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（
1
）

　
　
　
西
田
は
神
と
世
界
と
の
関
係
に
宗
教
の
一
つ
の
根
本
問
題
が
あ
る
こ
と
を
、
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
い
る
。
私
は
こ
こ
で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ

　
　
ッ
搾
と
西
田
の
、
い
ず
れ
も
後
期
の
諸
著
作
に
現
わ
れ
た
宗
教
哲
学
思
想
に
関
謝
し
な
が
ら
、
神
と
世
界
と
が
い
か
に
関
係
し
て
い
る
か

　
　
の
問
題
を
、
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
両
足
の
思
想
に
お
い
て
、
神
と
世
界
と
の
関
係
は
、
万
有
在
神
論
的
と
し
て
、
把

　
　
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
思
想
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
を
万
有
皇
神
論
と
し
て
事
え
う
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
多
く
の
学
者
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
他
方
、
西
田
哲
学
に
つ
い
て
は
、
彼
の
最
晩
年
の
論
文
「
場
断
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
な
か
で
の
、
「
私
の
云
ふ
所
は
、
万
有
神
教
的
で
は
な
く
し
て
、
寧
、
万
有
群
書
教
的
と
も
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
」
と
い
う
文
章
を
、
そ

　
　
の
論
拠
と
し
て
引
き
舎
い
に
出
し
て
、
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
で
は
、
万
有
在
神
論
と
は
ど
う
い
う
立
場
で
あ
ろ
う
か
。
権
威
あ
る
宗
教
辞
典
に
よ
る
と
、
こ
の
概
念
を
使
用
し
た
の
は
K
・
C
・
F

　
　
・
ク
ラ
ウ
ス
　
（
H
刈
G
◎
H
～
｝
G
◎
も
Q
N
）
を
も
っ
て
噛
矢
と
す
る
。
彼
は
有
神
論
と
万
有
神
論
と
の
綜
合
を
企
図
し
て
、
す
べ
て
が
神
の
う
ち
に
あ

　
　
る
と
の
学
説
を
、
万
有
在
神
論
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
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765　
　
　
有
神
論
に
お
い
て
は
、
神
は
超
越
的
な
人
格
的
実
在
者
と
し
て
、
世
界
に
超
在
す
る
側
面
が
特
に
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
神
の
世

　
　
界
に
対
す
る
内
在
的
関
係
が
等
閑
視
さ
れ
る
こ
と
を
、
免
れ
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
万
有
神
論
（
汎
神
論
）
に
お
い
て
は
、
神
楽
撤
界

　
　
と
し
て
、
神
が
世
界
に
内
在
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
る
。
そ
の
結
果
、
神
が
世
界
の
う
ち
に
解
消
し
て
、
そ
の
超
越
的
な
人
格
的
実

　
　
在
性
が
否
認
さ
れ
る
傾
き
が
あ
る
。
有
神
論
と
汎
神
論
に
纒
わ
る
こ
う
し
た
一
面
性
を
否
定
し
、
両
者
を
よ
り
高
次
の
立
場
へ
と
止
揚

　
　
し
、
綜
合
統
一
す
る
こ
と
を
鑓
指
す
万
有
在
神
論
に
お
い
て
は
、
神
は
世
界
に
内
在
し
つ
つ
超
越
す
る
人
格
的
実
在
者
と
し
て
、
把
え
ら

　
　
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
有
神
論
に
お
い
て
は
、
神
の
世
界
超
越
性
が
強
調
さ
れ
る
た
め
に
、
神
は
人
間
の
罪
を
ど
こ
ま
で
も
響
く
独
裁
者
と
か
讃

　
　
主
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
、
把
え
ら
れ
る
傾
き
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
把
え
ら
れ
る
神
の
否
認
に
お
い

　
　
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
も
西
田
も
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
人
間
の
罪
を
徹
底
的
に
寝
く
怒
り
の
義
な
る
神
を
主

　
　
回
す
る
パ
ウ
ロ
神
学
な
い
し
パ
ウ
ロ
主
義
を
否
定
し
、
神
の
愛
を
説
き
、
そ
れ
を
身
を
も
っ
て
体
現
し
て
い
る
イ
エ
ス
の
宗
教
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
を
、
優
先
さ
せ
て
い
る
。
西
田
も
ま
た
、
超
越
的
門
主
的
神
を
否
定
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
私
は
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
に
入
る

　
　
こ
と
の
で
き
な
い
神
、
真
の
自
己
否
定
を
禽
ま
な
い
神
は
、
真
の
絶
対
者
で
は
な
い
と
考
へ
る
。
そ
れ
は
裁
く
神
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
救

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
済
の
神
で
は
な
い
。
そ
れ
は
超
越
的
君
憲
的
神
に
し
て
、
何
処
ま
で
も
内
在
的
な
る
絶
対
愛
の
神
で
は
な
い
」
と
。
し
て
み
る
と
、
有
神

　
　
論
に
お
い
て
否
認
さ
れ
る
べ
き
は
、
独
裁
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
飼
え
ら
れ
た
神
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
に
反
し
て
、
神
の
世
界
内
在
に
力
点
を
慰
く
汎
神
論
に
お
い
て
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
神
の
超
越
的
人
格
性
が
否
認
さ
れ

　
　
る
傾
き
が
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
神
を
人
格
的
実
在
者
と
し
て
把
え
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
、
七
型
哲
学
で
は

　
　
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
後
期
の
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
神
が
絶
対
者
と
か
絶
対
的
一
者
と
か
絶
対
無
、
あ
る
い
は
ま
た
、
弁
証
法
的
一
般
者

　
　
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
神
が
絶
対
無
だ
と
し
て
も
、
西
濁
に
お
い
て
は
、
神
は
自
ら
を
否
定
し
て
、
「
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
悪
に
ま
で
下
り
得
る
神
」
、
悪
逆
非
道
を
も
救
お
う
と
す
る
愛
の
神
で
あ
る
。
西
田
に
お
い
て
も
、
田
辺
哲
学
に
認
め
ら
れ
う
る
よ
う
に
、



　
　
絶
対
無
即
応
で
あ
る
。
た
だ
、
絶
対
無
即
愛
と
し
て
の
神
は
、
田
辺
の
『
臓
三
道
の
哲
学
』
な
ど
に
お
い
て
は
、
よ
ほ
ど
人
格
的
実
在
者

　
　
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
西
田
に
お
い
て
は
、
そ
ん
な
に
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
田
が
宗

　
　
教
哲
学
思
想
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
仏
教
的
な
空
無
の
思
想
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
当
然
の
こ
と

　
　
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
以
上
の
考
察
に
お
い
て
、
神
が
人
格
的
実
在
者
で
あ
る
と
な
す
点
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
括
弧
に
く
く
る
と
し
て
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ

　
　
ッ
ド
と
西
田
の
思
想
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
共
通
に
主
張
し
う
る
こ
と
は
、
神
は
世
界
に
対
し
て
、
超
越
即
内
在
的
、
内
在
即
超
越

　
　
的
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
照
は
「
神
は
此
の
世
界
に
於
て
、
何
処
に
も
な
い
と
共
に
何
処
に
も
あ
ら
ざ
る
所
な
し
と
云
ふ
こ
と
が

　
　
　
　
（
8
）

　
　
で
き
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
も
岡
じ
こ
と
を
別
の
仕
方
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
世
界
が
神
に
内
在
す
る
こ
と
は
、

　
　
神
が
世
界
に
内
在
す
る
こ
と
と
同
じ
く
真
で
あ
る
、
神
が
世
界
に
超
越
す
る
こ
と
は
、
世
界
が
神
に
超
越
す
る
こ
と
と
同
じ
く
、
真
で
あ

　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
る
」
と
。
こ
う
い
う
仕
方
で
、
「
神
と
世
界
と
は
対
照
的
対
立
者
8
緊
憲
q
。
滞
α
。
署
。
簿
Φ
ω
」
で
あ
り
、
両
者
は
「
互
い
に
桐
互
の
要
求
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
う
ち
に
立
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
西
照
も
ま
た
、
「
故
に
私
は
仏
あ
っ
て
衆
生
あ
り
、
衆
生
あ
っ
て
仏
が
あ
る
と
云
ふ
、
創
造
者
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
i
）

　
　
て
の
神
あ
っ
て
創
造
物
と
し
て
の
世
界
あ
り
、
逆
に
創
造
物
と
し
て
の
世
界
あ
っ
て
神
が
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
」
、
と
言
っ
て
い

　
　
る
。
さ
て
、
神
が
世
界
に
内
在
す
る
と
い
う
の
は
、
弁
証
法
諭
理
を
使
っ
て
い
え
ば
、
神
が
自
ら
を
否
定
し
て
、
「
極
悪
の
人
の
心
に
も

　
　
（
1
3
）

　
　
潜
む
」
と
い
う
仕
方
で
、
量
界
を
、
人
間
を
あ
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
神
は
か
く
自
ら
を
否
定
し
て
、
世
界
を
、
追
追
を
あ
ら
し
め
つ

　
　
つ
、
人
間
の
自
己
否
定
即
肯
定
の
転
換
（
罪
障
の
自
覚
を
通
し
て
、
自
ら
を
「
極
悪
の
人
」
と
し
て
放
棄
し
否
定
す
る
こ
と
が
、
却
っ
て

　
　
神
の
摂
取
不
捨
の
愛
に
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
）
を
媒
介
に
し
て
、
自
ら
を
肯
定
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
肯
定
に
お
い
て
「
神
は
世
界

　
　
超
越
的
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
神
は
人
問
を
媒
介
に
し
て
自
ら
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
肯
定
し
、
人
間
も
ま
た
、
神
を
媒
介
に
し
て
自
ら
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
肯
定
す
る
。
こ
う
し
た
神
と
人
間
と
の
関
係
を
、
西
田
は
「
逆
対
応
」
と
か
「
逆
限
定
」
と
い
う
概
念
で
把
え
て
い
る
。
神
と
世
界

脚　
　
　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
田
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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ハ

と
は
対
照
的
対
立
者
と
し
て
栢
互
に
要
求
し
合
っ
て
い
る
と
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ヅ
ド
の
宗
教
観
も
、
弁
証
法
論
理
を
使
っ
て
突
き
詰
め
て

い
え
ば
、
西
田
の
立
場
と
符
節
を
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
頑
固
な
ま
で
に
弁
証

法
論
理
を
忌
避
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
濁
者
の
相
違
点
を
強
い
て
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
薦
田
に
よ
れ
ば
、
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

は
世
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
つ
つ
自
ら
を
限
定
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
矛
癒
的
自
己
同
一
的
に
、
「
世
界
の
自
己
表
現
的
形
成
要
素
し
で

あ
る
そ
の
い
ち
い
ち
に
お
い
て
、
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
神
に
、
逆
対
応
的
に
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
人
間
が
こ
う
し
た
い
ち

い
ち
の
瞬
聞
一
絶
対
現
在
－
に
お
い
て
、
絶
対
者
に
接
す
る
に
あ
た
っ
て
、
主
要
な
二
つ
の
仕
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
は
「
か

か
る
世
界
に
於
て
は
、
我
々
の
自
己
は
、
外
に
空
間
的
に
、
即
ち
断
謂
客
観
的
方
向
に
、
何
処
ま
で
も
我
々
の
自
己
を
越
え
で
自
己
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

身
を
表
現
す
る
も
の
、
絶
対
着
の
自
己
表
現
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
」
野
田
は
キ
リ
ス
ト
教
を
こ
の
方
向
に
徹
し
た
も
の
と
見
て
い
る

が
、
私
は
そ
こ
に
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
宗
教
思
想
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
今
一
つ
は
、
絶
対
現
在
の
「
時
間
面
的
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

限
定
の
方
向
に
、
即
ち
所
謂
主
観
的
方
向
に
、
我
々
の
自
己
を
越
え
て
、
超
越
的
な
る
絶
対
者
に
接
す
る
の
で
あ
る
ご
西
田
は
こ
の

内
的
な
下
へ
の
超
越
の
方
向
の
徹
底
に
仏
教
の
特
色
を
見
て
い
る
が
、
西
田
自
身
の
宗
教
思
想
が
そ
こ
に
定
位
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
私

に
は
思
わ
れ
る
。
私
は
こ
こ
に
、
神
と
世
界
と
の
関
係
に
関
し
て
、
万
有
在
神
論
的
に
横
え
る
点
に
お
い
て
合
致
す
る
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ

ッ
ド
と
西
田
と
の
根
本
的
相
違
点
を
、
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
西
田
に
お
い
て
、
神
が
人
格
的
実
在
者
で
あ
る

点
に
関
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
ほ
ど
明
確
で
な
い
理
由
も
、
こ
う
し
た
相
違
点
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
納
得
が
ゆ
く
で
あ
ろ

う
。

（
誌
冒

（
1
）
　
西
照
幾
多
郎
全
集
第
十
五
巻
、
岩
波
轡
店
颯
七
三
ペ
ー
ジ
。
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拙
薯
［
職
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
宗
教
哲
学
』
、
行
路
難
刊
、
昭
繍
五
十
三
年
、
　
一
圏
二
i
一
五
ニ
ベ
ー
ジ
参
照
。

西
田
歳
多
郎
全
臨
榮
第
十
一
巻
、
　
三
九
九
ペ
ー
ジ

営
①
カ
¢
財
α
q
δ
”
ぎ
○
①
ω
o
露
。
ゲ
8
§
伽
Q
£
窪
毒
恕
r
ら
。
．
》
郎
ゆ
薗
㈹
o
サ
ゆ
曽
民
く
．
ω
．
ω
ρ

〉
’
冥
．
乏
三
8
ぴ
＄
9
℃
「
o
o
霧
ω
勲
⇒
繕
労
①
蝕
搾
ざ
嵩
霞
喝
碧
卸
閃
。
毒
嫡
℃
∬
げ
詳
げ
①
屋
”
2
0
≦
歳
。
時
”
H
㊤
8
”
唱
。
㎝
昏
。
同
、
及
び
閃
⑦
瓢
守
q
ご
コ
ヨ
鋒
。
ζ
9
町
昌
ぴ
Q

西
田
幾
多
郎
金
集
第
十
一
巻
、
四
五
八
ペ
ー
ジ

属
上
、
　
四
〇
四
［
ペ
ー
ジ

購
上
、
一
二
九
八
ペ
ー
ジ

℃
8
8
ω
ω
餌
鼠
閑
舞
簿
ざ
唱
◆
0
鱒
Q
。
．

同
露
繍
；
ワ
総
Q
。
・

同
玄
伍
こ
ワ
9
ρ

繭
掲
哲
田
幾
多
郎
全
集
、
三
九
八
ペ
ー
ジ

【
隅
上
、
四
〇
四
ぺ
…
ジ

岡
上
、
四
三
三
べ
！
ジ

聞
回
上
、
　
四
＝
一
照
ペ
ー
ジ

同
上
、
瞬
三
四
ぺ
！
ジ

⇔
　
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
　
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
個
物

　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
世
界
を
構
成
す
る
最
小
の
窮
極
的
な
事
物
で
あ
り
、
世
界
は
諸
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
と
物
理
学
的
領
域
に
お
け
る
陽
子
と
か
電
子
と
い
っ
た
、
物
質
を
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
成
す
る
霧
極
の
粒
子
に
相
応
す
る
概
念
で
あ
る
。
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
そ
れ
を
「
想
嫌
に
よ
る
合
理
化
の
方
法
」
を
通
し
て
普
遍
化

　
　
し
て
、
入
間
を
含
む
す
べ
て
の
も
の
の
経
験
に
適
用
可
能
な
、
最
小
の
単
位
と
し
て
の
経
験
主
体
と
み
な
し
て
い
る
。
人
間
の
経
験
に
適

脚　
　
　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
薦
田
暫
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

用
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
意
識
的
経
験
の
瞬
間
で
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
世
界
を
経
験
す
る
主
体
で
あ
る
と
と
も
に
、
世
界
を
形
づ
く
る
そ
の
最
小
の
構
成
要
素
で
も
あ

る
。
そ
れ
は
世
界
に
よ
っ
て
作
ら
れ
な
が
ら
、
世
界
を
作
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
上
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
「
普
遍
的
三
関
主
義
」
の
概
念
を

通
し
て
明
確
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
他
の
す
べ
て
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
世
界
を
経
験
す
る
主
体
と
し
て
、
他
の
す
べ
て
の
も

の
と
関
わ
り
を
も
ち
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
な
が
ら
、
自
ら
を
限
定
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
こ
の
世
の
す

べ
て
の
も
の
が
因
縁
に
よ
り
生
起
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
は
他
の
す
べ
て
の
も
の
と
因
と
な
り
縁
と
な
っ
て
、
相
依
相
待
的

に
生
々
流
転
し
て
い
る
こ
と
わ
り
を
冷
厳
に
鳥
見
し
ょ
う
と
す
る
、
仏
教
的
な
世
界
観
を
、
わ
れ
わ
れ
に
彷
彿
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
私
は
こ
こ
で
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
個
物
と
の
類
似
性
に
、
瞠
臥
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
私

見
に
よ
れ
ば
、
個
物
の
概
念
が
想
定
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
思
想
的
背
景
が
あ
る
よ
う
に
、
思
わ
れ
る
。
輔
つ
は
、
現
代
物
理
学
に
お
け
る

物
質
観
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
仏
教
的
な
自
覚
の
立
場
で
あ
る
。
西
田
が
現
代
物
理
学
に
絶
え
ず
斬
新
な
学
問
的
興
味
を
向
け
て
い
た
こ

と
は
、
彼
の
諸
著
作
に
接
し
た
こ
と
の
あ
る
人
に
は
、
一
屋
瞭
然
で
あ
る
。
こ
う
し
た
脈
絡
に
お
い
て
、
彼
の
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
は
、

特
に
注
昌
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
ア
ト
ム
が
結
合
し
て
実
在
と
な
る
。
最
終
の
実
在
と
考
へ
ら
れ
る

も
の
は
何
等
か
の
個
物
と
い
ふ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
近
頃
で
も
最
後
の
物
質
は
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
よ
ふ
に
考

　
　
　
（
4
）

へ
て
み
る
」
と
。
そ
し
て
さ
ら
に
語
を
継
い
で
、
「
電
子
も
一
つ
の
個
物
で
あ
る
。
我
々
の
世
界
は
そ
う
い
ふ
も
の
か
ら
成
立
っ
て
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
5
）

と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
こ
う
も
語
っ
て
い
る
。
コ
つ
の
ア
ト
ム
が
あ
る
と
考
へ
る
の
も
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ア
ト
ム
が
あ
る
と
考
へ
る
か
ら
あ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
と
い
ふ
こ
と
ば
他
の
全
体
と
関
係
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
。
こ
う
し
た
個
物
観

は
、
現
代
物
理
学
的
な
物
質
観
を
背
景
に
も
っ
こ
と
な
し
に
は
、
理
解
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
西
田
は
し
ば
し
ば
真
の
個
物
は
人
格
的
自
己
と
い
う
も
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
は
個
物
を
、
絶
対
矛



　
　
盾
的
自
己
同
一
的
な
弁
証
法
的
存
在
者
、
つ
ま
り
矛
盾
の
統
一
と
し
て
、
卜
え
て
い
る
。
個
物
は
そ
の
置
か
れ
た
環
境
的
世
界
に
よ
っ
て

　
　
限
定
さ
れ
な
が
ら
、
自
ら
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
個
物
剴
蝕
く
筏
餐
ヨ
は
ゆ
①
の
ニ
ヨ
ヨ
窪
浄
ω
で
あ
っ
て
し
か
も
じ
d
①
。
。
瓢
穿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
葺
①
ω
で
あ
る
。
限
定
さ
れ
た
極
限
に
断
て
自
己
を
越
え
却
っ
て
自
己
を
限
定
し
来
る
も
の
で
あ
る
」
、
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。
偲
物
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
っ
て
、
そ
れ
が
麗
か
れ
た
環
境
的
世
界
は
、
個
物
を
包
む
一
般
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
物
が
環
境
的
世
界

　
　
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
一
般
的
限
定
と
い
っ
て
よ
い
。
個
物
は
一
般
的
な
も
の
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
な
が
ら
、
自
ら
を
限

　
　
定
す
る
。
こ
の
自
己
限
定
は
、
そ
の
個
物
的
限
定
と
い
っ
て
よ
い
。
個
物
の
一
般
的
限
定
は
す
な
わ
ち
個
物
的
認
定
と
い
わ
れ
る
理
由

　
　
が
、
そ
こ
に
あ
る
。

　
　
　
欄
物
の
一
般
的
限
定
と
は
ま
た
、
個
物
が
も
ろ
も
ろ
の
他
の
個
物
に
対
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

　
　
か
く
個
物
が
他
の
個
物
に
対
す
る
こ
と
が
、
個
物
が
個
物
と
し
て
あ
る
こ
と
に
歪
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
棚
物
が
動
軸
的

　
　
空
問
的
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
、
自
ら
を
直
線
的
時
間
的
に
限
定
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
も
こ
こ
で
特
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
個
物
の
こ
う
し
た
被
限
定
郡
能
限
定
を
、
西
田
が
弁
証
法
論
理
で
把
え
て
い
る
こ
と
で
あ

　
　
る
。
蝦
物
が
そ
の
環
境
的
世
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
、
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
と
は
、
論
理
的
に
い
え
ば
、
矛
毒
し
た
二

　
　
つ
の
事
柄
で
あ
る
。
し
か
も
個
物
が
社
会
的
歴
史
的
現
実
の
中
に
あ
る
い
ち
い
ち
の
有
り
方
が
、
こ
う
し
た
矛
盾
の
統
一
と
し
て
あ
る
の

　
　
で
あ
る
。
そ
し
て
社
会
的
歴
史
的
世
界
の
直
中
で
、
こ
う
し
た
矛
盾
の
統
一
と
し
て
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
の
が
、
真
の
個
物
と
し

　
　
て
の
人
格
的
自
己
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
個
物
は
そ
の
環
境
的
世
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
な
が
ら
、
自
ら
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
世
界
を
自
ら
に
お
い
て
表
現
す
る
小

　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
世
界
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
世
界
の
中
に
あ
っ
て
そ
れ
を
表
出
す
る
世
界
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
フ
の
一
角
」
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
個

　
　
物
は
世
界
を
自
ら
の
う
ち
に
映
し
表
現
し
な
が
ら
、
そ
の
い
ち
い
ち
に
お
い
て
、
却
っ
て
世
界
の
自
己
形
成
作
用
の
焦
点
と
な
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
る
。
別
言
す
れ
ば
、
「
自
己
が
世
界
を
映
す
と
共
に
自
己
が
単
字
の
一
観
点
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
個

815　
　
　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
翅
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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蹉
○

物
は
世
界
に
よ
っ
て
作
ら
れ
な
が
ら
、
世
界
を
作
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
世
界
も
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

「
何
処
ま
で
も
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
何
処
ま
で
も
作
る
も
の
で
あ
る
」
個
物
を
媒
介
に
し
て
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
隅
一
的

に
、
自
ら
を
形
成
し
創
造
す
る
「
弁
証
法
的
世
界
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。
「
世
界
は
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、
形
作
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

も
の
か
ら
形
作
る
も
の
へ
」
と
動
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
餌
田
に
よ
れ
ば
、
個
物
は
被
限
定
即
事
限
定
的
に
、
世
界
を
自
ら
に
表
現
す
る
と
と
も
に
、
世
界
の
自
己
表
現
的
形
成
要
素
と

し
て
そ
の
つ
ど
、
絶
対
的
一
軸
た
る
神
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
神
は
先
に
一
書
し
た
よ
う
に
、
世
界
に
超
越
的
で
あ
る
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

も
に
内
在
的
、
内
在
的
で
あ
る
と
と
も
に
超
越
的
な
真
の
弁
証
法
的
な
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
弁
証
法
的
な
神
は
自
己
を
否
定

し
て
、
世
界
を
、
個
物
を
あ
ら
し
め
つ
つ
、
個
物
、
つ
ま
り
被
限
定
即
能
限
定
的
に
世
界
を
自
ら
の
内
に
映
し
な
が
ら
、
世
界
の
一
観
点

と
な
る
謡
物
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
、
自
ら
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
否
、
個
物
が
被
限
定
豊
能
限
定
的
に
、
世
界
を
自
ら
の
内
に
映
し

つ
つ
世
界
の
一
観
点
と
し
て
、
被
会
的
歴
史
的
に
あ
る
そ
の
い
ち
い
ち
が
、
弁
証
法
的
一
般
者
に
媒
介
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
個
物
が

絶
鰐
に
触
れ
る
と
か
、
神
に
接
す
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
事
態
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
田
が
神
と
世
界
、
神
と
人

閥
と
の
こ
う
し
た
関
わ
り
を
、
「
逆
限
定
」
と
か
「
逆
対
応
」
と
い
う
概
念
で
把
え
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
「
我
々
の
自

己
は
絶
対
的
一
曲
の
自
己
否
定
と
し
て
、
何
処
ま
で
も
素
面
蛮
的
に
之
に
接
す
る
の
で
あ
り
、
個
な
れ
ば
個
な
る
程
、
絶
対
的
一
老
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

す
る
、
即
ち
神
に
対
す
る
」
、
と
西
田
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
弁
証
法
的
神
は
、
自
ら
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
肯
定
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

自
ら
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
否
定
す
る
存
在
者
、
す
な
わ
ち
「
五
二
の
無
な
る
が
故
に
、
絶
対
の
有
」
で
あ
り
、
有
無
の

矛
盾
的
統
一
と
し
て
の
絶
対
無
と
い
っ
て
よ
い
。
人
間
が
絶
対
無
と
し
て
の
神
に
逆
対
応
的
に
接
す
る
と
い
う
の
は
、
換
言
す
れ
ば
、

「
か
ム
る
世
界
の
個
物
的
多
と
し
て
、
我
々
の
自
己
の
一
々
が
、
自
己
自
身
の
世
界
を
限
定
す
る
唯
一
的
弓
と
し
て
、
絶
対
的
一
重
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

現
す
る
と
と
も
に
、
逆
に
絶
対
的
一
雨
の
自
己
表
現
と
し
て
、
一
畳
の
窃
己
射
影
点
と
な
る
し
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
西
田

　
　
　
　
（
1
9
）

が
別
の
論
文
で
、
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
に
お
い
て
、
真
の
自
己
を
見
る
、
と
い
う
言
い
詳
し
で
意
味
し
て
い
る
こ
と
と
、
本
質
的
に
別



　
　
で
は
な
い
。

　
　
　
西
田
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
絶
息
無
に
触
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
絶
対
無
の
自
覚
を
も
つ
こ
と
は
、
絶
対
無
の
細
細
限
定
と
一
つ
に
成
立
す

　
　
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
の
有
り
方
が
、
個
物
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
物
と
し
て
の
有
り
方
の
う
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
は
、
「
死
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
」
と
か
、
「
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
常
に
甦
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
窪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
た
、
「
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
否
定
し
て
物
と
な
る
、
物
と
な
っ
て
見
、
物
と
な
っ
て
行
ふ
」
と
か
、
「
己
を
斎
う
し
て
物
を
見
る
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
己
が
物
の
中
に
没
す
る
、
無
心
と
か
自
然
法
爾
と
云
ふ
こ
と
」
が
、
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「
私
の
底
に
汝
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
り
、
汝
の
底
に
私
が
あ
る
」
と
か
、
「
霞
己
が
他
と
な
り
、
他
が
自
己
と
な
る
」
と
い
わ
れ
う
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
個
物
の
こ
う

　
　
し
た
有
り
方
は
、
仏
教
的
な
考
え
方
を
思
想
的
背
景
と
し
て
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
綱
物
の
こ
う
し
た
把
え
方
は
ま
た
、
個
物
を
瞬
間
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
「
一
つ
の
時
の
瞬
間
が
個
物
と
云

　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
ふ
意
味
を
有
つ
」
、
と
西
田
は
語
っ
て
い
る
。
個
物
が
瞬
間
に
お
い
て
生
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
は
死
す
る
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
生
き
る
の
で
あ
り
、
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
甦
る
の
で
あ
る
。
西
田
は
、
個
物
が
被
限
定
即
事
限
定
的
に
、
世
界
を
自
ら
の
内
に
表

　
　
現
し
な
が
ら
、
世
界
の
自
己
表
現
の
焦
点
と
な
る
働
き
を
、
行
為
的
直
観
と
い
う
概
念
で
把
え
、
こ
の
行
為
に
関
説
し
な
が
ら
、
こ
う
述

　
　
べ
て
い
る
。
「
け
だ
し
行
為
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
行
為
と
は
死
す
る
事
に
よ
っ
て
生
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
A
の
限
定
、

　
　
と
し
て
あ
る
も
の
は
B
の
限
定
に
到
る
事
に
よ
っ
て
一
度
死
す
る
。
し
か
し
単
蓄
ω
》
は
》
匿
9
霧
ゆ
に
於
て
再
び
自
己
を
見
出
し

　
　
て
再
生
す
る
。
か
く
の
如
く
、
諺
↓
ご
ヴ
↓
O
と
死
し
て
又
生
れ
る
も
の
が
行
為
で
あ
っ
て
、
身
体
も
亦
か
下
る
意
味
に
於
て
行
為
な
の
で

　
　
（
2
6
）

　
　
あ
る
」
と
。

　
　
　
し
て
み
れ
ば
、
瞬
問
に
お
い
て
生
起
す
る
個
物
は
、
世
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
な
が
ら
自
ら
を
限
定
し
、
世
界
の
自
己
表
現
的
要
素
と

　
　
し
て
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
巴
に
死
し
て
他
の
個
物
に
生
き
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
歴
史
的
身
体
」
と
し
て
成
立
す

　
　
る
人
格
的
自
己
も
、
厳
密
に
い
え
ば
、
か
か
る
も
ろ
も
ろ
の
個
物
の
死
復
活
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
、
そ
れ
ら
の
連
鎖
と
み
な
さ
れ
な
け

鵬　
　
　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
繊
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎝
＝
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一
一
馨

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
瞬
間
は
他
の
瞬
間
に
対
し
て
、
絶
紺
に
独
立
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
に
死
し
て
他
に
生
き
る
と
い
う

仕
方
で
、
非
連
続
の
連
続
的
に
一
つ
の
系
列
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
ま
た
瞬
間
も
矛
盾
の
統
一
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ

る
。
這
般
の
事
納
を
高
坂
正
顕
は
こ
う
表
現
し
て
い
る
。
「
そ
の
様
に
瞬
間
も
矛
盾
で
あ
る
。
…
…
か
か
る
瞬
間
の
自
己
限
定
は
自
己
を

限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
失
い
、
し
か
も
自
己
を
失
う
事
に
よ
っ
て
自
己
を
得
る
の
で
あ
る
。
瞬
間
は
消
え
る
事
に
よ
っ
て
生
れ

　
　
　
（
2
7
）

る
の
で
あ
る
」
と
。
人
格
的
自
己
が
も
ろ
も
ろ
の
個
物
の
非
連
続
の
連
続
的
に
、
死
し
て
生
れ
る
と
い
う
仕
方
で
形
成
さ
れ
る
系
列
と
し

て
成
立
す
る
こ
と
は
、
西
田
が
先
立
つ
瞬
間
と
後
な
る
瞬
間
を
、
私
と
汝
の
関
係
と
し
て
把
え
、
そ
し
て
人
格
的
統
一
を
私
と
汝
と
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

独
立
で
あ
り
な
が
ら
関
係
す
る
雪
吊
の
統
一
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
で
あ
る
。
人
格
的
自
己
を
も
ろ
も
ろ
の
個
物
の

私
と
汝
と
の
闘
係
と
し
て
把
え
る
こ
う
し
た
立
場
は
、
真
の
個
物
が
人
格
的
自
己
で
あ
る
と
す
る
先
の
立
業
と
は
、
直
に
結
び
つ
か
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
西
田
の
個
物
概
念
の
曖
昧
さ
が
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
個
物
が
瞬
間
に
お
い
て
生
起
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
西
田
哲
学
の
個
物
概
念
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
ア

ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
類
似
性
に
想
到
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
殊
に
、
ア
ク
チ
ュ
ケ
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
人
間
的
経
験
に
関

し
て
話
題
に
な
る
と
き
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
意
識
的
経
験
の
瞬
間
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て

も
、
人
格
的
自
己
は
も
ろ
も
ろ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
、
誕
生
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
、
「
規
定
す

る
性
格
」
に
よ
っ
て
、
社
会
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
連
鎖
と
し
て
、
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
西
腿
哲
学
に
お
け
る
個
物
概
念
が
、
現
代
物
理
学
と
仏
教
思
想
と
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た
思
想
背
景
の

も
と
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
個
物
が
二
つ
の
全
く
異
質
な
も
の
を
無
理
矢
理
結
び

舎
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
奇
妙
き
て
れ
つ
な
代
物
だ
と
い
う
こ
と
を
、
決
し
て
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
個
物
は
一
方
に
お
い
て
、
物
質
の
最
小
の
構
成
要
素
と
し
て
の
粒
子
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
、
絶
対
無
の
自
覚
的
な
自
己

限
定
と
一
つ
に
成
立
す
る
そ
の
つ
ど
の
真
の
人
格
的
自
己
で
あ
る
。
薦
田
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
無
機
物
か
ら
動
植
物
を
通
っ
て
、
人
間



　
　
的
人
格
に
至
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
個
物
な
の
で
あ
る
。
個
物
は
何
で
あ
れ
、
物
質
的
即
精
神
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
物
質
的
と
い
う
の

　
　
は
、
個
物
が
そ
の
環
境
的
世
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
と
い
う
客
観
的
側
爾
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
精
神
的
と
い
う
こ
と
で
意
味

　
　
さ
れ
て
い
る
の
は
、
環
境
的
世
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
な
が
ら
、
自
己
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
新
し
い
も
の
を
産
み
出
し

　
　
て
く
る
個
物
の
創
造
的
な
主
観
的
側
面
で
あ
る
。
個
物
が
こ
う
し
た
意
味
で
、
物
質
的
即
精
神
的
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
矛
盾
的
自
己
同

　
　
一
的
な
弁
証
法
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
西
田
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
す
べ
て
有
る
も
の
は
弁
証
法
的
存
在
と
し
て
有
る
の
で
あ
る
。
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
調
物
と
い
ふ
も
の
か
ら
、
我
々
の
自
己
に
盃
る
ま
で
然
ら
ざ
る
は
な
い
。
私
の
個
物
と
い
ふ
の
は
、
か
蕊
る
も
の
を
云
ふ
の
で
あ
る
」

　
　
と
。
た
だ
物
質
と
入
格
的
自
己
と
が
区
別
さ
れ
る
点
は
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
精
神
的
な
も
の
、
つ
ま
り
個
物
が
直
線
的
時
間
的
に
自
ら

　
　
を
限
定
す
る
側
面
が
、
極
小
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
も
、
精
神
的
な
も
の
は
皆
無
だ
と
は
考
え
ら
れ

　
　
て
い
な
い
。
時
間
面
が
極
小
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
物
質
が
た
ん
に
空
間
面
に
お
い
て
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
時
間
が
話
題
に
な

　
　
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
空
聞
化
さ
れ
た
時
問
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
西
田
が
、
弁
証
法
的
個
物
は
時
間
的

　
　
即
空
間
的
だ
と
い
う
場
合
、
こ
の
時
間
は
空
瓶
化
さ
れ
た
時
間
と
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
過
去
と
未
来
と
を
内
に
包
ん
だ
「
純
粋
持

　
　
続
」
と
し
て
の
生
き
ら
れ
た
時
間
で
あ
る
。
物
質
は
空
闘
化
さ
れ
た
時
間
に
お
か
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
機
械
論
的
囲
果
の
法
事

　
　
に
支
配
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
丙
田
が
世
界
を
叢
磨
の
構
造
に
お
い
て
掘
え
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
物
理
的
な
世
界
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
は
、
物
質
を
構
成
す
る
も
ろ
も
ろ
の
粒
子
が
力
の
場
に
お
か
れ
て
い
る
、
機
械
論
的
物
質
界
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
高
坂
は
こ
う

　
　
解
説
し
て
い
る
。
「
少
な
く
と
も
時
は
自
己
自
身
の
内
容
を
有
た
ず
、
同
じ
形
の
反
覆
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
物
質
的
世
界
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
あ
り
、
か
か
る
世
界
の
自
己
形
成
の
形
が
、
物
理
的
法
則
と
言
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
し
と
。
次
い
で
、
生
物
の
世
界
が
考
え
ら
れ

　
　
る
。
そ
こ
で
は
、
生
命
を
構
成
す
る
最
小
の
有
機
体
と
し
て
の
細
胞
が
、
そ
の
環
境
の
う
ち
に
置
か
れ
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
物
理
的

　
　
世
界
が
機
械
論
的
因
果
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
生
物
の
世
界
は
、
あ
る
圏
的
の
実
現
を
圏
指
し
て
自
ら
を
時
間
的
直

855　
　
　
　
　
　
ホ
ワ
イ
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ッ
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学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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哲
学
研
究
　
第
五
再
三
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

線
的
に
限
定
す
る
生
命
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
目
的
論
的
と
い
え
る
。
し
か
し
細
胞
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
必
ず
そ
の
環
境
の
内

に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
環
境
に
限
定
さ
れ
る
側
面
を
度
外
視
し
て
は
、
生
命
は
考
え
ら
れ
な
い
。
物
理
的
世
界
に
比
し
て
、

生
物
の
世
界
に
お
い
て
は
、
声
調
の
物
質
的
即
精
神
的
な
弁
証
法
的
性
格
が
、
よ
り
鮮
明
に
現
わ
れ
て
く
る
。
し
か
し
そ
こ
で
も
ま
だ
、

燗
物
は
自
ら
が
矛
盾
的
自
己
同
一
的
で
あ
る
こ
と
を
、
自
覚
し
て
い
な
い
。
生
物
の
世
界
で
は
、
個
物
は
本
能
に
し
た
が
っ
て
、
矛
鷹
の

統
一
を
生
き
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
生
物
の
世
界
か
ら
歴
史
的
世
界
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
、
自
ら
の
本
質
を
絶
対
矛
億
的
自
己
同
一
的
と
し
て
自
覚
す
る
、
真
の
個
物
と
し
て
の
人
格
的
自
己
の
、
作
ら
れ
た
も
の
か
ら

作
る
も
の
へ
と
絶
え
ず
行
為
す
る
世
界
が
、
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
一
事
は
、
物
理
的
徴
界
も
生
物
の
世
界
も
、
歴
史
的
世
界
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
に
包
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
は
、
既
述
の
ご
と
く
、
真
の
欄
物
と
し
て
の
人
格
的
自
己
が
、
被
限
定
即
能
限
定
的
に
、
多
の
一
、
一

の
多
と
の
矛
斎
物
自
己
同
一
的
に
動
い
て
ゆ
く
。
綱
物
は
何
で
あ
れ
、
多
の
一
、
一
の
多
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
に
お
い
て
成
立
す
る
と

は
い
え
、
あ
る
種
の
個
物
は
、
多
か
ら
一
が
出
て
く
る
と
い
う
仕
方
で
成
立
す
る
ー
ー
機
械
論
的
な
物
質
一
し
、
ま
た
他
の
個
物
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

一
か
ら
多
が
出
て
く
る
と
い
う
仕
方
で
成
立
す
る
…
1
目
的
論
的
な
細
胞
…
…
と
い
う
区
別
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
別
の
言
い

方
を
す
れ
ば
、
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
作
ら
れ
な
が
ら
自
ら
を
作
っ
て
ゆ
く
真
の
個
物
と
し
て
の
人
格
的
自
己
は
、
客
観
的
即
主
観
的
、

空
間
的
即
時
間
的
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
弁
証
法
的
世
界
の
時
聞
面
を
極
小
と
し
た
、
空
間
的
客
観
爾
と
し
て
、
物
理
的
世
界
が
抽
象
さ

れ
て
く
る
し
、
他
方
、
そ
の
時
間
的
主
観
面
と
し
て
、
生
物
の
世
界
が
抽
象
さ
れ
て
く
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
無
機
物
と
有
機
物
、
無
生
命
の
領
域
と
生
命
の
領
域
と
を
、
二
元
論
的
に
峻
別
す
る
従
来
の
認
識
論

は
、
西
田
哲
学
に
は
全
く
無
縁
で
あ
る
こ
と
が
、
分
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
の
も
の
の
経
験
主
体
を
ア
ク
チ
ュ
ア

ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
概
念
で
一
元
的
に
把
え
る
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
の
類
似
性
は
、
歴
然
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ク
チ
ュ

ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
何
で
あ
れ
、
自
然
的
（
塩
鯨
邑
）
で
あ
る
と
と
も
に
、
精
神
的
（
ヨ
霧
邑
）
で
あ
る
の
で
あ
る
。



　
西
霞
哲
学
に
お
け
る
個
物
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
「
有
機
体
の
哲
学
」
に
お
け
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
な
る
ほ
ど

対
応
し
て
い
る
と
し
て
も
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
個
物
と
異
な
っ
て
、
弁
証
法
的
存
在
と
は
い
わ
れ
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
の
反
論
が
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
弁
証
法
論
理
を
駆
使
し
て
は
い
な
い
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
弁
証
法
的
存
在
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
に
も
い
わ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
「
ア
ク
チ
ュ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
自
一
同
性
（
。
。
絃
山
α
①
算
ξ
）
を
自
－
他
性
（
ω
・
寧
蝕
く
①
邑
蔓
）
と
結
び
つ
け
て
い
る
」
、
と
だ
け
述
べ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
弁
証
法
的
と
い
う
の
は
、
自
ら
を
否
定
し
て
他
に
な
り
一
そ
れ
が
自
…
他
性
で

あ
る
一
、
こ
う
し
た
他
を
否
定
的
媒
介
に
し
て
、
自
己
が
自
己
で
あ
ろ
う
と
す
る
一
そ
れ
が
自
一
同
性
で
あ
る
一
と
こ
ろ
に
成
立

す
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
自
然
的
で
あ
る
と
と
も
に
精
神
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
の
環
境
的
世
界
に

よ
っ
て
限
定
さ
れ
な
が
ら
一
こ
う
し
た
被
限
定
の
側
面
を
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
「
自
然
的
極
と
呼
ん
で
い
る
」
1
、
そ
れ
自
身
の

濁
的
の
実
現
を
膳
指
し
て
自
ら
を
限
定
し
て
ゆ
く
一
こ
う
し
た
側
面
は
、
「
精
神
的
極
」
を
形
成
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
一
の
で
あ

る
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
そ
の
環
境
的
世
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
つ
つ
自
ら
を
限
定
す
る
そ
の
合
成
過
程
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
自
－
同
性
を
失
う
こ
と
な
し
に
自
－
他
性
で
あ
り
、
自
一
他
性
と
し
て
あ
り
つ
つ
自
－
同
的
な
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、
「
自
ら
を

創
造
す
る
被
造
物
」
た
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
そ
の
合
成
過
程
に
お
い
て
、
西
田
の
言
い
回
し
を
借
用
し
て
い
え
ば
、

矛
盾
的
自
己
同
一
的
だ
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
上
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
れ
自
身
の
札
的
を
実
現
し
、
そ
の

生
成
過
程
が
終
息
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
き
、
自
己
に
死
し
て
ー
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
「
滅
す
る
し
（
需
蔚
ぴ
）
と
い
う
こ
と
ば
を
使
用
し

て
い
る
　
　
飽
者
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
、
後
続
す
る
他
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
与
件
と
し
て
「
客
体

化
」
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
二
物
と
同
様
に
、
そ
の
一
瞬
一
瞬
に
お
い
て
、
死
し
て
生
き
る
の

で
あ
り
、
滅
し
つ
つ
甦
る
の
で
あ
る
。
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哲
学
研
究
　
第
五
百
三
十
七
号

㌘
0
8
。
・
ω
碧
畠
男
。
藻
曙
い
ワ
b
。
刈

H
鑓
氏
こ
や
『

〉
’
累
●
≦
鐵
審
『
審
9
紹
旨
げ
⊆
帥
ω
ヨ
曽
↓
冨
ζ
営
慧
一
一
鎚
O
o
ヨ
℃
き
ざ
2
①
毒
く
。
同
ぎ
お
㎝
Q
。
”
喝
●
ミ

麺
閏
幾
多
郎
全
集
、
第
十
四
巻
、
　
　
八
○
ぺ
！
ジ
。

局
上
。

局
上
、
一
八
一
ぺ
ー
ジ
。

購
」
漏
、
　
一
九
六
。
へ
ー
ジ
O

周
上
、
　
一
二
六
【
ペ
ー
ジ
。

西
閏
幾
多
郎
全
集
、
第
八
巻
二
十
｝
ペ
ー
ジ
O

高
坂
正
顕
『
西
田
幾
多
郎
先
生
の
生
涯
と
思
想
隔
露
際
日
本
研
究
藤
刊
、
二
四
叫
べ
；
シ

閾
上
。

薦
【
顕
編
帆
多
全
郎
集
、
第
十
…
巻
、
　
一
二
九
九
ペ
ー
ジ
。

岡
上
、
四
一
西
ペ
ー
ジ
。

同
上
、
三
七
　
ペ
ー
ジ
。

西
谷
啓
治
編
『
西
濁
脇
級
多
郎
』
、
三
九
三
ペ
ー
ジ
。

同
上
、
照
三
〇
ペ
ー
ジ
◎

同
上
、
三
九
八
ペ
ー
ジ
。

同
上
、
四
〇
　
ニ
ペ
ー
ジ
。

薦
照
幾
多
郎
A
繍
集
、
　
第
六
巻
、
　
一
　
｝
七
ペ
ー
ジ
。

岡
」
ふ
、
　
二
　
二
一
ペ
ー
ジ
。

｝
四
田
［
幾
多
郎
全
集
、
　
第
十
四
一
巻
、
　
［
二
五
ニ
ペ
ー
ジ
。

西
濁
幾
多
郎
藁
崇
集
、
第
十
二
巻
、
三
酋
六
ペ
ー
ジ
。

三
六
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同
上
。

西
繊
幾
多
郎
全
集
、
第
六
巻
、
三
八
O
l
三
八
一
ぺ
…
ジ
。

西
冊
幾
多
郎
全
集
、
第
十
四
巻
、
　
｝
五
八
ペ
ー
ジ
。

瞬
上
、
　
三
六
二
i
　
二
六
三
ぺ
…
ジ
O

高
坂
正
顕
、
『
西
田
幾
多
郎
先
生
の
生
涯
と
思
想
隠
、
国
際
践
本
研
究
所
刊
、

西
田
幾
多
郎
全
集
、
第
十
照
巻
、
二
〇
五
ぺ
…
ジ
。

西
閏
幾
多
郎
全
集
、
第
八
巻
、
　
＝
　
七
ペ
ー
ジ
。

蘭
掲
高
坂
蕉
顕
『
鞭
田
幾
郎
多
先
生
の
生
涯
と
思
想
節
、
二
七
〇
ペ
ー
ジ
。

西
田
幾
多
郎
金
集
、
第
十
五
巻
、
四
隣
二
ペ
ー
ジ
。

前
掲
綿
西
照
幾
多
郎
先
生
の
生
涯
と
悪
想
晦
…
エ
ハ
八
ペ
ー
ジ
。

℃
8
8
り
。
い
⇔
諺
篇
男
霧
一
搾
ざ
マ
し
9
G
Q

三
五
ニ
ペ
…
ジ
。

白
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
、
神
と
世
界
と
は
い
か
に
関
わ
る
の
か

　
　
　
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
何
で
あ
れ
、
「
そ
れ
自
身
の
世
界
」
の
う
ち
に
置
か
れ
て
い
る
。
世
界
は
各
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
相
対
的
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
当
該
の
ア
ク
チ
ェ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
、
過
去
化
さ
れ
た
す
べ
て
の

　
　
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
構
成
さ
れ
た
、
多
な
る
客
体
的
与
件
の
世
界
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
客
体
的

　
　
与
件
を
自
ら
の
う
ち
に
把
持
し
受
容
す
る
働
き
を
、
「
抱
握
」
と
呼
ぶ
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
そ
れ
に
先
立
つ
一
つ
の
客

　
　
体
的
与
件
を
抱
握
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
相
対
的
な
そ
れ
自
身
の
世
界
を
、
遠
近
法
的
な
仕
方
で
抱
絶
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ

　
　
な
ら
、
こ
こ
で
抱
握
さ
れ
て
い
る
与
件
と
し
て
の
一
つ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
世
界
を
構
成
す
る
多
の
一
と
し
て
、
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
ら
か
の
仕
方
で
多
な
る
も
の
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
、
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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三
七
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｝
二
八

　
こ
の
場
合
、
抱
握
主
体
を
A
と
し
、
そ
れ
が
受
容
す
る
直
接
的
な
所
与
と
し
て
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
B
と
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
モ
　
シ
ョ
ナ
ル

A
は
B
を
さ
し
当
っ
て
ま
ず
原
初
的
に
は
、
そ
の
ま
ま
彼
方
の
も
の
を
此
方
へ
と
受
容
す
る
。
こ
う
し
た
受
容
は
「
情
緒
的
」
な
も
の

で
あ
り
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
そ
れ
を
「
感
取
」
（
｛
‘
・
。
芽
σ
q
）
と
言
い
換
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
情
緒
的
受
容
が
、
客
体
↓
主
体
構
造
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

っ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
認
識
論
を
、
意
識
と
結
び
つ
い
た
主
体
↓
客
体
構
造

に
も
と
つ
く
、
従
来
の
認
識
論
と
区
揺
す
る
根
本
的
な
差
異
を
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
る
ほ
ど
、
抱
握
と
い
う
の
は
、
経
験
主
体

が
客
体
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
を
自
ら
の
う
ち
に
受
容
す
る
主
体
の
働
き
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
し
当
っ
て
ま
ず
、
所
与
を
彼
方
の

も
の
を
此
方
へ
と
い
う
仕
方
で
、
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
受
容
の
働
き
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
限
定

さ
れ
て
い
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
そ
れ
に
相
対
的
な
そ
れ
自
身
の
世
界
に
よ

っ
て
限
定
さ
れ
る
、
と
い
わ
れ
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

　
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
の
世
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
何
で
あ
れ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
自
然
的
と
精
神
的
と
の
両
極
的
存
在
者
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
自
然
的
極
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
過
去
的
世
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
側
面
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
精
神
的
極
と
い
う
の

は
、
そ
れ
自
身
の
自
的
を
層
指
し
て
、
自
ら
を
創
造
す
る
「
新
し
さ
」
を
作
っ
て
ゆ
く
側
面
が
、
意
味
ざ
れ
て
い
る
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・

エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
過
去
的
世
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
な
が
ら
、
自
ら
を
限
定
し
つ
つ
、
そ
こ
に
新
し
い
も
の
を
創
造
し
て
ゆ
く
。
ア
ク
チ

ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
自
己
創
造
的
被
造
物
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
多
を
自

ら
に
受
容
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
一
へ
と
統
合
し
て
ゆ
く
。
多
の
一
へ
の
統
合
に
、
新
し
さ
の
創
造
が
あ
る
。

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
多
の
一
へ
の
統
合
を
、
「
合
成
」
と
呼
ぶ
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
多
を
一
へ
と
統
合
し
、
一
つ
だ
け

増
し
舶
え
る
と
い
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
世
界
の
自
己
形
成
作
用
の
本
質
的
動
態
的
構
造
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
界

は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
合
成
を
媒
介
に
し
て
、
多
に
し
て
一
、
　
一
に
し
て
多
と
い
う
仕
方
で
、
自
ら
を
止
む
こ
と
な
く
形
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成
し
創
造
す
る
。
そ
こ
に
世
界
の
創
造
的
前
進
の
律
動
が
あ
る
。

　
世
界
の
創
造
的
塗
下
に
認
め
ら
れ
る
律
動
は
、
多
に
し
て
一
、
一
に
し
て
多
で
あ
る
、
と
い
っ
た
。
こ
こ
で
、
多
に
し
て
一
と
い
う
の

は
、
多
を
一
へ
と
統
合
す
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
合
成
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
で
は
、
一
に
し

て
多
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
多
を
一
へ
と
統
合
し
、
自
ら
の
目
的
を
実
現
し
終

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
満
足
」
に
達
し
、
そ
の
合
成
過
程
は
終
際
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
「
生
成
」
が
「
有
」
（
び
①
ヨ
σ
q
）
に
な
る
。
麿

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
思
想
的
脈
絡
に
お
い
て
は
、
後
続
す
る
他
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
生
成
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

対
し
て
、
「
潜
勢
的
な
も
の
」
と
な
る
、
つ
ま
り
与
件
と
し
て
客
体
化
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
今
一
つ
別
の
次
の
よ
う
な
意
味
に
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
あ
る
と

こ
ろ
の
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
客
体
と
し
て
世
界
を
構
成
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る

と
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
。
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
れ
自
身
の
世
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
、
多
を
一
た
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
、
今
度
は
、

そ
れ
自
身
多
の
一
と
し
て
、
世
界
の
一
構
成
要
索
と
な
る
こ
と
が
、
分
る
の
で
あ
る
。
別
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
多
を
一
た
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
を
内
に
含
み
つ
つ
、
多
の
一
と
し
て
、
世
界
の
内
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
西
田
の
諸
著
作
の
随
所
に
散
見
で
き
る
言
い
回
し
を
使
っ
て
い
え
ば
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
世
界
を
自
ら
の
う

ち
に
表
現
し
っ
っ
、
逆
に
世
界
の
｝
観
点
と
な
る
の
で
あ
る
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
満
燈
に
お
い
て
有
化
さ
れ
て
、
扁
っ

だ
け
世
界
に
増
し
加
え
る
と
い
わ
れ
る
の
も
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
世
界
の
創
造
的
前
進
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
合
成
を
媒
介
に
し
て
、
多
に
し
て
一
、
　
一
に
し
て
多
と
い
う
仕
方
で
、
不

断
に
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
世
界
の
輿
己
創
造
活
動
は
、
時
間
に
郡
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
論
を
ま
た
な
い
。
け
れ
ど
も
、
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
の
世
界
概
念
は
、
西
田
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
時
間
的
に
し
て
同
時
に
空
間
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

　
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
の
一
へ
の
含
成
過
程
は
、
時
間
の
持
続
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
時
勢
は
い
わ

　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
囲
幽
折
四
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓢
ア
九
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四
〇

ゆ
る
幅
を
も
っ
た
生
き
ら
れ
た
時
間
で
あ
り
、
エ
ポ
ッ
ク
的
時
間
で
あ
る
。
「
エ
ポ
ヅ
ク
」
は
語
の
根
源
に
お
い
て
、
「
停
止
」
を
意
味
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
。
そ
こ
で
は
、
時
問
は
停
止
す
る
の
で
あ
る
。
西
田
も
「
時
は
止
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
停
止
し
た
時
間
が
、
純
粋

持
続
で
あ
る
。
そ
こ
で
時
聞
は
幅
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
空
間
的
拡
が
り
を
開
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
幅
を

も
っ
て
持
続
す
る
時
間
が
、
「
瞬
間
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
や
が
て
消
滅
し
て
、
他
の
瞬
間
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
。
瞬
間
か
ら
瞬

間
へ
の
移
行
は
、
連
続
的
直
線
的
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
の
合
成
過
程
に
お
い
て
、
過
去
を
記
憶
の
な
か
に
保
持
し
、
未
来
を
予
想
し
な
が
ら
、
多
を
一

へ
と
統
舎
す
る
。
こ
う
し
た
多
の
一
へ
の
統
合
過
程
に
お
い
て
は
、
均
質
な
単
位
時
間
が
過
去
一
現
在
－
未
来
へ
と
た
ゆ
み
な
く
流
化
す

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
過
去
と
未
来
が
現
在
に
お
い
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
時
間
が
空
尉
を
開
い
て
く
る
と
い
う
の
は
、
そ

う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
開
か
れ
た
空
間
を
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
「
同
時
的
世
界
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
「
今
、
こ
こ
」
で
過
去
と
未
来
と
を
一
つ
に
結
び
つ
け
つ
つ
、
同
時
的
世
界
を
開
き
な
が
ら
、
多

を
一
へ
と
統
合
す
る
。
こ
う
し
た
多
の
一
へ
の
統
合
過
程
が
時
間
の
エ
ポ
ッ
ク
、
つ
ま
り
持
続
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

多
の
…
へ
の
統
合
が
、
満
足
に
お
い
て
終
息
し
、
そ
の
原
子
的
個
体
性
が
実
現
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は

今
度
は
、
多
の
一
と
し
て
後
続
す
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
生
成
に
与
件
と
し
て
、
客
体
化
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
一
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
他
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
連
続
的
な
移
行
が
あ
る
。
そ
れ
は
畑
田
の
い

わ
ゆ
る
現
在
か
ら
現
在
へ
、
瞬
間
か
ら
瞬
間
へ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
移
行
が
時
間
に
即
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
言
う
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
時
閥
が
均
質
的
な
単
位
時
間
の
過
去
か
ら
現
在
を
通
っ
て
未
来
へ
の
不
断
の
流
化
に
の
み
尽
き
な
い
こ
と
は
、

先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
時
聞
は
、
時
劇
的
に
し
て
空
間
的
、
空
間
的
に
し
て
時
間
的
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

一
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
。
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
他
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
、
瞬
聞
か
ら
瞬
間
へ
の
移
行
に
お
い
て
、
連
続

的
で
あ
る
と
と
も
に
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
各
瞬
間
に
お
い
て
原
子
的
個
体
性
を
実
現
す
る
か
ぎ
り
、
空
間
的
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
こ
の
闘
の
事
情
を
西
田
の
こ
と
ば
に
し
た
が
っ
て
、
「
面
輪
は
。
・
富
℃
牙
ω
叶
魯
に
切
れ
て
ゆ
く
」
と
も
、
表
現
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
世
界
の
創
造
的
前
進
が
、
多
に
し
て
一
、
一
に
し
て
多
的
に
作
ら
れ
つ
つ
自
ら
を
作
っ
て
ゆ
く
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
媒

　
　
介
に
し
て
な
さ
れ
る
限
り
、
つ
ま
り
時
間
的
に
し
て
空
間
的
、
空
間
的
に
し
て
時
間
的
な
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
媒
介
に
し

　
　
て
な
さ
れ
る
限
り
、
世
界
も
ま
た
、
時
間
的
に
し
て
空
虚
的
、
空
間
的
に
し
て
時
間
的
で
あ
り
、
非
連
続
的
に
し
て
連
続
的
、
連
続
的
に

　
　
し
て
非
連
続
的
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
で
は
、
神
と
世
界
と
は
い
か
な
る
仕
方
で
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
神
は
世
界
に
内
在
す
る
と
と
も
に
、
超
越
す

　
　
る
の
で
あ
る
。
神
と
世
界
と
は
相
互
に
含
み
含
ま
れ
つ
つ
、
互
い
に
要
求
し
合
い
依
存
し
合
っ
て
い
る
。
両
者
は
対
照
的
対
立
者
の
関
係

　
　
に
立
ち
つ
つ
、
神
は
偉
界
な
く
し
て
は
な
く
、
世
界
も
神
な
く
し
て
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
先
に
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
は
、
そ
れ
に
相
対
的
な
そ
れ
自
身
の
世
界
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
譜
つ
た
。
こ
う
し
た
世

　
　
界
の
所
与
性
の
根
拠
は
、
神
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
多
を
自
ら
の
う
ち
に
受
容
し
、
そ
れ

　
　
を
一
へ
と
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
新
し
さ
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
主
体
的
自
由
に
お

　
　
い
て
創
造
さ
れ
る
こ
う
し
た
新
し
さ
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
よ
る
と
、
「
永
遠
的
客
体
」
が
当
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

　
　
「
進
入
」
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
考
え
ら
れ
な
い
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
自
然
的
一
精
神
的
と
い
わ
れ
る
場
合
、
こ
の
精

　
　
神
的
極
は
、
永
遠
的
諸
客
体
を
自
ら
の
う
ち
へ
と
受
容
す
る
側
面
を
構
成
し
て
い
る
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
永
遠
的
諸
縁

　
　
体
を
抱
署
す
る
こ
と
は
、
逆
に
い
え
ば
、
永
遠
馬
下
客
体
が
そ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
統
合
過
程
に
進
入
す
る
こ
と
で
あ

　
　
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
永
遠
的
客
体
は
そ
れ
は
そ
れ
だ
と
い
う
し
か
な
い
個
的
本
質
と
同
時
に
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
と
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
的
に
結
び
つ
い
た
関
係
的
本
質
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
す
べ
て
の
永
遠
的
客
体
は
、
神
の
本
性
の
う
ち
に
観
想
さ
れ
て
あ
る
。
こ
う
し

　
　
た
神
は
原
初
的
本
性
と
呼
ば
れ
る
。
か
く
て
あ
る
永
遠
的
客
体
が
あ
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
西
国
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ

　
　
と
内
的
関
係
を
も
つ
す
べ
て
の
永
遠
的
客
体
が
当
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
し
て
、
遠
近
法
的
度
合
の
関
連
性
に
お
い
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謝　
　
て
、
抱
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
神
の
原
初
的
本
性
」
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

　
　
永
遠
的
諸
客
体
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
進
入
は
、
原
初
的
本
性
に
お
い
て
あ
る
神
の
徴
界
内
在
的
な
働
き
を
離
れ
て

　
　
は
、
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
永
遠
的
客
体
を
抱
握
し
つ
つ
、
多
を
一
へ
と
統
合

　
　
し
、
そ
こ
に
新
し
さ
を
産
み
離
し
て
く
る
に
さ
い
し
て
、
こ
う
し
た
新
し
さ
の
創
造
の
そ
の
つ
ど
、
神
が
世
界
に
内
在
す
る
、
と
い
う
こ

　
　
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
酋
田
の
こ
と
ば
を
借
用
し
て
い
え
ば
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
新
し
さ
を
創
造
す
る
そ
の
つ
ど
、

　
　
神
に
接
す
る
と
も
い
え
よ
う
。
世
界
は
こ
う
し
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
合
成
を
通
し
て
、
多
が
一
に
な
り
、
一
つ
だ
け
増

　
　
し
加
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
一
つ
だ
け
増
し
加
え
ら
れ
た
こ
の
世
界
を
、
自
然
的
抱
握
を
通
し
て
、
自
ら
の
う
ち
に
受
容
す
る
神
が
、
い
わ

　
　
ゆ
る
「
結
果
的
本
性
」
で
あ
る
。
神
は
こ
う
し
た
本
性
に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど
世
界
を
自
ら
の
う
ち
に
含
み
、
世
界
を
超
越
す
る
。
概
念

　
　
的
－
一
恒
常
的
永
遠
的
普
遍
的
…
で
あ
る
神
（
神
の
原
初
的
本
性
）
は
、
世
界
に
含
ま
れ
、
そ
こ
に
内
在
し
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン

　
　
テ
ィ
テ
ィ
に
対
し
て
、
自
発
的
に
新
し
さ
を
創
造
す
る
誘
因
を
提
供
し
つ
つ
、
同
時
に
神
は
、
新
し
さ
を
創
造
し
終
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・

　
　
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
通
し
て
、
一
つ
だ
け
増
し
加
え
ら
れ
た
世
界
、
つ
ま
り
自
然
的
な
も
の
（
娼
ξ
ω
陣
。
巴
）
を
含
み
超
越
す
る
…
神
の
こ
う

　
　
し
た
側
面
が
先
に
結
果
的
本
性
と
呼
ば
れ
た
。
結
果
的
本
性
に
お
い
て
あ
る
神
は
、
流
転
的
時
間
的
特
殊
的
等
々
で
あ
る
一
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
、
自
ら
の
内
に
お
い
て
、
概
念
的
な
も
の
と
自
然
的
な
も
の
と
を
統
合
に
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
神
は
か
く
て
そ
の
つ
ど
自
ら
を
実

　
　
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
し
た
神
の
そ
の
つ
ど
の
自
己
実
現
は
、
世
界
が
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
合
成
を
媒
介
と
し
て
、
多
に
し
て
扁
、
一
に

　
　
し
て
多
と
い
う
仕
方
で
自
己
を
形
成
す
る
働
き
を
離
れ
て
は
、
あ
り
え
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
新

　
　
し
さ
を
創
造
す
る
そ
の
合
成
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど
世
界
の
自
己
形
成
作
用
の
焦
点
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
に
接
す
る
の
で
あ

　
　
る
。
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鱒
　
神
と
世
界
と
の
逆
対
応

　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神
と
世
界
、
神
と
人
間
と
の
関
係
を
、
涯
田
哲
学
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
．
に
、
「
逆
対
応
」
と
か
「
逆
限

　
　
定
」
と
い
う
概
念
で
闘
え
る
こ
と
は
、
果
し
て
正
鶴
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
の
疑
問
が
、
直
ち
に
提
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
西
田
が
こ
れ
ら

　
　
の
概
念
に
よ
っ
て
意
味
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
に
と
っ
て
、
世
界
と
か
人
間
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
超
越
的
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
い
わ
ゆ
る
「
対
を
絶
し
た
し
神
は
、
真
の
絶
対
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
絶
対
老
は
霧
主
的
独
裁
的
な
神
で
あ
っ
て
、
愛
の
神
で
は
な
い
。

　
　
真
の
神
は
、
自
ら
を
否
定
し
て
、
「
極
悪
に
ま
で
下
り
得
る
」
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
神
は
こ
う
し
て
自
己
否
定
を
通
し
て
、
世
界
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
内
在
し
つ
つ
、
「
悪
逆
非
道
を
救
ふ
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
肯
定
し
、
世
界
に
超
越
す
る
。
神
が
．
世
界
に
対
し
て
、
内
在
即
超
越
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
な
弁
証
法
的
な
神
だ
、
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
言
も
ま
た
、
自
己
否
定
即
肯
定
的
に
、
つ
ま
り
矛
盾
的
自
己

　
　
同
一
的
に
、
さ
ら
に
別
言
す
れ
ば
、
被
限
定
即
能
限
定
的
に
、
世
界
を
自
ら
の
内
に
表
現
し
つ
つ
、
世
界
の
自
己
形
成
作
用
の
焦
点
に
な

　
　
る
そ
の
い
ち
い
ち
に
お
い
て
、
神
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
神
が
自
己
否
定
を
通
し
て
磁
界
に
内
在
す
る
限
り
、
神
は
無
で
あ
る
。
神
は
自
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ら
を
空
し
う
し
て
、
世
界
を
、
人
間
を
自
巴
否
定
即
量
定
的
に
あ
ら
し
め
つ
つ
、
自
ら
を
肯
定
し
、
世
界
に
超
越
す
る
。
神
が
世
界
を
超

越
す
る
限
り
、
有
で
あ
る
。
神
は
無
に
し
て
有
、
有
に
し
て
無
で
あ
り
、
こ
う
し
た
有
無
の
絶
紺
転
換
に
お
い
て
成
立
す
る
全
体
的
一
と

し
て
絶
対
量
で
あ
る
。
人
間
が
被
限
定
即
能
限
定
的
に
世
界
を
自
ら
の
う
ち
に
表
現
し
な
が
ら
、
逆
に
世
界
の
自
己
形
成
作
用
の
焦
点
と

な
る
そ
の
つ
ど
、
そ
れ
は
絶
対
無
の
自
覚
的
自
己
限
定
と
し
て
成
立
す
る
と
い
わ
れ
る
。
絶
対
無
の
自
己
限
定
は
、
い
わ
ゆ
る
限
定
す
る

も
の
な
き
限
定
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
の
自
己
否
定
即
肯
定
的
な
転
換
的
行
為
は
自
由
だ
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
西
田
は
こ
う
述

べ
て
い
る
。
「
我
々
の
自
己
は
絶
対
の
無
な
る
も
の
の
自
己
限
定
と
し
て
、
そ
の
一
歩
一
歩
が
自
由
で
あ
り
、
絶
対
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
4
）

い
」
と
。
こ
う
し
た
神
と
人
間
と
の
関
係
が
、
逆
対
応
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
田
は
「
神
は
逆
対
応
的
に
極
悪
の
人
の
心
に
も

　
（
5
）

潜
む
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
「
否
定
即
肯
定
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
滝
川
の
世
界
は
、
何
処
ま
で
も
逆
限
定
の
世
界
、
逆
対
応
の
世
界
で
な

　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
か
、
さ
ら
に
語
を
継
い
で
、
「
神
と
人
間
と
の
対
立
は
、
何
処
ま
で
も
逆
対
応
的
で
あ
る
」
、
と
も
い
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

そ
こ
で
は
、
「
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
的
に
個
物
的
多
と
し
て
成
立
す
る
我
々
自
己
の
、
自
己
否
定
即
肯
定
的
」
な
転
換
の
行
為
が
あ

る
。
こ
う
し
た
転
換
行
は
、
わ
れ
わ
れ
の
人
格
的
自
尽
が
被
隈
蛇
卵
能
限
定
的
に
世
界
を
自
ら
の
う
ち
に
表
現
し
つ
つ
、
逆
に
世
界
の
自

己
形
成
的
要
素
と
な
る
そ
の
つ
ど
の
社
会
的
歴
史
的
行
為
に
他
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
西
田
は
そ
こ
に
絶
対
現
在
と
し
て
の
平
常
底
の
立

（
9
）

場
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
逆
対
応
的
な
神
と
世
界
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
「
創
造
者
と
し
て
の
神
あ
っ
て
創
造
物
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
世
界
あ
り
、
逆
に
創
造
物
と
し
て
の
世
界
あ
っ
て
神
が
あ
る
」
、
と
考
え
る
外
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
立
場
に
お
い
て
も
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
世
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
つ
つ
自
ら
を
限
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
世
界
を
自
ら
の
う
ち
に
映
し
な
が
ら
、
逆
に
世
界
の
自
己
形
成
的
要
素
と
な
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
そ
の
つ
ど
、
神
に
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
は
世
界
に
内
在
す
る
一
そ
れ
が
神
の
原
初
的
本
性
で
あ
る
一
こ
と
に
よ

っ
て
、
世
界
に
超
越
し
一
そ
れ
が
神
の
結
果
的
本
性
で
あ
る
一
な
が
ら
、
そ
の
つ
ど
、
自
然
的
な
る
も
の
と
概
念
的
な
る
も
の
と
を

自
ら
の
う
ち
で
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
実
現
す
る
。
こ
う
し
た
神
の
自
已
実
現
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
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ン
テ
ィ
テ
ィ
が
そ
の
世
界
に
対
し
て
、
被
限
定
即
能
限
定
的
に
自
ら
を
実
現
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
離
れ
て
は
、
あ
り
え
な
い
。
換
言
す
れ

ば
、
神
の
否
定
即
肯
定
的
な
自
己
実
現
は
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
否
定
即
肯
定
的
に
神
に
接
す
る
こ
と
を
離
れ
て
は
、
あ

り
え
な
い
。
そ
こ
に
神
と
人
間
、
神
と
世
界
と
が
対
照
的
対
立
者
と
し
て
、
相
互
に
要
求
し
合
う
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
私
に
は
、
こ

う
し
た
神
と
人
間
と
の
関
係
を
逆
対
応
的
と
把
え
て
、
何
ら
不
都
合
が
あ
る
と
は
、
思
わ
れ
な
い
。

　
さ
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
れ
自
身
の
世
界
に
お
い
て
、
被
限
定
十
能
限
定
的
に

自
ら
を
作
っ
て
ゆ
く
。
作
ら
れ
た
も
の
よ
り
作
る
も
の
へ
の
こ
う
し
た
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
は
世
界
を
自
ら
の
う
ち
に
映
し
つ
つ
、
却

っ
て
世
界
の
自
己
形
成
的
な
一
要
素
と
な
っ
て
働
く
の
で
あ
る
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
こ
う
し
た
働
き
に
お
い
て
、
そ
の

つ
ど
神
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
神
と
世
界
と
は
対
照
的
な
対
立
岩
と
し
て
相
い
要
求
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
が

ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
合
成
過
程
を
媒
介
に
し
て
、
多
に
し
て
一
、
一
に
し
て
多
と
い
う
仕
方
で
、
自
ら
を
形
成
す
る
こ
と

は
、
神
が
概
念
的
な
も
の
1
神
の
原
初
的
本
性
ー
ー
と
自
然
的
な
も
の
i
神
の
結
果
的
本
性
一
と
を
、
自
ら
の
う
ち
で
綜
合
統
一

に
も
た
ら
し
つ
つ
、
そ
の
つ
ど
自
ら
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
お
い
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
立
場
は
西
田
哲

学
の
そ
れ
と
符
節
を
合
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
私
は
両
者
に
お
け
る
神
と
世
界
と
の
関
係
を
逆
対
応
的
と
し
て
、
解
釈
し
て
き

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
の
宗
教
哲
学
思
想
に
お
い
て
、
神
と
世
界
と
が
逆
対
応
馬
形
係
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
君
過
す
べ
か

ら
ざ
る
相
違
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
相
違
点
に
つ
い
て
、
私
は
既
に
西
萌
が
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の
な
か
で
、
お
こ
な
っ
て
い
る
指
摘
に
し
た
が

っ
て
、
示
黒
し
た
。
つ
ま
り
主
観
的
即
客
観
的
、
時
閥
上
士
空
間
的
な
絶
薄
現
在
一
神
と
人
間
と
の
逆
対
応
的
関
係
は
、
か
か
る
絶
対

現
在
に
お
い
て
こ
そ
、
生
ず
る
の
で
あ
る
一
に
お
い
て
、
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
は
客
観
的
空
閥
的
方
向
に
お
い
て
、
他
方
、
仏
教
は
主

観
的
時
間
的
方
向
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
人
闘
が
神
に
接
す
る
と
な
す
立
場
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
時
聞
的
即
空
間
的
な
絶
対
現
在
に

お
い
て
、
人
間
は
神
に
逆
対
応
的
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
、
神
は
世
界
に

　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
田
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
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四
山
ハ

内
在
す
る
と
と
も
に
超
越
し
つ
つ
、
自
ら
を
実
現
す
る
そ
の
つ
ど
、
自
己
を
徴
界
に
与
え
て
く
る
l
l
こ
れ
が
神
の
「
越
え
て
麗
か
れ
た

本
性
」
で
あ
る
一
…
と
こ
ろ
の
、
絶
え
ず
自
ら
を
増
大
す
る
絶
対
の
有
と
い
う
盤
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
仏

教
的
立
場
に
依
拠
す
る
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
神
は
明
ら
か
に
絶
対
無
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
絶
対
現
在
に
お
い

て
人
閥
が
神
に
逆
対
応
的
に
接
す
る
そ
の
い
ち
い
ち
が
、
絶
対
無
の
自
覚
的
自
己
限
定
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
絶

対
現
在
は
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
三
田
は
そ
れ
を
し
ば
し
ば
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
と
も
表
現
し
て
い
る
。
永

遠
の
今
と
い
う
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
過
去
の
現
在
、
現
在
の
現
在
、
未
来
の
現
在
と
い
う
言
い
回
し
で
把
え
よ
う
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
、
永
遠
の
過
去
と
永
遠
の
未
来
と
を
現
在
の
一
点
に
お
い
て
結
び
つ
け
て
い
る
如
き
現
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
在
に
お
い
て
、

人
間
は
永
遠
に
触
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
絶
鯨
現
在
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
絶
対
現
在
に
お
い
て
は
、
過
去
と
乗
来
と
は
現
在

に
お
い
て
一
つ
に
結
ば
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
現
在
は
空
聞
的
拡
が
り
を
も
っ
と
い
わ
れ
る
。
絶
紺
現
在
は
永
遠
の
今
の
自
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

限
定
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
永
遠
の
今
は
「
絶
対
に
無
に
し
て
自
己
自
身
を
隈
聾
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

か
ら
、
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
絶
対
に
聖
な
る
一
般
者
の
場
所
自
身
の
自
巴
限
定
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
し
絶

対
現
在
が
無
の
場
所
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
と
こ
ろ
で
、
西
窓
は
無
の
場
所
を
、
パ
ス
カ
ル
の
神
を
「
周
辺
な
く
し
て
到
る
所
に
中
心
を
二
つ
無
限
大
の
黒
し
と
し
て
把
え
た
の
に

な
ら
っ
て
、
「
周
辺
な
く
到
る
所
に
中
心
を
有
つ
無
限
大
の
円
」
と
い
う
言
い
旨
し
で
把
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
「
各
人
は
各

　
　
　
　
　
（
1
4
）

人
の
時
を
有
ち
し
、
無
数
の
時
が
成
り
立
つ
。
こ
の
こ
と
は
別
雷
す
れ
ば
、
各
人
は
被
限
定
即
能
限
定
的
に
世
界
を
自
ら
の
う
ち
に
映
し

な
が
ら
、
世
界
の
自
己
形
成
的
一
要
素
と
し
て
働
く
と
い
う
仕
方
で
、
各
人
の
世
界
を
も
つ
。
そ
こ
に
は
無
数
の
世
界
が
成
り
立
つ
、
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
無
数
の
徴
界
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
中
心
を
も
ち
つ
つ
、
し
が
も
一
つ
の
共
通
の
世
界
の
な
か
で
そ
の

位
置
を
占
め
て
い
る
の
が
、
無
の
場
所
で
あ
る
。
無
の
場
所
に
お
い
て
各
人
は
そ
の
世
界
の
中
心
に
位
置
し
な
が
ら
、
し
た
が
っ
て
そ
の

限
り
、
縮
互
に
絶
対
に
独
立
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
一
つ
の
共
通
の
世
界
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
位
置
を
占
め
る
と
い
う
仕
方
で
、
闘
係
し



　
　
合
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
や
が
て
西
谷
先
生
の
、
即
諾
の
論
理
に
も
と
つ
く
空
の
場
に
お
け
る
、
三
一
他
の
主
と
従
と
の
回

　
　
互
的
相
入
の
関
係
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
。

　
　
　
そ
れ
は
と
に
か
く
、
西
田
は
無
の
場
所
に
お
い
て
、
各
人
が
絹
互
に
絶
対
に
自
由
か
つ
独
立
で
あ
り
な
が
ら
、
相
い
関
係
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
よ
っ
て
、
そ
こ
に
栓
会
的
統
一
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
私
と
汝
と
の
人
格
関
係
と
し
て
把
え
て
い
る
。
彼
は
こ
の
問
題
に
つ
い

　
　
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
周
辺
な
き
円
の
自
己
限
定
と
し
て
到
る
所
に
限
定
せ
ら
れ
る
円
と
円
と
の
関
係
は
、
私
と
汝
の
関
係
で
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
辺
な
き
円
の
自
己
限
定
と
し
て
無
数
の
円
が
成
立
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
人
格
と
人
格
に
穿
て
成
立
す
る
と
い
ふ
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
と
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
」
と
。
私
と
汝
と
は
絶
対
に
異
な
る
が
ゆ
え
に
、
著
い
接
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
田
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
私
と
汝
と
の
人
格
関
係
は
、
矛
盾
的
統
一
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
別
言
す
れ
ば
、
そ
れ
自
身
絶
対
矛
盾
的
自
己

　
　
同
一
的
な
絶
対
無
の
自
己
限
定
と
し
て
、
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
と
汝
と
が
絶
紺
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
桐
互
に

　
　
身
体
的
表
現
を
通
し
て
呼
び
か
け
応
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
い
関
係
す
る
場
が
、
絶
対
無
の
自
己
限
定
と
し
て
成
立
す
る
無
の
場
所

　
　
で
あ
る
。
こ
う
し
た
無
の
場
所
は
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
こ
に
生
れ
育
ち
死
ん
で
ゆ
く
、
最
も
具
体
的
な
社
会
的
歴
史
的
な
弁
証
法
的
世
界
を

　
　
離
れ
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
西
田
の
考
え
方
に
し
た
が
え
ば
、
我
々
の
自
己
は
社
会
的
歴
史
的
世
界
に
お

　
　
い
て
、
作
ら
れ
た
も
の
よ
り
作
る
も
の
へ
と
行
為
す
る
そ
の
つ
ど
、
無
の
場
所
に
お
い
て
、
他
者
と
私
と
汝
と
の
人
格
的
関
係
に
立
つ
の

　
　
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
に
は
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
思
わ
れ
る
。

　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
既
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
γ
テ
ィ
テ
ィ
が
そ
れ
自
身
の
世
界

　
　
に
お
い
て
、
寸
話
定
即
能
限
定
的
に
葭
ら
を
創
造
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
く
る
同
時
的
世
界
に
お
い
て
、
嶺
の
ア
ク
チ
ュ
ァ

　
　
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
こ
の
同
じ
徴
界
を
二
時
に
共
有
す
る
他
の
も
ろ
も
ろ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
「
生
成
の
一
致
」
に

　
　
お
い
て
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
、
そ
の
因
果
的
黒
虫
で
も
因
果
的
未
来
で
も
な
い
世
界

　
　
が
、
同
時
的
世
界
で
あ
る
。
圃
時
的
世
界
に
お
い
て
、
生
成
の
一
致
に
お
い
て
あ
る
自
己
と
他
老
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
相
互
に
因
渠
的

謝　
　
　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
照
暫
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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四
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に
独
立
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
由
で
あ
る
。
同
時
的
世
界
は
自
由
の
領
域
で
あ
る
。
各
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
こ
で
は
、

　
　
過
去
的
世
界
を
記
憶
に
お
い
て
保
持
し
未
来
的
世
界
を
予
想
し
な
が
ら
、
多
の
一
へ
の
統
合
過
程
を
、
同
時
的
他
者
の
因
果
的
影
響
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
蒙
る
こ
と
な
く
、
全
く
の
自
由
に
お
い
て
享
受
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
各
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
全
く
の
相
互
的
な
因
果
的

　
　
独
立
に
お
い
て
、
生
成
の
一
致
を
享
受
す
る
に
す
ぎ
ず
、
西
田
哲
学
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
私
と
汝
と
の
人
格
的
な
対
話
的
結
合
関
係

　
　
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
と
人
間
と
の
逆
対
応
的
関
係
が
成
立
す
る
絶
対
現
在
に
お
い
て
、
人
間
が
客
観

　
　
的
空
間
的
方
向
に
神
に
接
す
る
と
考
え
ら
れ
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
宗
教
哲
学
思
想
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
の

　
　
で
あ
る
。

〔
註
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【
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上
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へ
ー
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theory　of　legal－dominance　is　worth　while　to　be　reconsidered　and　re－

examined　in　developing　the　theorbl　of’　circular　process　of　change　on

dominance．　As　well　as　his　thoery　of　group　（small　group），　we　have　to

re－discover　Georg　Simmel’s　theory　of　dominance　in　the　modem　sociology，

Aske亡ch　onもhe肥laもionship　of　God　a無d北he　wor互d　in

“Whitehead’s　and　Nishida’s　philosephy　ef　religien

by　Seisaku　Yamamoto

　　Nishida　time　and　again　points　out　that　it　’is　with　the　relationship　of

God　and　the　wor｝d　that　religion　is　most　concerned．　ln　the　following　I

would　like　to　examine　the　problem　of　how　God　and　the　world　is　re！ated

to　each　other　in　Whitehead’s　and　Nishida’s　philosophy　of　religlon．

　　To　state　my　conclusion　first　as　to　this　problem，　it　seems　to　me　that

God　and　the　world　are　in　both　philosophers　conceived　to　be　in　panen－

tkeistic　relationshlp．　So　far　as　Whitehead’s　phiiosophy　of　organism　is

concerned，　many　of　its　interpreters　are　agreed　on　the　assertion　that　it

can　be　grasped　as　panentheistic．　On　the　other　hand，　in　his　final　writing

entitled　“The　topos－like　logic　and　the　religious　worldview”，　Nishida　says，

“My　standpoint　should　be　conceived　as　not　pantheistic　but　panentheistic・”

　　Then　what　is　panenthe1sm？　According　to　Die　Religion　in　Geschichte

tind　Gegenxvart，　it　is　K．　C．　F．　Kraus　（1781N1832）　who　gave　expression

to　this　concept　first　of　all．　ln　an　attempt　to　synthesize　theism　and　panth－

e三sm，　he　brough重out圭nto　rel三ef　the　doctr圭ne亡hat　a11亡hi烈gs　are　in　God

and　．called　it　as　panentheism，

　　On　the　one　hand，　in　theism　ernphasis　is　put　on　the　¢ontention　that

God　transcends　the　world　as　tke　personal　existent．　ln　this　case，　God　tends

to　be　assurned　in　the　figure　of　despot　who　accuses　man　of　his　sinfulness

to　the　bottom．　On　the　other，　pantheism　which　identifies　God　with　the

worid，　emphasizes　so　much　the　immanenc　of　God　in　the　world　that　the

transcendent　personal　existence　of　God　is　apt　to　be　negated．　ln　an　ende一
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avour　to　bring　i．　p．．to　synthesis　theism　and　pantheism　’by　exposing　to　the

sun　and　negating，　the　onesidedness　pertaining　to　each　of　these　standpo－

ints，　panentheism　holds　the　position　that　God　as　the　personal　existent　is

irnmanent　in　and　at　the　same　time　transcendent　from，　the　wor！d．

　　By　the　way，　that　God　is　lmmanent　in　the　world　means，　to　use　the

terrninology　inherent　in　the　legic　of　dialectic，　that　God　makes　the　world

as　weil　as　a　human　being　be　through　His　own　negation．　Whjle　maklng

窃e搬be　by聡egating　H圭mse至f，　God　aff…rms　H三田se圭f　through　the　med至um

of　a　huraan　being’s　transformation　of　self－negation－sive－self－afirmation．

In　such　an　afirrnation　God　is　said　to　be　transcendent　from　the　world．　ln

other　words，　by　negating　Himself　God　afirms　Hirnself　through　the　mee－

ium　of　a　human　being，　and　a　human　being　in　turn　aenrms　himself　by

negating　himself　through　the　medium　of　God．　The　relationship　of　God

and　the　world　sueh　as　this，　Nishida　tries　to　describe　in　terms　of　eontrasted

determination．’　My　point　is　to　assert　that　Whitehead’s　philosophy　of　relig－

ion　whose　standpoint　eonsists　in　the　contention　that　God　and　the　world

require　of　each　other　as　‘contrasted　opposites，’　comes，　when　pressed　to

its　extreme　in　terms　of　the　loglc　of　dialectlc，　to　be　in　accord　with　Nis－

hida’s　view．

　　By　rneans　of　the　concept　of　‘contrasted　determination’　Nishida　implies

that　a　human　being．．．．．．whieh　he　calls　as　an　individual．．．．．．comes　into

contact　with　God　regardecl　as　the　dialectlc　univer＄al　on　all　such　occasions

as　he　becomes　a　self－expressing　｛ormative　element　of　the　world　in　such　a

manner　as　he，　while　determined　by　the　world，　determines　himse｝f．　Such

a　manner　as　this　Nishlda　attempts　to　characterize　in　terms　of　the　‘dial－

ectie　identity　of　contradictions．’　The　concept　which　is　equivalent　in

Whitehead　to　Nishida’s　concept　of　indlv三dual　is　an　actuaj猷ity．　An

aetual　entity　brings　the　many　into　one　and　thus　increases　by　one　in　such

a　way　as　determines　itself　by　belng　determined　by　its　own　werld．　ln　this

sense，　k　is　a　sel£一creating　creature．　Each　time　when　it　tries　to’　bring　the

maAifold　into　synthetic　unity，　it　is　said　to　reflect　in　itself　the　world．　And

when出is　syn亡hesis　co田es　to　an　end，三t　is　in　turn　con重a三ned　within　the
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world　as　that　which　increases　by　one．　This　is　what　is　implied　by　tneans　of

the　phrase　‘one　into　the　rnany．’　Thus　while　an　actual　entity　refiects　in　itself

the　world　by　bringing　the　maRy　into　one，　and　one　into　the　many，　it

operates　as　a　’formative　element　of　the　world．　And　what’s　rnore，　it　comes

into　contact　with　God　on　al｝　scuh　occasions　as　it　operates　in　this　way．

These　considerations　bring　us　to　the　view　that　there　is　alrnost　no　differ－

ence　in　Whitehead’s　and　Nishida’s　philosophy　in　that　God　and　the　worlG

are　related　to　each　other　in　a　panentheistlc　way．

ErkenRtnis　und　Transzendenz　in　KaRts　Philosophie

z，on　Seiichlro　Sugiyama

　　In　dleser　Abhandlung　ist　eine　phEnomenologische　ErlauteruRg　der

Erkenntnis　in　Kants　Philosophie　versucht　worden，

　　In　Kants　Philosophie　wird　der　Ubergang　von　der　Metaphysik　ins

transzendentale　Denken　gemacht．

　　Als　den，，　SchlUssel　zu　den　ganzen　Geheimnissen　der　bis　dakin　sieh　selbst

noch　verborgenen　Metaphysik“　hat　Kant　das　Problem　bezeichnet，　auf

welchem　Grund　die　Beziehung　des　jenigen，　was　wir　Vorstellung　in　ttns

nennen，　zu　dem　Gegenstand　beruht．　Eben　diese　Frage　ist　es，　die　die

transzendentale　Reflexionsebene　er6ffnet　hat

　　Der　erste　Schritt　wird　von　Kants　Raumlehre　gezeigt．　Nach　Kant　ist　der

Raum　die　Form　der　sinnlichen　Anschauung．　Die　Struktur　dleses　Raurnes

ist　nicht　composi£um，　sondern　totum，　kontinuum　und　infinitum．　Diese

Struktur　bezeichnet　．ln－Struktur“　des　Raumes　als　Form　der　Anschauung．

Die　Unendlichkeit　des　Raumes　bedeutet　weder　die　elnes　absoluten

Raumes　oder　elner　Wesensdimmension　des　G6ttlichen　noch　die　des

UBiversttms．　1）er　Raum　ist　die　．im　Gemgte　berelt　liegende“Form．　Wlr

sehen　den　unendlichen　Raum　nlchr　．in　Gott，“　sondern　in・uns．　Der　Raum

wlrd　von　uns　．als　eine　unendlich　gegebene　Gr6，”・）e　vorgestellt．“　Wir　sehere

alles　auBerlich　gegebene　Erscheinende　auf　dem　Hintergrund　der　Raum－
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