
許
さ
れ
な
い
。
ゆ
え
に
善
悪
の
普
遍
妥
当
的
な

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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哲
学
研
究
　
朝
寒
百
九
十
五
暑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
颯

基
準
は
あ
り
え
ず
（
「
ニ
チ
コ
」
物
部
定
理
九
備
考
・
岡
四
部
序
文
参
照
）
、
　
か
く
て
は
行
為
砂
褒
販
を
云
々
す
べ
き
根
拠
も
な
く
な
る
だ
ろ
う

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
独
自
の
形
態
の
倫
理
学
な
ら
ば
こ
の
立
場
で
も
そ
れ
な
り
に
な
お
考
案
の
余
地
は
あ
る
。
内
在
論
は
感

情
を
人
間
に
本
性
的
な
も
の
と
解
し
、
た
と
へ
ど
ん
な
に
不
都
合
な
も
の
で
あ
っ
て
も
い
ち
が
い
に
嫌
悪
し
た
り
疎
じ
た
り
は
し
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
い
か
な
る
感
情
を
も
つ
っ
ぱ
ね
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
を
洩
ら
さ
ず
自
己
の
う
ち
に
ひ
き
い
れ
て
処
理
し
て
み
せ
る
、

と
の
確
儒
を
示
す
。
こ
の
処
理
の
う
ち
に
新
た
な
倫
理
学
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
着
眼
も
こ
こ
に
あ
り
、
彼
は
感
情
論

で
中
心
的
な
役
割
を
果
し
た
讐
自
己
保
存
の
努
力
」
を
「
徳
」
≦
昼
慾
と
い
う
概
念
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
そ
れ
を
な
し
と
げ
る
。
す
な

わ
ち
こ
の
「
努
力
」
こ
そ
「
徳
」
の
㎝
，
第
～
の
か
つ
唯
一
の
基
礎
扁
で
あ
り
（
嗣
隈
部
定
理
ニ
エ
系
）
、
逆
に
「
徳
－
　
は
こ
の
「
努
力
」
の

洋
弓
・
充
足
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
汝
の
力
を
増
す
べ
し
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
道
徳
法
翔
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
懲
然
法
則
で
あ
る
。
こ
の

体
系
に
あ
っ
て
は
欝
然
と
倫
理
と
い
う
通
例
の
峻
鹸
な
対
立
は
全
く
存
在
し
な
い
。
　
「
理
性
は
自
然
に
反
し
た
何
も
の
を
も
要
求
せ
ず
」

（
岡
定
理
十
八
備
考
）
、
そ
も
そ
も
「
徳
は
力
と
同
一
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
同
定
義
八
）
。

　
こ
の
倫
理
学
が
大
き
く
「
認
識
」
に
偏
し
、
い
や
、
全
く
そ
れ
に
依
存
す
る
こ
と
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
　
「
徳
か
ら
行
為
餌
σ
q
費
①

す
る
」
と
は
、
あ
る
行
為
へ
の
決
定
が
「
雰
充
全
な
観
念
」
か
ら
で
な
く
「
理
解
ぎ
諮
語
σ
q
巽
①
」
か
ら
起
る
場
合
に
か
ぎ
り
（
岡
定
理
一
一
三
）
、

し
か
し
て
「
我
々
が
理
性
か
ら
努
力
す
る
と
こ
ろ
は
理
解
以
外
に
な
い
」
（
岡
定
理
ご
六
）
。
受
動
感
情
へ
の
対
処
、
　
そ
れ
か
ら
の
自
由
、

古
来
こ
の
点
は
た
び
た
び
論
じ
ら
れ
た
が
そ
の
実
行
に
伴
う
歪
み
は
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
事
情
に
鑑
み
ス
ピ
ノ
ザ
は
実
際
的
・
具

体
的
な
方
策
に
も
労
を
惜
し
ま
ず
、
そ
の
現
実
に
即
し
た
諸
般
の
考
察
は
し
ば
し
ば
人
情
の
機
微
に
も
ふ
れ
、
さ
ら
に
は
広
く
社
会
生
活
・

政
治
に
も
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
原
理
的
な
と
こ
ろ
で
は
事
情
は
至
っ
て
簡
単
な
の
で
あ
る
。
　
「
認
識
」
　
の
一
語
に
つ
き
る
。

「
受
動
で
あ
る
と
こ
ろ
の
感
情
は
、
我
々
が
そ
の
明
晰
判
明
な
観
念
を
形
成
す
る
や
い
な
や
、
受
動
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
し
（
同
五
部
定

理
三
）
の
で
あ
り
、
し
か
も
我
々
は
「
い
か
な
る
感
情
に
つ
い
て
も
あ
る
明
晰
判
閉
な
概
念
を
形
成
し
う
る
」
（
同
定
理
四
強
）
。
こ
れ
で
感

情
の
受
動
面
は
消
え
う
せ
そ
れ
は
能
動
感
情
に
転
化
す
る
。
－
全
感
情
に
つ
い
て
の
明
晰
判
明
な
認
識
、
こ
こ
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
特
色
が
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窺
え
る
。
も
と
よ
り
感
情
の
転
化
が
何
め
困
難
も
な
く
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
無
理
や
り
の
操
作
な
ら

ず
に
全
感
情
が
合
理
化
さ
れ
う
る
と
の
確
儒
は
、
さ
き
ほ
ど
の
感
覚
の
合
理
化
の
場
合
に
通
じ
、
内
在
論
体
系
の
根
本
儒
条
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
一
方
で
は
、
属
性
に
つ
い
て
、
人
間
の
認
識
領
域
の
微
々
た
る
事
実
を
容
認
し
て
は
い
て
も
、
デ
カ
ル
ト
な
ど
に
く
ら
べ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
は
全
体
と
し
て
の
世
界
の
把
握
・
全
体
と
し
て
の
世
界
の
合
理
化
と
称
し
て
い
っ
こ
う
差
支
え
な
い
。

　
さ
て
こ
う
し
た
観
点
か
ら
彼
は
「
自
己
保
　
存
の
努
力
」
の
最
終
的
な
発
露
を
求
め
体
系
の
最
後
を
全
う
す
る
。
そ
れ
は
も
は
や
一
種
の

デ
ィ
ア
レ
ク
ィ
ク
の
展
開
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
…
そ
も
そ
も
真
の
「
徳
－
；
自
由
」
「
幸
福
」
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も

の
は
田
園
し
て
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
神
の
認
識
、
万
物
が
神
に
由
来
す
る
そ
の
必
然
性
の
洞
察
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
「
精
神

の
最
高
の
善
…
…
最
高
の
徳
」
で
あ
る
（
嗣
四
部
定
理
一
一
八
）
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
本
来
も
っ
ぱ
ら
第
三
種
目
直
観
知
の
み
の
よ
く
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
直
観
知
は
「
理
由
に
基
く
確
信
で
は
な
く
、
も
の
そ
の
も
の
と
の
直
接
的
A
三
」
に
あ
り
（
「
短
論
文
」
二
部
四
章
註
）
、
し

か
し
て
我
々
の
知
性
は
、
神
と
「
直
接
合
一
」
し
て
い
て
そ
の
認
識
に
は
「
何
ら
の
介
在
物
を
要
し
な
い
」
　
（
同
二
弱
輩
）
。
こ
こ
か
ら
必
然

的
に
神
へ
の
愛
が
生
ず
る
。
元
来
直
観
知
と
は
「
も
の
そ
の
も
の
を
感
得
し
歓
を
尽
す
」
て
い
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
同
二
章
）
。
だ
が

ス
ピ
ノ
ザ
内
在
説
は
実
は
最
初
か
ら
そ
の
最
後
を
予
想
し
て
い
る
。
神
へ
の
愛
は
始
め
か
ら
あ
る
、
い
や
、
こ
の
愛
こ
そ
彼
を
駆
っ
て
哲

学
に
ゑ
ら
し
め
た
原
動
力
で
あ
る
。
　
「
知
性
改
善
論
」
の
叙
述
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
自
己
に
つ
い
て
き
わ
め
て
寡
黙
な
ひ
と
は
こ
こ
で

率
直
に
心
中
を
披
溢
し
て
い
る
（
一
一
十
三
節
）
。
　
世
上
の
幸
福
の
虚
し
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
も
な
お
愛
着
の
完
全
に
は
絶
ち
が
た
く
逡

巡
の
様
子
で
あ
っ
た
彼
は
、
そ
の
心
を
大
い
に
痛
め
た
あ
げ
ぐ
「
遂
に
決
心
し
た
」
と
い
う
。
「
永
遠
無
限
な
も
の
へ
の
愛
」
、
こ
こ
に
そ

の
哲
学
の
窮
極
の
目
標
は
既
に
定
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
体
系
講
築
に
先
ん
じ
て
こ
の
愛
に
満
た
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
体
系
は
こ
の
豊
か
な

心
中
の
展
開
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
i
い
ま
ス
ピ
ノ
ザ
は
有
限
世
界
を
一
巡
し
己
れ
の
故
郷
に
還
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ま
や
彼
は
神
を

愛
す
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
最
終
の
蓑
現
は
内
在
の
立
場
か
ら
す
な
お
に
で
て
く
る
。
神
と
様
態
は
密
着
不
離
、
し
た
が
っ
て
人
間
の
思

惟
力
は
神
の
そ
れ
と
む
ろ
ん
別
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
当
然
の
ご
と
く
彼
は
い
っ
た
。
　
「
精
神
の
神
へ
の
知
的
愛
は
神
が
自
己
自

　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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哲
学
研
究
　
　
第
四
百
九
ム
ー
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

身
を
愛
す
る
神
の
愛
そ
の
も
の
で
あ
る
し
（
「
エ
チ
ヵ
」
五
都
定
理
三
六
）
。
精
神
は
も
は
や
有
限
性
を
脱
し
て
神
の
無
限
性
の
う
ち
に
消
え
て

い
く
、
だ
が
そ
れ
は
神
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
己
れ
の
如
実
な
自
己
実
現
を
毘
出
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
わ
ゆ
る
「
救

済
・
幸
福
・
自
由
」
は
こ
こ
に
な
り
た
ち
体
系
は
完
結
に
至
る
（
同
備
考
）
。
i
だ
が
門
、
身
体
漏
の
ほ
う
は
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
か
、

「
救
済
」
の
議
論
は
本
来
も
っ
ぱ
ら
「
精
神
」
の
領
域
で
の
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
や
心
身
は
一
如
で
あ
る
、
と
い
う
ひ
と
が
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
擁
護
の
心
算
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
も
し
そ
れ
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
率
直
に
い
っ
て
愚
贋
の
引
倒
し
に
す
ぎ

な
い
。
実
際
そ
う
し
た
ひ
と
に
較
べ
れ
ば
、
そ
れ
自
身
不
充
分
な
が
ら
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
ほ
う
が
遙
か
に
よ
く
事
態
に
意
を
払
っ
て
い
る
と

い
え
る
。
諸
般
の
事
態
究
明
は
も
と
よ
り
並
行
論
の
立
場
で
な
さ
れ
る
べ
く
、
「
エ
チ
カ
〕
は
最
後
の
最
後
ま
で
そ
の
テ
ー
ゼ
の
保
持
に
努

め
る
が
（
岡
定
理
三
九
）
、
し
か
し
結
局
は
そ
の
考
察
の
多
く
を
「
身
体
の
存
在
に
関
係
な
く
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
の
精
神
し
（
岡
定
理
四

〇
嫡
考
）
に
向
け
て
い
る
。
　
「
身
体
扁
の
度
外
視
で
あ
る
。
し
か
し
て
彼
は
我
々
の
［
精
神
偏
を
吟
味
し
て
「
知
性
」
ぎ
8
濠
無
霧
を
以

て
そ
の
「
永
遠
な
部
分
」
と
し
た
（
岡
系
）
。
「
エ
チ
カ
」
五
部
で
の
こ
の
「
永
遠
」
の
議
論
は
、
「
精
神
の
持
続
」
（
定
理
二
〇
備
考
）
「
身

体
以
前
の
我
々
の
存
在
」
（
定
理
二
三
備
考
）
な
ど
の
語
句
の
示
す
よ
う
に
、
「
持
続
な
い
し
は
時
閲
に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
な
い
」
と
し
た

最
初
の
規
定
（
岡
一
都
定
義
学
説
明
）
を
厳
守
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
動
揺
を
含
む
が
、
と
に
か
く
彼
は
「
永
遠
し
を
も
っ
ぱ
ら
「
精
神
し

に
つ
い
て
の
み
説
き
、
「
身
体
」
に
関
し
て
は
全
く
の
沈
黙
で
あ
っ
た
。
す
く
な
く
て
も
並
行
論
で
あ
る
以
上
や
は
り
奇
妙
な
感
は
免
れ
な

い
。
ス
ど
ノ
ザ
は
こ
の
点
い
か
に
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
付
度
は
不
．
可
能
で
は
な
い
が
（
鼻
芝
（
）
溺
。
『
。
や
捲
く
。
憎
同
点
掌
卜
、
漣
よ
）
、

真
偽
の
ほ
ど
は
も
は
や
保
証
の
か
ぎ
り
で
は
あ
る
ま
い
。
我
々
は
こ
こ
に
、
　
「
，
身
体
」
に
対
し
呑
舟
の
魚
を
以
て
任
じ
こ
れ
を
初
め
か
ら

全
面
的
に
と
り
こ
も
う
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
の
到
達
す
る
最
後
を
み
る
だ
け
で
あ
る
。

四

全
体
を
ふ
り
か
え
っ
て
結
論
と
し
た
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
に
あ
た
っ
て
我
々
は
事
柄
の
要
求
す
る
か
ぎ
り
先
入
、
特
に
デ
カ
ル
ト
と
の
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関
係
を
無
視
し
な
い
よ
う
努
め
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
を
単
純
に
後
者
か
ら
の
「
発
展
」
と
心
得
る
か
ら
で
は
な
い
。
却
っ
て
、
序
文
で
示

唆
し
た
よ
う
に
、
そ
の
独
自
性
を
後
者
と
の
「
対
決
」
の
う
ち
に
把
え
よ
う
と
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
際
ス
ピ
ノ
ザ
は
体
系
化

に
際
し
て
は
多
く
を
デ
カ
ル
ト
に
負
う
と
は
い
え
、
そ
れ
と
の
相
違
を
強
く
意
識
し
つ
つ
あ
く
ま
で
自
己
の
問
題
を
間
題
と
し
て
生
き
ぬ

い
た
ひ
と
で
あ
る
。
か
く
て
若
き
日
は
や
く
も
デ
カ
ル
ト
を
熟
し
て
「
万
物
の
第
一
原
因
の
認
識
か
ら
遠
く
逸
脱
し
た
」
（
「
書
簡
」
二
）

と
難
じ
た
彼
は
、
進
ん
で
そ
の
凌
駕
を
期
し
、
「
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
す
え
ら
れ
た
学
問
の
基
礎
…
…
と
は
別
の
基
礎
」
に
立
脚
し
人
間

知
性
を
「
彼
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た
道
と
は
劉
の
道
」
で
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
我
々
に
は
よ
り
崇
高
か
つ
微
妙
な
多
く
の
こ
と
が
明
晰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

判
明
に
思
念
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
、
と
公
言
し
た
（
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
原
理
」
序
文
）
。

　
こ
の
内
在
論
の
哲
学
か
ら
は
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
多
い
と
と
も
に
、
ま
た
失
う
と
こ
ろ
も
す
く
な
く
な
い
。
い
ま
や
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
対

す
る
我
々
自
身
の
態
度
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。
奥
底
に
躍
動
す
る
生
命
の
深
さ
、
真
摯
な
哲
学
約
精
神
、
清
廉
な
生
活
態
度
、
な
ど

な
ど
後
生
の
ひ
と
し
く
畏
敬
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
こ
の
体
系
は
人
間
の
可
能
性
の
極
限
を
究
め
よ
う
と
す
る
ひ
た
む
き
な

思
索
の
記
録
で
あ
る
。
し
か
し
反
面
い
か
な
る
体
系
も
完
壁
は
期
し
が
た
い
こ
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。
彼
が
も
は
や

「
懐
疑
」
を
倹
つ
要
を
何
ら
認
め
ず
自
覚
的
否
定
の
道
を
憎
と
し
て
拠
榔
し
た
と
き
、
ひ
き
し
ま
っ
た
分
析
論
理
も
姿
を
消
す
に
至
っ
た
。

自
然
の
成
行
と
は
い
え
全
く
惜
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
代
り
に
採
用
さ
れ
る
の
は
「
幾
何
学
的
順
序
」
の
演
繹
論
理
だ
が
、
こ
れ
に
は
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
地
盤
で
あ
る
心
情
の
沃
土
は
充
分
盛
り
尽
さ
る
べ
く
も
な
い
。
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
に
あ
っ
て
は
問
題
は

常
に
叙
述
形
式
の
背
後
に
ま
で
も
ど
し
て
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
ど
の
程
度
成
功
す
る
か
。
直
観
と
論
理
と
い
え
ば

二
つ
は
や
は
り
隔
る
と
し
か
思
え
な
い
。
と
に
か
く
我
々
は
彼
の
思
推
に
も
っ
と
仮
借
せ
ぬ
勤
烈
な
論
理
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
し

か
し
て
こ
れ
は
直
観
に
、
べ
っ
た
り
繋
る
の
で
は
な
く
否
定
的
に
処
す
る
努
力
を
怠
ら
な
い
と
こ
ろ
に
の
み
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
ま

た
同
時
に
直
観
を
真
に
生
か
す
所
以
で
も
あ
る
ま
い
か
。
一
反
省
は
自
つ
か
ら
物
心
二
元
論
の
問
題
に
通
ず
る
。
並
行
論
は
た
し
か
に

一
つ
の
解
答
だ
が
諸
般
の
問
題
に
充
分
耐
え
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
い
ち
が
い
に
ス
ピ
ノ
ザ
を
批
草
す
る
だ
け
で
は
許
さ
れ
な
い
。
先

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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哲
学
研
究
　
第
四
百
九
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
八

人
の
努
力
に
劣
ら
な
い
だ
け
の
も
の
が
我
々
自
身
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
努
力
に
報
い
る
た
め
に
も
、
問
題
そ
の
も
の

の
孕
む
困
難
を
各
自
が
み
ず
か
ら
顧
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
と
し
て
は
、
曖
昧
の
う
ち
に
問
題
の
所
在
を
見
失
う
ぐ
ら
い
な

ら
ば
、
む
し
ろ
二
元
性
の
意
識
を
強
く
も
ち
、
た
と
え
矛
盾
の
形
と
な
ろ
う
と
も
問
題
を
き
わ
だ
っ
た
も
の
に
す
る
ほ
う
を
選
び
た
い
。

一
度
二
元
性
を
徹
底
的
に
つ
き
つ
め
そ
の
奥
底
に
沈
ん
で
み
る
こ
と
、
こ
こ
に
こ
そ
問
題
解
萌
の
新
た
な
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
砦
げ
て
結
び
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
（
1
）
　
厳
密
に
い
え
ば
こ
れ
ら
の
語
句
は
友
人
マ
イ
エ
ル
の
も
の
だ
が
、
こ
の
序
文
の
成
立
事
情
か
ら
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
も
の
と
み
な
し
て
差

　
　
　
支
え
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
序
文
は
、
マ
イ
エ
ル
が
本
塁
の
公
剃
を
態
慰
し
た
際
執
筆
・
を
依
頼
さ
れ
（
「
無
罪
」
十
三
参
看
）
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
を
体

　
　
　
し
て
草
し
た
・
も
の
で
あ
り
、
の
ち
こ
れ
を
ス
ピ
ノ
ザ
惣
身
が
閲
し
二
三
添
削
個
所
「
を
鮨
醜
し
（
「
書
簡
」
十
五
）
、
マ
イ
エ
ル
が
修
正
の
結
果
で
き

　
　
　
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
（
2
）
　
こ
の
点
は
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
、
稀
で
は
あ
る
が
、
時
と
し
て
収
め
か
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
（
「
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
」
一
部
緒
論
、
　
「
エ

　
　
　
チ
カ
」
四
都
定
理
十
八
備
考
を
参
照
。
）
な
お
「
エ
チ
カ
翫
一
部
附
録
、
　
二
部
定
理
四
十
九
備
考
な
ど
に
お
い
て
幾
鰐
学
的
様
式
を
離
れ
た
長
い

　
　
　
説
明
を
し
て
い
る
場
合
の
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
同
じ
こ
と
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
研
修
員
）
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Spinoza’s　Theory

　　　　　　　　　b2　Akira

of　IIぬ1疑anence

Mori

　　Spinoza’s　immanence－theory，　which　is　expressed　by　the　formula　“Deus　sive

Nafura’1　does　not　mean　“Deus　in　ornnibus”，　but　rather　“omnia　in　Deo”．

This　theory　which　domlnates　his　discussions　on　metapysics，　eplstemo｝ogy，

psychology，　ethics，・　etc．　can　be　said　to　be　the　very　foundation　of　Spinoza’s

phllosdphical　system．　Our　chief　concern　is　to　consider　whether　or　not　his

immanence－theory　can　be　regarded　as　a　legit1mate　answer，　as　Spinoza　seems

to　profess　to　give，　to　the　dithculties　raised　and　left　unsolved　by　Descartes

conceming　the　miRd－body　relation．　At　first　glance・　Spinoza’s　so－called

paralielism　which　follows　from　his　imrnanence－theory　seems　to　give　an

adequate　answer　to　the　probiem．　Further　exarnination，　however，　will　readily

show　that　lt　is　far　from　being　the　case．　Unlike　Descartes　who　made　great

efforts　to　distinguish　‘science’　from　‘life’，　as　belonging　to　two　different

spheres，　Spinoza　trled　to　treat　these　two　as　belonging　to　the　same　dimension，

whlch　amounts　to　reducing　the　latter　to　the　former．　After　all　his

immanence－theory　means　that　the　whoie　world　could　be　put　into　one　rational

system　wlthout　any　serious　breach　of　logic，　which　seems　to　us　too・　good

to　be　true．

2


