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フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚

阿
　
部

典
　
子

　
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
に
は
、
数
多
く
叙
述
さ
れ
た
知
識
学
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
用
語
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
自
我
か
ら
絶
対
知
を

経
て
絶
対
老
に
至
る
深
ま
り
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
真
理
と
し
て
の
絶
対
的
統
叫
を
求
め
る
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
の
思
索
の
歩
み
で
あ
る
と
同

時
に
、
理
性
的
存
在
者
の
自
覚
の
深
ま
り
の
過
程
と
し
て
も
理
解
さ
れ
う
る
。
周
知
の
よ
う
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
最
初
の
知
識
学
で
あ
る
一
七

九
四
年
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
に
お
い
て
は
絶
対
我
を
体
系
の
第
一
原
劉
と
し
た
。
そ
れ
は
自
我
に
お
い
て
主
観
と
客
観
、
理
論
と
実

践
あ
る
い
は
感
性
界
と
叡
智
要
望
の
対
立
が
直
接
に
統
一
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
フ
ィ
ヒ
テ
が
見
出
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
そ

の
後
の
知
識
学
に
お
い
て
も
示
さ
れ
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
一
貫
し
た
姿
勢
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
知
識
学
に
お
い
て
は
自
我
と
い
う
言
葉

そ
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
一
八
〇
一
年
の
知
識
学
で
は
自
我
に
か
わ
っ
て
絶
対
知
が
叙
述
の
直
接
的
対
象

と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
自
我
に
お
け
る
自
覚
の
働
き
、
自
己
自
身
を
知
る
知
の
作
用
に
自
我
の
本
質
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
自
覚
の
作
用
の
追
究
は
後
期
知
識
学
へ
の
展
開
の
要
因
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
自
覚
を

通
じ
て
絶
対
者
へ
の
道
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
も
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
覚
は
対
象
界
講
成
の
中
心
点
で
あ
る
と
同

時
に
、
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
者
に
迫
る
道
を
開
き
、
絶
愚
老
に
接
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
・
本
論
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
お
け
る
自
覚
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
以
下
の
順
序
で
上
り
道
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
解
明
を
試
み
る
。

e
一
七
九
四
年
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
に
お
け
る
自
我
の
総
崩
解
明
に
お
い
て
、
自
我
の
定
立
活
動
の
9
・
『
の
構
造
に
自
我
の
自
覚

を
見
暖
し
、
そ
こ
か
ら
自
我
の
体
系
的
構
造
と
経
験
界
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
示
す
。
◎
一
七
九
七
年
の
一
連
の
知
識
学
で
は
、
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フ
ィ
ヒ
テ
が
自
覚
を
自
我
の
ホ
質
と
し
て
明
示
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
⇔
一
八
〇
一
年
の
『
知
識
学
の
叙
述
』
で

は
、
絶
対
知
の
構
造
解
明
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
絶
対
知
自
身
の
自
己
解
明
す
な
わ
ち
自
覚
で
あ
る
こ
と
、
同
時
に
そ
れ
は
絶
対
者
へ
の

道
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
㈱
知
識
学
導
体
に
お
い
て
絶
対
老
へ
の
上
り
道
の
頂
点
を
成
す
一
八
〇
四
年
の
知
識
学
に
至
っ
て

初
め
て
、
絶
対
者
の
内
的
本
質
に
到
達
す
る
こ
と
を
示
し
、
絶
対
者
の
絶
対
者
た
る
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
す
る
。

O
　
自
我
の
定
立
活
動
に
お
け
る
巴
ω
構
造

　
一
七
九
四
年
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
で
は
、
そ
の
冒
頭
に
端
的
に
無
制
約
で
あ
る
絶
対
我
を
示
す
第
一
原
則
が
掲
げ
ら
れ
る
。
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

我
は
根
源
的
に
端
的
に
そ
れ
自
身
の
存
在
を
定
立
す
る
」
（
押
⑩
Q
。
）
と
表
現
さ
れ
る
絶
対
的
な
自
己
定
立
活
動
に
お
い
て
、
一
七
九
四
年
の

知
識
学
の
基
礎
と
な
る
絶
対
我
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
原
則
を
導
く
た
め
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
同
一
律
「
A
は
A
で
あ
る
」
を
て

が
か
り
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
経
験
的
意
識
の
最
高
の
事
実
と
し
て
の
自
我
の
統
一
の
確
実
性
を
証
明
し
た
う
え
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
A
は

A
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
際
の
人
間
精
神
の
働
き
に
注
目
し
て
い
く
。
人
間
精
神
の
根
源
に
は
、
判
断
作
用
そ
の
も
の
を
基
礎
づ
け
る
常

に
自
己
同
一
で
純
粋
な
活
動
性
が
横
た
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
純
粋
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
在
る
こ
と
が
同
時
に

働
き
で
あ
り
、
働
く
こ
と
が
同
時
に
存
在
を
意
味
す
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
自
我
の
純
粋
な
自
己
定
立
活
動
で
あ
る
。
こ
こ

で
考
え
ら
れ
て
い
る
活
動
は
全
く
督
戦
な
活
動
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
の
言
う
よ
う
に
「
行
為
は
そ
の
行
為
に
お
い
て
行
為

　
　
　
　
　
（
2
）

者
自
身
に
関
わ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
事
行
（
↓
鋤
窪
§
色
§
ぴ
q
）
」
（
㌍
8
）
と
い
う
言
葉
で
こ
の
活
動
の
特
殊
性
を
示
す
の
で

あ
る
。

　
事
行
と
し
て
の
自
我
の
活
動
は
自
覚
的
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
と
い

う
言
葉
を
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
使
用
す
る
の
か
を
明
示
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
「
自
己
を
定
立
す
る
や
否

や
そ
れ
は
在
り
、
在
る
や
否
や
そ
れ
は
自
己
を
定
立
す
る
。
」
事
行
と
し
て
の
自
我
の
こ
の
よ
う
な
根
源
的
在
り
方
は
さ
ら
に
「
し
た
が

　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
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一
八
二

82
1
　
っ
て
自
我
は
自
我
に
対
し
て
端
的
に
か
つ
必
然
的
に
あ
る
」
（
ど
電
）
と
続
け
ら
れ
る
。
「
自
己
自
身
を
存
在
す
る
も
の
と
し
て
定
立
す
る

　
　
と
い
う
点
に
の
み
そ
の
存
在
（
本
質
）
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
（
押
旨
）
が
、
最
も
純
粋
に
と
ら
え
ら
れ
た
自
我
の
本
質
な
の
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
自
己
自
身
を
自
己
に
対
し
て
自
我
と
し
て
定
立
す
る
時
、
初
め
て
そ
れ
は
自
我
と
呼
ば
れ
う
る
。
こ
の
「
と
し
て
」
と
い
う
自
我
の
定

　
　
立
の
構
造
に
自
我
の
自
覚
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
細
川
原
則
に
は
表
だ
っ
て
自
我
の
自
覚
的
構
造
は
強
調
さ
れ
て
い
な
い
に

　
　
し
て
も
、
端
的
な
自
己
定
立
活
動
は
同
時
に
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
行
の
直
接
的
表
現
を
「
自
我
は
、
自
我
が
在
る
が
ゆ
え

　
　
に
端
的
に
在
り
、
そ
し
て
自
我
が
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
端
的
に
在
る
」
と
定
式
化
し
た
う
え
で
さ
ら
に
そ
こ
に
「
両
者
は
自
我
に
対
し

　
　
て
」
（
ど
Φ
c
。
）
と
自
覚
の
観
点
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
端
的
に
自
己
を
定
立
す
る
も
の
は
、
同
時
に
自
己
に

　
　
対
し
て
存
在
す
る
。
自
我
は
自
己
定
立
に
お
い
て
在
る
時
、
同
時
に
意
識
の
原
理
を
持
つ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
イ
ム
ゼ
ー
ト
は
、
単
な
る
意
識
の
事
実
に
対
し
て
、
自
己
意
識
す
な
わ
ち
自
覚
と
し
て
の
自
我
が
事
行
と
し
て
示
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ

　
　
り
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
自
我
を
「
卓
抜
な
種
類
の
定
立
』
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
ゆ
え
ん
を
「
先
行
す
る
要
素
が
な
く
て
も
端
的
に
登
場
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
荏
）

　
　
る
扁
端
的
性
と
、
「
登
場
す
る
時
、
知
と
関
係
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
自
知
の
二
点
に
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
七
九
四
年
の
知
識
学
は
第
一
原
劉
の
絶
瞬
我
を
根
源
に
置
き
つ
つ
、
自
我
と
非
我
の
相
互
関
係
を
通
じ
て
自
我
の
構
造
を
萌
ら
か
に

　
　
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
こ
の
知
識
学
全
体
に
は
、
自
我
の
自
覚
的
定
立
活
動
を
表
現
す
る
命
題
が
徐
々
に
深
ま
り
を
み
せ
つ
つ
各
所
に

　
　
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
で
特
に
絶
対
我
と
実
践
我
と
理
論
我
と
が
有
機
的
統
一
を
な
し
て
自
我
の
体
系
的
構
造
が
示
さ
れ
る
箇
所

　
　
を
中
心
と
し
て
、
曽
δ
講
造
に
お
け
る
自
我
の
自
覚
が
自
我
の
本
質
的
在
り
方
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
　
　
自
我
は
第
【
原
則
で
示
さ
れ
る
時
、
全
実
在
性
を
満
た
し
自
己
内
で
完
結
し
た
純
粋
活
動
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
切
の
生
の
原
理
で
あ

　
　
る
と
岡
暗
に
、
前
述
の
よ
う
に
意
識
の
原
理
を
持
つ
。
自
我
は
自
己
を
自
我
と
し
て
定
立
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
と
し
て
」
に
お
け
る
慮

　
　
我
の
活
動
を
「
求
心
的
（
N
①
馨
暑
①
琶
と
（
同
』
隠
）
な
方
向
の
能
動
性
と
し
て
、
自
我
の
金
実
在
性
を
満
た
す
無
限
に
門
遠
心
的
（
器
馨
亭



　
　
詮
α
q
β
・
一
と
（
H
℃
b
。
課
）
な
能
動
性
の
方
向
か
ら
区
別
す
る
。
こ
の
二
方
向
は
共
に
自
我
の
本
質
で
あ
り
、
ヤ
ン
ケ
の
言
う
よ
う
に
自
我
の
聾
訂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
構
造
が
媒
介
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
ヤ
ン
ケ
と
共
に
「
こ
の
二
重
の
方
向
は
そ
も
そ
も
区
別
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
が
発

　
　
せ
ら
れ
る
。
自
我
の
二
方
向
の
能
動
性
は
自
我
の
本
質
的
構
造
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
区
別
を
明
示
す
る
の
は
、
求
心
的
方
向
の
能
動
性

　
　
が
、
自
我
に
と
っ
て
の
他
者
す
な
わ
ち
非
我
と
い
う
障
害
に
出
会
い
、
自
己
自
身
に
も
ど
っ
て
く
る
能
動
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
自
我
の
鋤
δ
構
造
に
お
い
て
同
時
に
非
我
が
示
さ
れ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
自
我
は
自
己
を
無
限
な
絶
対
我
と
し
て
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
自
我
の
自
我
と
し
て
の
自
覚
は
ひ
と
つ

　
　
の
限
定
作
用
で
あ
り
、
自
我
の
有
限
な
活
動
性
の
み
が
自
覚
さ
れ
う
る
。
し
か
し
自
我
に
は
、
無
限
な
活
動
性
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と

　
　
い
う
第
一
原
則
の
自
我
の
原
理
的
要
求
が
内
在
し
て
い
る
。
こ
こ
に
自
己
を
無
限
な
絶
対
我
と
し
て
自
覚
的
に
定
立
す
る
こ
と
を
め
ざ
す

　
　
実
践
的
な
自
我
の
活
動
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
一
原
則
の
絶
対
我
は
実
践
我
の
活
動
が
め
ざ
す
「
理
念
（
冠
Φ
①
）
」
（
押
b
。
ミ
）
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
自
我
の
実
践
的
活
動
の
目
標
な
の
で
あ
る
。
無
限
で
あ
る
と
し
て
自
己
を
定
立
す
る
時
、
自
我
は
定
立
活
動
の
「
と
し
て
」
と
い
う
巴
の

　
　
の
構
造
に
お
い
て
有
限
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
有
限
性
の
自
覚
に
お
い
て
、
自
我
は
絶
対
我
と
し
て
の
自
覚
を
め
ざ
し
自
己
の
有

　
　
限
性
を
克
服
し
無
限
に
努
力
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
自
我
の
有
限
性
に
対
応
す
る
の
は
、
非
我
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
「
自
我
に
対
し
て
端
的
に
非
我
が
反
立
さ
れ
る
」
（
押
一
9
）
と
示
さ

　
　
れ
る
第
二
原
則
で
定
立
さ
れ
、
さ
ら
に
第
三
原
則
で
「
自
我
は
自
我
の
中
に
お
い
て
可
分
的
な
自
我
に
対
し
て
可
分
的
な
非
我
を
反
立
す

　
　
る
」
（
押
置
。
）
と
し
て
、
量
の
概
念
に
よ
っ
て
可
分
的
に
自
我
と
相
互
関
係
に
立
つ
非
我
で
あ
る
。
非
我
は
自
我
の
能
動
性
に
対
す
る
障

　
　
害
と
し
て
、
自
我
の
能
動
性
を
阻
止
す
る
の
で
あ
る
。
自
我
が
自
己
を
自
我
と
し
て
自
覚
し
限
定
す
る
時
、
そ
こ
に
同
時
に
自
我
に
と
つ

　
　
て
異
種
的
な
も
の
で
あ
る
非
我
が
在
る
。
自
己
の
有
限
性
の
自
覚
に
お
い
て
自
我
は
同
時
に
非
我
の
存
在
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自

　
　
我
の
反
省
が
、
求
心
的
方
向
の
能
動
性
が
自
己
自
身
に
向
か
う
と
こ
ろ
の
点
に
在
る
障
害
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
我

　
　
は
本
質
上
自
覚
的
構
造
を
持
つ
に
し
て
も
、
自
我
と
し
て
の
自
覚
は
非
我
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
具
体
性
を
得
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

鵬　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
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1
　
し
か
し
自
我
の
能
動
性
は
単
に
非
我
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
我
は
自
己
の
能
動
性
が
非
我
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て

　
　
い
る
と
し
て
自
己
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
自
我
が
能
動
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
非
我
は
障
害
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
非
我
と
の
交
替
関
係
に
お
い
て
非
我
を
認
識
す
る
自
我
の
能
動
性
が
、
理
論
的
な
活
動
と
し
て
理
論
我
と
呼
ば
れ
る
。

　
　
　
理
論
我
は
直
接
に
は
、
第
三
原
刻
の
分
析
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
対
立
す
る
二
つ
の
命
題
の
そ
の
一
方
、
「
自
我
は
自
己
自
身
を
非
我

　
　
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
も
の
と
し
て
定
立
す
る
」
（
押
H
卜
。
⑦
）
に
お
け
る
対
立
の
総
合
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
　
そ
れ
は
意
識
の
統
一
と
自
我
が
根
源
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
確
立
す
る
た
め
に
進
め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
、
自
我
と
非
我
の
対
立
を
総
合

　
　
統
一
す
る
過
程
で
あ
る
。
こ
の
命
題
に
は
自
我
を
限
定
す
る
非
我
の
能
動
性
と
自
我
の
自
己
定
立
の
能
動
性
が
同
時
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
対
立
を
「
交
替
限
定
（
≦
⑦
。
匿
Φ
曲
げ
Φ
ω
甑
ヨ
ヨ
§
磯
）
」
（
鰹
お
μ
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
自
我
と
非
我
と
の
相
互
限
定
に
お
い
て

　
　
総
合
す
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
非
我
が
能
動
的
で
あ
る
の
は
自
我
が
受
動
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
と
し
て
非
我
の
能
動
性
を

　
　
説
明
す
る
門
作
用
性
（
≦
蒔
沼
ヨ
〆
簿
と
（
H
弘
ω
①
）
の
立
場
と
、
自
我
の
受
動
性
は
自
我
の
減
少
さ
れ
た
能
動
性
で
あ
る
と
し
て
農
我
の

　
　
受
動
性
と
能
動
性
の
本
質
は
同
じ
で
あ
る
と
説
明
す
る
「
実
体
性
（
ω
さ
ω
回
雪
け
芭
羅
肯
と
（
評
し
蒔
㎝
）
の
立
揚
と
が
導
び
か
れ
る
。
作
用
性
の

　
　
立
場
に
立
て
ば
自
我
に
対
す
る
非
我
の
作
用
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
自
我
の
受
動
性
の
自
覚
は
成
立
し
な
い
。
自
我
の
受

　
　
動
性
は
自
我
の
能
動
性
の
総
体
と
の
比
較
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
体
性
の
立
場
で
は
自
我
の
自
覚
は
明
ら
か
に
な
る
が

　
　
し
か
し
非
我
と
の
接
点
は
明
ら
か
に
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
は
共
に
｛
面
的
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
に
対
す

　
　
る
非
我
の
作
用
性
と
自
我
の
自
覚
性
を
、
第
一
原
則
を
基
礎
に
置
き
つ
つ
総
合
し
、
最
後
に
「
構
想
力
（
国
ヨ
蓬
号
長
女
臨
け
と
（
囲
．
鷲
㎝
）

　
　
の
統
一
に
到
達
す
る
。

　
　
　
構
想
力
は
「
そ
れ
の
み
が
生
命
と
意
識
を
可
能
に
す
る
」
（
押
N
8
）
と
君
わ
れ
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
人
間
精
神
の
根
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
能
力
と
し
て
そ
の
特
異
性
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
。
構
想
力
の
能
力
は
対
立
す
る
も
の
の
総
含
の
働
き
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
し
た
が

　
　
っ
て
そ
れ
は
、
自
我
と
非
我
の
総
合
の
全
過
程
に
お
い
て
働
い
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
・
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
れ
を
理
論
的
知
識
学



　
　
の
頂
点
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
構
想
力
の
卓
越
し
た
能
力
を
、
絶
対
的
に
対
立
し
合
う
も
の
と
し
て
の
有
限

　
　
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
総
合
に
お
い
て
示
す
。
す
な
わ
ち
、
自
我
の
能
動
性
が
無
限
に
進
み
行
く
と
い
う
前
提
に
お
い
て
の
み
、
非

　
　
我
の
障
害
と
自
我
の
有
限
性
の
自
覚
が
可
能
で
あ
る
。
逆
に
自
我
が
無
限
で
あ
る
の
は
自
我
が
自
己
を
無
限
で
あ
る
と
し
て
定
立
す
る
限

　
　
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
定
立
の
「
と
し
て
」
に
お
い
て
自
我
は
自
己
を
限
定
し
有
限
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
無
限
定
と
有
限

　
　
性
と
は
自
我
の
自
覚
的
定
立
の
「
と
し
て
」
に
お
い
て
、
両
者
の
間
の
自
我
の
「
動
揺
（
m
W
O
7
≦
①
げ
Φ
冨
）
」
（
ど
鱒
ミ
）
に
よ
っ
て
総
合
さ
れ

　
　
る
。
相
反
嚇
す
る
も
の
は
構
想
力
の
動
揺
に
よ
っ
て
動
的
に
総
合
さ
れ
う
る
の
み
で
あ
る
。
固
定
的
な
総
合
は
単
に
有
限
と
有
限
と
の
総

　
　
合
を
可
能
に
す
る
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
理
論
的
活
動
に
お
け
る
自
我
は
構
想
力
の
能
力
に
よ
っ
て
可
能
に
な
り
、
そ
れ
は
同
時
に
自
我

　
　
の
自
覚
的
活
動
で
あ
る
。
構
想
力
の
動
揺
は
自
我
の
無
限
性
と
有
限
性
と
の
自
覚
の
問
の
動
揺
と
し
て
示
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
自
我
の
根

　
　
源
的
自
覚
は
構
想
力
の
動
揺
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
理
論
我
が
そ
の
頂
点
に
お
い
て
無
限
性
と
有
限
性
の
間
の
動
揺
と
し
て
示
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
実
践
我
の
在
り
方
に
通
じ
る
こ
と
は
明

　
　
ら
か
で
あ
る
。
理
論
我
に
お
い
て
は
、
自
我
の
無
限
な
能
動
性
が
非
我
に
よ
っ
て
障
害
さ
れ
る
側
面
に
目
が
向
け
ら
れ
、
実
践
我
に
お
い

　
　
て
は
そ
れ
が
自
我
自
身
の
内
部
に
お
け
る
無
限
性
と
有
限
性
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
フ
ィ
ヒ
テ
は
実
践
我
の
活

　
　
動
を
、
絶
対
我
と
理
論
我
と
い
う
い
わ
ば
二
つ
に
分
裂
し
た
自
我
の
総
合
を
計
り
つ
つ
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
絶
対
我
お
よ
び
理
論
我
の
能
動
性
は
、
自
我
の
純
粋
で
無
限
な
能
動
性
と
客
観
と
し
て
の
非
我
に
関
わ
る
客
観
的
能
動
性
で
あ
る
。
こ

　
　
こ
に
統
一
で
あ
る
べ
き
自
我
の
能
動
性
に
分
裂
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
総
合
の
た
め
に
自
我
と
非
我
の
関
係
が
再
び
吟
味
さ
れ
る
。

　
　
第
二
原
則
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
非
我
の
反
立
は
端
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
我
の
客
観
的
能
動
性
が
端
的
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
無
制

　
　
約
で
無
限
な
能
動
性
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
客
観
的
能
動
性
は
非
我
に
関
わ
り
、
そ
の
限
り
有
限
で
あ
る
。
自
我
の
統
一
の

　
　
た
め
に
は
「
客
観
と
自
我
の
一
致
が
要
求
」
（
押
さ
。
①
O
）
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
求
は
絶
対
我
の
中
に
、
し
た
が
っ
て
自
我
の
本
質

　
　
の
内
に
横
た
わ
る
絶
対
的
要
求
で
あ
る
。
こ
の
要
求
に
基
づ
き
無
限
な
能
動
性
と
し
て
の
自
覚
を
め
ざ
し
て
「
努
力
（
Q
Q
窪
①
び
。
昌
）
」
（
r
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（
8
）

さ。

¥
）
す
る
自
我
の
、
そ
の
活
動
が
実
践
我
と
呼
ば
れ
る
。
自
我
の
自
覚
の
根
底
に
は
絶
対
我
が
横
た
わ
る
こ
と
は
実
践
我
の
自
覚
に
お

い
て
真
に
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
絶
対
我
と
実
践
我
と
理
論
我
の
活
動
が
そ
れ
ぞ
れ
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
統
一
は
、
自
我
の
自
覚
的
な
自
己
定
立
活
動

す
な
わ
ち
自
己
を
「
と
し
て
」
と
定
立
す
る
活
動
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
。
自
我
は
単
な
る
活
動
体
と
し
て
自
我
の
外
に
あ
る
第
三
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
対
し
て
か
く
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
己
自
身
に
対
し
て
か
く
あ
る
の
で
あ
る
。
自
我
の
能
動
性
は
そ
の
自
覚
に
お
い
て
初
め
て
自
我
の

能
動
性
で
あ
る
。
一
七
九
四
年
の
知
識
学
は
自
我
の
端
的
な
自
己
定
立
活
動
を
第
一
原
則
に
掲
げ
つ
つ
も
、
そ
の
活
動
は
自
己
自
身
を
端

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
に
定
立
す
る
も
の
と
し
て
定
立
す
る
よ
う
な
自
覚
的
自
己
定
立
活
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
覚
の
構
造
に
基
づ
く
定
立
の
く
り
か

え
し
に
お
い
て
自
我
が
在
る
と
同
時
に
自
我
に
と
っ
て
外
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
自
我
に
対
す
る
非
我
の
可
能
性
は
、
自
我
の
能
動

性
と
そ
の
自
覚
に
お
い
て
自
我
自
身
の
内
部
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
自
我
の
存
在
と
そ
の
自
覚
の
た
め
に
は
非
我
は
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
自
我
を
原
則
と
し
つ
つ
非
我
と
の
関
係
に
お
い
て
一
切
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
時
、
自
我
に
対
す
る

「
存
在
の
意
識
は
全
て
・
輔
が
皇
耳
へ
も
ど
る
活
勲
の
経
邊
適
合
し
・
精
楚
と
・
て
護
と
し
て
用
い
ら
麓
」
と
さ
善

え
る
の
で
あ
る
。

⇔
　
知
性
の
本
質
と
し
て
の
自
覚

　
一
七
九
七
年
の
一
連
の
知
識
学
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
が
哲
学
の
原
理
で
あ
り
同
時
に
哲
学
の
対
象
と
な
り
う
る
正
当
性
を
明
ら
か
に
す

る
。
「
宙
我
が
た
だ
自
己
自
身
に
対
し
て
の
み
存
在
す
る
や
否
や
、
自
我
に
対
し
て
同
時
に
ま
た
自
我
の
外
な
る
存
在
が
必
然
的
に
成
立

す
る
」
（
炉
ホ
刈
）
と
言
わ
れ
る
自
我
と
非
我
と
の
関
係
構
造
は
、
　
一
七
九
四
年
の
知
識
学
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
に

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

対
し
て
非
我
が
成
立
す
る
と
い
う
点
に
自
我
の
根
源
性
を
見
嵐
し
、
自
我
に
対
す
る
非
我
の
根
拠
を
自
我
の
対
自
的
活
動
性
に
認
め
る
の

で
あ
る
。
一
七
九
四
年
の
知
識
学
で
は
叙
述
の
展
開
に
し
た
が
っ
て
自
覚
的
な
自
我
の
在
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
同



　
　
時
に
自
我
と
非
我
と
が
相
互
に
限
定
し
合
う
種
々
相
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
。
今
や
自
我
の
本
質
で
あ
る
自
覚
的
活

　
　
動
そ
の
も
の
に
探
究
が
向
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
自
我
の
根
源
性
は
「
自
我
の
定
立
が
、
定
立
す
る
く
と
し
て
V
の
自
己
定
立
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
り
、
し
た
が
っ
て
自
己
知
で
あ
る
と
い
う
圃
有
性
」
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
『
知
識
学
へ
の
第
一
序
論
』
で
は
「
君
自
身
を
注
視
せ
よ
。
鷺
の
目
を
、
君
を
取
り
囲
む
全
て
の
も
の
か
ら
転
じ
て
、
君
の
内
面
に
向

　
　
け
よ
」
（
一
”
お
b
。
）
と
い
う
こ
と
が
哲
学
老
に
早
し
て
為
さ
れ
る
第
一
の
要
求
と
な
る
。
そ
れ
は
直
接
に
は
哲
学
の
課
題
と
し
て
の
経
験
の

　
　
根
拠
の
解
明
の
た
め
に
為
さ
れ
る
要
求
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
経
験
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
は
、
自

　
　
我
か
自
我
の
外
に
独
立
に
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
物
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
自
己
自
身
の
自
由
と
独
立
性
を
確
信
す
る
人
は
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
然
的
に
自
我
を
経
験
界
の
根
拠
と
し
て
選
ぶ
。
自
我
に
対
し
て
在
る
時
に
初
め
て
経
験
界
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
七
九
四
年
置
知
識

　
　
学
で
示
さ
れ
た
自
我
の
自
覚
的
構
造
は
、
経
験
の
根
拠
と
し
て
の
自
我
の
解
明
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
第
一
原
則
は
絶

　
　
対
的
で
純
粋
な
能
動
性
と
し
て
の
自
我
で
あ
る
。
第
一
原
則
に
自
覚
的
自
我
の
構
造
が
予
想
さ
れ
る
に
し
て
も
、
重
点
は
む
し
ろ
端
的
な

　
　
活
動
性
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
自
我
の
活
動
性
に
本
質
的
な
自
覚
の
作
用
そ
の
も
の
に
、

　
　
焦
点
を
定
め
て
い
く
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
自
覚
的
自
我
の
在
り
方
は
新
た
に
「
知
性
（
H
糞
①
露
α
q
o
自
）
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
知
性
の
本
質
は
「
在
る
こ
と
と
見
る
こ
と
の

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
直
接
的
融
合
」
（
押
蕊
㎝
）
に
あ
る
。
知
性
は
存
在
す
る
時
、
同
時
に
自
己
自
身
を
見
る
。
こ
の
「
自
己
自
身
を
見
る
こ
と
（
ω
鐸
ω
9
σ
馨

　
　
ω
魯
窪
）
」
（
r
お
㎝
）
に
知
性
の
卓
越
し
た
本
性
が
あ
る
。
知
性
は
対
自
存
在
と
し
て
の
自
我
、
自
覚
的
存
在
と
し
て
の
自
我
に
外
な
ら
な

　
　
い
。

　
　
　
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
の
正
当
性
を
知
性
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
知
識
学
の
新
叙
述
試
論
』
で
も
知
性
の
本
質
を

　
　
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
君
を
思
惟
せ
よ
。
そ
し
て
い
か
に
君
が
そ
れ
を
な
す
か
を
注
目
せ
よ
」
（
ど
給
㎝
）
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
呼
び
か
け

　
　
る
。
自
己
自
身
に
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
　
「
自
己
愛
還
帰
の
活
動
（
ぎ
。
・
8
ず
N
霞
乱
舞
σ
q
o
冨
p
匹
。
↓
助
餓
σ
q
ぽ
9
什
）
」
（
朗

87一　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
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〃
哲
学
研
究
　
鱈
即
五
｝
臼
五
十
五
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八

認
。
。
）
に
よ
っ
て
の
み
自
我
と
し
て
の
自
覚
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
知
性
は
単
な
る
定
立
の
活
動
性
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
定
立
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
の
自
覚
す
な
わ
ち
知
で
あ
る
。
　
「
定
立
す
る
と
し
て
の
自
己
定
立
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
な
る
定
立
で
は
な
い
」
（
ど
総
。
。
）
こ
と
が
明

示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
覚
的
定
立
は
主
観
と
客
観
の
直
接
的
合
一
の
意
識
で
あ
り
、
ま
た
直
接
的
意
識
と
し
て
直
観
で
あ
り
、
か
つ

活
動
の
把
握
と
し
て
概
念
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
の
同
一
性
、
直
観
か
つ
概
念
で
あ
り
う
る
事
態
は
自
我
の
自
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

的
定
立
活
動
に
お
い
て
の
み
示
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
知
性
の
こ
の
よ
う
な
在
り
方
は
さ
ら
に
知
性
の
自
己
直
観
と
し
て
「
知
的
直
観
」

（
囲
鴇
帆
ω
O
）
、
あ
る
い
は
自
我
の
本
質
と
し
て
「
自
我
性
（
♂
導
燈
）
」
（
ど
帆
。
。
O
）
と
新
た
に
呼
ば
れ
る
。

　
知
的
直
観
の
特
質
は
『
知
識
学
へ
の
第
二
序
論
』
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
る
。
知
的
直
観
は
自
己
自
身
を
直
接
に
直
観
す
る
活
動

で
あ
り
、
し
か
も
活
動
そ
の
も
の
と
し
て
の
自
己
を
直
観
す
る
。
自
己
自
身
の
本
質
的
活
動
の
直
観
で
あ
る
と
い
う
点
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
知

的
直
観
の
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
さ
ら
に
知
的
直
観
は
「
単
に
直
観
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
概
念
的
に
も
把
握
す
る
」
　
（
一
”
心
曾
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

活
動
で
あ
る
。
知
的
直
観
に
お
い
て
自
我
は
自
己
の
活
動
を
同
時
に
知
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
知
的
腹
観
の
概
念
的
性
質
が
示
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

「
定
立
す
る
と
し
て
の
自
己
定
立
」
で
あ
る
知
性
の
自
己
直
観
に
は
「
と
し
て
」
に
お
い
て
概
念
的
性
質
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
前
期
の
知
識
学
は
自
我
の
哲
学
と
呼
ば
れ
う
る
。
自
我
の
自
覚
的
活
動
が
自
我
の
本
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
我
の
純
粋
な
能
動
性
に

お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
絶
対
我
が
自
我
の
諸
活
動
の
原
理
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
絶
対
我
は
有
限
な
自
我
の
努
力
の
理
念
と
し
て
も

明
ら
か
に
さ
れ
た
。
理
念
と
し
て
絶
対
我
は
有
限
な
自
我
の
活
動
の
無
限
の
彼
方
に
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
自
我
の
構
造
解
明
に
お
い

て
は
、
　
一
面
で
有
限
我
と
連
続
し
た
同
一
の
地
平
上
に
あ
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
絶
対
我
と
有
限
我
の
間
に
は
断
絶
は
な
い

と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
次
の
一
八
〇
一
年
の
『
知
識
学
の
叙
述
』
に
至
る
ま
で
の
問
に
、
自
覚
的
な
自
我
の
在
り
方
を
真
に
基
礎

づ
け
る
よ
う
な
端
的
な
超
越
者
と
し
て
の
絶
対
岩
へ
の
関
心
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
中
で
高
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
自
我
の
体
系
的
構
造
を

明
ら
か
に
し
え
た
時
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
対
我
の
絶
対
性
そ
の
も
の
を
超
越
的
原
理
と
し
て
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
自
我
の
自

覚
的
活
動
す
な
わ
ち
知
の
超
越
的
原
理
で
あ
る
ρ
知
の
根
拠
は
知
に
お
い
て
客
観
的
に
知
ら
れ
う
る
対
象
で
は
な
い
。
「
自
覚
に
お
け
る



知
と
知
の
根
拠
は
そ
も
そ
も
相
互
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
知
と
知
の
根
拠
を
根
本
的
に
分
離
し
う
る
た
め
の
条
件
な
の
で
あ

（
1
3
）

る
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
覚
と
し
て
の
知
の
絶
対
的
根
源
に
上
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
覚
の
根
源
と
し

て
、
自
覚
の
徹
底
と
い
う
方
向
を
取
る
。
自
覚
的
存
在
老
は
自
覚
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
己
を
貫
通
し
、
そ
の
根
源
に
ま
で
迫
り
う
る
の

で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
、
知
の
根
拠
と
し
て
の
絶
対
者
へ
の
上
り
道
は
、
自
覚
的
存
在
者
が
自
己
の
構
造
を
自
覚
的
に
解
明
す
る

道
と
な
る
。
自
我
の
自
覚
と
い
う
本
質
が
因
っ
て
立
つ
根
源
は
、
自
覚
の
知
を
越
え
た
深
み
に
横
た
わ
る
。
自
覚
は
そ
こ
に
至
る
ま
で
徹

底
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⇔
　
絶
対
知
と
そ
の
自
覚

　
　
　
一
八
〇
一
年
の
知
識
学
で
叙
述
の
中
心
と
さ
れ
る
の
は
自
覚
的
存
在
者
と
し
て
の
絶
対
知
で
あ
る
。
絶
対
知
の
自
覚
的
本
質
は
、
絶
対

　
　
知
と
相
対
知
の
関
係
を
み
る
時
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
際
フ
ィ
ヒ
テ
は
三
角
形
の
作
図
を
例
と
し
て
示
し
て
い
る
。
或
る
角
を
第
三
の
直

　
　
線
で
閉
じ
て
三
角
形
を
構
成
す
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
作
用
が
単
な
る
個
々
の
場
面
を
越
え
「
無
限
に
可
能
な
角
に
つ
い
て
、
無
限

　
　
に
可
能
な
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
」
（
戸
。
。
＼
膳
）
妥
当
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
時
わ
れ
わ
れ
は
三
角
形
に
つ
い
て
の
知
を
持

　
　
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
と
は
　
「
あ
る
表
象
を
そ
の
総
体
性
に
お
い
て
端
的
に
一
瞥
を
も
っ
て
把
握
す
る
作
用
」

　
　
（
囲
H
”
O
）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
知
の
働
き
は
知
の
外
に
あ
る
対
象
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
の
限
り
知
の
対
象
は
様
々
に
異
な

　
　
り
、
こ
の
知
あ
る
い
は
あ
の
知
と
し
て
相
対
知
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
そ
の
よ
う
な
多
様
な
知
は
知
と
し
て
同
一
で
あ
る
。
相
対
知
に
は
全
て
知
と
し
て
の
知
の
本
質
が
あ
る
。
そ
の
本
質
は
知
を
明

　
　
ら
か
に
す
る
知
、
す
な
わ
ち
知
の
知
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
知
の
知
は
、
知
の
多
様
な
対
象
の
中
の
ひ
と
つ
と
し

　
　
て
知
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
相
対
知
す
な
わ
ち
写
る
も
の
に
つ
い
て
の
知
に
お
い
て
二
般
に
知
で
あ
る
」
（
一
押
H
蒔
）
と

　
　
い
わ
れ
る
も
の
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
知
の
知
（
悲
境
ω
　
ノ
≧
一
ω
ロ
ロ
Φ
鵠
　
く
O
ヨ
　
ノ
＜
一
ω
ω
O
鵠
）
」
（
炉
。
。
）
と
い
わ
れ

89一　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
〇

蜘　
　
る
時
の
「
の
（
＜
§
）
」
は
、
「
或
る
も
の
に
つ
い
て
の
知
（
⑦
ぎ
ヨ
ω
ω
Φ
づ
く
雪
卑
奢
器
と
（
戸
置
）
と
い
わ
れ
る
時
の
「
の
扁
の
在
り
方
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
知
の
知
は
知
に
よ
る
知
自
身
の
本
質
直
観
で
あ
り
、
知
の
自
己
理
解
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
知
の
自
覚
態

　
　
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
或
る
も
の
の
知
に
お
い
て
も
確
か
に
知
は
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
の
時
知
は
知
自
身
に
対
し
て
知
と
し
て
は

　
　
存
在
し
て
い
な
い
。
知
は
無
自
覚
態
で
あ
り
、
対
象
と
の
関
係
の
内
に
知
と
し
て
の
在
り
方
を
保
つ
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
知
の
、
知

　
　
と
し
て
の
統
幅
は
「
知
の
知
」
に
お
い
て
知
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
知
自
身
は
、
知
の
知
の
内
で
ま
っ
た
く
一
瞥
を
も
っ
て
、

　
　
徹
底
的
に
知
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
ま
さ
に
自
己
自
身
に
等
し
い
統
一
と
し
て
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
H
H
噂
。
。
）
と
言
わ
れ
る
。
し
た
が

　
　
っ
て
「
知
の
知
」
は
「
の
」
と
い
う
関
係
に
お
い
て
示
さ
れ
る
よ
り
も
、
よ
り
適
切
に
は
　
「
知
そ
の
も
の
　
（
山
帥
ω
　
≦
一
ω
の
Φ
コ
）
」
（
算
雛
）

　
　
「
絶
対
知
（
儀
9
ω
　
潜
げ
ω
O
一
郎
酵
O
　
≦
帥
。
陰
ω
①
づ
）
」
で
あ
る
。

　
　
　
知
識
学
は
知
の
本
質
で
あ
る
絶
対
知
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
む
し
ろ
知
識
学
そ
の
も
の
が
絶
対
知
の
立
場
に
あ
る
と
も
言
え

　
　
る
。
「
知
識
学
は
た
だ
自
己
自
身
の
知
に
至
り
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
目
覚
め
と
明
る
さ
、
自
己
支
配
と
に
到
達
し
た
普
遍
的
知
で
あ

　
　
る
」
（
固
二
一
〇
）
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
対
知
と
し
て
の
知
識
学
が
「
眼
の
明
る
さ
」
で
あ
る
と
言

　
　
う
。
絶
対
知
は
自
己
自
身
を
見
る
眼
の
作
用
と
し
て
の
自
覚
の
立
場
に
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
だ
ろ
う
。
絶
対

　
　
知
の
自
覚
性
は
「
自
我
性
」
（
鍔
卜
。
O
）
で
あ
り
、
新
た
に
「
生
き
生
き
と
し
た
光
の
状
態
（
畠
＝
八
雲
象
鷺
際
。
｝
誉
儒
の
§
儀
）
」
「
見
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
（
O
Q
Φ
冨
鵠
）
」
（
戸
一
⑩
）
と
し
て
も
示
さ
れ
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
絶
対
知
の
実
質
的
内
容
は
何
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
絶
対
知
は
相
対
知
を
知
と
し
て
基
礎
づ
け
、
客
観
的
対
象
と
の
関
係
を

　
　
越
え
た
知
そ
の
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
絶
対
知
を
摺
対
知
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
絶
対
知
は
相
対
知
か
ら
抽
象

　
　
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
　
一
極
で
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
対
知
の
記
述
の
て
が
か
り
を
絶
対
者
に
求
め
る
の
で
あ

　
　
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
言
う
よ
う
に
、
そ
の
言
葉
か
ら
も
絶
対
知
が
絶
対
者
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
絶
対
知
の
絶
対
性
は
絶

　
　
対
者
と
の
連
関
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
知
を
も
さ
ら
に
越
え
て
、
絶
対
老
を
絶
頬
知
か
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
少
な
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く
と
も
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
絶
対
者
に
つ
い
て
今
主
張
し
た
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
が
ど
う
し
て
生
ず
る

の
か
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
探
究
が
進
む
に
つ
れ
て
も
ち
ろ
ん
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
」
（
一
一
”
お
）
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
言

（
1
6
）

う
。
絶
対
知
と
絶
対
者
の
連
関
は
絶
対
知
の
自
覚
に
お
い
て
真
に
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
わ
れ
わ
れ
自
身
が
絶
対

知
の
立
場
に
高
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
が
絶
対
知
の
実
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
絶
対
者
を
て

が
か
り
に
始
め
ら
れ
る
、
絶
対
知
の
客
観
的
叙
述
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
絶
対
者
は
次
の
二
つ
の
徴
表
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
う
る
。
ひ
と
つ
は
、
「
絶
対
者
は
そ
れ
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
端
的

に
あ
る
（
島
器
》
ぴ
ω
9
⊆
8
器
一
ω
。
窺
。
。
露
三
コ
噂
§
物
①
ω
ω
巴
」
（
鐸
一
①
）
と
（
一
雨
わ
れ
る
点
、
　
つ
ま
り
生
成
消
滅
を
越
え
、
確
固
と
し
た
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
が
っ
て
自
己
自
身
の
内
で
完
結
し
た
永
遠
不
滅
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
ひ
と
つ
に
は
「
端
的
に
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
が
そ

れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
（
魯
ω
》
び
ω
。
蕉
。
器
炉
≦
器
。
ω
ω
。
ご
ω
。
匡
①
魯
葺
一
著
§
穐
。
ω
ω
巴
」
（
拝
δ
）
と
甚
一
口
わ
れ
る
点
、
つ
ま
り

外
的
影
響
な
し
に
自
己
自
身
か
ら
自
己
自
身
に
よ
っ
て
存
在
し
う
る
自
由
と
い
う
点
で
あ
る
。
絶
対
知
は
知
と
し
て
絶
対
的
で
あ
り
、
さ

ら
に
た
だ
一
目
で
把
握
さ
れ
る
統
一
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
対
知
の
実
質
を
、
絶
対
者
の
二
徴
表
の
「
絶
対
的
融
合
」
（
月
日
）
の
内

に
認
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
融
合
は
決
し
て
単
に
二
徴
表
の
並
存
状
態
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
単
な
る
並
存
に
お
い
て
は
「
消

極
的
な
統
一
、
つ
ま
り
無
差
別
が
生
じ
る
だ
け
で
あ
る
」
（
岸
b
。
一
）
と
言
わ
れ
る
。
絶
対
知
の
存
在
は
、
絶
対
者
の
二
徴
表
が
相
互
に
貫

き
入
り
融
合
し
合
う
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
絶
対
者
の
二
徴
衷
は
融
合
し
つ
つ
も
無
差
別
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
存
在
は
存
在
と
し
て
、

ま
た
自
由
は
自
由
と
し
て
相
互
に
貫
通
し
合
い
、
「
新
し
い
本
質
」
（
困
一
》
ミ
）
と
な
る
と
こ
ろ
が
絶
対
知
で
あ
る
。
こ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
が

言
わ
ん
と
す
る
絶
対
知
の
本
質
は
、
相
対
知
の
様
々
な
多
様
性
を
越
え
、
し
か
も
相
対
知
の
根
源
と
し
て
多
様
性
を
も
可
能
に
す
る
絶
対

知
の
在
り
方
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
絶
対
者
の
二
徴
表
の
融
合
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
実
在
的
な
合
一
と
真
の
有
機
化
」
（
H
押
ミ
）
と

し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
絶
対
知
は
存
在
と
自
由
の
絶
対
的
な
相
互
貫
通
、
融
合
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
絶
対
知
の
質
料
が
示
さ
れ
た
の
で

　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
九
二

92
1
　
あ
る
。
他
方
「
自
己
貫
通
が
、
貫
通
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
全
く
度
外
視
す
る
」
（
H
ど
一
り
）
と
き
、
絶
対
知
の
形
式
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
　
絶
対
知
の
こ
の
形
式
に
注
目
し
た
時
、
自
己
貫
通
と
し
て
絶
対
知
は
「
自
己
に
対
す
る
、
自
己
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
」
（
鐸
お
）
と
言

　
　
わ
れ
る
。
先
に
相
対
知
と
の
対
比
に
お
い
て
示
さ
れ
た
絶
対
知
の
自
覚
性
は
、
こ
こ
で
絶
対
知
自
身
の
内
的
構
造
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た

　
　
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
絶
対
知
は
自
己
貫
通
と
い
う
対
自
的
形
式
に
お
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
対
自
性
と
し
て
の
自
己
貫

　
　
通
は
、
自
我
性
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
見
る
内
的
な
眼
で
あ
る
。
こ
の
対
自
存
在
と
い
う
点
に
絶
対
知
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
知
の
対
自
性
は
知
の
本
質
的
在
り
方
で
あ
り
、
知
自
身
の
絶
対
的
作
用
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
知
の
対
自
性
を
知
の
自
由
の
作
用
と
し

　
　
て
と
ら
え
る
。
す
な
わ
ち
知
は
た
だ
知
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
自
己
に
対
し
て
、
自
己
の
内
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
「
知
は
、
あ
る

　
　
が
ゆ
え
に
知
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
知
が
内
的
に
自
己
自
身
の
内
に
お
い
て
こ
の
対
自
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
で

　
　
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
「
こ
の
あ
る
が
ゆ
え
に
の
存
在
は
…
…
知
の
自
由
の
表
現
で
あ
り
、
し
か
も
知
の
絶
対
的
自
由
の

　
　
表
現
で
あ
る
」
（
剛
同
”
b
。
9
。
）
と
し
て
、
あ
る
が
ゆ
え
に
あ
る
知
の
本
質
を
対
自
性
に
認
め
、
そ
れ
を
知
の
自
由
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
絶
対
知

　
　
の
存
在
の
実
質
は
、
絶
対
者
の
二
徴
表
の
融
合
と
し
て
い
わ
ば
他
の
も
の
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
絶
対
知
の

　
　
自
由
で
あ
る
対
自
性
は
、
「
知
自
身
の
内
的
な
内
在
的
な
絶
対
性
と
自
由
と
し
て
定
立
」
（
罫
㌶
）
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
知
と
し
て
の
知

　
　
の
本
質
は
こ
の
紺
自
性
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
こ
に
知
と
し
て
の
在
り
方
が
基
づ
く
の
で
あ
る
。
対
自
の
作
用
に
お
い
て
初
め
て
知
が
知

　
　
と
し
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
知
の
対
自
の
自
由
は
「
内
的
な
生
け
る
点
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
内
に
お
け
る
、
か
つ
自
己
自
身

　
　
か
ら
発
す
る
と
こ
ろ
の
生
命
と
光
の
絶
対
的
発
動
で
あ
る
」
（
一
掃
噂
卜
δ
鼻
）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
絶
対
知
は
そ
の
質
料
の
面
か
ら
存
在
と
し
て
、
形
式
の
面
か
ら
自
由
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
絶
対
知
そ
の
も
の
は
こ
れ
ら
存
在
と

　
　
自
由
と
の
融
合
統
一
で
あ
る
。
し
か
し
絶
対
知
の
本
質
が
対
自
性
に
あ
る
な
ら
ば
、
絶
対
知
の
存
在
と
自
由
の
統
一
は
知
自
身
の
内
で
明

　
　
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
知
の
本
質
は
対
自
性
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
知
の
い
わ
ば
自
己
自
身
を
越
え

　
　
出
て
自
己
を
知
る
絶
対
的
自
由
の
作
用
に
お
い
て
、
絶
対
知
の
統
一
は
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
紺
知
の
存
在
と
自
由



　
　
と
の
合
一
が
明
ら
か
に
な
る
知
の
自
由
の
自
己
反
省
を
「
統
一
の
内
的
な
対
自
存
在
」
（
同
押
送
）
、
し
た
が
っ
て
「
絶
対
知
の
対
自
存
在
」

　
　
（
員
b
。
刈
）
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
、
対
自
性
を
本
質
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
絶
対
知
の
「
核
心
で
あ
り
、
知
の
自
己
貫
通
で
あ
る
。
」

　
　
（
同
図
噛
ミ
）
「
そ
れ
ゆ
え
こ
の
対
自
存
在
は
…
…
自
己
自
身
を
完
全
に
把
握
し
、
貫
通
し
、
包
括
す
る
知
」
（
罫
b
。
刈
）
と
な
る
の
で
あ
る
。
絶

　
　
対
知
の
在
り
方
は
こ
の
自
己
反
省
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
絶
対
知
の
存
在
と
自
由
と
の
合
一
に
対
す
る
反
省
は
二
つ
の
立
場
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
自
由
を
根
源
的
な
も
の
と
し
、

　
　
そ
こ
か
ら
存
在
を
基
礎
づ
け
る
反
省
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
時
、
知
は
「
自
己
を
把
握
す
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
を
把
握
す
る
も
の
と
し
て
、

　
　
よ
り
高
次
の
い
か
な
る
根
拠
も
な
し
に
現
わ
れ
る
」
（
H
押
N
Q
。
）
の
で
あ
る
。
こ
の
反
省
は
観
念
論
的
立
場
に
立
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
他
方
、
存
在
を
根
源
的
と
す
れ
ば
自
由
は
存
在
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
端
的
に
あ
る
の
は
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
自

　
　
己
自
身
の
内
に
お
け
る
か
つ
自
己
自
身
に
対
す
る
存
立
に
ま
で
高
め
ら
れ
」
（
一
喫
卜
。
Q
。
）
、
初
め
て
知
の
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
反

　
　
省
は
実
在
論
的
立
場
に
立
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
立
場
に
お
い
て
絶
対
知
の
存
在
と
自
由
と
が
反
省
さ
れ
、
絶
対

　
　
知
の
統
一
は
一
応
示
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
絶
対
知
の
製
造
は
そ
の
存
在
と
南
由
の
融
合
統
一
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
は
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
問
い
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
何
に
つ
い
て
語
る
の
か
、
何
の
本
質
を
わ
れ
わ
れ
は
洞
察
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
か
。
」
（
団
》
び
し
ご
讐
　
ω
●
　
G
Q
り
）
そ
の
答
え
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
絶
対
知
に
つ
い
て
で
あ
り
、
絶
対
知
の
本
質
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ィ

　
　
ヒ
テ
が
こ
の
答
え
に
お
い
て
示
そ
う
と
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
中
に
絶
対
知
を
い
わ
ば
産
出
し
え
た
と
い
う
こ
と
、

　
　
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
知
の
直
接
的
直
観
に
到
達
し
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
直
観

　
　
の
直
観
と
し
て
の
対
自
存
在
に
到
達
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
知
の
統
一
を
明
ら
か
に
し
た
先
の
反
省
の
立
場
は
、
自
由
か
存

　
　
在
か
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
根
源
的
と
し
、
そ
こ
か
ら
他
方
を
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
統
一
を
理
解
し
た
。
つ
ま
り
、
反
省
は
ど
ち

　
　
ら
か
一
方
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
偏
っ
た
理
解
に
終
わ
っ
た
。
し
か
し
絶
対
知
は
同
時
に
存
在
で
あ
り
自
由
で
あ
る
。
反

鵬　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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1
　
省
の
立
場
は
絶
対
知
の
存
在
と
自
由
と
の
真
の
融
合
統
一
を
明
ら
か
に
す
る
ま
で
に
は
深
ま
り
え
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
絶
対
知
に

　
　
直
接
に
迫
り
う
る
た
め
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
わ
れ
わ
れ
の
中
に
絶
対
知
を
産
出
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
対
知
の
直
接
的
な
把
握
を
、
絶
対
的
な
知
的
作
用
そ
の
も
の
の
直
観
と
し
て
、
「
知
的
直
観
（
ぎ
け
巴
興
2
鶏
①
〉
霧
9
p
。
儒
。

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
ロ
づ
α
q
）
」
（
戸
ω
。
。
）
と
呼
ぶ
。
し
か
し
今
や
わ
れ
わ
れ
は
知
的
直
観
を
単
に
客
観
と
し
て
持
つ
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
絶
対
知
の

　
　
立
場
に
高
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
知
的
直
観
を
生
き
る
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
客
観
と
な
す
こ
と
そ
れ
自
身
を
再
び
客
観
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
す
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
以
下
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
自
身
が
こ
の
客
観
で
あ
る
」
（
罫
ω
ω
）
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

　
　
こ
で
、
今
ま
で
の
絶
対
知
の
構
造
解
明
は
単
に
絶
対
知
の
客
観
的
叙
述
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

　
　
て
絶
頬
知
の
対
自
性
の
真
の
理
解
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
絶
対
知
の
対
自
性
は
、
絶
対
知
自
身
に
よ
る
自
覚
に
お
い
て
自

　
　
己
貫
通
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
正
し
く
示
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
今
ま
で
の
絶
対
知
の
解
明
は
、
絶
対
知
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の

　
　
中
に
産
み
出
し
、
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
知
そ
の
も
の
の
立
場
に
立
つ
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
知
と
一
致
す
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
初
め
て
絶
対
知
の
自
己
解
明
は
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
こ
れ
ま
で
は
知
識
学
へ
の
入
り
口
を
求
め
て
き

　
　
た
に
す
ぎ
な
い
」
（
戸
鴛
）
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
絶
対
知
の
客
観
的
叙
述
で
示
さ
れ
た
絶
対
知
の
存
在
と
自
由
と
の
統
一
は
常
に
存
在
か
自
由
か
の
｝
方
か
ら
他
方
へ
と
進
ま
ね
ば
な
ら

　
　
な
か
っ
た
。
し
か
し
両
者
は
岡
時
に
根
源
的
で
あ
る
。
そ
の
事
態
は
知
的
薩
観
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
知
的
直
観
に
お
い
て

　
　
知
は
自
己
膚
身
に
対
し
て
直
接
に
一
挙
に
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
自
由
と
、
自
由
に
よ
っ
て
明

　
　
ら
か
に
さ
れ
る
存
在
が
同
時
に
根
源
的
な
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
統
一
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
知
に
お
い

　
　
て
存
在
は
寒
点
内
で
完
結
し
自
己
内
に
在
り
な
が
ら
同
時
に
自
己
に
対
し
て
在
り
自
己
を
貫
通
す
る
。
存
在
は
対
自
の
自
由
と
結
び
つ
く

　
　
限
り
に
お
い
て
初
め
て
知
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
思
惟
は
盲
目
で
あ
る
だ
ろ
う
」
（
勺
ず
膨
騙
ω
．
蔭
膳
）
と
言
わ
れ
る
。
ま

　
　
た
自
由
は
、
存
在
の
確
実
な
存
続
性
と
結
び
つ
く
限
り
に
お
い
て
、
具
体
的
に
知
と
し
て
対
自
で
あ
る
。
「
そ
う
で
な
け
れ
ば
自
由
は
空



　
　
虚
で
無
で
あ
る
だ
ろ
う
」
（
写
し
d
い
ψ
駐
）
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
知
的
直
観
は
「
知
の
存
在
を
照
明
す
る
こ
と
、
知
の
光
を
限
定
す
る
こ

　
　
と
、
こ
の
両
老
の
絶
対
的
同
一
性
」
（
℃
ず
切
．
　
Q
Q
・
　
蒔
劇
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
知
的
直
観
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
　
「
わ
れ
わ
れ
が
立
つ
こ
と
の
で
き
る
最
高
の
点
に
、
〔
つ
ま
り
〕

　
　
知
の
絶
対
的
形
式
た
る
ま
さ
に
対
（
閃
離
『
）
の
中
に
、
立
つ
」
（
鍔
ω
①
）
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
で
純
粋
な
対

　
　
自
で
あ
り
、
自
己
自
身
に
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
で
あ
り
、
「
自
己
自
身
の
中
で
明
る
く
不
動
の
閉
じ
ら
れ
た
眼
」
（
戸
。
。
刈
）
で
あ
る
。

　
　
こ
の
眼
に
お
い
て
絶
対
知
は
全
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
眼
の
中
に
は
「
他
の
も
の
は
何
も
の
も
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た

　
　
こ
の
眼
は
、
自
分
の
外
に
出
て
他
の
も
の
に
至
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
眼
の
中
に
わ
れ
わ
れ
の
体
系
は
立
っ
て
い
る
の
で

　
　
あ
る
」
（
月
ω
刈
）
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
言
う
。
自
覚
の
立
場
に
立
ち
、
自
覚
的
存
在
者
の
在
り
方
を
見
極
め
、
自
覚
そ
の
も
の
の
根
源
を
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
、
知
識
学
は
成
立
し
、
そ
こ
に
先
験
的
哲
学
の
特
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
絶
対
知
は
知
的
直
観
に
お
い
て
自
己
自
身
を
知
と
し
て
見
る
。
そ
の
時
知
自
身
に
知
ら
れ
る
知
は
、
絶
対
知
の
客
観
的
叙
述
で
明
ら
か

　
　
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
存
在
と
自
由
の
統
一
で
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
知
は
対
自
的
に
、
あ
る
が
ゆ
え
に
（
§
蟄
。
ω
ω
巴
、
直
接
に
、

　
　
そ
れ
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
§
恥
Φ
ω
ω
巴
で
端
的
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
嘗
。
。
。
。
）
絶
対
知
は
対
自
的
に
端
的

　
　
な
自
由
で
あ
り
、
か
つ
端
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
端
的
な
存
在
と
自
由
と
の
直
接
的
統
一
の
対
自
化
、
自
覚
は
ど
の
よ
う
に
し

　
　
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
知
の
自
由
な
対
自
の
作
用
に
お
い
て
端
的
な
存
在
が
そ
の
も
の
と
し
て
現
れ
う
る
の
だ
ろ

　
　
う
か
。
知
の
自
覚
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
存
在
は
す
で
に
知
の
存
在
で
あ
り
、
存
在
の
端
的
な
本
質
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
失
わ
れ
て
し

　
　
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
「
一
切
の
直
観
は
自
由
で
あ
り
、
端
的
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
が
ゆ
え
に
あ
る
。
も
し
こ
の
が
ゆ
え
に
（
ミ
ミ
）
が
自
己
を
直
観
す
る
と
す
れ
ば
、
知
の
何
（
§
吻
）
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
は
減
却

　
　
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
H
一
肌
G
。
O
）
存
在
と
自
由
の
対
自
化
す
な
わ
ち
両
者
の
統
一
の
知
に
お
い
て
は
、
存
在
は
そ
の
端
的
な
本
質
に
お
い

　
　
て
知
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
知
に
お
い
て
存
在
は
端
的
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
で

鵬　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
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1
　
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
存
在
と
自
由
の
統
一
の
対
自
と
し
て
知
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
知
は
真
に
端
的
な
両
老
の

　
　
統
一
と
し
て
対
自
的
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
と
き
、
知
は
「
自
己
内
で
知
と
し
て
形
式
的
に
自
己
を
否
定
す
る

　
　
知
、
自
覚
な
き
知
」
（
一
押
ω
り
）
で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
知
の
自
覚
の
徹
底
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
知
の
根
源
で
あ
る
。
し
か
し
知
が

　
　
対
自
存
在
と
し
て
自
覚
を
知
自
身
の
本
質
と
す
る
限
り
、
自
覚
を
否
定
さ
れ
た
知
は
も
は
や
知
と
は
呼
ば
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
は
知
自
身
の
根
源
に
お
け
る
、
知
に
と
っ
て
の
知
の
非
存
在
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
知
の
非
存
在
が
、
積
極
的
に
は
知
の
根
底
で
知
と
し
て
の
在
り
方
を
支
え
る
端
的
な
存
在
と
し
て
、
絶
対
的
存
在
あ
る
い
は
絶
対

　
　
者
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
絶
対
者
は
、
知
の
本
質
で
あ
る
対
自
の
作
用
を
知
が
徹
底
し
た
時
に
明
ら
か
に
な
る
知
の
絶
対
的
な
根
源

　
　
で
あ
る
。
「
知
は
こ
の
よ
う
な
自
己
自
身
の
積
極
的
非
存
在
を
通
り
抜
け
て
、
絶
対
的
存
在
へ
至
る
偏
（
鍔
器
）
の
で
あ
る
。
知
が
知
と
し

　
　
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、
知
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
対
霞
的
に
存
在
し
、
知
自
身
の
根
源
に
追
り
う
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
知
が
在
る
と
い

　
　
う
こ
と
、
知
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
知
自
身
の
本
質
を
見
手
す
の
か
と
い
う
こ
と
は
知
自
身
の
自
由
に
依
存
す
る
の
で
は
な
い
。
そ

　
　
れ
は
知
が
知
の
非
存
在
と
し
て
の
み
迫
り
う
る
絶
対
的
存
在
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
知
の
自
覚
は
知
自
身
の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
徹
底

　
　
さ
れ
、
そ
こ
に
絶
対
的
存
在
が
知
の
非
存
在
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
自
己
を
内
的
に
貫
通
し
絶
対
者
に
迫
り
う
る
が
ゆ
え
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
絶
対
知
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
絶
対
的
三
栄
な
く
し
て
は
知
の
本
質
の
発
見
は
な
く
、
絶
対
的
結
合
な
く
し
て
は
本

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
質
の
発
見
は
な
い
」
と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
知
の
自
覚
の
作
用
な
く
し
て
は
知
の
本
質
は
見
出
さ
れ
え
ず
、
知
の
根
源
で

　
　
あ
る
絶
対
的
存
在
な
く
し
て
は
知
の
自
覚
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
知
自
身
の
本
質
に
向
け
ら
れ
た
自
覚
の
方
向
は
、
い
わ
ば
知
自
身
を

　
　
越
え
て
高
ま
り
、
絶
対
春
に
至
る
方
向
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
絶
対
者
に
迫
り
う
る
の
は
た
だ
知
の
自
覚
の
道
に
お
い
て
可
能
な
の
で
あ

　
　
る
。
知
の
根
源
に
ま
で
迫
り
え
た
時
初
め
て
知
は
知
と
し
て
明
ら
か
に
な
り
、
知
と
し
て
の
在
り
方
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今

　
　
や
「
知
は
自
己
自
身
の
内
で
終
わ
り
に
あ
る
。
知
は
自
己
を
包
括
し
、
知
と
し
て
自
己
自
身
の
上
に
安
ら
っ
て
い
る
」
（
鍔
お
＼
㎝
O
）
と
言

　
　
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



　
　
　
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
対
知
の
中
心
点
が
見
出
さ
れ
た
と
言
う
。
「
そ
れ
は
（
絶
対
的
自
由
を
媒
介
と
し
て
）
自
己
を

　
　
知
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
絶
対
的
存
在
に
お
い
て
自
己
を
滅
却
す
る
こ
と
の
中
に
あ
る
の
で
も
な
く
、

　
　
た
だ
両
老
の
中
間
に
あ
る
」
（
H
一
‘
繰
）
と
言
わ
れ
る
。
絶
対
知
は
対
自
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
対
自
の
作
用
の
頂
点
に
お
い
て
、
絶

　
　
対
知
は
知
と
し
て
の
自
己
の
在
り
方
を
否
定
す
る
。
対
自
的
に
自
己
を
把
握
す
る
が
ゆ
え
に
絶
対
知
で
あ
り
、
か
つ
自
己
貫
通
の
最
後
に

　
　
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
者
に
迫
り
う
る
が
ゆ
え
に
絶
対
知
で
あ
る
。
「
絶
対
知
は
自
己
の
存
在
と
非
存
在
の
間
を
動
揺
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
る
（
ω
O
ゲ
♂
く
①
び
Φ
⇒
）
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
知
が
自
己
の
絶
対
的
根
源
を
知
り
つ
つ
自
己
の
中
に
担
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
確
か
に
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
H
押
鐙
）
の
で
あ
る
。
絶
対
知
は
対
自
存
在
と
し
て
無
媒
介
に
知
と
し
て
の
自
己
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
き
、
同
時
に
絶
対
知
は
自
己
の
否
定
に
お
い
て
絶
対
者
に
結
び
つ
く
。
こ
の
二
点
に
絶
対
知
の
在
り
方
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
知
の
自
覚
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
絶
対
知
の
本
質
並
び
に
絶
対
者
と
の
関
係
を
図
式
的
に
表
し
て
い
る
。
以
下
で
そ

　
　
れ
を
簡
単
に
示
し
つ
つ
絶
対
知
と
絶
対
者
の
在
り
方
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
　
　
絶
対
知
は
自
覚
の
徹
底
に
お
い
て
対
自
の
作
用
が
否
定
さ
れ
る
知
自
身
の
根
源
に
至
る
。
そ
の
根
源
は
対
自
の
否
定
で
あ
る
限
り
自
己

　
　
自
身
か
ら
外
に
出
る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
自
己
内
に
閉
じ
ら
れ
完
結
し
た
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
A
」
（
H
酬
費
）
で
表
さ
れ
る

　
　
と
こ
ろ
の
「
全
く
の
純
粋
な
存
在
」
（
固
剛
‘
①
O
）
で
あ
る
。
「
可
能
関
知
へ
の
関
係
に
お
い
て
は
、
純
粋
に
完
全
に
自
己
に
拘
束
さ
れ
た
思

　
　
惟
」
（
戸
①
O
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
知
と
し
て
の
直
観
あ
る
い
は
自
由
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
端
的
な
存
在
と
し
て
の
A
は
絶
対

　
　
者
で
あ
る
が
、
同
時
に
知
の
根
源
と
し
て
知
が
そ
こ
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
知
に
と
っ
て
そ
の
事
態
は
た
だ
知
自
身
の
確
実

　
　
性
、
依
存
性
の
「
感
情
1
1
A
」
（
歴
博
》
2
）
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
絶
対
者
と
絶
対
知
と
は
内
的
に
関
連
し
合
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
そ
れ
ゆ
え
に
「
絶
対
岩
は
絶
対
知
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
戸
2
）
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
自
由
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
、
自
己
自
身
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
ら
外
に
出
て
自
己
を
対
自
的
に
知
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
B
」
（
戸
2
）
で
示
す
。
絶
対
知
は
そ
の
対
自
の
作

　
　
用
に
お
い
て
、
知
と
し
て
の
在
り
方
を
可
能
に
す
る
自
由
に
つ
い
て
も
ま
た
知
る
。
こ
の
絶
対
知
と
自
由
と
の
直
接
的
統
一
は
門
国
一

柳　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
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一
九
八

ゆ
」
（
囲
門
番
）
で
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
B
は
F
に
よ
る
の
み
で
は
絶
対
知
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
絶
対
知
は
た

だ
そ
れ
だ
け
で
は
無
で
あ
る
と
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
B
は
「
B
に
お
け
る
、
B
を
媒
介
と
し
て
の
A
の
対
自
」
（
一
鰹
露
）
と

し
て
、
そ
の
存
在
が
確
実
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
A
と
B
の
直
接
的
連
関
と
し
て
「
｝
十
切
」
（
H
丁
合
）
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の

連
関
は
自
由
の
作
用
に
よ
っ
て
B
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
に
し
て
も
、
そ
の
本
質
は
A
に
依
存
す
る
。
B
は
自
由
F
に
よ
っ
て
産
出
さ

れ
る
と
同
時
に
本
質
上
「
絶
対
者
を
表
現
す
る
知
」
（
目
当
》
の
b
。
）
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
自
由
の
作
用
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
絶
対
知

と
絶
対
者
は
「
》
1
悶
i
ゆ
」
（
剛
凝
①
b
。
）
と
し
て
図
式
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
絶
対
者
と
知
と
の
関
係
は
絶
対
知
の
自
覚
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
え
た
。
そ
の
絶
対
知
の
本
来
の
場
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
》
十
切
」
の

「
＋
」
に
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
絶
対
知
の
場
は
「
A
の
中
に
〔
あ
る
の
〕
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
時
そ
れ
は
知
で
は
な
い
か
ら
。

B
の
中
に
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
時
そ
れ
は
絶
対
知
で
は
な
い
か
ら
。
そ
う
で
は
な
く
て
両
者
の
間
、
＋
の
中
に
あ
る
」
（
H
押
露
）

と
言
わ
れ
る
。
絶
対
知
は
知
で
あ
る
。
そ
の
限
り
存
在
と
自
由
の
二
つ
の
契
機
の
総
合
統
一
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
。
さ
ら
に
絶
対

知
は
対
自
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
い
わ
ば
自
己
自
身
か
ら
外
に
農
て
行
き
、
自
己
に
お
い
て
分
裂
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
同
時
に
絶
対
知
は
絶
対
的
な
知
で
あ
る
。
絶
対
知
は
相
対
的
な
対
象
と
の
関
係
の
内
に
知
と
し
て
の
自
己
を
忘
却
し
て
し
ま
う
の
で
は

な
く
、
知
と
し
て
の
自
己
の
在
り
方
を
直
接
に
把
握
し
、
自
己
に
関
わ
り
、
そ
の
限
り
自
己
内
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
対

自
的
在
り
方
に
お
い
て
の
み
知
は
絶
対
者
に
至
り
、
ま
た
絶
対
者
に
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
知
の
絶
対
性
は
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
知
と
し
て
在
り
つ
つ
絶
対
老
に
迫
り
う
る
絶
対
知
の
立
揚
は
、
A
と
B
が
連
関
す
る
そ
の
極
点
に
認
め
ら
れ
う
る
。

　
し
か
し
絶
対
知
の
自
覚
は
知
と
し
て
の
自
己
否
定
に
至
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
絶
対
知
に
お
い
て
は
「
矛
盾
が
頂
点
に
集
中
さ
れ
て
い

る
」
（
目
H
層
①
。
。
）
と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
知
が
絶
対
的
で
あ
る
と
同
蒔
に
対
自
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
矛
盾
で
あ
り
、

同
時
に
A
と
F
で
あ
る
べ
き
こ
と
の
矛
盾
で
あ
る
。
絶
対
知
の
自
己
否
定
は
対
自
性
と
い
う
知
と
し
て
の
本
質
に
基
づ
き
、
ま
た
自
己
否

定
に
お
い
て
絶
対
知
は
絶
対
的
根
源
に
至
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
矛
盾
の
頂
点
と
し
て
、
絶
対
知
は
「
自
己
の
内
で
、
自
己
に



よ
っ
て
、
自
己
の
絶
対
的
終
わ
り
と
限
界
を
見
出
す
」
（
圃
困
り
①
Q
。
）
と
言
わ
れ
る
自
己
否
定
的
な
在
り
方
を
本
質
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
絶
対
知
が
自
己
の
根
源
に
見
出
す
知
の
非
存
在
が
積
極
的
に
絶
対
者
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
絶
対
者
は
絶
対
知
の
根
源
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
相
対
知
の
根
源
で
も
あ
り
、
一
切
の
根
源
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
先

程
、
真
の
根
源
と
し
て
の
絶
対
者
に
迫
り
う
る
の
は
絶
対
知
の
自
覚
に
お
い
て
の
み
可
能
と
さ
れ
た
。
知
識
学
は
知
の
教
説
と
し
て
絶
対

知
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
が
理
論
的
に
立
ち
う
る
最
高
の
立
場
で
あ
り
、
絶
対
者
を
求

め
る
際
に
独
断
論
に
陥
る
こ
と
な
く
し
て
立
ち
う
る
唯
一
の
立
脚
点
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
絶
対
者
へ
の
上
り
道
に

お
い
て
、
絶
対
者
は
ま
ず
第
一
に
知
の
自
己
否
定
に
お
け
る
知
の
非
存
在
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
知
の
非
存
在

は
絶
対
的
肯
定
と
し
て
の
絶
対
的
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
に
一
切
の
根
源
と
し
て
の
絶
対
者
の
超
越
性
が
積
極
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
知
の
彼
岸
に
在
る
絶
対
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
真
に
知
の
根
源
た
り
う
る
絶
対
者
そ
の
も
の
の
姿
が
知
を
越
え
た
立
場
で
明
ら

か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四
　
絶
対
者
の
内
的
構
造

　
　
　
一
八
〇
一
年
の
知
識
学
は
相
対
知
か
ら
絶
対
知
、
さ
ら
に
絶
対
者
へ
と
い
う
上
り
道
の
過
程
を
絶
対
知
の
自
覚
に
お
い
て
明
ら
か
に
し

　
　
た
と
言
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
知
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
お
い
て
絶
対
者
に
迫
り
う
る
。
し
か
し
そ
れ
は
知
の
自
己
否
定
と
い
う
消
極

　
　
的
側
面
に
お
い
て
の
み
な
の
で
あ
る
。
一
八
〇
一
年
の
知
識
学
に
お
い
て
は
絶
対
老
そ
れ
自
身
の
在
り
方
に
追
る
試
み
は
行
わ
れ
ず
に
終

　
　
わ
る
。
そ
れ
は
絶
対
知
の
立
場
に
立
つ
限
り
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
今
や
絶
対
者
そ
の
も
の
の
肯

　
　
定
的
側
面
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
即
ち
、
一
八
〇
一
年
の
知
識
学
で
は
、
絶
対
者
は
知
の
否
定
を
絶
対
的
肯
定
と
し
、
知
の
非
存
在
を
絶
対

　
　
的
存
在
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
た
が
、
そ
の
内
的
本
質
に
ま
で
上
り
道
が
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
八
〇
四
年
の
知

　
　
識
学
の
課
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
絶
対
者
を
そ
の
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
一
八
〇
四
年
の
知
識
学
は
上
り
道
の
頂
点
を

鵬　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
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二
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

成
す
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
一
八
〇
四
年
の
知
識
学
で
「
真
理
論
、
理
性
論
漏
（
×
”
6
㎝
）
と
呼
ば
れ
る
前
半
部
分
を
中
心
と
し

て
絶
対
者
の
直
接
的
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
共
に
上
り
道
を
頂
点
ま
で
進
め
て
み
た
い
。

　
一
八
〇
四
年
の
知
識
学
の
最
初
の
四
講
は
フ
ィ
ヒ
テ
み
ず
か
ら
が
序
論
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
の
序
論
に
お
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
知

識
学
の
本
質
を
、
知
識
学
が
求
め
る
絶
対
的
統
一
と
し
て
の
絶
対
老
の
位
置
づ
け
を
行
い
つ
つ
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
知
識

学
が
哲
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
哲
学
が
何
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
く
。
哲
学
は
だ
れ
も
が

認
め
る
よ
う
に
「
真
理
の
叙
述
」
（
×
》
り
b
。
）
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
真
理
と
は
何
で
あ
る
か
。
真
理
に
あ
れ
や
こ
れ
や
の
見
解
の
多
様
性
は

そ
れ
自
身
矛
盾
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
理
は
、
「
見
解
の
絶
対
的
統
一
と
不
変
性
」
（
×
噂
⑩
b
。
）
と
し
て
「
絶
対
的
統
一
」
（
×
、
8
）
で

あ
る
。
哲
学
は
経
験
界
の
様
々
な
多
様
を
絶
対
的
統
一
に
お
い
て
基
礎
づ
け
、
多
様
の
根
源
と
根
拠
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
そ
の
根
源
的
統
一
が
絶
対
者
と
呼
ば
れ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
従
来
の
哲
学
の
多
様
性
は
、
そ
の
哲
学
が
何
を
絶
対
者
と
し
て
持
つ
か
、
と
い
う
こ
と
の
相
違
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

真
理
が
ひ
と
つ
で
あ
る
限
り
、
真
の
哲
学
も
ま
た
ひ
と
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
哲
学
は
カ
ン
ト
の
哲

学
を
除
き
、
全
て
絶
対
岩
を
死
ん
だ
物
と
し
て
の
存
在
に
求
め
て
き
た
。
然
し
、
そ
の
よ
う
な
存
在
に
は
常
に
そ
の
存
在
の
思
惟
が
対
立

し
て
い
る
こ
と
が
見
落
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
は
分
裂
の
一
項
で
あ
っ
て
決
し
て
絶
対
的
統
一
で
は
な
い
。
絶
対

的
統
一
は
存
在
の
中
に
も
、
存
在
の
思
惟
の
中
に
も
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
「
両
者
の
絶
対
的
統
一
と
不
可
分
性
の
原
理
で
あ
り
、

同
時
に
両
者
の
分
裂
の
原
理
で
も
あ
る
」
（
×
”
⑩
①
）
よ
う
な
原
理
の
中
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
絶
対
的
統
一
へ
の
道
は
す
で

に
一
八
〇
一
年
の
知
識
学
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。
知
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
純
粋
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

存
在
す
る
絶
対
的
統
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
α
9
¢
Q
）
は
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
一
八
〇
四
年
の
知
識
学
は
、
「
こ
の
質
的
統
一
の
中
に
何
が
存
在
す
る
の
か
」
（
×
噌
δ
Φ
）
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
絶
対
者
の
内
的
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
は
や
対
象
的
あ
る
い
は
客
観
的
な
解
明
は
不
可
能
で
あ
る
。
知
の



　
　
根
源
は
た
だ
知
自
身
の
自
己
溝
成
に
よ
っ
て
示
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
知
の
単
な
る
「
こ
と
（
畠
ご
。
）
」
と
し
て
の
明
証
性
は
、
知
が
成
立

　
　
す
る
事
態
す
な
わ
ち
「
い
か
に
し
て
（
≦
μ
Φ
）
」
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
深
く
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の

　
　
立
場
を
「
発
生
的
（
o
q
①
き
什
δ
魯
）
」
（
×
し
δ
）
と
い
う
独
自
の
用
語
で
特
徴
づ
け
、
知
と
し
て
の
明
証
性
が
成
立
す
る
事
態
を
明
ら
か
に

　
　
し
う
る
の
は
「
根
源
的
な
知
あ
る
い
は
明
証
性
そ
れ
自
体
」
（
×
L
一
〇
）
で
あ
る
と
し
て
、
知
の
明
証
性
を
基
礎
づ
け
る
、
よ
り
以
上
の

　
　
根
源
性
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
絶
対
的
統
一
は
、
ま
ず
第
一
に
概
念
を
越
え
た
よ
り
根
源
的
な
も
の
と
し
て
、
「
非
概
念
的
な
も
の
」
（
×
し
嵩
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

　
　
絶
対
的
統
一
は
、
端
的
な
超
越
者
と
し
て
の
純
粋
な
統
一
と
、
多
様
の
根
拠
と
し
て
の
分
裂
作
用
と
の
「
内
的
で
有
機
的
な
統
一
」
（
×
”

　
　
一
δ
）
で
あ
る
。
一
方
、
概
念
的
把
握
作
用
は
活
動
そ
の
も
の
を
固
定
し
て
分
析
し
理
解
可
能
に
す
る
働
き
に
外
な
ら
な
い
。
も
と
も
と

　
　
知
に
と
っ
て
知
の
非
存
在
と
し
て
の
み
明
ら
か
に
さ
れ
た
根
源
は
、
こ
こ
で
再
び
概
念
的
把
握
を
越
え
た
有
機
的
統
一
と
し
て
示
さ
れ
る

　
　
の
で
あ
る
。
し
か
し
絶
対
的
統
一
を
求
め
る
上
り
道
に
お
い
て
は
、
概
念
を
通
じ
て
の
み
概
念
の
否
定
と
し
て
、
非
概
念
的
統
一
に
至
り

　
　
う
る
。
概
念
的
把
握
作
用
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
絶
対
的
統
一
が
現
れ
う
る
が
ゆ
え
に
、
概
念
は
む
し
ろ
「
滅
却
さ
れ
う
る
た
め
に
の
み

　
　
定
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
×
藁
嵩
）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
絶
対
的
統
一
の
概
念
把
握
不
可
能
性
は
ま
さ
に
概
念
の
有
限
性
に
由
来
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
絶
対
的
統
一
の
内
的
本
質

　
　
で
は
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
概
念
の
彼
岸
は
た
だ
虜
母
性
そ
の
も
の
と
し
て
　
「
絶
対
的
明
証
性
」
（
×
噂
目
塗
）
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
う
る

　
　
と
し
て
、
絶
対
的
統
一
そ
れ
自
身
の
本
質
を
示
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
「
純
粋
な
対
自
存
在
、
実
体
性
」
（
×
”
に
。
。
）
で
あ
り
、
さ
ら
に

　
　
そ
れ
は
「
純
粋
な
光
の
指
数
で
あ
り
相
関
概
念
」
（
×
”
ほ
。
。
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
明
証
性
そ
れ
自
体
に
お
け
る
絶
対
者
の
側
面
が
こ

　
　
こ
で
初
め
て
「
光
」
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
光
と
し
て
の
絶
対
者
は
、
外
的
実
存
在
と
内
的
実
存
在
と
の
二
重
構
造
を
持
つ
。
光
は
そ
も
そ
も
概
念
把
握
作
用
を
越
え
た
根
源
で
あ

　
　
る
。
し
か
し
光
の
非
概
念
的
性
質
は
、
光
を
考
察
し
概
念
的
に
理
解
し
よ
う
と
試
み
る
概
念
自
身
に
対
し
て
現
れ
る
こ
と
の
で
き
る
光
で

蹴　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
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二
〇
二

あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
光
は
「
わ
れ
わ
れ
の
洞
察
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
洞
察
の
た
め
に
、
外
的
な
も
の
、
客
観
的
な
も
の
を
持

つ
」
（
×
”
置
Q
。
）
と
言
わ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
光
の
本
質
の
直
接
的
現
れ
で
は
な
い
。
概
念
の
否
定
を
い
わ
ぽ
媒
介
と
し

て
光
そ
の
も
の
の
本
質
を
示
す
「
代
表
者
、
代
理
者
」
（
×
し
お
）
と
し
て
の
光
で
あ
る
。
概
念
の
立
場
か
ら
の
光
の
消
極
的
理
解
は
光

の
「
外
的
実
存
在
」
（
〆
一
お
）
を
明
ら
か
に
し
う
る
の
み
で
あ
る
。

　
し
か
し
同
時
に
代
表
者
と
し
て
の
光
に
は
、
代
表
さ
れ
る
も
の
そ
の
も
の
と
し
て
の
光
が
予
想
さ
れ
る
。
「
同
一
の
、
永
遠
に
自
己
自

身
に
等
し
く
、
完
全
に
必
然
的
な
も
の
」
（
×
”
一
お
）
と
し
て
の
光
が
端
的
に
そ
れ
自
身
に
お
い
て
在
る
の
で
あ
る
。
光
は
「
た
と
え
だ

れ
も
洞
察
し
な
く
て
も
」
（
〆
一
お
）
そ
の
よ
う
に
在
る
。
そ
れ
は
概
念
の
否
定
と
し
て
示
さ
れ
る
概
念
と
の
最
後
の
接
点
さ
え
も
否
定

さ
れ
る
端
的
な
光
が
そ
れ
自
身
で
生
き
る
「
内
的
実
存
在
」
（
×
り
同
お
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
光
の
内
的
実
存
在
は
、
そ
こ
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

て
絶
対
者
が
自
己
に
対
し
て
定
在
し
内
的
に
生
き
て
い
る
こ
と
の
表
示
で
あ
る
偏
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
概
念
に
よ
っ
て
絶
対
者
を
と
ら
え

よ
う
と
す
る
お
れ
わ
れ
の
有
限
な
態
度
が
乗
り
越
え
ら
れ
た
時
、
絶
対
者
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
絶
対
者
の

直
接
的
生
命
を
共
に
生
き
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
の
み
絶
対
者
の
内
的
本
質
に
至
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
絶
対
者
の
内
的
本
質
は
光
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
光
の
二
重
構
造
は
な
お
概
念
に
対
す
る
光
の
構
造
解
明
で
あ
る
と
言
い

う
る
側
面
を
残
し
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
対
者
へ
の
上
り
道
の
最
後
の
一
歩
を
行
う
。
そ
れ
は
絶
対
的
な
抽
象
の
道
で
あ
る
。

　
光
の
外
的
実
存
在
は
非
概
念
的
な
も
の
と
し
て
概
念
の
否
定
に
お
い
て
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
絶
対
者
に
直
面
し
た
概
念
の
最
も
根
源
的

な
働
き
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
れ
を
「
根
源
概
念
（
¢
『
び
Φ
α
q
弓
一
跨
）
」
（
×
”
一
管
）
と
呼
ぶ
。
こ
の
時
光
は
根
源
概
念
の

働
き
に
よ
っ
て
錺
ら
か
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
概
念
が
光
よ
り
も
よ
り
檀
源
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
よ
う
な
概
念
の
立

場
あ
る
い
は
音
心
識
の
立
場
を
「
観
念
論
」
と
し
て
特
徴
づ
け
る
。
観
念
論
に
お
い
て
第
一
の
も
の
と
さ
れ
る
概
念
の
作
用
は
、
　
一
方
に
よ

っ
て
他
方
を
把
握
す
る
作
用
で
あ
り
、
活
動
そ
の
も
の
は
固
定
さ
れ
静
止
し
た
状
態
に
お
い
て
の
み
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
観
念
論
の
立
揚

に
お
い
て
光
の
現
れ
は
概
念
の
作
用
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
、
光
の
内
的
生
命
は
、
概
念
自
身
が
働
き
う
る
た
め
に
「
内
的
な
、
す
で
に
定



　
　
立
さ
れ
た
生
」
（
〆
ミ
ω
）
と
し
て
指
示
さ
れ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
観
念
論
の
立
場
に
対
し
て
光
そ
の
も
の
の
生
命
に
直
接
に
迫
り
う
る
と
す
る
「
実
在
論
」
の
立
場
が
反
立
す
る
。
実
在
論
は
あ
ら
か
じ

　
　
め
、
一
切
の
根
源
と
し
て
の
絶
対
者
を
「
自
己
自
身
の
中
で
基
礎
づ
け
ら
れ
た
絶
対
的
生
」
（
×
．
ミ
ω
）
と
し
て
前
提
し
、
意
識
は
絶
対

　
　
者
に
至
り
え
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
絶
対
者
は
確
か
に
生
き
た
純
粋
な
統
一
と
し
て
示
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
事
実
的
に
前

　
　
提
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
実
在
論
に
お
い
て
も
否
定
さ
れ
え
な
い
意
識
と
絶
対
者
と
の
関
連
も
明
ら
か
に
さ
れ
え
な
い
の
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
に
共
通
の
欠
陥
を
、
絶
対
者
が
単
に
事
実
的
根
源
と
し
て
示
さ
れ
そ
の
発
生
を
明
ら
か
に
し
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
い
と
い
う
点
に
見
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
性
と
絶
対
性
と
を
保
ち
つ
つ
事
実
的
根
源
を
発
生
的
に
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
た

　
　
め
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
実
在
論
の
絶
対
者
を
再
検
討
す
る
。
そ
の
時
絶
対
者
は
、
わ
れ
わ
れ
の
言
表
や
思
惟
か
ら
完
全
に
独
立
で
あ
る
即
自
、

　
　
外
か
ら
の
構
成
を
否
定
し
端
的
に
自
己
自
身
を
構
成
す
る
も
の
、
な
ど
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
実
在
論
の
根
源
に
横
た
わ

　
　
る
の
は
、
思
惟
作
用
の
根
源
に
お
け
る
絶
対
者
を
「
そ
の
思
惟
を
否
定
す
る
も
の
」
（
×
”
目
Q
。
◎
。
）
と
し
て
さ
ら
に
思
惟
し
う
る
　
門
積
極
的

　
　
思
惟
」
（
×
し
。
。
劇
）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
在
論
も
観
念
論
と
同
様
意
識
を
絶
対
化
す
る
と
い
う
誤

　
　
り
を
犯
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
知
識
学
の
立
場
は
真
理
と
し
て
の
絶
対
着
に
至
る
た
め
に
意
識
と
い
う
事
実
を
越
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
絶
対
者
が
純
粋
に
あ
ら

　
　
わ
れ
る
た
め
に
は
、
絶
対
岩
へ
の
意
識
の
関
係
が
抽
象
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
意
識
が
そ
れ
自
体
の
妥
当
性

　
　
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
、
意
識
が
絶
対
的
根
源
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
識
が
絶
対
的
根
源
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ

　
　
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
絶
対
的
な
抽
象
の
後
に
い
っ
た
い
何
が
残
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
抽
象
の
後
に
残
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
は
、
存
在
の
翌
翌
を
完
全
に
み
た
す
と
こ
ろ
の
も
の
」
と
し
て
の
生
き
た
絶
対
的
存
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
そ
の
存
在
の
た
め
に
他
の

　
　
存
在
を
金
く
必
要
と
し
な
い
存
在
」
（
×
”
卜
。
O
心
）
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
自
己
か
ら
、
自
己
に
お
い
て
、
自
己
に
よ
っ
て
」
（
×
鴇
b
。
O
切
）

鵬　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三
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二
〇
四

の
み
可
能
な
、
純
粋
に
内
的
に
生
き
る
絶
対
老
で
あ
る
。

　
存
在
自
体
で
あ
り
活
動
自
体
で
あ
る
絶
対
老
に
わ
れ
わ
れ
は
知
、
概
念
、
意
識
等
を
も
っ
て
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
知
や
概
念

の
否
定
と
し
て
の
絶
対
者
の
理
解
は
、
知
や
概
念
に
対
し
て
は
絶
対
老
は
直
接
に
あ
ら
わ
れ
え
な
い
と
い
う
自
己
否
定
の
自
覚
で
あ
る
。

意
識
の
有
限
性
の
自
覚
に
到
達
し
え
た
時
に
は
じ
め
て
、
意
識
を
絶
対
化
し
、
し
た
が
っ
て
一
切
を
仮
象
に
お
と
し
め
る
誤
謬
か
ら
解
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

さ
れ
、
絶
対
者
に
直
面
し
う
る
可
能
性
が
開
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
の
本
質
へ
と
さ
ら
に
深
ま
り
、
意
識
を
根
拠
づ
け
る
根
源
に

藏
接
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
老
を
生
き
、
絶
対
者
で
在
る
こ
と
の
み
が
可
能
で
あ
る
。
一
切
の
根
源
と
し
て
の
絶

対
者
は
た
だ
そ
の
絶
対
性
を
生
き
る
と
い
う
仕
方
で
の
み
明
ら
か
に
な
る
。
絶
対
者
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
試
み
は
絶
対
者

を
隠
す
の
み
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
真
に
理
解
さ
れ
え
た
時
絶
対
者
が
わ
れ
わ
れ
に
あ
ら
わ
に
な
り
、
真
理
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
真
理
と
し
て
の
真
理
の
根
拠
は
意
識
の
中
に
横
た
わ
る
の
で
は
な
く
、
完
全
に
真
理
そ
の
も
の
の
中
に
横
た
わ
る
」
（
×
サ
一
霧
）
の
で
あ

る
。　

真
理
と
し
て
の
絶
対
者
を
求
め
る
知
識
学
の
叙
述
は
、
同
時
に
有
限
な
理
性
的
存
在
老
の
自
覚
の
過
程
で
あ
る
。
自
覚
は
自
我
統
一
の

中
心
点
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
経
験
界
を
明
ら
か
に
し
う
る
と
盛
時
に
絶
対
者
と
の
接
点
で
も
あ
る
。
知
識
学
は
自
覚
を
貫
通
し
、
そ
の

本
質
と
根
拠
を
明
ら
か
に
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
知
識
学
は
人
間
精
神
そ
の
も
の
で
あ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
一
貫
し
て
述
べ
る
「
人

は
知
識
学
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
は
知
識
学
で
あ
る
」
（
一
H
サ
δ
）
と
い
う
書
葉
が
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
六
十
二
年
二
口
月
脱
稿
）
　
　
（
了
）
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注

（
1
）
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
原
典
か
ら
の
引
用
に
は
次
の
全
集
の
第
一
巻
、
第
二
巻
、
第
十
巻
を
用
い
、
全
て
本
文
中
に
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
。

　
　
国
。
露
①
ω
≦
Φ
鱒
ρ
冨
毒
霧
舶
く
。
昌
H
B
ヨ
四
昌
鐸
引
出
霞
ヨ
p
。
詳
⇒
国
。
げ
自
益
u
d
畠
Φ
・
（
M
－
×
同
）
》
じ
σ
Φ
ユ
一
貫
お
二

　
　
　
な
お
こ
の
全
集
は
轡
顕
濁
。
簿
①
に
よ
る
雲
。
霧
Φ
．
ω
絶
類
ヨ
臣
。
ず
Φ
≦
Φ
鱒
や
G
。
じ
ご
α
¢
b
d
興
躍
P
戸
Q
。
ホ
よ
お
よ
び
凄
。
馨
。
、
ω
5
p
o
び
σ
q
Φ
鑓
ω
ω
窪
Φ

　
　
芝
Φ
β
。
。
じ
d
号
．
じ
d
o
P
7
目
。
。
。
。
阜
α
を
一
括
し
た
も
の
で
あ
り
、
ペ
ー
ジ
数
も
同
じ
で
あ
る
。

（
2
）
　
国
．
寓
Φ
一
ヨ
ω
8
け
汀
国
。
算
ρ
Q
Q
．
o
。
O
曾
一
く
【
自
琴
冨
P
お
器
．

（
3
）
筐
9
ψ
。
。
P

（
4
）
　
P
譲
①
轟
帥
9
”
国
。
葺
Φ
の
母
ω
℃
巴
”
ぴ
q
ぎ
冨
目
貯
獣
。
霧
鴇
Q
Q
・
戸
G
。
閃
お
5
ζ
舞
酔
ρ
。
・
竃
」
お
①
メ

（
5
）
≦
智
畠
Φ
”
歪
。
簿
ρ
ω
①
一
昌
茸
瓜
国
島
。
滋
8
”
o
。
』
り
。
。
h
．
じ
d
Φ
島
P
δ
刈
O
・

（
6
）
筐
q
．
o
。
．
お
⑩

（
7
）
　
ヤ
ン
ケ
は
理
論
理
性
の
最
高
の
能
力
と
し
て
の
構
想
力
を
生
命
と
意
識
の
最
高
の
制
約
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
両
者
を
初
め
て
可
能
に
す
る

　
　
能
力
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ヤ
ン
ケ
に
よ
れ
ぽ
、
初
期
の
知
識
学
は
生
命
と
意
識
の
直
属
を
何
の
疑
問
も
な
く
認
め
、
ま
た
そ
の
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
自
我
哲
学
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
構
想
力
の
動
揺
に
お
い
て
、
主
観
と
客
観
の
生
き
た
有
機
的
統
一
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に

　
　
お
い
て
示
さ
れ
る
。

　
　
≦
’
冨
p
涛
臼
国
。
簿
ρ
ω
①
貯
賃
p
Ω
幻
Φ
訪
①
×
δ
♪
ω
・
一
盆
塗

（
8
）
有
限
性
と
無
限
性
と
の
総
合
は
単
に
理
論
我
の
根
源
的
在
り
方
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
実
践
我
の
活
動
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
有
限
性

　
　
と
無
限
性
の
問
を
動
揺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
を
総
合
す
る
構
想
力
は
自
我
の
根
源
的
能
力
で
あ
る
と
言
え
る
。
「
自
我
の
構
造
の
全
体
が
そ

　
　
の
本
質
に
お
い
て
構
想
力
的
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
践
我
の
努
力
は
「
実
践
的
構
想
力
」
と
言
わ
れ
う
る

　
　
の
で
あ
る
。
隈
元
忠
敬
『
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
の
研
究
』
一
三
三
ペ
ー
ジ
。
協
同
出
版
、
一
九
七
〇
。

（
9
）
騨
頃
①
貯
ω
8
琴
国
。
馨
。
噂
ω
．
H
O
①
魯

（
1
0
）
　
P
嵩
Φ
員
帥
9
…
累
。
馨
①
ω
霞
聲
搬
薮
ぴ
q
浮
滞
匹
屋
帥
畠
ρ
ω
。
b
。
b
。
匿

　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五
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哲
脚
ず
硯
究
　

第
五
胃
M
五
L
T
五
瓢
苓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
六

（
1
1
）
　
ヘ
ソ
リ
ッ
ヒ
は
概
念
と
直
観
の
統
一
と
し
て
の
自
我
は
「
自
我
は
自
己
を
く
自
己
を
定
立
す
る
も
の
V
と
し
て
端
的
に
定
立
す
る
」
と
い
う
定

　
　
式
に
お
い
て
初
め
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
、
と
し
て
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
定
式
は
「
自
我
は
自
己
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い

　
　
て
の
知
を
所
有
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
自
我
は
定
立
を
知
り
、
ま
た
定
立
に
お
い
て
知
る
も
の
を
自
我
は
定
立
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
あ
る
。
竪
琴
は
自
己
の
本
質
に
関
し
て
の
認
識
を
持
ち
つ
つ
、
自
己
が
定
立
す
る
も
の
と
し
て
現
実
に
在
る
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
我
に
は

　
　
概
念
性
も
直
観
性
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
盟
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
U
●
諏
Φ
p
ユ
。
汀
譲
。
鐸
。
ω
¢
房
℃
急
冨
鐙
ユ
。
ゴ
Φ
切
ぎ
臨
。
簿
”
ω
甲
卜
o
Q
σ
・

（
1
2
）
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
知
識
学
が
カ
ン
ト
哲
学
と
の
み
本
質
を
同
じ
く
し
、
さ
ら
に
知
識
学
は
カ
ン
ト
哲
学
を
さ
ら
に
根
源
ま
で
追
究
し
た
も
の
で
あ
る

　
　
と
い
う
考
え
を
生
涯
持
ち
続
け
た
。
カ
ン
ト
哲
学
と
の
比
較
の
ひ
と
つ
は
「
知
的
直
観
」
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン

　
　
ト
の
知
的
直
観
は
叡
智
的
存
在
を
直
観
す
る
こ
と
で
あ
り
し
た
が
っ
て
有
限
な
理
性
駒
存
在
に
は
認
め
ら
れ
え
な
い
。
し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
的

　
　
直
観
は
自
我
の
根
源
的
な
活
動
そ
の
も
の
に
関
係
す
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
純
粋
統
覚
と
定
雷
命
法
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
　
と
同
じ
で
あ
る
と
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
カ
ン
ト
が
成
し
え
な
か
っ
た
「
全
哲
学
の
基
礎
」
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
同
．
ホ
。
。
塗

（
1
3
）
　
P
缶
Φ
p
鼠
。
汀
国
。
窪
Φ
ω
窺
ω
〇
三
浮
σ
q
膏
冨
謀
諺
ざ
簿
”
ω
．
b
δ
ρ

（
1
4
）
　
「
知
の
知
」
に
お
け
る
「
の
（
〈
o
鋒
）
」
は
「
方
向
転
換
さ
れ
た
く
。
昌
」
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
知
が
知
自
身
の
本
質
を
明
ら
か
に

　
　
す
る
た
め
に
は
、
或
る
も
の
に
つ
い
て
の
知
の
根
源
に
ま
で
深
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
く
。
声
か
ら
出
て
自
己
を
客
体
の
中
へ
失
っ
て
い

　
　
る
と
こ
ろ
の
知
が
、
＜
o
⇒
そ
の
も
の
の
根
源
へ
還
る
」
と
い
う
「
相
対
知
の
方
向
の
根
本
転
換
」
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
大
峰
顕
『
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
』
、
　
＝
二
ニ
ペ
ー
ジ
、
創
文
社
、
　
一
九
七
六
。

（
1
5
）
　
ヘ
ソ
リ
ッ
ヒ
は
一
八
〇
一
年
の
知
識
学
の
立
場
を
「
自
我
は
眼
を
具
え
た
力
で
あ
る
」
と
し
て
開
ら
か
に
す
る
。
活
動
性
に
眼
が
外
か
ら
与
え

　
　
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
活
動
性
と
眼
と
が
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
蒔
初
め
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
眼
」
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
U
．
匿
⑦
ミ
ド
冥
濁
。
簿
①
ω
¢
房
O
a
芦
α
q
影
。
ず
Φ
譲
屋
ざ
窪
”
o
Q
。
鱒
㎝
塗

（
1
6
）
知
の
根
源
と
し
て
の
絶
対
者
を
明
ら
か
に
す
る
知
識
学
の
叙
述
に
お
い
て
、
絶
対
者
は
そ
の
「
絶
対
性
の
感
情
」
に
お
い
て
叙
述
の
「
糸
口
」
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（
剛
一
象
　
讐
）
と
し
て
役
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
言
う
。
こ
こ
に
明
ら
か
に
循
環
が
認
め
ら
れ
う
る
。
し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
は
有
限
な
理
性

　
　
的
存
在
老
に
と
っ
て
循
環
は
避
け
ら
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
一
七
九
四
年
の
知
識
学
以
来
循
環
の
価
値
を
積
極
的
に
評
価
す
る
。
循
環

　
　
論
の
積
極
的
評
価
は
、
真
理
は
わ
れ
わ
れ
が
客
観
的
に
求
め
、
独
力
で
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
真
理
そ
の
も
の
が
お
の
ず
ら
明
ら
か

　
　
で
あ
る
事
態
が
根
源
に
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
真
理
探
究
の
努
力
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
根
源
の
真
理
に
導
か
れ
つ
つ
真
理
に
到
達
し
う
る
と
い
う

　
　
有
限
な
人
聞
精
神
の
在
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
隈
元
忠
敬
訳
『
フ
ィ
ヒ
テ
全
知
識
学
の
基
礎
・
知
識
学
梗
概
』
、
三
〇
ニ
ペ
ー
ジ
以
下
。
渓
水
社
、
一
九
八
六
。

（
1
7
）
　
ラ
ウ
ト
を
中
心
と
す
る
新
た
な
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
の
編
纂
に
よ
り
従
来
の
全
集
が
さ
ら
に
整
え
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
一
八
○
「
年
の
知
識
学

　
　
に
は
新
た
な
付
加
や
変
更
が
多
く
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
部
分
か
ら
の
引
用
は
次
に
よ
る
。

　
　
9
0
曾
盟
。
簿
Φ
”
∪
母
ω
言
言
昌
α
q
山
Φ
触
芝
δ
ω
Φ
霧
。
冨
津
巴
①
冨
ρ
》
誘
α
2
智
7
「
窪
H
c
。
O
一
＼
O
b
。
・
悪
鬼
器
α
q
．
〈
o
コ
幻
．
U
鍵
昏
（
℃
び
し
d
’
ヒ
d
α
ω
O
卜
。
）

　
　
鵠
帥
ヨ
ぴ
弩
α
q
脚
δ
刈
刈
・

（
1
8
）
　
『
知
識
学
へ
の
第
二
序
論
』
で
示
さ
れ
た
知
的
直
観
は
、
知
自
身
の
自
由
な
自
己
直
観
と
し
て
そ
の
本
質
が
明
確
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
知
的
直
観
は
絶
対
知
の
自
己
直
観
と
し
て
知
自
身
の
根
源
に
ま
で
貫
徹
す
る
自
覚
の
働
き
で
あ
り
、
絶
対
知
の
本
質
的
在
り
方
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
知
識
学
が
先
験
的
観
念
論
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
一
貫
し
て
述
べ
て
い
る
。
初
期
の
知
識
学
に
お
い
て
先
験
的
観
念
論
は
、
自
我

　
　
を
根
源
と
し
、
自
我
に
対
す
る
非
我
の
根
拠
を
自
我
に
求
め
る
立
場
と
し
て
示
さ
れ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
索
の
深
ま
り
と
共
に
自
我
の
本
質
は
自

　
　
己
を
知
り
さ
ら
に
そ
の
根
源
に
向
か
う
自
覚
の
作
用
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
先
験
的
観
念
論
の
立
場
も
、
自
我
の
本
質
と
し
て
の

　
　
直
接
的
で
純
粋
な
眼
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
よ
り
厳
密
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
至
る
。

（
2
0
）
　
絶
対
者
へ
の
上
り
道
に
お
い
て
絶
対
知
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
知
と
絶
対
者
と
の
間
に
は
「
隙
閥
（
細
工
拐
）
」
　
（
鍔
ω
⑩
）
が
存
在
す
る
。
絶

　
　
対
者
は
知
の
彼
岸
に
あ
り
、
知
の
立
場
に
立
つ
限
り
絶
対
者
の
内
的
本
質
は
閨
ら
か
に
な
り
え
な
い
。
知
と
絶
対
者
の
結
び
つ
き
は
発
生
的
に
は

　
　
明
ら
か
に
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
隙
間
が
埋
め
ら
れ
る
の
は
一
八
〇
四
年
の
知
識
学
以
降
の
下
り
道
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
知
が

　
　
絶
対
者
の
本
質
の
内
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
絶
対
者
の
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
芝
．
｝
睾
冨
”
田
。
冨
Φ
．
ω
Φ
貯
⊆
口
α
菊
亀
①
邑
。
炉
ψ
鵠
Q
。
・

　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
上
り
道
に
お
け
る
自
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七
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折
只
学
研
売
九
　
第
五
｝
白
五
十
・
五
号
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八

（
2
2
）
　
自
己
の
存
在
と
非
存
在
の
聞
の
勤
揺
と
し
て
の
絶
対
知
の
在
り
方
が
、
自
我
の
構
想
力
的
構
造
に
つ
な
が
る
こ
と
は
開
ら
か
で
あ
る
。

（
2
3
）
　
絶
対
者
が
ど
の
よ
う
に
し
て
絶
対
知
で
あ
り
う
る
か
は
、
絶
紺
者
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
一
切
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シ
ュ
ス
ラ
ー
は
知
識
学
を
「
実
在
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フ
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前
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さ
せ
、
真
理
へ
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導
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あ
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。
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意
識
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絶
対
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、
絶
対
者
の
現
象
で
あ
る
も
の
が
真
の
存
在
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
時
「
意
識
は
仮
象
の
根
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と
な
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で
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　　zu　einer　radikalen　Selbstkritik　an　seineR　Bemtthungen，　die　Religion

　　Jesu　als　eine　deutsche　Volksreligion　elnzufUhren．

（2）　Anhand　einer　，，geschichtlichen“　Auslegung　der　Evangelien　wird　sch－

　　lieB1ich　der　Beweis　gefghrt，　daB　die　Religion　Jesu　nichts　anderes　a！s

　　die　der　weltflUchtigen　sch6nen　Seele　sel，　weshalb　er　endgifltig　zum

　　SchluB　kommt，　daB　sie　elgentlich　nur　elne　Privat一，　also　gar　kelne

　　Vo圭ksre1iglOR　se宝鍛k6nne．

5．　Kap．：　Der　neue　Weg　zur　Revolution　Deutschlands．　（ca．　1799一1803）

（1）　Nach　dem　tota！en　Scheitern　seiner　ferttheren　Konzeptlon　einer　deut－

　　schen　Revo！“tioR　sieht　er　sich　nun　dazu　gezwungen，　einen　neuen

　　Weg　zur　Revolution　zu　finden．

（2）　Dabel　dient　ihm　als　eine　groBe　StUtze　Schillers　Geschichtsphiloso－

　　phie，　die　den　Gang　der　Weltgeschichte　als　einen　wesentlich　tragischen

　　Proze8　betrachtet．

（3）　Unter　dem　starken　EinfiuB　des　spinozistischen　Denkens　H61derlins

　　stellt　er　eine　neue　Metaphysik　des　Lebens　auf，　dessen　Wesen　in　der

　　dialektischen　ProzeBhaftigkeit　liege，　was　es　ihm　schlieBllch　wieder

　　m6glich　macht，　erneut　Aussichten　auf　eine　Revo｝ution　in　Deutschland

　　zu　hegen．

Das　SelbstbewuBtsein　im　Aufstieg　in　der

　　　　　　　　　Fichteschen　Philosophie

von　Noriko　Abe

Fellowships　of　the　Japan　Society　for　the

Promotion　of　Science　for　Japanese　Junior

ScieRtists．

Hiroshirna　University

　　In　der　Fichteschen　Philosophie，　die　die　eigentliche　Darstellung　des　Ab－

soluten　seln　soll，　ist　das　Selbstbewu8tsein　die　wichtigste　Sache．　Denn　das

sich　eRtwickelnde　1）enken　Fichtes，　das　mit　dem　lch　beginnt　und　ttber　das

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8



Wissen，　zum　Absoluten　gelangt，　kann　als　die　Vertiefung　des　Selbstbe－

wuBtseins　des　vernUnftigen　Wesens　verstanden　werden．　Das　zu　Ende

durchfuhrende　SelbstbewuBtsein　allein　macht　ntimlich　den　Aufstieg　zum

Absoluten　mdg！ich．

In　der　．Grundlage　der　gesamten　Wissenschaftslehre“　von　1794／95　wird

die　Strul〈tur　des　lch，　das　ausdrifcklich　im　FUrsichsein　d．h．　SelbstbewuBt－

sein　besteht，　ausftihrlich　aufgeklart．　Dabei　wird　auch　der　Mittelpunkt　der

Synthesis　des　lch，　d．h．　des　absoluten，　des　praktischen　und　des　theore－

tischen　lch，　aufgestellt　durch　die　selbstbewuBte　Handlung　des　lch，　die

dort　Als－Struktttr　im　Sich－Setzen　des　leh　heiBt．

In　der　．Darstellung　der　Wissenschaftslehre“　von　1801／02　lst　der　lei－

tende　Beg雌das　absolute　Wissen．　Es　ist　das　Wesen　allen　Wissens　von

Etwas　und　heiβt　daru皿das　Wlssen　vom　Wissen．　Also　kann　das　absolute

Wissen，　weil　es　das　sich　wissende　Wissen　ist，　das　Fifrsichsein　genannt

werden．　Eben　darum　ist　die　Aufklarung　des　Wissens　wesentlich　das　sich

Aufklaren　des　Wissens　selbst．　Es　dringt　ferner　sich　selbst　durch　und

findet　end1ich　durch　Vernichtung　seiner　selbst　das　Absolute，　das　dem

Wissen　zu　Grunde　liegt．

In　der　Wissenschaftslehre　von　1804，　die　den　Gipfelpunkt　selner　Philo－

sophie　ausmacht，　vollendet　Fichte　diesen　Aufstieg　zum　Absoluten　im

Zusammenhang　mit　dem　SelbstbewuBtsein．　Erst　wenn　das　Selbstbewu8t－

sein　bis　zu　seinem　Grund　kommt，　dann　tritt　das　Abso！ute，　das　von　slch，

in　sich，　durch　sich　lebt，　an　und　fUr　sich　auf．

　　Auf　diese　Weise　zieht　sich　das　SelbstbewuBtsein　durch　den　frUhen

Gedanken　Fichtes．
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