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は
じ
め
に
此
処
に
掲
げ
る
題
を
選
ん
だ
次
第
か
ら
論
ず
る
。
キ
リ
ス
ト
教
或
は
実
存
主
義
思
想
に
研
究
上
関
心
を
有
す
る
人
に
は
、
両

者
が
深
い
関
係
を
有
す
る
事
実
を
無
視
し
て
研
究
を
進
め
難
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
又
両
者
の
関
係
が
非
常
に
複
雑
で
あ
る
事
も
事

実
で
あ
る
。
筆
者
は
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
を
も
つ
者
の
一
人
と
し
て
、
多
少
と
も
右
の
関
係
を
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
事
に
よ
っ
て
研
究
上

の
一
助
と
し
た
い
。
馬
指
の
関
係
は
実
存
主
義
思
想
の
祖
と
云
わ
れ
る
ニ
ー
チ
ェ
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
前
者

で
は
否
定
的
関
係
と
し
て
、
後
者
で
は
肯
定
的
関
係
と
し
て
、
事
実
と
し
て
あ
ま
ね
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
も
事

実
は
一
見
す
る
程
に
は
明
瞭
で
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
否
定
的
態
度
を
終
極
的
に
は
認
め
る
と
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト

教
が
彼
に
与
え
た
影
響
の
定
め
難
い
深
さ
を
知
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
！
ル
に
お
い
て
も
キ
ジ
ス
ト
教
と
彼
と
の
関
係
は

問
題
外
と
す
る
も
、
尚
彼
の
場
合
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
性
（
O
げ
鉱
ω
無
。
算
Φ
δ
と
は
如
何
な
る
も
の
か
が
問
題
と
な
る
。
筆
者
は
キ
ェ
ル
ヶ

ゴ
ー
ル
に
お
け
る
反
キ
ジ
ス
ト
教
生
（
餌
⇒
件
卿
O
げ
目
｝
ω
け
同
鋤
郎
一
ω
b
ρ
①
）
と
云
う
よ
う
な
題
を
存
す
る
著
述
す
ら
見
か
け
た
事
が
あ
る
。
今
日
の
実

存
暫
学
に
お
い
て
も
右
と
同
様
な
事
が
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
…
と
ブ
ル
ト
マ
ソ
と
の
相
互
影
響
の
事
実
等
よ
り
明
瞭
で
あ

ろ
う
。
著
春
が
両
者
の
関
係
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
マ
ル
セ
ル
の
哲
学
の
比
較
検
討
を
通
し
て
把
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
次
の
理
由
か
ら
で
そ

れ
以
外
の
も
の
か
ら
で
は
な
い
。
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
関
心
の
下
に
立
つ
と
き
、
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
潜
で
あ
る
マ
ル
セ
ル
は
除
く

と
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
最
も
近
い
、
深
い
宗
教
性
を
保
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
事
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実
「
哲
学
的
信
仰
」
（
℃
窪
。
ω
。
℃
露
ω
9
興
9
器
げ
①
）
と
云
う
言
葉
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
の
彼
の
実
存
哲
学
を
性
格
付
け
る
為
に
創
っ
た
表

現
で
あ
る
と
思
う
。
両
者
の
思
想
に
は
い
ず
れ
も
深
い
宗
教
性
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
彼
等
の
実
存
の
憂
え
方
に
お
い
て
ー

ー
状
況
内
存
在
と
し
て
一
、
或
は
自
由
論
に
お
い
て
、
其
は
愛
と
死
の
理
解
の
仕
方
に
お
い
て
、
殆
ど
酷
似
し
た
思
想
の
衷
白
が
爾
者

の
間
に
見
ら
れ
る
が
、
往
々
そ
れ
等
の
表
現
に
い
た
っ
て
は
一
方
を
他
方
で
麗
き
換
え
る
事
が
繊
来
る
程
の
場
合
が
あ
る
。
し
か
も
ヤ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

パ
ー
ス
が
啓
示
宗
教
を
否
定
す
る
事
は
彼
の
主
著
「
哲
学
」
（
℃
げ
出
霧
。
℃
鐵
Φ
）
三
巻
の
一
貫
し
た
立
場
で
あ
る
。
実
存
思
想
の
様
々
な
形

態
の
中
で
マ
ル
セ
ル
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
最
も
好
む
筆
者
に
と
っ
て
、
実
存
主
義
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
今
日
の
思
想
的
状
況
に
お
い

て
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
を
意
味
す
る
か
を
尋
ね
る
と
き
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
マ
ル
セ
ル
の
比
較
検
討
を
通
し
て
こ
の
問
題
を
問
う
事
は
極
め

て
必
然
的
で
あ
っ
た
。e

　
我
々
は
二
人
の
思
懇
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
マ
ル
セ
ル
の
順
に
、
彼
等
に
共
通
な
三
つ
の
実
存
的
概
念
で
あ
る
実
存
と
愛
と
死
と
を
め
ぐ
っ

て
順
次
検
討
す
る
。

　
尚
こ
れ
は
比
較
検
討
で
あ
る
が
、
筆
者
の
立
場
が
よ
リ
キ
ジ
ス
ト
教
的
な
マ
ル
セ
ル
に
近
い
た
め
、
比
較
の
視
点
が
マ
ル
セ
ル
に
近
く

と
ら
れ
て
い
る
事
を
予
め
お
断
り
す
る
。
尚
比
較
検
討
で
あ
る
故
、
叙
述
を
簡
明
な
ら
し
め
る
為
、
敢
て
し
た
表
現
の
単
純
化
が
真
実
を
傷

つ
け
る
事
の
少
な
い
事
を
希
解
す
る
。
さ
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
（
国
語
ω
＄
9
）
の
概
念
を
論
ず
る
の
に
、
此
処
で
は
彼
の
哲
学
が
こ
の

概
念
を
も
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
、
実
存
と
は
何
を
意
味
す
る
か
を
問
う
事
か
ら
始
め
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
彼
の
哲
学
が
独
逸
郷
学

の
大
き
な
伝
統
と
深
い
関
係
に
立
つ
事
を
周
知
の
事
実
と
し
て
、
我
々
は
実
存
の
概
念
に
焦
点
を
お
き
、
其
処
で
彼
の
哲
学
が
形
成
さ
れ

た
独
逸
哲
学
の
史
的
背
景
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
概
念
に
彼
が
与
え
た
幾
つ
か
の
特
質
を
鮮
明
な
ら
し
め
る
事
か
ら
始
め

た
い
と
思
う
。
先
ず
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
概
念
が
膚
由
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
事
は
他
の
凡
て
の
実
存
哲
学
の
場
念
と
同
様
で
あ
る
。
彼
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（
2
）

に
と
っ
て
全
き
意
味
で
の
自
由
は
む
し
ろ
実
存
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
彼
の
実
存
概
念
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
有
す
る
自
由
を
手
引

と
し
て
彼
の
哲
学
が
カ
ン
ト
哲
学
に
負
う
大
き
な
影
響
を
理
解
し
、
こ
れ
に
依
っ
て
彼
の
実
存
概
念
の
本
質
的
規
定
性
を
理
解
す
る
よ
す

が
と
し
た
い
。
確
か
に
彼
の
哲
学
は
一
二
の
意
味
で
体
系
を
組
織
し
て
い
る
と
云
え
な
い
。
一
切
の
実
存
哲
学
の
非
体
系
性
は
周
知
の
事

実
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
彼
の
主
著
「
哲
学
」
を
再
読
す
る
者
に
は
、
こ
の
大
著
の
中
に
或
種
の
体
系
性
（
ω
唄
ω
紺
ヨ
⇔
無
）
が
か
く
さ
れ

て
い
る
事
が
見
逃
せ
な
い
。
か
か
る
主
張
が
許
さ
れ
る
と
し
て
、
彼
の
哲
学
の
体
系
が
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
重
大
な
関
係
に
あ
る
事
が
、
先

ず
自
由
の
概
念
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
実
存
概
念
が
規
定
さ
れ
て
来
る
。
カ
ン
ト
の
指
導
的
哲
学
概
念
が
自
由

で
あ
る
事
は
、
有
名
な
実
践
理
性
の
理
論
理
性
へ
の
優
位
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
自
由
は
理
論
の
場
で
把
え
ら
れ
な
い
も
の
が
実

践
の
場
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
自
由
が
実
践
的
概
念
で
あ
る
事
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
共
通
す
る
。
真
理
の
確
実
性
は
カ
ン
ト
で
は
自
由
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

概
念
を
通
し
て
実
践
上
の
確
実
性
と
し
て
把
え
直
さ
れ
る
と
云
え
る
が
、
こ
の
自
由
を
実
存
的
自
由
と
書
き
換
え
る
な
ら
、
右
の
雷
葉
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

カ
ン
ト
の
み
な
ら
ず
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
理
解
の
要
諦
と
も
な
る
。
カ
ン
ト
は
形
而
上
学
を
実
践
的
自
由
の
場
に
お
い
て
、
新
興
し
た
が
、

実
存
概
念
を
め
ぐ
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
に
偉
大
さ
を
与
え
る
も
の
が
、
彼
の
思
想
の
形
而
上
学
的
ヴ
ィ
ジ
薫
ソ
に
依
る
事
を
認
め
る
者

に
は
、
此
処
に
も
彼
の
カ
ン
ト
に
負
う
も
の
を
指
摘
し
窺
え
よ
う
。
然
し
な
が
ら
両
者
が
自
由
を
共
に
実
践
的
平
面
で
把
え
て
い
る
と
き
、

彼
等
の
相
違
は
、
カ
ン
ト
が
自
由
を
実
践
的
理
性
の
立
場
で
、
即
ち
自
由
を
む
し
ろ
理
性
的
客
観
的
な
対
象
と
し
て
把
え
て
い
る
の
に
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
れ
を
、
婁
践
的
理
性
な
ら
ぬ
、
む
し
ろ
理
性
的
実
践
と
も
云
う
べ
き
立
場
に
置
き
換
え
て
い
る
。
即
ち
自
由
を
自
由
な

る
決
断
、
即
ち
行
為
の
平
面
に
置
き
換
え
る
事
に
あ
ら
わ
れ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
自
由
は
所
謂
主
体
性
の
概
念
で
あ
る
。
彼
の
か
か
る
自

由
の
概
念
の
転
換
の
媒
介
港
と
な
る
の
が
、
キ
ェ
ル
ケ
．
コ
ー
ル
或
は
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
自
由
の
超
越
論
的
（
霞
鋤
誹
N
Φ
民
Φ
纂
巴
）

細
握
は
、
自
由
に
依
る
行
為
の
決
断
性
を
介
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
的
自
由
の
超
越
的
（
霞
p
蕊
N
の
ロ
伽
⑦
馨
）
把
握
に
飛
躍
、
転
換
さ

れ
る
。
カ
ン
ト
の
最
大
の
批
判
者
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判

の
要
点
は
双
方
の
倫
理
性
の
把
握
の
根
違
、
有
名
な
モ
ラ
リ
テ
ー
ト
（
竃
O
瞳
鶯
一
一
↓
驚
け
）
と
ジ
ッ
ト
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
（
ω
葺
＝
。
ゲ
開
①
δ
の
相
違

　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
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と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
後
者
の
社
会
的
霞
我
と
も
呼
び
得
る
も
の
に
依
る
、
前
者
の
単
一
的
自
我
の
否
定
で
あ
る
と
云
え
る
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
は
こ
れ
に
対
し
て
、
彼
の
単
独
者
（
幽
①
H
国
選
N
Φ
騨
Φ
）
の
実
存
的
自
我
に
依
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会

的
自
我
、
否
、
も
う
自
我
と
は
云
え
な
い
歴
史
的
精
神
の
否
定
で
あ
る
と
云
え
る
。
か
く
み
る
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
カ
ン
ト
の
理
想
主

義
的
単
一
者
の
自
我
を
、
彼
の
実
存
的
単
独
者
の
自
我
に
依
っ
て
置
き
か
え
、
或
は
回
復
し
た
と
云
う
事
が
出
来
る
。
或
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
は
、
カ
ン
ト
の
否
定
者
ヘ
ー
ゲ
ル
の
反
省
的
悟
性
の
無
限
を
、
決
意
の
行
為
に
依
り
更
に
否
定
す
る
事
に
依
り
、
カ
ン
ト
の
霞
由
を

観
念
の
立
場
か
ら
実
存
の
立
場
に
置
き
か
え
、
或
は
回
復
し
た
と
云
え
よ
う
。
云
う
迄
も
な
く
こ
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
こ
そ
ニ
ー
チ
ェ
と

共
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
実
存
の
思
想
を
受
け
入
れ
た
無
二
の
哲
学
者
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
第
一
批
判
の
物
自
体
の
矛
盾
を
、
第
二
批
判
の
実

践
的
自
由
の
概
念
を
も
っ
て
救
お
う
と
し
た
が
、
矛
盾
は
止
揚
出
来
ず
、
第
三
批
判
の
呂
的
論
的
自
由
の
イ
デ
ー
を
援
用
し
て
、
こ
の
矛

盾
を
多
少
和
ら
げ
る
事
が
出
来
た
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
は
カ
ン
ト
の
忠
心
は
必
然
的
で
あ
り
、
自
由
の
矛
盾
は
只
、
実
践
の
世
界
で

解
か
れ
う
る
の
み
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
自
由
論
は
本
来
超
越
の
問
題
で
あ
る
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
こ
の
超
越
の
問
題
の
真
の
解
決

は
只
、
自
由
の
決
意
性
（
円
馨
ω
o
鷺
。
ω
の
Φ
志
げ
①
δ
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。
右
に
お
い
て
我
々
は
自
由
を
手
引
と
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス

的
実
存
概
念
の
特
質
が
そ
の
決
意
性
、
行
為
性
に
あ
る
事
を
、
独
逸
観
念
論
の
歴
史
を
通
し
て
萌
ら
か
に
し
た
。
然
し
又
こ
の
決
断
的
行

為
が
個
の
自
我
に
依
っ
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
云
う
現
存
在
（
○
鋤
ω
Φ
貯
）
の
世
界
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
る
事
は
後
述
す
る
如
く
で
あ
る
。

⇔

　
次
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
最
も
独
自
な
哲
学
的
概
念
で
あ
る
包
括
者
（
畠
ω
d
白
σ
q
a
晩
Φ
民
①
）
を
め
ぐ
っ
て
右
と
同
様
な
分
析
を
加
え
る
が
、

此
度
も
は
じ
め
の
場
合
と
時
様
カ
ン
ト
と
の
関
係
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
概
念
は
主
著
「
哲
学
」
の
す
ぐ
後
に
出
た
「
理
性
と
実
存
」

（
＜
①
同
昌
郎
昌
｛
再
　
償
づ
畠
　
一
W
醤
博
ω
紳
⑦
づ
N
）
に
は
じ
め
て
指
導
課
哲
学
理
念
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
主
著
で
は
「
包
越
す
る
」
（
¢
び
①
お
屋
竃
窪
）
と

言
う
言
葉
が
後
の
「
包
括
す
る
」
（
鑑
§
σ
Q
a
｛
窪
）
　
を
暗
示
し
な
が
ら
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
書
意
の
相
互
関
係
に
お
い
て
「
包
括
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者
」
の
意
味
を
理
解
す
る
と
き
、
先
ず
醇
ぴ
。
茜
冨
蹴
魯
（
包
越
す
る
）
と
は
越
え
て
把
む
事
、
び
①
σ
q
吋
魚
冷
質
と
の
関
係
で
解
す
る
な
ら
、

越
え
て
趨
越
を
と
ら
え
る
事
を
意
味
し
よ
う
。
処
で
¢
ヨ
α
q
結
開
魯
は
郎
導
≦
繊
N
Φ
詳
。
ヨ
σ
q
①
ゲ
詐
聴
の
綴
ヨ
が
意
味
す
る
処
か
ら
、
凡

て
の
も
の
を
、
即
ち
全
体
を
そ
の
周
辺
に
い
た
る
ま
で
包
み
詠
え
る
事
を
意
味
す
る
。
然
し
全
体
は
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
包

括
（
¢
難
ぴ
Q
鼠
｛
2
）
の
行
為
は
常
に
行
為
者
が
自
ら
を
乗
り
越
え
な
が
ら
（
夢
興
）
把
え
（
ぴ
Q
艮
隔
窪
）
る
よ
う
に
し
て
為
さ
れ
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
包
括
の
行
為
は
従
っ
て
最
後
は
超
越
者
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
う
る
。
こ
の
包
括
は
自
身
を
乗
越
え
る

行
為
で
あ
る
故
そ
の
都
度
己
の
眼
前
に
現
れ
る
限
界
（
○
捲
農
①
）
を
突
破
す
る
行
為
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
本
質
的
な
意
味
で
の

限
界
は
こ
の
超
越
者
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
そ
把
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
包
括
者
と
云
う
こ
の
書
葉
自
身
が
、
カ
ン
ト
哲
学

の
中
心
課
題
で
あ
る
陳
界
概
念
（
○
器
養
ぴ
Φ
σ
q
増
患
）
と
し
て
の
物
自
体
（
○
ぎ
α
q
碧
臨
畠
）
と
の
関
係
で
の
み
よ
く
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
処
で
こ
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
包
括
（
¢
臣
σ
q
完
幕
郎
∀
の
行
為
は
何
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
か
？
　
こ
の
内
的
行
為
（
匹
舘

ヨ
器
お
洋
学
自
の
ぎ
）
　
の
主
体
は
何
者
で
あ
る
か
？
　
そ
れ
は
包
縁
者
と
し
て
の
自
我
で
あ
る
。
　
「
理
性
と
実
存
」
で
五
箇
の
包
括
者

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
包
括
者
は
無
限
老
で
あ
る
が
、
無
限
巻
と
し
て
の
包
括
者
は
は
じ
め
に
現
存
化
（
○
器
Φ
ぎ
）
、
次
に
意
識
一
般

（
じ
づ
睾
器
。
。
窃
①
ぎ
讐
①
目
訂
ξ
梓
）
、
次
に
精
神
（
Φ
①
一
纂
）
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
他
の
二
つ
は
世
界
と
超
越
者
と
し
て
の
包
括
者
で
あ

（
5
）

る
。
処
で
先
の
二
つ
の
包
括
者
は
自
己
存
在
（
ω
Φ
密
。
・
房
①
ぎ
）
と
し
て
の
包
括
者
と
し
て
一
括
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
霞
余
の
二

つ
の
包
括
港
を
除
く
と
包
括
と
は
自
己
の
前
に
出
現
す
る
限
界
を
無
限
に
排
除
、
突
破
す
る
自
己
存
在
（
ω
巴
び
ω
房
①
ヨ
）
獺
ち
我
の
内
的

　
　
　
（
6
）

行
為
と
な
る
。
「
理
性
と
実
存
」
に
お
け
る
こ
の
包
括
者
の
理
解
は
、
「
哲
学
」
第
二
巻
の
「
実
存
照
明
」
（
穿
韓
①
器
①
誉
の
躍
§
σ
q
）
で
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ス
パ
ー
ス
が
明
ら
か
に
す
る
主
題
、
即
ち
第
一
章
、
交
通
と
歴
史
性
に
お
け
る
自
我
（
H
O
げ
　
o
騎
の
憶
）
ω
撞
）
、
第
二
章
、
自
由
と
し
て
の
自
己
存

在
（
6
0
鉱
げ
ω
誘
㊦
ヨ
）
、
第
三
章
、
状
況
、
意
識
、
行
為
に
お
け
る
絶
鰐
性
と
し
て
の
実
存
（
国
臨
。
・
8
9
）
と
対
比
す
る
と
き
、
双
方
の
叙
述

は
略
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
実
存
が
冶
の
説
明
か
ら
自
由
と
し
て
の
自
我
に
関
わ
る
事
は
明
白
で
あ
る
。
双
方
の
叙
述
の
根
違
を
あ
げ

る
な
ら
、
「
理
性
と
実
存
」
で
は
包
括
者
の
概
念
に
よ
っ
て
体
係
的
統
一
が
試
み
ら
れ
て
い
る
点
が
栢
違
し
て
い
る
。
以
上
に
よ
っ
て
ヤ
ス

　
　
　
　
キ
リ
ス
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哲
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八

パ
ー
ス
の
哲
学
的
思
弁
、
即
ち
無
限
者
の
思
惟
が
た
え
ず
良
馬
存
在
（
ω
色
び
ω
誘
㊦
ぎ
）
と
し
て
の
我
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
事
が
確

認
さ
れ
る
。
さ
て
処
で
カ
ン
ト
哲
学
の
体
系
的
統
一
者
は
何
で
あ
る
か
？
　
そ
れ
は
第
一
批
判
で
も
、
第
工
、
第
三
の
批
判
で
も
、
絶
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

者
を
内
在
的
に
把
握
せ
ん
と
す
る
主
観
（
ω
昏
困
ζ
）
と
し
て
の
超
越
論
的
（
霞
鋤
冨
N
①
⇔
幽
①
簿
巴
）
霞
我
で
は
な
い
か
？
　
ヤ
ス
。
バ
ー
ス
の

包
括
者
と
し
て
の
自
己
存
在
の
概
念
は
カ
ン
ト
哲
学
の
厳
し
い
限
定
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
然
し
そ
れ
は
包
括
者
と
し
て
の
自
巴
存
在

の
み
に
止
ら
な
い
。
彼
の
実
存
の
概
念
そ
の
も
の
も
周
様
で
あ
る
。
何
故
な
ら
「
理
性
と
実
存
し
で
実
存
と
は
一
切
の
包
括
奢
の
根
源

（
⇔
携
箕
§
σ
q
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
霞
己
存
在
の
包
括
者
は
最
後
に
実
存
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
或
は
実
存
と
は

包
括
者
の
包
括
老
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
一
切
の
包
括
者
と
し
て
の
自
己
存
在
は
、
そ
れ
自
身
が
再
び
超
越
的
に
包
延
せ
ら
れ
て
、
実
存
と

し
て
現
れ
る
。
実
存
が
か
か
る
も
の
な
ら
、
そ
れ
で
は
「
、
理
性
と
突
存
」
と
し
て
対
置
さ
れ
る
理
性
　
（
ノ
N
の
同
⇒
¢
瓢
｛
け
）
と
は
何
か
？
　
つ

い
で
に
云
う
と
、
実
存
が
一
切
の
包
括
老
の
根
源
な
ら
理
性
は
如
上
の
一
切
の
包
括
者
の
結
合
老
、
紐
帯
（
ゆ
節
β
傷
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

さ
れ
ば
カ
ン
ト
の
言
葉
に
な
ら
っ
て
「
実
存
な
き
理
性
は
空
虚
で
あ
り
、
理
性
な
き
実
存
は
盲
目
な
り
。
」
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
云
う
。
理
性

が
一
切
の
包
撰
者
を
結
合
す
る
な
ら
、
理
性
は
「
交
通
」
（
錦
O
ヨ
ヨ
¢
⇔
陣
瞠
ρ
紳
陣
O
P
）
を
本
性
と
す
る
と
云
わ
れ
る
。
逆
に
後
の
有
名
な
交
通

の
概
念
は
理
性
的
で
あ
る
と
云
え
る
。
理
性
は
そ
の
ま
ま
実
存
で
は
な
い
。
然
し
可
能
的
実
存
で
あ
る
と
さ
れ
る
Q
さ
て
包
括
者
は
夫
々

が
そ
れ
を
超
え
る
包
括
着
に
よ
っ
て
包
み
把
え
ら
れ
る
故
に
、
蔚
の
包
括
者
は
後
の
包
括
者
に
常
に
限
定
さ
れ
る
と
共
に
、
後
者
は
前
者

を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
そ
れ
を
超
え
る
故
、
後
奢
は
前
者
を
離
れ
て
存
在
し
え
な
い
。
即
ち
包
括
港
の
根
発
な
る
実
存
は
第
一
の
包
括

者
で
あ
る
現
存
在
（
U
⇔
。
。
①
ヨ
）
を
離
れ
て
あ
り
え
な
い
と
同
時
に
、
現
存
在
は
実
存
の
可
能
性
と
し
て
、
根
元
よ
り
生
命
を
吹
込
ま
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

事
に
よ
っ
て
実
存
と
し
て
現
成
す
る
。
即
ち
現
存
在
化
は
実
存
の
現
成
の
場
で
あ
り
、
実
存
は
現
存
在
の
肉
を
と
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
。

こ
れ
が
ヤ
ス
パ
…
ス
の
イ
ソ
カ
ル
ナ
チ
オ
ン
（
一
口
閑
鋤
増
鵠
鋤
け
博
◎
謬
）
即
ち
獣
肉
の
イ
デ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
は
又
マ
ル
セ
ル
の
主
要
な
哲
学
的
概

念
と
な
る
が
、
然
し
非
常
に
異
っ
た
色
合
の
衣
を
つ
け
て
登
場
す
る
。
以
上
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
カ
ン
ト
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
に
努
め
て

来
た
が
、
こ
の
事
は
次
に
述
べ
る
ヤ
ス
パ
：
ス
と
マ
ル
セ
ル
と
の
思
想
的
対
比
、
マ
ル
セ
ル
の
愛
好
す
る
実
存
的
イ
デ
ー
で
あ
る
ゆ
樗
Φ



ぎ
。
望
薄
（
肉
化
）
i
即
ち
イ
ン
カ
ル
ナ
チ
オ
ソ
ー
を
手
引
と
し
て
始
め
る
両
人
の
思
想
的
対
称
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
を

与
え
る
。
尚
実
存
は
ヤ
ス
パ
ー
に
あ
っ
て
現
存
在
（
O
p
。
。
①
ヨ
）
を
離
れ
え
ぬ
故
実
存
の
可
能
性
と
し
て
の
私
は
現
存
在
の
中
に
あ
る
者
と

し
て
、
常
に
何
等
か
の
意
味
で
状
況
の
中
に
あ
る
。
私
の
存
在
は
状
況
内
存
在
（
凶
⇔
仙
興
ω
轟
轟
鼠
。
旨
。
・
①
一
口
）
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
轡

葉
で
は
私
の
存
在
は
世
界
内
存
在
（
陣
b
「
処
①
H
　
名
ゆ
解
け
　
ω
Φ
一
欝
）
で
あ
る
。
　
マ
ル
セ
ル
の
哲
学
で
は
同
じ
く
ゆ
窪
①
侮
蔭
ヨ
。
瓢
鮎
Φ
（
世
界
内
存
在
）

で
あ
る
。
処
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
は
私
が
状
況
を
離
れ
て
存
在
し
え
な
い
薯
実
、
そ
の
事
が
私
の
「
限
界
状
況
」
（
（
甲
声
①
自
p
自
一
け
口
濁
点
卿
O
づ
）

の
一
つ
と
な
る
。
然
し
我
々
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
限
界
状
況
の
問
題
に
立
入
っ
て
比
論
を
行
な
う
前
に
、
先
ず
マ
ル
セ
ル
の
実
存
（
①
臨
甲

け
①
⇔
o
①
）
概
念
を
見
て
ゆ
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

⇔

　
マ
ル
セ
ル
（
（
｝
鋤
一
り
弓
田
Φ
囲
　
ζ
飴
同
O
の
｝
）
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
よ
う
に
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
傾
向
を
も
た
な
い
の
で
、
カ
ン
ト
と
の
関
係
で
ヤ

ス
パ
ー
ス
を
摺
え
た
よ
う
に
、
彼
の
哲
学
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
る
事
は
不
適
当
で
あ
る
。
状
況
に
お
け
る
実
存
の
存
在
性
を
主
張
す
る

彼
の
哲
学
は
、
そ
の
主
張
に
誠
実
で
あ
る
為
に
一
切
の
体
系
化
を
退
け
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
実
存
の
独
自
性
を
唱

え
る
彼
の
哲
学
も
哲
学
史
の
流
れ
の
外
に
立
ち
え
な
い
の
で
、
従
っ
て
は
じ
め
に
彼
を
哲
学
史
的
観
点
か
ら
眺
め
る
事
は
、
こ
の
個
性
的

哲
学
を
理
解
す
る
の
に
有
益
な
方
法
で
あ
る
。
さ
て
我
々
は
マ
ル
セ
ル
が
実
存
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
を
間
う
事
か
ら
始
め
る
が
、
彼

の
場
合
に
も
む
ず
か
し
さ
は
実
は
こ
の
点
に
あ
る
。
然
し
我
々
は
こ
こ
に
比
論
の
手
が
か
り
を
求
め
た
い
。
即
ち
彼
は
自
分
の
哲
学
が
所

謂
実
存
哲
学
の
中
に
思
せ
ら
れ
る
事
を
好
ま
な
い
。
或
批
評
家
が
ネ
オ
・
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
呼
ん
だ
と
き
、
こ
の
雷
葉
を
彼
が
喜
ん
で

受
け
入
れ
た
と
云
う
事
実
は
、
彼
の
哲
学
の
実
存
哲
学
と
の
微
妙
な
関
係
を
物
語
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
直
ち
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
対
話
を
我

我
に
想
起
さ
せ
る
が
、
こ
の
対
話
こ
そ
マ
ル
セ
ル
哲
学
の
特
徴
で
あ
り
、
又
こ
の
点
に
お
い
て
食
堂
が
コ
ミ
ュ
戸
〆
チ
オ
ン
で
あ
る
限
り
、

先
ず
ガ
、
ル
セ
ル
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
の
対
比
に
立
た
せ
る
。
実
存
と
云
う
言
葉
を
屡
々
使
い
、
葡
も
他
の
実
存
哲
学
春
と
共
通
す
る
内
容
を

’29
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ﾂ

こ
れ
に
与
え
て
い
る
事
も
確
か
で
あ
る
の
に
、
何
故
彼
が
実
存
哲
学
と
云
う
呼
称
を
好
ま
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
筆
者
を
困
惑
さ
せ
た
が
、
こ

の
点
に
関
し
、
又
こ
れ
を
通
し
て
マ
ル
セ
ル
哲
学
全
体
の
解
釈
に
関
し
て
筆
者
に
洞
察
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
、
ル
ー
ヴ
ェ
ソ
大
学
の
ト

ロ
ア
フ
ォ
ソ
テ
ー
ヌ
教
授
の
マ
ル
セ
ル
研
究
「
実
存
よ
り
存
在
へ
」
（
O
巴
、
①
×
｝
。
・
討
昌
8
巴
．
ゆ
鍵
⑩
）
と
云
う
本
の
表
題
と
そ
の
内
容
で
あ
っ

た
。
こ
の
表
題
は
ト
ロ
ア
フ
ォ
ソ
テ
ー
ヌ
の
マ
ル
セ
ル
理
解
の
方
法
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
も
マ
ル
セ
ル
哲
学
の
理
解
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

確
か
に
実
存
か
ら
存
在
に
向
っ
て
な
さ
る
べ
き
だ
と
思
っ
た
。
即
ち
マ
ル
セ
ル
の
志
向
は
古
い
哲
学
的
伝
統
の
存
在
論
（
○
馨
。
δ
ぴ
q
◎

で
あ
る
。
事
実
彼
の
形
而
上
学
入
門
の
書
と
騒
さ
れ
る
本
に
、
彼
は
「
存
在
論
的
神
秘
の
立
場
と
そ
れ
へ
の
具
体
的
接
近
」
（
℃
o
。
。
惹
。
昌

簿
p
。
℃
鷲
o
o
冨
ω
o
o
ロ
。
冨
富
ω
傷
郎
ヨ
遂
審
嵩
○
導
2
0
ぴ
q
謎
信
の
）
と
云
う
題
を
与
え
て
い
る
。
彼
の
哲
学
の
立
場
は
即
ち
存
在
論
的
（
o
⇒

8
ぴ
σ
q
だ
奮
）
で
あ
る
。
神
秘
（
ヨ
団
。
。
導
燈
）
と
云
う
　
蓄
葉
で
既
に
キ
ジ
ス
ト
教
的
な
も
の
が
、
又
存
在
論
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
的
な
も
の

が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
然
し
存
在
論
と
云
う
と
す
ぐ
彼
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
と
云
う
の
は
彼
の
孟
著
、
「
存
在
と

所
有
」
（
国
霞
①
雲
碧
。
ε
で
彼
の
存
在
論
的
主
張
は
常
に
ベ
ル
グ
ソ
ソ
へ
の
批
評
と
結
び
つ
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
丈
で
な
く
更
に
そ

の
批
判
に
も
拘
ら
ず
、
彼
の
思
想
の
指
導
理
念
は
ベ
ル
グ
ソ
ソ
へ
の
深
い
共
感
な
し
に
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
ず
批
判
と
は
、
ベ

ル
グ
ソ
ソ
哲
学
は
生
成
（
≦
Φ
鉱
魯
）
、
存
在
（
ω
Φ
ぎ
）
に
対
す
る
生
成
（
毛
窪
号
ぎ
匙
Φ
＜
。
巳
鴨
）
の
哲
学
に
す
ぎ
ぬ
と
の
批
判
で
あ
る
。
マ

ル
セ
ル
に
は
少
く
と
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
生
成
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
的
伝
統
の
響
き
が
こ
も
る
存
在
に
向
お
う
と
す
る
は
っ
き
り
し
た
哲
学
的
努

力
が
見
ら
れ
る
。
然
し
又
そ
の
反
面
マ
ル
セ
ル
哲
学
の
能
芸
理
念
、
後
に
の
べ
る
「
忠
実
」
（
｛
こ
ひ
賦
審
）
も
「
希
望
」
（
ゆ
ω
℃
ひ
鎚
づ
。
Φ
）
の
概

念
も
貸
間
の
観
念
を
除
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
八
間
は
エ
ラ
ソ
（
勉
鋤
ε
で
あ
り
、
持
続
（
9
誌
①
）
で
あ
り
、
ベ
ル
グ
ソ
ソ
的
純

粋
持
続
（
象
冨
の
℃
霞
②
）
な
し
に
マ
ル
セ
ル
の
実
存
哲
学
は
考
え
ら
れ
ぬ
程
で
あ
る
。
実
に
マ
ル
セ
ル
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
に
大
き
な
鼓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

舞
を
見
出
す
と
同
時
に
、
彼
の
哲
学
を
空
閾
的
過
ぎ
る
と
幾
判
ず
る
と
き
、
そ
れ
は
マ
ル
セ
ル
膚
身
が
時
閥
の
立
場
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
述
べ
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
愛
と
死
で
あ
る
処
の
眼
界
状
況
の
限
界
（
○
器
b
N
①
）
と
は
確
か
に
空
間
的
概
念
で
あ
る
。
さ
て
マ
ル
セ

ル
の
哲
学
が
存
在
論
を
指
向
す
る
な
ら
、
彼
の
実
存
（
①
×
囲
ω
酔
①
昌
O
Φ
）
は
存
在
（
①
＃
o
）
と
の
関
係
で
問
わ
れ
る
事
が
予
想
さ
れ
る
。
で
は



彼
の
実
存
と
ば
何
か
？
　
彼
は
こ
れ
を
黛
器
ぼ
。
聾
心
（
受
肉
）
と
し
て
思
え
る
。
或
は
こ
れ
を
ぎ
パ
¢
。
露
p
鍮
。
昌
と
云
う
な
ら
、
ヤ
ス
パ

ー
ス
の
実
存
哲
学
と
同
一
の
無
量
を
使
う
事
に
な
る
が
、
然
し
既
述
の
如
く
マ
ル
セ
ル
の
①
霞
Φ
冒
。
碧
幕
　
は
非
常
に
異
っ
た
色
合
を
も

っ
て
現
れ
る
Q
実
存
を
意
味
す
る
こ
の
⑪
霞
Φ
ヨ
。
碧
幕
と
は
何
か
、
そ
れ
は
私
と
私
の
肉
体
と
の
関
係
を
問
う
問
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。

今
、
関
係
（
同
①
囲
⇔
梓
川
〇
口
）
と
云
っ
た
が
、
私
と
私
の
体
と
の
問
で
こ
の
上
葉
を
使
う
事
が
茶
事
な
い
事
が
彼
の
研
究
（
お
畠
角
。
冨
）
を
通

し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
仮
に
こ
の
雷
葉
を
許
す
と
し
て
、
私
と
私
の
体
と
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
？
　
先
ず
私
は
私
の

体
を
も
つ
と
云
わ
れ
る
。
事
実
普
段
こ
う
云
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
私
が
使
う
道
具
と
の
関
係
で
も
確
か
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ぽ
道
具
は
私

の
手
が
直
接
に
は
出
来
な
い
事
を
し
て
く
れ
る
。
そ
の
時
自
然
に
私
は
そ
の
道
具
は
私
の
手
の
延
長
だ
と
考
え
る
。
然
し
そ
う
す
る
と
私

の
手
は
こ
の
道
具
と
、
私
に
対
し
て
本
質
的
に
は
異
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
私
に
あ
ら
わ
れ
る
。
私
が
道
具
を
持
ち
使
用
す
る
よ
う
に
、

私
は
私
の
身
体
を
も
ち
、
私
の
身
体
を
使
う
。
即
ち
私
は
私
の
体
を
持
つ
（
雪
。
ε
。
然
し
考
え
る
と
き
、
私
の
肉
体
を
も
つ
私
は
、
肉

体
と
は
異
っ
た
も
の
で
あ
り
、
肉
体
の
外
に
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
即
ち
私
の
体
を
も
つ
私
は
体
の
外
に
あ
り
、
私
の
体
で
な
い
も
の
と

な
る
。
か
く
し
て
私
は
私
の
体
を
超
え
た
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
マ
ル
セ
ル
は
然
し
か
く
考
え
ら
れ
た
自
我
、
肉
体
か
ら
抽
象
さ
れ

た
自
我
に
、
デ
カ
ル
ト
に
始
ま
る
一
切
の
合
理
主
義
哲
学
の
誤
謬
の
源
を
見
出
し
う
る
と
考
え
る
。
実
存
哲
学
が
合
理
主
義
哲
学
を
超
え

る
哲
学
で
あ
る
な
ら
、
近
代
合
理
主
義
哲
学
の
父
で
あ
る
デ
カ
ル
ト
の
身
心
の
二
元
論
の
批
判
に
絶
え
ず
立
ち
も
ど
る
彼
マ
ル
セ
ル
の
思

考
の
態
度
は
、
正
し
い
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
然
し
マ
ル
セ
ル
の
批
判
は
こ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
独
逸
観
念
論
が
少
く
と
も
合

理
主
義
哲
学
で
あ
る
限
り
、
彼
の
批
判
は
其
処
に
も
、
特
に
カ
ン
ト
観
念
論
の
批
判
に
及
ぶ
。
こ
こ
に
我
々
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
の
対
比
を

想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
ご
蕎
で
云
え
ば
私
の
自
体
を
道
具
と
し
て
持
つ
私
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
も
の
と
し
て
一
つ
の
力
で
あ
る
と
見
倣

さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
認
識
を
人
問
の
一
つ
の
機
能
と
し
て
考
え
て
い
な
い
か
？
　
彼
自
身
認
識
能
力
の
批
判
と
云
う
雷
葉
を
使

っ
て
い
る
が
、
能
力
と
か
力
と
か
云
う
言
葉
は
、
確
か
に
直
接
機
能
を
連
想
さ
せ
る
肝
癌
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
カ
ン
ト
は
第
二
批

判
で
磨
由
と
自
律
と
を
同
一
視
す
る
が
、
腐
骨
と
は
力
と
か
機
能
に
結
び
つ
く
概
念
で
、
決
し
て
自
由
の
意
味
を
つ
く
し
え
な
い
と
マ
ル

3ユ

キ
リ
ス
ト
教
と
実
存
哲
学

一一
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（
1
1
）

セ
ル
は
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
マ
ル
セ
ル
は
徴
由
は
固
よ
り
認
識
も
一
つ
の
神
秘
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
に
マ
ル
セ
ル
は
ア
ウ
グ
ス
チ

ヌ
ス
的
恩
寵
論
の
伝
統
に
つ
ら
な
る
。
さ
て
次
に
私
は
以
上
の
心
身
肉
体
に
対
し
て
、
今
度
は
私
は
私
の
体
で
あ
る
と
し
よ
う
。
然
し
そ

れ
は
そ
れ
で
よ
い
で
あ
ろ
う
か
？
　
私
は
私
α
体
で
あ
ろ
う
か
？
　
マ
ル
セ
ル
は
か
か
る
立
場
を
と
る
。
た
だ
あ
る
一
定
の
限
定
さ
れ
た

意
味
に
お
い
て
で
あ
る
が
。
私
が
私
の
体
で
あ
る
と
云
っ
た
ら
、
私
共
は
反
擾
す
る
。
私
を
私
の
身
体
と
同
一
視
す
る
事
は
唯
物
論
の
立

場
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
唯
物
論
の
立
場
は
、
私
の
体
を
他
の
人
の
体
と
本
質
的
に
差
別
し
な
い
。
そ
こ
で
は
私
の
体
は
凡
て
の
身
体
の

中
の
一
綱
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
唯
物
論
は
単
純
に
一
般
者
の
立
場
に
立
つ
。
そ
こ
で
は
私
の
体
は
凡
て
の
人
の
体
と
違
っ
た
も
の
で
は
な

い
。
マ
ル
セ
ル
の
考
え
は
こ
れ
と
は
全
く
違
う
。
唯
物
論
が
私
は
私
の
体
で
あ
る
と
云
う
と
き
、
同
一
視
か
、
或
は
肉
体
が
原
因
で
、
精
神

と
し
て
の
私
は
そ
の
結
果
だ
と
考
え
る
。
然
し
マ
ル
セ
ル
は
心
身
の
関
係
に
は
同
一
性
の
概
念
や
因
果
の
観
念
は
通
用
し
な
い
と
考
え
る
。

彼
が
私
は
私
の
体
で
あ
る
と
云
う
と
き
、
そ
の
体
は
誰
で
も
の
体
な
の
で
は
な
く
、
「
私
の
体
」
（
ヨ
8
8
巷
ω
）
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

一
般
者
か
ら
杷
え
る
唯
物
論
は
既
に
抽
象
を
犯
し
て
い
る
。
観
念
論
の
よ
う
に
、
私
は
私
の
体
に
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
又
唯
物
論
の

よ
う
に
群
符
号
で
同
一
視
す
る
も
の
で
も
な
く
、
こ
れ
等
は
い
ず
れ
も
抽
象
化
さ
れ
た
観
点
な
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
セ
ル
は
こ
れ
等
の
観

点
以
前
の
、
最
初
の
具
体
の
認
識
の
立
場
に
立
と
う
と
思
う
。
こ
れ
が
彼
の
「
私
は
私
の
体
で
あ
る
認
と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
需
葉

を
正
し
い
意
味
に
と
る
事
に
よ
っ
て
一
切
の
舎
理
論
の
矛
盾
を
超
え
う
る
と
彼
は
考
え
る
。
唯
物
論
は
一
種
の
合
理
論
で
あ
る
Q
心
身
の

関
係
は
、
合
理
的
な
把
握
を
拒
む
。
そ
れ
は
合
理
論
を
超
え
た
関
係
一
敢
て
関
係
と
云
う
雷
葉
を
使
い
得
る
と
し
て
一
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
関
係
は
従
っ
て
ヨ
誘
威
完
（
神
秘
）
　
で
あ
る
。
私
が
私
の
体
で
あ
る
と
云
う
と
き
、
私
の
存
在
は
既
に
一
つ
の
神
秘
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

理
解
さ
れ
る
。
同
時
に
又
私
が
私
の
体
で
あ
る
事
に
よ
っ
て
の
み
、
観
念
論
の
不
可
避
な
矛
盾
を
超
え
う
る
と
マ
ル
セ
ル
は
考
え
る
。
私

は
私
の
体
（
ヨ
。
ゆ
o
o
巷
ω
）
と
し
て
全
く
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
で
あ
る
。
又
私
の
肉
体
は
自
然
か
ら
金
く
離
れ
ぬ
故
に
、
私
が
私
の
体
で
あ
る

と
の
事
は
、
私
の
存
在
が
世
界
の
内
に
あ
る
存
雀
（
①
叶
境
①
　
　
簿
鵡
　
　
b
P
O
昌
傷
Φ
）
で
あ
る
事
を
知
ら
せ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
同
様
に
人
聞
と
は

世
界
内
存
在
（
陣
謬
儀
Φ
H
芝
の
一
口
ω
Φ
陣
鐘
）
で
あ
る
と
マ
ル
セ
ル
は
考
え
る
。
然
し
世
界
内
存
在
は
人
閾
が
何
等
か
の
意
味
で
の
状
況
内
存
在



で
あ
る
事
を
意
味
す
る
。
①
窪
Φ
ぎ
。
錠
募
と
し
て
の
私
の
存
在
（
Φ
精
一
ω
酔
O
昌
O
Φ
）
は
か
く
し
て
ハ
イ
デ
ガ
：
と
共
に
世
界
内
存
在
で
あ
り
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
と
共
に
状
況
内
存
在
で
あ
る
。
然
し
か
か
る
マ
ル
セ
ル
の
立
場
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
対
し
、
私
の
存
在
を
、
そ
れ
が
如
何
に
平

凡
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
直
ち
に
こ
れ
を
神
秘
と
し
て
揮
え
て
お
り
、
他
薗
又
合
理
主
義
の
批
判
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
固
よ
り
カ

ン
ト
を
も
超
え
よ
う
と
す
る
意
味
で
マ
ル
セ
ル
の
合
理
主
義
或
は
観
念
論
批
判
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
よ
り
鋭
い
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
王
）

が
以
上
よ
り
明
ら
か
と
な
る
Q

　
次
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
愛
と
死
を
、
死
か
ら
先
に
略
述
す
る
。
我
々
は
先
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
限
界
状
況
を
語
る
処
ま
で
来
て
い
た
。
私
は

何
等
か
の
意
味
で
状
況
の
中
に
あ
る
、
状
況
内
存
在
（
一
昌
　
鮎
①
鴎
　
　
ω
棚
晒
¢
鋤
け
凶
O
】
P
　
　
o
o
Φ
腕
昌
）
　
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
、
私
は
状
況
の
外
に
生

き
え
な
い
と
の
意
味
で
、
状
況
の
内
に
あ
る
事
が
直
ち
に
異
界
状
況
（
（
｝
吋
㊦
］
P
国
ω
岡
け
漏
鋤
け
岡
O
一
ρ
）
の
一
つ
で
あ
る
。
然
し
彼
が
特
別
な
意
味
で

限
界
状
況
と
す
る
四
つ
の
生
の
状
況
が
あ
る
。
死
、
苦
悩
、
戦
、
負
自
（
罪
）
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
状
況
は
、
我
々
が
そ
れ
を
避
け
え
な

い
か
ら
と
云
っ
て
直
ち
に
限
界
状
況
と
な
る
訳
で
は
な
い
。
我
々
は
現
存
在
（
∪
⇔
遅
鈍
）
と
し
て
た
と
え
ぽ
死
を
避
け
え
な
い
。
然
し
現

存
在
の
死
そ
の
も
の
が
限
界
状
況
を
意
味
し
な
い
。
実
存
は
先
に
の
べ
た
如
く
自
由
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
い
た
。
私
は
可
能
的
実
存
と
し

て
現
存
在
の
中
に
あ
っ
て
自
由
で
あ
る
。
従
っ
て
所
謂
死
に
黒
し
て
二
重
の
態
度
を
と
る
事
が
可
能
だ
。
現
存
在
と
し
て
の
死
を
絶
対
的

な
も
の
と
み
て
そ
れ
を
恐
怖
し
、
而
も
そ
れ
を
避
け
え
な
い
か
ら
、
パ
ス
カ
ル
が
云
う
よ
う
に
翁
か
く
し
を
し
て
こ
れ
を
見
な
い
よ
う
に

し
て
死
の
淵
に
飛
込
ん
で
ゆ
く
か
？
　
こ
の
時
の
我
々
は
死
の
持
つ
限
界
（
○
諾
鵠
N
Φ
）
を
、
我
々
の
目
に
み
え
な
い
処
、
出
来
た
ら
無
限

の
彼
方
に
ま
で
押
し
や
ろ
う
と
努
め
て
い
る
。
そ
れ
で
も
死
は
避
け
え
ぬ
が
、
か
か
る
死
は
死
す
る
私
に
と
っ
て
限
界
状
況
と
な
ら
な
い
。

第
二
に
私
は
死
を
い
た
ず
ら
に
恐
れ
て
避
け
よ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
に
近
づ
き
、
そ
の
真
の
姿
を
視
極
め
る
態
度
を
と
る
事
が
出
来

る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
れ
を
厳
し
い
表
現
で
あ
ら
わ
す
。
即
ち
破
り
え
な
い
壁
の
如
く
に
立
ち
は
だ
か
る
死
に
対
し
、
自
由
な
る
決
意
の
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行
為
を
も
っ
て
、
私
は
こ
の
壁
に
足
を
踏
み
入
れ
る
。
そ
の
急
死
は
は
じ
め
て
限
界
状
況
と
し
て
私
の
前
に
現
れ
、
こ
の
限
界
に
踏
み
入

れ
る
事
に
よ
っ
て
反
っ
て
限
界
は
崩
れ
落
ち
る
と
共
に
、
私
に
実
存
（
国
区
議
。
謄
撞
の
謬
賛
）
が
現
成
す
る
。
限
界
状
況
を
体
験
す
る
事
と
実
存
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
（
①
嵐
ω
鉱
㊤
窪
）
慕
と
は
同
一
で
あ
る
と
彼
は
云
う
。
然
ら
ば
私
が
実
存
と
な
る
条
件
は
、
こ
の
隈
界
状
況
の
限
界
（
○
お
自
Φ
）
を
、
先

に
し
た
如
ぐ
無
限
に
押
し
や
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
が
こ
れ
を
進
ん
で
迎
え
、
引
き
寄
せ
る
事
で
あ
る
。
自
由
な
る
決
意
性
を
も
っ

て
、
臆
す
る
心
に
は
動
か
し
え
な
い
と
思
わ
れ
た
壁
を
動
か
す
事
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
う
云
う
。
そ
の
時
然
し
実
存
は
あ
た
か
も

贈
与
（
O
⑦
ω
o
財
魯
げ
）
の
如
く
私
に
与
え
ら
れ
る
と
。
誰
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
か
？
　
云
う
迄
も
な
く
超
越
（
8
錘
塗
港
尊
上
Φ
薫
）
に
よ

　
（
1
4
）

っ
て
。
こ
の
実
存
現
成
の
状
況
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
恩
寵
の
問
題
を
お
の
ず
か
ら
彷
彿
さ
せ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
信
仰
を
通
し
て
超
越

老
か
ら
グ
ラ
ー
ス
（
σ
韓
冨
O
①
）
を
贈
与
さ
れ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
そ
う
だ
。
然
し
我
々
は
こ
こ
に
微
妙
な
と
云
う
よ
り
、
大
き
な
栢
違
を
見

逃
し
え
な
い
Q
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
云
う
限
界
（
O
溶
震
Φ
）
は
む
し
ろ
私
が
こ
れ
を
引
き
よ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
所
講
実
存
の
パ
ト
ス
を
も
っ

て
、
私
が
こ
の
不
可
知
な
る
死
を
⇔
審
茜
日
蝕
｛
窪
（
毒
心
）
す
る
の
で
あ
る
。
実
存
と
超
越
、
自
由
と
腰
越
と
の
関
係
に
あ
っ
て
、
ヤ
ス

パ
ー
ス
の
実
存
は
常
に
ω
①
子
。
・
お
①
ぎ
（
自
己
存
在
）
で
あ
る
自
我
を
軸
と
し
て
め
ぐ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
は
じ
め
に
論
じ
た
彼
の
カ
ン

ト
と
の
関
係
は
、
彼
の
実
存
更
に
は
超
越
の
思
、
索
に
関
し
て
も
規
定
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
然
し
そ
れ
と
同
時
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存

概
念
は
、
ダ
ー
ザ
イ
ン
に
お
け
る
個
な
る
私
の
決
意
性
に
お
お
む
ね
左
右
さ
れ
る
と
は
云
え
、
其
処
に
は
偉
大
な
独
逸
観
念
論
の
系
譜
が
、

即
ち
カ
ン
ト
の
自
由
論
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
自
我
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
…
ク
が
、
形
而
上
学
の
大
き
な
翼
を
そ

の
背
後
に
は
た
め
か
せ
て
い
る
事
を
忘
れ
え
な
い
。
我
々
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
死
に
関
す
る
瞑
想
の
偉
大
を
認
め
な
い
訳
に
ゆ
か
な
い
。

　
次
に
愛
に
つ
い
て
語
る
と
、
愛
は
直
ち
に
限
界
状
況
と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
然
し
限
界
状
況
と
し
て
の
戦
の
中
に
愛
は
あ
ら
わ

れ
る
。
我
々
は
こ
れ
と
の
関
係
の
中
で
彼
の
愛
を
考
え
る
ゆ
と
は
萎
え
限
界
状
況
は
最
も
突
存
的
な
概
念
故
、
こ
こ
に
彼
の
愛
に
関
す
る

実
存
的
思
弁
が
判
然
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
限
界
状
況
と
し
て
の
死
は
呼
ば
ず
し
て
や
っ
て
来
る
。
こ
れ
に
対
し
戦
闘
と
し
て
の
限
界
状

況
は
、
は
じ
め
か
ら
私
が
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
。
私
は
戦
闘
の
一
員
な
の
だ
。
然
し
限
界
状
況
と
し
て
の
戦
は
、
単
な
る
現
存
在
の
戦



で
ば
な
く
、
実
存
を
現
成
せ
し
む
る
限
界
状
況
と
し
て
愛
の
戦
で
あ
る
。
鉱
興
瀬
び
ω
薮
Φ
隣
鋤
ヨ
鳳
で
あ
る
。

先
ず
我
々
は
主
著
「
哲
学
し
に
お
い
て
ニ
ヵ
所
で
こ
の
愛
の
戦
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
事
に
玉
山
す
る
。
一
つ
は
無
論
状
況
内
存
在
と
し
て
、

実
存
の
限
界
状
況
の
説
明
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
他
は
交
通
（
囚
O
鶯
ヨ
瓢
昌
聴
蝋
石
豊
岡
O
づ
）
に
お
け
る
自
己
存
在
（
ω
①
餅
ω
溢
。
言
）
の
一
章
で
、

実
存
交
通
（
①
×
韓
Φ
冒
義
一
①
国
。
ヨ
ヨ
自
訴
象
δ
博
）
と
し
て
の
愛
の
戦
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
こ
の
点
か
ら
論
ず
る
と
、
愛
の
戦
は
交

通
（
麟
。
薄
墨
言
風
隠
凶
露
）
で
あ
る
。
然
し
交
通
は
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
既
述
の
如
く
「
理
性
と
実
存
し
で
は
自
己
存
在
は
三
様
の

包
括
者
と
し
て
あ
ら
お
れ
る
が
、
こ
れ
等
包
括
者
の
根
源
が
実
存
で
あ
る
と
き
、
こ
れ
等
包
括
巻
の
結
合
巻
、
紐
帯
（
じ
d
§
蜘
）
が
理
性
で
あ

っ
た
。
即
ち
理
性
が
一
切
包
揺
者
の
結
合
者
で
あ
る
と
は
、
理
性
が
結
合
す
る
重
交
通
す
る
者
で
あ
る
事
で
あ
る
Q
交
通
と
理
性
と
は
同

一
概
念
で
あ
る
Q
云
う
迄
も
な
く
愛
と
は
最
も
深
い
交
通
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
愛
の
戦
が
交
通
と
し
て
把
え
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
し
、

限
界
状
況
と
し
て
の
愛
の
戦
が
実
存
交
通
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
事
も
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
処
で
愛
の
戦
が
実
存
交
通
、
即
ち
真
の
交
通
で

あ
る
な
ら
、
ヤ
ス
パ
…
ス
の
愛
の
戦
、
戦
に
お
け
る
愛
は
全
く
理
性
的
、
最
も
深
く
理
性
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
こ
こ
に
狭

さ
と
し
て
突
存
的
愛
の
規
定
性
が
あ
ら
わ
れ
る
。
愛
の
戦
は
只
深
い
理
性
者
根
互
の
関
係
と
し
て
の
み
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
狭
さ
と
し
て

の
実
存
の
規
定
性
は
又
霞
ず
か
ら
深
さ
と
し
て
の
実
存
の
規
定
性
で
も
あ
る
。
確
か
に
こ
れ
は
最
も
深
く
把
握
さ
れ
た
愛
で
も
あ
る
が
、

然
し
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
の
隣
入
愛
、
兄
弟
愛
と
は
相
墨
に
違
っ
た
響
き
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
事
も
否
定
出
来
な
い
。
愛
の

戦
は
そ
れ
が
愛
で
あ
る
限
り
他
者
の
愛
で
あ
る
。
他
者
な
し
に
愛
の
戦
は
あ
り
え
な
い
。
私
は
汝
を
待
ち
、
汝
は
私
を
待
っ
て
は
じ
め
て

愛
が
存
在
す
る
。
然
し
な
が
ら
私
が
汝
な
し
に
あ
り
え
ぬ
の
は
又
戦
の
規
定
性
で
も
あ
る
。
こ
の
際
自
分
と
戦
う
專
は
無
意
味
で
あ
る
。

愛
の
戦
は
愛
の
為
の
み
な
ら
ず
、
戦
の
為
に
他
者
を
求
め
る
愛
と
考
え
る
事
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
愛
の
議
し

（
臼
二
凶
①
ぼ
a
③
菌
㊤
ヨ
、
鷲
）
と
～
ム
う
が
、
又
「
戦
う
愛
」
（
冨
ヨ
鼠
2
自
Φ
膝
の
げ
の
）
と
も
云
う
。
こ
れ
は
戦
い
つ
つ
す
る
愛
と
云
う
事
だ
が
、

真
の
愛
は
戦
い
つ
つ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
か
？
　
次
に
愛
の
戦
は
徹
底
的
に
理
性
的
で
あ
る
故
、
戦
う
人
は
相
互
に
徹
底
的
に
開
顕

さ
れ
て
（
σ
融
魯
げ
錠
）
い
る
。
即
ち
相
互
に
か
く
し
処
無
く
透
明
で
あ
る
。
愛
は
徹
底
的
に
知
り
尽
く
す
意
志
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
愛
は
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こ
れ
に
よ
・
っ
て
愛
の
神
秘
性
（
望
遠
齢
曾
Φ
）
を
棄
て
る
。
次
に
相
互
に
徹
底
的
に
。
厭
Φ
⇒
ぴ
錠
な
る
愛
の
戦
は
、
栢
互
の
絶
対
的
な
信
頼
の

上
に
戦
わ
れ
る
。
こ
の
戦
は
裏
切
を
許
す
ダ
ー
ザ
イ
ン
の
戦
で
は
な
く
相
手
が
私
と
共
に
勝
た
ね
ぽ
私
も
勝
て
な
い
愛
の
戦
で
あ
る
。
ヤ

ス
パ
；
ス
は
こ
こ
に
戦
う
者
は
全
く
連
帯
性
（
ω
○
臣
⇔
葺
讐
）
の
中
に
あ
る
と
云
う
。
確
か
に
愛
は
全
き
連
帯
性
で
あ
る
と
云
え
る
。
然

し
又
ω
o
臣
。
簗
簿
と
は
図
。
日
ヨ
¢
巴
審
賦
。
ロ
と
嚢
う
欝
葉
が
有
す
る
同
じ
理
性
の
ひ
や
や
か
な
響
き
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
又
連
帯

的
で
あ
る
と
は
、
自
他
の
自
立
、
独
立
を
概
に
前
提
し
て
い
る
。
限
界
状
況
と
し
て
の
愛
の
戦
に
お
い
て
戦
う
港
は
、
相
互
に
実
存
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
。
愛
の
戦
は
実
存
交
通
で
あ
る
。
処
で
実
存
は
超
越
を
離
れ
て
あ
り
え
な
い
。
実
存
は
根
源
（
ご
湯
麺
§
α
q
）
か
ら
す
る
存

在
で
あ
る
。
然
し
根
源
か
ら
の
存
在
と
は
絶
対
的
な
開
始
（
諺
薮
器
α
q
）
で
あ
る
。
絶
対
的
な
開
始
と
し
て
私
は
、
同
様
な
汝
に
対
し
て
対

慰
す
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
絶
対
的
な
孤
独
を
知
る
者
が
真
の
交
通
を
知
る
と
嚢
う
。
こ
の
時
彼
の
心
眼
に
映
じ
た
愛
は
キ
リ
ス
ト
教
の
愛

よ
り
む
し
ろ
ニ
ー
チ
ェ
の
愛
で
あ
っ
た
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
愛
を
語
る
に
は
従
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
の
運
命
の
愛
（
〉
欝
P
O
同
　
｛
p
ゆ
け
瞬
）
を
除
き
え
な

　
　
　
　
（
1
5
）

い
が
割
愛
す
る
。
云
う
迄
も
な
く
冶
に
の
べ
た
徹
底
的
な
開
顕
性
、
絶
対
的
な
根
互
の
連
帯
性
、
端
的
な
開
始
と
し
て
の
孤
独
と
沈
黙
等

は
限
界
状
況
と
し
て
の
愛
の
舗
約
で
あ
る
。

㈲

　
マ
ル
セ
ル
の
愛
と
死
の
思
想
は
、
彼
の
主
要
な
形
管
轄
学
的
概
念
で
あ
る
「
現
存
し
（
℃
器
ω
2
0
Φ
）
、
「
希
望
」
（
の
ω
冨
濃
口
。
Φ
）
、
「
忠
実
」
或

は
「
忠
誠
」
（
｛
三
無
審
）
　
を
め
ぐ
る
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
交
通
即
ち
愛
の
戦
と
の
関
係
上
我
々
は
主
に
忠
実
性
に
つ
い
て
叙
述
す
る
。

先
に
述
べ
た
如
く
私
の
「
実
存
」
（
Φ
蝕
の
零
鋤
。
①
）
は
①
欝
Φ
冒
。
舞
嵩
継
（
肉
を
と
れ
る
存
在
）
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
云
う
①
鍵
①
審
霧
合
爵
○
う
山
¢
、
或
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
ぎ
傷
①
憎
譲
窪
国
玉
。
⇒
ω
真
田
で
あ
る
。
然
し
マ
ル
セ
ル
の
世
界
内
存
在
は

ハ
イ
デ
ガ
：
の
そ
れ
と
は
対
照
的
な
一
面
の
あ
る
事
が
見
逃
せ
な
い
。
即
ち
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
有
名
な
世
界
内
存
在
（
卿
昌
篇
①
触
込
①
一
驚
ω
①
響
P
）

縁
投
企
性
（
穿
警
Φ
臥
§
σ
q
）
で
あ
る
と
共
に
被
投
性
（
○
Φ
≦
◎
議
9
の
①
ド
）
即
ち
世
界
の
内
に
投
げ
出
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
確
か
に
そ



の
双
方
で
あ
る
が
、
世
界
内
存
在
の
開
示
性
と
し
て
最
後
に
不
安
（
〉
ロ
σ
q
ω
酔
）
が
あ
ら
わ
れ
る
処
か
ら
．
彼
の
世
界
内
存
在
は
む
し
ろ
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
被
投
性
、
こ
の
世
に
一
人
投
げ
鵬
さ
れ
て
い
る
事
に
力
が
麗
か
れ
て
い
る
事
が
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
世
界
は
彼
に
不
気
味
（
¢
亭

ゲ
魚
巳
8
ゲ
）
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
マ
ル
セ
ル
で
は
世
界
内
存
在
と
は
、
私
が
私
の
体
（
資
。
ヨ
8
壱
ω
）
と
し
て
世

界
に
あ
る
事
故
、
私
が
世
界
の
内
に
あ
る
と
は
、
私
の
も
と
に
あ
る
、
我
が
家
に
あ
る
（
ゆ
嘗
の
。
ぴ
窪
筆
触
）
事
を
意
味
す
る
。
即
ち
世
界
は

私
に
ぎ
怠
導
①
（
親
密
）
な
も
の
で
あ
る
G
私
と
世
界
と
は
親
し
い
愛
の
関
係
に
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
の
実
存
の
思
弁
は
は
じ
め
か
ら
宗
教

的
で
あ
っ
た
事
を
我
々
ば
彼
の
寺
号
か
ら
確
か
め
る
事
が
出
来
る
。
彼
以
外
の
実
存
哲
学
に
共
通
す
る
実
存
の
観
念
は
、
彼
の
場
合
宗
教

的
思
索
を
通
し
て
自
覚
さ
れ
た
。
処
で
マ
ル
セ
ル
に
お
い
て
も
実
存
は
自
曲
で
あ
る
。
従
っ
て
状
況
内
存
在
と
し
て
こ
の
状
況
に
ユ
ニ
ー

ク
な
実
存
と
し
て
生
き
る
私
は
、
私
に
親
し
い
こ
の
世
界
に
あ
っ
て
、
己
の
生
の
唯
一
性
、
独
自
な
意
味
を
自
発
的
に
、
即
ち
自
由
を
も
っ

て
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。
私
事
が
出
来
る
事
、
す
べ
き
事
、
即
ち
使
命
の
問
題
が
、
受
肉
性
の
実
存
の
イ
デ
；
か
ら
提
起
さ
れ
る
。
人
は

誰
で
あ
れ
こ
の
世
に
使
命
を
担
っ
て
生
き
る
。
こ
の
使
命
は
私
の
職
業
、
家
庭
内
の
義
務
等
々
の
姿
を
と
っ
て
あ
ら
わ
帰
る
。
然
し
使
命
、

即
ち
く
◎
＄
ユ
。
講
と
云
う
言
葉
は
、
本
来
宗
教
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
セ
ル
の
使
命
の
哲
学
的
イ
デ
ー
は
、
単
に
世
俗
の

世
界
に
留
ま
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
彼
の
主
著
「
存
在
と
所
有
」
を
書
き
始
め
た
頃
、
一
九
三
〇
年
に
彼
は
誠
の
召
命
（
く
0
8
瓢
o
p
）

の
グ
ラ
ー
ス
　
（
α
q
畠
。
Φ
）
を
受
け
た
。
　
「
存
在
と
所
有
」
は
彼
の
田
記
体
の
哲
学
的
反
省
で
あ
る
が
、
こ
の
前
後
の
記
録
は
、
三
世
紀
前

B
・
パ
ス
カ
ル
が
岡
じ
体
験
を
記
し
た
メ
モ
リ
ア
ル
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
恩
籠
の
体
験
を
境
に
し
て
彼
の
宗
教
的
思
弁
は
忠

実
性
（
節
骨
一
一
＄
）
の
イ
デ
ー
を
め
ぐ
っ
て
い
と
な
ま
れ
る
。
〈
○
。
象
δ
⇔
は
神
の
声
を
き
く
事
で
あ
る
、
神
が
呼
ぶ
事
で
あ
る
。
召
命
を
受

け
た
入
は
、
お
の
が
じ
し
神
が
与
え
た
使
命
を
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
そ
れ
は
神
の
為
に
第
一
に
何
か
を
す
る
事
で
は
な
い
。
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

が
呼
ぶ
と
私
は
容
え
る
が
、
そ
の
答
え
こ
そ
信
仰
で
あ
る
。
そ
し
て
蕎
命
に
お
い
て
神
が
私
に
求
め
る
第
一
の
事
は
、
こ
の
僑
仰
に
忠
実

（替

汕
ｼ
。
）
に
留
ま
る
事
で
あ
る
。
か
く
て
忠
実
性
が
マ
ル
セ
ル
の
宗
敦
哲
学
の
中
心
概
念
と
し
て
現
わ
れ
て
来
る
。
彼
の
実
存
哲
学
を
既

述
の
ト
質
ワ
フ
ォ
ン
テ
！
ヌ
の
よ
う
に
「
実
存
よ
り
存
在
へ
」
と
し
て
把
え
る
の
は
正
し
い
方
法
で
あ
る
。
神
は
西
欧
の
哲
学
的
伝
統
に
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よ
れ
ば
存
在
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
忠
実
性
（
心
象
澤
ひ
）
と
は
元
々
宗
教
的
概
念
で
あ
る
が
、
人
間
的
に
も
広
く
使
用
さ
れ
、
る
故
、
我
々
は
叙
述
を
簡
潔
な
ら
し
め
る
た
め
、

マ
ル
セ
ル
に
従
っ
て
、
人
は
約
束
に
患
実
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
約
束
（
象
α
q
鋤
α
q
①
讐
①
導
）
の
概
念
を
手
引
と
し
て
忠
実
性
の
現

象
学
的
分
析
を
行
な
う
。
元
々
ω
、
窪
σ
q
鋤
σ
q
霞
と
は
サ
ル
ト
ル
に
も
あ
る
如
く
、
実
存
と
は
何
か
に
か
か
わ
っ
て
生
き
る
と
の
意
味
を
有
す

る
と
共
に
、
マ
ル
セ
ル
は
Φ
⇔
σ
q
Q
α
q
Φ
ヨ
①
馨
と
は
プ
ラ
ト
ン
的
な
存
在
（
圃
、
国
醇
①
）
へ
の
参
与
或
は
参
加
（
℃
錠
ユ
。
首
卑
瓜
◎
p
）
を
も
意
味
す

る
。
先
ず
約
束
、
契
約
は
等
る
事
に
世
俗
的
な
意
味
で
人
の
誠
実
性
（
既
達
象
審
）
が
あ
ら
わ
れ
る
。
約
束
は
未
来
に
お
い
て
実
現
き
れ
る

故
、
未
来
的
時
望
事
の
観
念
で
あ
る
。
然
し
約
束
が
未
来
性
に
関
わ
り
、
而
も
約
束
が
守
ら
れ
る
蕩
を
前
提
に
結
ぼ
れ
る
降
り
、
そ
の
時

聞
は
単
な
る
自
然
主
義
的
な
意
味
で
は
解
さ
れ
な
い
。
約
束
を
結
ん
だ
時
点
の
私
は
、
私
も
知
ら
な
い
乗
来
の
私
と
は
違
う
か
ら
で
あ
る
。

未
来
の
私
に
つ
い
て
、
自
然
主
義
的
、
r
或
は
心
理
主
義
的
の
意
味
で
確
か
な
事
は
云
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
而
も
約
束
は
何
等
か
の
意

味
で
誓
い
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
、
単
な
る
合
理
的
な
観
念
で
あ
る
約
束
に
お
い
て
も
、
そ
の
時
間
性
は
既
に
超
越
的
な
薗
を
も

つ
事
が
明
ら
か
に
な
る
。
心
理
学
的
な
晴
間
で
な
く
ヨ
黛
昌
照
畠
。
δ
α
q
5
器
な
未
来
性
の
時
間
に
関
わ
る
と
云
え
る
。
先
に
マ
ル
セ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
べ
ル
グ
ソ
ソ
と
の
関
係
を
指
摘
し
た
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
約
束
は
何
事
か
に
つ
い
て
誰
か
と
結
ぶ
約
束
で
あ
る
。
然
し
相
互
の
問
に

結
ぼ
れ
て
も
約
束
で
は
重
点
は
私
に
置
か
れ
て
い
る
。
確
か
に
約
束
も
誰
か
に
対
し
て
す
る
約
束
で
あ
る
。
然
し
約
束
が
破
れ
る
と
き
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

一
に
問
題
に
な
る
の
は
約
束
を
破
っ
た
本
人
の
事
で
あ
る
。
さ
て
マ
ル
セ
ル
は
フ
ィ
デ
リ
テ
を
真
の
存
在
論
の
場
所
と
し
て
規
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

即
ち
フ
ィ
デ
リ
テ
の
道
を
歩
む
老
は
即
ち
存
在
（
①
鍾
⑦
）
の
道
を
歩
む
者
で
あ
る
と
考
え
る
。
忠
実
性
と
は
忠
実
で
あ
る
（
ゆ
霞
①
｛
疑
鮎
⑦
）

事
で
あ
り
、
忠
実
な
る
者
と
し
て
留
る
事
で
あ
る
。
忠
実
性
は
存
在
性
と
離
し
え
な
い
Q
存
在
論
の
場
所
と
し
て
の
忠
実
性
は
か
か
る
意

味
で
あ
る
。
忠
実
な
る
者
は
障
害
に
際
し
て
忠
実
、
に
と
ど
ま
る
者
で
あ
り
、
変
ら
ざ
る
岡
一
な
る
者
で
あ
る
。
存
在
（
ω
①
ぎ
）
と
は
確
か

に
生
成
（
≦
①
艮
①
旨
）
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
の
実
存
哲
学
は
存
在
論
を
志
向
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
忠
実
性
を
通
し
て
開
示
，

さ
れ
る
彼
の
存
在
は
蒋
間
性
と
の
瀾
係
に
立
つ
。
約
束
の
分
析
を
通
し
て
我
々
は
忠
実
性
に
お
け
る
存
在
は
未
来
瞬
時
間
性
で
あ
り
、
こ



の
時
間
は
超
越
性
の
爾
を
も
つ
事
を
知
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
存
在
を
名
詞
と
し
て
で
な
く
動
詞
と
し
て
把
え
よ
と
我
々
に
注
意
す
る
。

忠
実
な
る
者
と
し
て
留
る
と
は
蒋
間
内
の
持
続
性
（
篇
信
鵠
Φ
）
を
意
味
す
る
。
こ
の
持
続
的
輝
線
が
超
越
的
で
あ
る
と
は
、
こ
の
奮
闘
が
或

意
味
で
純
粋
持
続
と
し
て
把
え
ら
れ
る
事
を
意
味
し
よ
う
。
マ
ル
セ
ル
哲
学
は
ベ
ル
グ
ソ
ソ
哲
学
を
背
景
に
し
て
い
る
。
忠
実
性
と
は
変

ら
ぬ
事
で
あ
る
。
然
し
忠
実
性
に
お
け
る
誓
い
（
δ
く
。
窪
）
は
、
約
束
の
よ
う
に
黒
血
中
心
的
な
、
傲
慢
に
容
易
に
変
り
得
る
、
己
の
力

に
よ
り
頼
む
事
で
は
な
い
。
忠
実
性
に
は
確
か
に
緊
張
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
我
の
硬
直
を
意
味
せ
ず
、
動
的
な
創
造
的
な
性
質
を
も
つ
。

マ
ル
セ
ル
の
存
在
は
創
造
的
で
あ
る
。
忠
心
性
は
緊
張
で
あ
る
が
同
時
に
安
ら
ぎ
で
も
あ
る
。
私
が
忠
実
で
あ
る
人
の
傍
に
お
い
て
私
は

平
安
で
あ
る
。
緊
張
の
中
の
平
安
で
あ
る
。
忠
実
な
る
岩
は
障
碍
を
予
想
し
、
そ
の
平
復
の
階
に
常
に
備
え
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
丈
で

な
く
障
碍
が
な
く
て
も
す
す
ん
で
自
分
を
犠
牲
に
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
愛
で
あ
る
。
忠
実
性
は
愛
で
あ
り
、
忠
実
性
に
よ
っ
て
開
示

さ
れ
る
存
在
性
は
愛
の
存
在
性
で
あ
る
。
然
し
忠
実
性
が
約
束
、
契
約
等
の
概
念
を
超
え
て
、
そ
れ
等
に
よ
っ
て
は
到
底
把
え
切
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

問
題
性
は
、
哲
学
的
に
は
次
の
点
に
あ
る
。
忠
実
と
は
私
が
他
巻
に
質
し
て
忠
実
で
あ
る
事
で
あ
る
。
忠
実
性
の
誓
い
は
た
と
え
私
が
誓

う
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
私
よ
り
高
い
、
尊
い
他
者
を
中
心
の
存
在
と
し
て
、
こ
れ
に
向
っ
て
誓
う
の
で
あ
る
。
忠
実
性
が
開
示
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

存
在
の
中
心
に
は
他
者
（
一
、
⇔
露
お
）
が
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
の
実
存
的
存
在
論
は
他
者
（
岡
．
遷
霞
①
）
を
軸
と
し
て
め
ぐ
る
Q
存
在
把
握
に
お

け
る
他
春
性
を
忘
れ
、
自
我
（
Φ
σ
q
o
）
の
立
場
に
立
ち
、
こ
れ
に
執
す
る
処
に
、
マ
ル
セ
ル
は
一
切
の
合
理
主
義
哲
学
の
誤
謬
が
由
来
す

る
と
考
え
る
。
存
在
と
は
他
者
性
で
あ
り
、
理
性
は
従
っ
て
只
超
越
の
行
為
に
よ
っ
て
の
み
存
在
を
把
握
す
る
。
近
代
哲
学
の
父
で
あ
る

デ
カ
ル
ト
の
哲
学
を
自
我
の
哲
学
と
し
、
カ
ン
ト
と
独
逸
観
念
論
を
こ
の
デ
カ
ル
ト
と
重
大
な
関
係
に
立
つ
も
の
と
敢
て
認
め
る
と
き
、

マ
ル
セ
ル
の
こ
の
他
我
の
哲
学
に
よ
る
近
代
合
理
主
義
批
判
は
現
代
の
危
機
を
想
う
我
々
に
少
か
ら
ざ
る
意
味
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
更
に
進
ん
で
他
者
（
一
、
窪
窪
①
）
は
単
な
る
他
者
と
し
て
留
ま
ら
な
い
。
私
が
忠
実
な
、
私
に
訣
激
8
な
他
者
は
、
貴
方
（
ざ
岡
）

で
あ
る
筈
で
あ
る
。
私
は
貴
方
（
紳
9
）
に
対
し
て
、
愛
す
る
貴
方
に
対
し
て
忠
実
で
あ
る
の
み
で
あ
る
。
然
し
他
者
は
8
一
で
あ
る
と

共
に
彼
（
一
望
）
と
も
な
り
え
る
。
私
は
け
9
に
対
し
て
は
困
と
な
り
、
彼
（
ζ
）
に
対
し
て
自
我
（
導
魚
）
と
な
る
。
こ
の
異
っ
た
こ
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四
〇

つ
の
関
係
を
元
に
し
て
存
在
把
握
に
関
す
る
マ
ル
セ
ル
の
有
名
な
分
立
的
哲
学
概
念
が
あ
ら
わ
れ
る
。
即
ち
「
存
在
と
所
有
」
（
①
霞
⑦
露

　
　
　
　
　
（
2
1
）

雪
。
ε
で
あ
る
。
忠
実
性
が
存
在
論
の
真
の
場
所
で
あ
る
な
ら
、
真
の
存
在
は
貴
方
と
私
と
の
忠
実
性
の
関
係
か
ら
の
み
斎
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
れ
に
多
し
他
者
が
彼
と
な
り
、
従
っ
て
私
が
ヨ
怠
或
は
Φ
σ
q
o
と
な
る
所
で
は
存
在
は
所
有
の
カ
テ
ゴ
リ
：
に
よ
っ
て
把

え
ら
れ
る
。
噺
有
（
暴
く
O
一
同
）
が
フ
ィ
デ
リ
テ
の
立
ち
去
っ
た
存
在
の
領
域
で
万
事
を
支
配
す
る
。
然
し
齎
有
す
る
者
は
又
虜
有
さ
れ
る
運

命
に
立
つ
。
そ
れ
は
は
じ
め
に
の
べ
た
肉
体
か
ら
離
脱
し
た
自
我
が
ひ
き
起
こ
す
矛
盾
、
或
は
悲
劇
だ
が
、
こ
れ
は
具
体
性
の
哲
学
を
希

願
す
る
マ
ル
セ
ル
の
存
在
論
的
哲
学
が
と
ら
え
る
現
代
の
悲
劇
、
彼
の
云
う
「
壊
れ
た
世
界
」
（
一
Φ
　
導
（
）
］
P
餌
⑦
　
　
O
⇔
◎
o
こ
励
Φ
）
の
悲
劇
で
あ
る
。

我
々
の
悲
劇
は
単
な
る
合
理
性
の
矛
盾
で
は
な
い
。
神
秘
的
な
も
の
で
あ
る
。
真
の
存
在
が
轡
鼠
（
貴
方
）
に
よ
っ
て
存
在
論
的
神
秘
の

中
に
置
か
れ
て
い
る
蒋
、
所
有
に
よ
る
堕
落
し
た
存
在
接
近
も
或
意
味
で
神
秘
の
影
を
宿
す
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
所
有
と
し
て
の
技
術
が

除
こ
う
と
し
て
除
き
え
な
い
罪
の
影
で
あ
る
。
最
後
に
8
一
は
常
に
私
に
鷲
醗
①
簿
な
、
即
ち
現
存
す
る
存
在
で
あ
る
。
貴
方
が
不
在

の
と
き
貴
方
は
私
に
プ
レ
ザ
ン
し
て
い
る
。
h
箆
塾
泳
が
私
に
開
示
す
る
存
在
は
、
従
っ
て
私
に
と
っ
て
冒
傍
①
蓉
Φ
と
呼
ぼ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
愛
は
窟
診
①
蓉
①
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
襲
爵
⑦
ロ
。
Φ
は
私
に
現
前
す
る
充
満
し
た
存
在
で
あ
る
。
プ
レ
ロ
ー
マ
と
し
て
私
に
あ

ら
わ
れ
る
囲
、
閃
霞
①
（
存
在
）
で
あ
る
。
プ
レ
ザ
ン
ス
は
　
p
。
げ
ω
魯
。
①
に
お
い
て
も
尚
鷺
＄
Φ
嶺
。
Φ
で
あ
る
事
を
止
め
な
い
時
に
真
の
箕
ひ

ω
魯
。
Φ
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
マ
ル
セ
ル
は
瞑
想
の
中
で
想
っ
た
。
か
つ
て
絶
望
的
な
鋤
げ
。
・
窪
。
Φ
に
も
拘
ら
ず
人
々
か
ら
消
え
去
ら
な
か

っ
た
℃
冨
。
。
窪
8
が
あ
っ
た
と
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
蘇
っ
た
イ
エ
ス
と
な
っ
た
。
マ
ル
セ
ル
に
と
っ
て
↓
9
袋
・
冨
。
露
は
神
な
る
イ
エ

ス
で
あ
っ
た
。
然
し
又
愛
す
る
友
は
私
の
プ
レ
ザ
ン
ス
で
あ
る
が
、
そ
の
プ
レ
ザ
ソ
ス
が
そ
の
友
の
死
の
後
に
も
尚
私
の
プ
レ
ザ
ン
ス
で

あ
る
事
を
止
め
な
い
時
、
存
在
論
的
神
秘
の
哲
学
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
友
の
霊
魂
が
尚
生
き
て
い
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
？
　
単
に
私
の
心
の
中
に
丈
で
な
く
、
神
で
あ
る
存
意
そ
の
物
の
中
に
。
嘗
て
パ
ス
カ
ル
は
愛
を
優
し
さ
の
中
の
強
さ
で
あ
る
と
語
っ

た
が
、
マ
ル
セ
ル
の
忠
実
性
を
通
し
て
の
存
在
へ
の
神
秘
の
道
は
、
弱
き
者
の
ゆ
く
絶
対
者
へ
の
帰
依
の
道
で
あ
る
と
云
い
え
よ
う
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
一
年
十
一
月
十
二
臼
）
（
了
）
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（
註
）

（
1
）
　
特
に
℃
窪
ぴ
。
ゆ
。
娼
窪
ω
H
H
．
に
お
い
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ク
リ
ス
ト
教
の
迫
害
に
対
し
G
・
ブ
ル
ノ
…
を
弁
護
し
て
い
る
。
更
に
客
智
。
・
罵
β
蒙
「

　
　
℃
ゲ
嬬
O
ω
O
℃
窯
。
。
0
7
①
○
邸
償
び
①
窪
。
ご
α
q
窃
8
げ
房
鋤
臼
○
頴
Φ
心
墨
毎
鵠
σ
q
H
Φ
①
卜
∂
曾
累
自
5
0
ゲ
。
諺
の
最
終
章
d
弱
く
①
お
ぎ
び
舞
器
騨
く
0
5
0
ゑ
①
霊
宮
鶏
轟
α
Q
6
り
σ
q
狂
煽
び
ω
馨
償
降
儒

　
　
娼
プ
離
8
0
℃
窪
ω
o
冨
謬
Ω
⇔
危
冨
降
雪
臼
］
≦
α
σ
q
腎
甑
（
鼠
酔
結
ω
ω
凶
。
げ
ぐ
①
塊
g
穐
を
参
照
。
更
に
O
臼
ヨ
2
。
。
畠
σ
Q
①
芝
。
＆
2
Φ
（
…
o
露
O
野
冊
ω
ξ
。
言
忌
℃
げ
諜
。
ω
？

　
　
℃
螺
零
ず
質
§
隠
撮
腎
ダ
乏
餅
盤
⑦
a
冨
ω
蕊
倭
。
冨
の
ぎ
N
…
鴨
夙
鉱
σ
Q
の
O
毎
開
白
。
・
箕
Φ
o
冨
軽
量
§
●
と
あ
る
Q
イ
エ
ス
ク
・
リ
ス
イ
は
象
徴
で
あ
る
。
（
O
…
の
○
ま
㎏
禽

　
　
噛
の
ω
霧
・
O
騨
圃
。
。
2
加
…
…
等
）
要
す
る
に
啓
示
の
儒
仰
と
哲
学
的
儒
御
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
川
魚
賢
ρ
℃
藍
§
℃
嗣
瀞
綴
（
穿
…
。
・
§
N
Φ
魯
亀
一
§
σ
q
ソ
塁
簿
禽
騨
毯
鐘
㎞
”
留
騨
薄
窪
魯
9
皆
鐘
護
ひ
竃
醇
参
照
。
又
寄
σ
q
富
繰
◎
腎
鼻
U
窪

　
　
鋤
9
ρ
巴
ぎ
霧
①
邑
。
・
一
返
回
鋤
憶
ω
碑
霧
の
巨
富
慶
の
α
Q
き
門
（
ご
一
画
o
O
鼠
胃
病
9
あ
恥
⑦
庁
亀
山
⑦
鄭
8
の
項
、
旨
℃
．
ω
豊
原
ρ
強
直
幕
吋
尽
の
項
、
ズ
．
痢
霧
厳
物
・
な
”
雰
認
欝
溝
価

　
　
　
の
項
参
照
Q
更
に
魎
魯
鐸
乏
鉱
些
び
窃
瓢
ゑ
O
。
。
O
唱
円
建
畠
。
一
．
o
×
翼
2
0
ψ
ド
リ
窃
癌
℃
舞
囲
。
弓
．
目
琶
門
銘
ρ
O
象
｝
寄
α
q
O
凱
①
。
り
仏
。
。
。
唱
甑
ぴ
。
。
O
℃
げ
δ
ω
焦
⑦
一
．
ω
×
…
馨
窪
。
少

　
　
o
騨
覧
霞
。
ω
曽
暦
…
σ
巽
み
の
項
参
照
。

（
3
）
　
智
ω
需
安
○
馨
錠
8
。
・
籠
巳
象
。
℃
翫
δ
笛
。
℃
凱
ρ
㏄
舞
ぎ
”
裕
G
。
刈
参
照
。
こ
こ
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
デ
カ
ル
ト
酌
o
o
σ
q
剛
ε
の
確
実
性
は
そ
の
ま
ま
で

　
　
　
は
恒
常
た
り
え
ず
、
そ
の
確
実
性
は
実
存
の
確
実
性
と
し
て
の
み
保
た
る
と
論
じ
て
い
る
。

（
4
）
　
ズ
○
σ
Q
費
く
⑦
諺
の
〔
ξ
き
缶
冨
8
茸
。
山
¢
貯
℃
ゲ
篇
O
ω
O
算
瓢
㊦
ヨ
鼠
①
毎
。
特
に
カ
ン
ト
の
項
参
照
。

（
5
）
穴
■
智
乾
量
く
§
仁
鼻
§
島
誉
雛
拷
…
ω
〔
2
N
”
摯
①
冨
く
。
幕
。
・
讐
σ
q
り
昏
⊃
切
G
。
』
参
照
。

（
6
）
　
右
緊
旨
く
§
鳥
国
N
憂
簿
。
＜
O
ユ
霧
§
α
q
ω
◎
に
次
の
如
く
あ
る
。
O
器
¢
ヨ
σ
q
汽
①
幣
巳
ρ
魯
ω
三
二
硫
ぎ
斜
韓
。
。
撰
し
。
窪
巴
含
肖
。
げ
浮
盛
σ
q
¢
鼠
。
ぎ

　
　
鈴
鷺
山
の
同
①
6
6
毫
く
冨
搾
ゲ
b
ご
ω
≦
信
o
o
o
謄
樽
霧
ぎ
謬
餌
穏
び
ぎ
》
凶
瓢
血
の
護
り
凹
O
げ
N
に
σ
q
ず
団
O
ケ
儀
鋤
q
口
飴
嵩
餌
①
門
Φ
山
⑦
o
ゆ
α
q
①
鴨
5
除
似
群
山
甥
O
ゲ
⑦
雛
留
ぎ
Q
e
O
門
げ
憶
O
搾
ρ
離
P
3
門
偽
Φ
毬
①
瓢
G
ご
a
圃
富
σ
Q
¢
5
σ
q
①
昌

　
　
搾
ぴ
α
飴
び
M
用
田
ご
価
㎞
ご
騨
価
⑦
§
㎞
O
ぴ
に
ヨ
㈹
Φ
財
ρ
硫
O
賦
露
簡
6
び
き
肖
蝕
絵
蝕
奏
門
鑑
暁
一
圏
】
O
ぎ
硫
嵩
凹
目
偽
Φ
ヨ
ピ
く
冨
給
ご
§
炉
に
自
ご
零
O
コ
山
O
急
N
鉱
q
り
山
帯
ζ
働
O
び
貯
輩
α
鴬
驚
げ

　
　
島
①
圃
。
げ
。
殉
難
ユ
即
。
げ
㍑
ゲ
零
群
。
・
曾
比
ゼ
…
：
同
霞
4
に
は
又
》
尻
α
窪
d
携
貰
§
α
q
躰
滞
が
く
◎
冨
分
ヨ
農
①
臼
霧
①
芝
蝕
給
”
痔
。
・
¢
ヨ
σ
Q
鉱
｛
①
鼠
Φ
5
禽
無

　
　
伽
亀
郷
無
目
餌
理
研
｛
⇔
村
　
儒
①
誉
　
』
o
冨
σ
q
冨
響
ン
緯
唄
5
　
ω
℃
戦
①
O
ゲ
Φ
添
儀
　
埼
ゆ
H
山
①
♪
　
幕
邑
郎
げ
ユ
①
雛
　
≦
マ
　
偽
皿
①
　
国
×
置
石
質
斜
　
鎌
Φ
富
　
島
ニ
コ
障
冨
5
　
Ω
門
償
同
齢
　
畠
の
⑳
　
曽
一
σ
ω
帥
鴇
一
コ
。
摩
讐
　
象
Φ

　
　
＜
禽
ぎ
お
⑦
箒
び
ゆ
貫
鶉
ゆ
蕊
儀
費
凶
。
び
ヨ
罵
⑦
艮
鴨
鴨
鼻
。
§
ヨ
P
箋
〔
＝
晋
虫
①
2
。
。
け
↓
戦
⇔
諺
8
萱
葺
N
三
蒔
響
ゴ
≦
一
同
獅
と
あ
る
Q

（
7
）
　
カ
ン
ト
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
の
闘
係
に
対
す
る
筆
者
の
か
よ
う
な
見
解
に
つ
い
て
は
、
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
カ
ン
ト
解
釈
を
参
照
　
包
自
二
。
陰
餌
寓
。
冨
δ

　
　
ぽ
プ
）
o
フ
ィ
ヒ
テ
暫
学
に
お
け
る
実
存
哲
学
的
な
三
舞
は
既
に
識
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
又
ヤ
ス
パ
…
ス
の
自
我
の
内
的
行
為
（
ぎ
昌
鍵
。

　
　
鵠
鎚
9
§
α
窺
）
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
事
行
（
ぱ
酔
・
｝
霧
島
§
磯
）
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。
一
〇
冨
”
琶
灘
8
謬
り
O
舞
ε
o
一
盛
。
野
戦
娼
課
δ
㏄
o
唱
黙
ρ
一
一
円
田
費
警
㌶
跨
ゲ
の

キ
リ
ス
ト
激
と
実
存
哲
学

鰻
一
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哲
学
研
究
　
第
五
冨
十
九
号

四
二

　
　
狸
霧
密
§
霧
“
閃
汀
揮
①
の
項
参
紹
鵠

（
8
）
　
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
現
存
在
と
実
存
と
の
関
係
、
或
は
こ
の
イ
ソ
カ
ル
ナ
チ
オ
ソ
　
（
ぎ
ぎ
讐
簿
δ
謬
）
　
の
思
想
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
と
ユ
…
チ
ェ
の
直

　
　
接
的
影
響
の
も
と
に
形
成
、
さ
れ
た
の
は
明
白
で
あ
る
。
然
し
よ
り
大
き
な
近
世
哲
学
史
的
な
視
野
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
次
の
点
を
無
視
出

　
　
来
な
い
Q
カ
ン
ト
の
第
一
、
第
二
挽
判
の
鍛
大
の
問
題
は
、
夫
々
カ
ン
ト
の
眼
前
に
察
実
と
し
て
健
か
れ
て
い
る
自
然
科
学
の
事
実
、
或
は
道
徳

　
　
的
事
実
の
超
越
論
的
演
繹
で
あ
っ
た
。
一
方
彼
岸
と
し
て
の
神
の
愚
な
き
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
超
越
の
問
題
は
只
生
の
事
実
の
超
越
的
突
破
以
外

　
　
に
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
思
想
形
成
に
は
、
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
と
ニ
ー
チ
ェ
を
一
線
に
結
ん
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

（
9
）
多
日
、
醜
。
ぎ
垂
ぎ
ρ
0
2
、
。
×
…
ω
尋
8
帥
｝
号
旗
鍔
℃
匿
。
田
。
筈
冨
留
○
’
竃
罠
鐸
δ
器
”
〉
昏
二
巴
超
。

（
1
0
）
　
Ω
」
嵐
．
ω
6
ゲ
α
風
①
瓢
跨
げ
①
日
鴇
餌
①
堕
μ
り
①
G
◎
．
N
¢
ユ
。
ダ
O
H
質
欝
締
騨
酔
琶
鋤
。
嵩
償
匹
繕
○
器
鵠
鴇
澤
㍍
舞
圃
○
訂
ぴ
臨
潤
・
験
霧
聡
屋
の
頂
参
照
。

（
1
1
）
　
認
識
が
既
に
マ
ル
セ
ル
に
と
っ
て
超
越
の
行
為
と
な
る
。
顕
皿
霞
甘
ゲ
顕
露
簿
Φ
舅
Φ
蜜
①
び
σ
冨
℃
ぽ
ぴ
。
。
○
℃
窯
①
島
9
国
事
。
・
陣
①
コ
N
”
§
驚
o
r
参
照
。
四
四

　
　
〇
頁
に
次
の
雄
く
あ
る
Q
滑
降
2
馨
臨
ω
翼
9
三
2
馨
煽
匹
田
器
O
窪
①
冒
竃
罵
。
・
総
藻
墜
b
巳
G
り
δ
7
舞
8
嵩
藍
。
日
露
【
瓢
」
∪
冨
ω
①
犀
…
肝
自
。
冨
げ
①
N
Φ
¢
σ
Q
θ
鈴
ぴ
費

　
　
N
二
σ
q
葱
。
ン
臼
①
↓
H
§
紹
①
コ
警
護
島
の
ω
o
o
①
ぎ
。
。
◎
芝
①
出
輪
西
G
ヨ
g
三
一
霧
港
島
。
留
ヨ
G
ヨ
面
Φ
g
げ
び
。
。
器
器
5
群
§
欝
窪
（
圏
Φ
露
一
ω
ρ
く
。
｝
鐵
①
葺
。
ね
…
0
7
島
鋤
u
。
〈
①
「
§
掌

　
　
≦
○
誌
…
o
冨
O
Φ
郎
等
窃
鑓
。
・
①
ぎ
門
慈
蕊
N
窪
集
禽
Φ
戸
　
と
あ
る
Q
又
同
所
別
ケ
所
で
ω
o
ぎ
臥
篭
門
］
≦
鍵
8
一
乏
鐸
ド
叫
償
ヨ
≦
δ
》
瓢
σ
Q
蕊
篤
回
書
離
需
ザ
畠
⇔
・
。

　
　
Q
〔
錘
冨
蕊
訂
α
q
Φ
σ
q
鉱
。
。
鉱
。
げ
猷
鍵
の
分
ヨ
℃
窯
び
。
。
o
℃
甑
の
『
窪
冨
警
護
・
。
。
o
鼠
の
ヨ
づ
諾
箒
⑦
携
酔
H
g
簿
ぎ
の
冒
8
ド
竃
。
。
げ
ぎ
①
圃
鐸
U
嚇
O
疑
回
。
露
…
簿
。
摂
σ
q
⇔
ヨ

　
　
h
Φ
奪
ニ
コ
浮
§
Φ
ぎ
①
9
節
①
跨
二
｛
の
『
忽
①
ゲ
§
α
q
◆
…
…
と
あ
る
。

（
1
2
）
　
新
カ
ン
ト
派
が
な
し
た
よ
う
に
若
し
デ
カ
ル
ト
を
カ
ン
ト
の
先
駆
と
見
な
す
な
ら
ば
、
我
々
が
註
八
で
見
た
所
と
合
せ
て
、
我
々
は
デ
カ
ル
ト
、

　
　
カ
ン
ト
、
一
㎜
ー
チ
ェ
を
一
ッ
の
近
代
精
神
の
哲
学
約
努
力
と
見
な
し
う
る
、
そ
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
の
一
ッ
の
精
神
の
作
業
の
継
続
と
深
化
で

　
　
あ
る
と
見
な
す
事
が
繊
来
る
。
中
世
と
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
全
体
と
し
て
は
一
ッ
の
哲
学
的
邪
道
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
近
代
哲
学
と
は
ギ
リ

　
　
シ
ャ
に
お
け
る
哲
学
の
鵬
始
の
継
承
で
あ
り
発
展
で
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
は
多
く
の
ト
ミ
ス
ト
達
と
非
常
に
異
っ
た
立
場
に
あ
る
が
、
少
く
と
も
次

　
　
の
点
で
は
～
致
す
る
。
即
ち
哲
学
を
も
含
め
て
近
代
精
神
の
運
動
を
酬
ッ
の
危
険
な
堕
落
に
連
な
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
論
ー
チ
ェ
の
近
代
精
神

　
　
の
批
判
と
通
じ
る
。

（
1
3
）
　
図
’
旨
窃
篤
H
ρ
℃
瓢
び
ω
o
℃
翫
①
矧
悶
挿
◎
蔭
頁
状
況
（
ω
搾
蝶
讐
δ
昌
）
の
項
に
次
の
如
く
あ
る
。
芝
マ
乏
の
笑
窪
≦
罵
器
擶
匂
。
酔
」
越
鳥
①
ヨ
≦
畔
ぎ
鰹
①
○
完
顕
苧

　
　
ω
搾
¢
蝕
○
認
O
矯
の
器
⇔
》
鶴
σ
Q
①
切
①
ぎ
霞
簿
①
戸
又
○
器
ロ
門
田
蕊
齢
δ
瀦
H
智
ゲ
器
富
に
注
国
蝕
。
・
浄
器
品
翼
審
馨
一
冨
噸
と
あ
る
。

（
1
4
）
℃
プ
篇
。
ω
o
℃
姦
。
困
押
O
『
葺
Φ
目
口
窪
や
暮
①
詳
G
o
”
》
富
。
冨
落
m
箋
註
¢
ω
o
。
誘
の
ぎ
の
響
≦
Φ
σ
Q
§
α
q
ぎ
Q
鴇
℃
把
コ
α
q
の
項
に
次
の
如
く
あ
る
。
U
窪
。
・
搾
ン
く
9
ρ
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ω
Φ
…
器
∋
d
齢
讐
§
σ
q
貯
。
自
答
①
口
耳
§
移
窪
ぴ
三
農
象
①
卑
露
一
瓢
茜
窪
。
。
い
し
・
①
ぎ
σ
q
汚
目
芝
二
一
の
総
冨
…
海
鼠
。
窪
。
・
撞
冨
a
ユ
（
讐
．
O
o
窺
酔
象
①
じ
u
Φ
憂
①
α
Q
§
σ
q

　
　
島
葺
3
島
聖
≦
㊦
鼠
8
戸
巨
容
N
轟
く
。
ぐ
肖
の
冨
ジ
韓
号
§
一
≦
Φ
＝
零
ゴ
窪
き
h
o
ユ
紹
8
（
翻
㊦
》
嵜
。
盆
暮
お
轡
霧
お
豊
①
答
触
諮
Φ
炉
畠
。
捲
鐸
い
α
。
・
離
コ
σ
Q
浮
ヨ
μ
5
∋
α
α
q
葎
ザ

　
　
誇
ゲ
の
同
簿
》
げ
勝
。
自
δ
…
ブ
ヨ
急
⑦
α
Q
①
零
一
ρ
g
簿
N
蕪
①
嵩
三
吋
〔
鯉

（
1
5
）
　
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
の
言
わ
ば
横
糸
が
カ
ン
ト
で
あ
り
、
縦
糸
は
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
る
Q
　
「
哲
学
」
三
巻
を
も
っ
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
哲
学
者
と
し

　
　
て
の
自
己
を
確
立
し
た
が
、
こ
れ
を
準
備
し
た
十
年
間
は
カ
ン
ト
の
思
索
に
没
頭
し
た
と
云
わ
れ
る
。
こ
れ
に
続
く
大
作
は
「
二
！
チ
ェ
」
で
あ

　
　
り
、
「
ニ
ー
チ
ェ
し
は
彼
の
「
哲
学
」
の
応
用
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
が
、
実
は
「
哲
学
」
三
巻
に
お
け
る
実
存
的
分
析
は
凡
そ
既
に
ニ
ー
チ
ェ
の
読

　
　
書
を
通
し
て
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
然
し
又
そ
の
ニ
ー
チ
ェ
論
ほ
初
期
の
研
究
、
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
ル
ク
、
ゴ
ッ
ホ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

　
　
等
の
研
究
の
発
農
で
あ
り
完
成
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

（
1
6
）
　
竃
鐸
慈
島
≦
団
零
7
0
σ
q
『
a
り
劉
δ
蒔
Φ
鴨
帥
＆
塁
。
ロ
（
一
国
臨
急
①
α
q
σ
q
①
び
び
。
コ
島
9
ポ
μ
り
尽
目
に
よ
っ
て
筆
者
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
が
如
何
に
多
く
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

　
　
ー
ル
に
養
わ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
し
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
の
実
存
哲
学
に
お
い
て
不
安
（
》
茜
切
酵
）
、
世
界
の
不
気
味
さ

　
　
（
C
巳
嵐
§
腎
ゲ
犀
Φ
δ
が
如
何
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
か
を
知
る
暗
、
我
々
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
に
お
け
る
被
設
性
（
O
の
芝
。
儲
①
霧
⑦
ぎ
）
を
本
稿
の

　
　
様
に
解
す
る
こ
と
は
無
理
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
1
7
）
　
キ
リ
ス
ト
教
に
依
れ
ば
人
と
神
と
の
関
係
は
僑
仰
の
関
係
で
あ
る
Q
儒
仰
は
然
し
唯
神
の
賜
で
あ
る
。
我
々
の
信
仰
と
は
こ
の
恵
に
対
す
る
答

　
　
え
で
あ
る
。
信
ず
る
事
で
あ
る
。
又
儒
仰
に
忠
実
、
に
留
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ニ
ー
チ
ェ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
超
越
と
実
存
と
の
関

　
　
係
は
第
一
に
現
存
在
の
只
中
に
お
け
る
各
人
の
死
を
賭
し
た
誠
実
性
の
戦
い
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
ベ
ル
グ
ソ
ソ
の
哲
学
が
形
而
上
学
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。

（
1
9
）
9
竃
皿
竃
§
Φ
ど
騨
器
簿
p
く
◎
ダ
お
。
。
9
》
昏
星
団
翻
に
σ
2
．
①
9
8
ヨ
ヨ
9
窪
α
2
黒
募
蒙
G
O
陰
竃
二
冨
伍
…
σ
q
轟
伽
冨
塁
露
頃
．
頃
α
①
蒙

　
　
団
ゆ
ω
に
く
τ
お
血
§
6
。
冨
ξ
鼠
紙
①
畠
①
一
¢
。
雪
雲
節
ひ
。
、
①
。
。
け
質
。
σ
Q
汽
窮
窪
嬉
涙
¢
コ
Φ
集
叫
9
酵
δ
降
ρ
巴
⑦
緯
8
浮
影
①
ヨ
①
島
①
H
、
国
選
Φ
…
…
と
あ
る
。

（
2
0
）
　
マ
ル
セ
ル
の
哲
学
は
希
墓
の
哲
学
と
呼
ば
れ
る
が
彼
の
希
望
（
①
。
・
隠
δ
ロ
8
）
と
は
他
者
に
対
る
希
望
以
外
の
も
の
で
な
い
。
既
に
忠
実
性
と
は

　
　
己
が
奉
仕
す
る
（
。
・
費
く
ε
者
に
対
す
る
忠
実
で
あ
っ
た
Q
尚
B
・
パ
ス
カ
ル
の
パ
ン
セ
ー
に
よ
れ
ぽ
イ
エ
ス
は
凡
て
の
者
の
奉
仕
者
（
・
。
旧
く
腎
霞
）

　
　
で
あ
る
。
先
走
○
．
ζ
嘔
瞬
．
薄
》
タ
》
嵩
諺
2
。
窃
幣
雛
O
参
照
。
尚
希
望
は
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
8
コ
欝
ヨ
℃
葺
…
o
富
と
し
て
誓
え
ら
れ
て
い
る
が
、

　
　
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
が
第
一
に
行
為
で
あ
り
、
決
意
で
あ
る
こ
と
対
照
的
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
次
の
図
式
化
が
マ
ル
セ
ル
理
解
に
役
立
つ
。

キ
リ
ス
ト
教
と
実
存
暫
学

拶
三
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哲
学
概
究
　
第
五
百
十
九
署

圃
鼠
l
l
…
榊
、
O
環
鍔
①
－
一
ε
陶

　
（
巽
。
ε

　
　
一

　
　
紹
〇

　
　
一

　
価
憩
寳
伽

　
　
【

℃
3
び
叡
ヨ
薮
g
噂
p
瓜
§

　
　
　
　
　
｝
鼠

又
藝
入

（ゆ

氏
j

　
　
一囲

き
二
。

　
　
一

h
欝
陛
興
艮
繕

　
　
…

琶
《
。
。
帥
。
’
お

（
舞
鐸
三
Y
i
一
象
ω
解

　
　
　
　
　
片
9
　
　
　
　
　
…
i
倭
こ
琶
O
β
噌

P
竃
．
国
●
簿
飴
メ
”
峯
O
．
や
ト
っ
魔
r
う
帥
◎
参
照
G

四
匹

マ
ル
セ
ル
の
思
想
を
図
式
化
し
て
哲
学
史
的
に
理
解
す
る
と
次
の
よ
う
に
云
え
よ
う
1
1
－
彼
の
哲
学
は
キ
リ
ス
ト
教
的
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
で

あ
る
と
云
わ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
彼
を
ギ
リ
シ
ャ
に
で
は
な
く
近
世
に
結
ぶ
も
の
は
何
か
と
云
う
と
、
彼
の
カ
ン
ト
を
も
含
め
た
近
代
合
理
主
義
幾

判
か
ら
零
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
ベ
ル
グ
ソ
ソ
で
あ
ろ
う
か
？
　
或
は
冨
●
痔
じ
σ
…
惹
瓢
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
先
駆
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
ド
・

ビ
ラ
ン
対
デ
カ
ル
ト
の
関
係
が
マ
ル
セ
ル
の
位
置
を
決
定
す
る
と
云
え
よ
う
。
次
に
マ
ル
セ
ル
を
ベ
ル
グ
ソ
ソ
か
ら
隔
て
る
も
の
は
何
か
と
豫
う

と
、
そ
れ
は
彼
の
主
要
な
誓
学
的
理
念
で
あ
る
娘
互
主
観
性
（
ぎ
鐸
環
海
9
牙
一
δ
か
ら
解
さ
れ
る
如
く
、
M
・
ブ
；
バ
…
の
哲
学
と
共
に
、
我
と
汝

の
関
係
に
関
す
る
彼
の
タ
、
リ
ス
ト
教
的
翻
心
で
あ
る
。
絹
互
主
観
性
は
「
私
と
汝
」
或
は
「
私
と
貴
方
」
と
の
闘
係
の
問
題
で
あ
る
。
所
で
「
私

と
貴
方
」
と
の
関
係
は
「
私
と
彼
」
と
の
関
係
に
対
立
す
る
。
そ
れ
は
所
有
と
存
在
と
の
対
立
関
係
で
あ
る
。
「
私
と
彼
」
と
の
関
係
は
「
所
有
」

（
髪
。
菖
の
関
係
で
あ
り
、
「
私
と
貴
方
」
と
の
閣
係
に
「
存
在
」
（
輿
お
）
が
属
す
。
所
有
の
観
念
を
も
っ
て
彼
は
デ
カ
ル
ト
を
蜘
判
し
、
「
存
在
」

の
観
念
を
も
っ
て
、
彼
は
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
を
批
判
す
る
。
マ
ル
セ
ル
の
「
実
存
か
ら
存
在
へ
」
は
、
こ
こ
に
我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
指
摘

で
き
る
が
、
存
在
を
棺
互
主
観
性
の
中
に
見
る
考
え
は
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
。
彼
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
と
云
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
然
し

彼
が
如
何
な
る
中
世
的
キ
リ
ス
ト
教
と
も
異
な
る
点
は
、
彼
が
存
在
を
期
間
、
持
続
の
申
に
お
い
て
見
よ
う
と
す
る
努
力
と
、
彼
の
存
在
論
が
現

象
学
的
方
法
を
使
周
す
る
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
瀞
岡
大
学
人
文
学
部
〔
倫
理
〕
教
授
）



dritten　Weg，　der　weder　Religionisrnus　noch　Theologismus　sein　darf．

　　Sodann　werden　in　diesem　Aufsatz　einige　Andeutungen　gber　den　Ort

und　die　Methode　gemacht，　wodurch　eine　neue　Religionsphilosophie　ihren

Anfang　nehmen　kann．

Christianisme　et　les　pens6es　existentialis£es

　　　　　dans　les　cas　de　K．　Jaspers　et　de　G．　Marcel

　　　　　　　　　　　　　　par　Taira　Got6

　　Nous　avons　essay6　圭a　comparaison　entre　deux　grand＄　existentialistes

rellgeux　contemporains．

　　Quant　au　sujet　de玉a　relat圭on　entre　la　liber艶e毛Ia　grace，　la　peRs6e　de

G．Marcel騨i　est　catholique　appartient　a　la　tradition　augustinienne，　malsδu

point　du　v塁e　de　l’histoire　de至a　philosoph玉e，　il　est　s負r　q登e　sa　philosophie

est　la　symphonie　de　l’o籍to至09圭e　platonicienne，　ar圭stot61icienne　avec至a　ph｛…一

nomを鷺010gie　et　la　pens6e　subjec亀ive　existe盤tialiste。

　　Bien（lue　la　pens絶e　de　K：。　Jaspers　s’oPPose　au　（まogme　du　christ圭anisme，

elle　est　profondement　religeuse，　et　son　id6e　sur　Ia　relatio塗　en之re　la玉ibert6

0u　l，exisセence　et　la　transcendance，　peut　etre，　qualifi6e　co皿me　une　th60rie　de

　　ム
grace・

　　Mais　dans　sa　pensをe　reiigieuse　qui　es宅foncierement　influencξe　par

Nletz＄che　en王neme　temps　que　par　Kierkegaard，1，accent　est　toujours　pos6

Plut6t　sur　Pexis£ence　que　sur　la　transcendence．

Das　Problem・　der　menschlichen　Freiheit　bei　Kant

von　KeR　Wakamatsu

　Kants　Mora｝philosophie　scheint　zwei　Begriffe　von　der　menschllchen

Freiheit　zu　haben，　ntimlich　den　Begriff　der　transzendentaleR　Freiheit　und

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　3


