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問
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一
、
「
物
の
超
越
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
様
々
な
意
味
を
持
ち
う
る
。
「
物
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
「
超
越
性
」

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
多
義
的
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
ど
う
解
す
る
か
に
応
じ
て
「
物
の
超
越
性
」
の
意
味
は
、
相
互
に
重
な

り
合
い
な
が
ら
も
相
互
に
還
元
で
き
な
い
多
様
な
連
鎖
を
な
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
例
え
ば
祈
り
が
さ
さ
げ
ら

れ
る
対
象
と
し
て
の
宗
教
的
な
超
越
者
の
「
超
越
性
」
は
、
単
に
主
観
の
力
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
超
越

性
」
と
は
や
は
り
何
か
が
本
質
的
に
違
う
。
何
か
の
違
い
が
あ
る
以
上
そ
れ
を
消
し
去
る
の
で
は
な
く
、
一
体
そ
の
「
何
か
」
と
は
何
で

あ
る
か
を
判
明
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
そ
の
意
味
を
、
比
較
的
「
弱
い
」
意
味
か
ら
比
較
的
「
強
い
」
意
味
へ

の
順
で
（
あ
く
ま
で
暫
定
的
に
で
は
あ
る
が
）
列
挙
し
て
み
よ
う
。
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A
、
例
え
ば
自
然
科
学
な
ど
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
は
、
「
物
の
超
越
性
」
は
、
「
主
観
的
」
な
も
の
に
集
束
さ
れ
え
な
い
「
客
観
性
」
と

い
う
ほ
ど
の
「
弱
い
」
意
味
を
持
つ
。
そ
の
場
合
の
「
客
観
性
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
も
様
々
な
意
味
が
浮
動
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
人

間
が
自
分
の
内
に
で
は
な
く
自
分
の
「
眼
前
に
見
い
だ
す
」
在
り
方
と
い
う
意
味
（
A
・
1
）
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
人
間
の
そ
の
都
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度
の
関
お
り
方
に
吸
収
さ
れ
な
い
「
叫
定
の
相
互
関
係
上
を
物
だ
ち
が
そ
れ
自
身
で
有
す
る
」
と
い
う
意
味
（
A
・
2
）
も
あ
ろ
う
。
更

に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
相
互
関
係
性
が
「
間
主
観
的
に
妥
当
す
る
」
と
い
う
意
味
（
A
・
3
）
も
あ
る
。
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B
、
以
上
の
よ
う
な
単
に
主
観
的
で
な
い
こ
と
と
し
て
の
「
客
観
性
」
よ
り
強
い
意
味
で
、
個
々
の
物
の
「
個
体
と
し
て
の
自
足
性
」

と
い
う
こ
と
も
「
物
の
超
越
性
」
は
意
味
し
う
る
。
「
個
体
的
自
足
性
」
と
い
う
場
合
に
も
、
そ
の
中
に
は
様
々
な
意
味
が
浮
動
し
て
い
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る
。
ま
ず
、
物
は
そ
も
そ
も
一
般
に
「
こ
の
こ
れ
」
と
し
て
指
示
さ
れ
う
る
だ
け
で
何
ら
の
叙
述
が
加
え
ら
れ
な
く
て
も
そ
の
存
在
が
十

分
示
さ
れ
る
と
い
う
形
式
的
な
意
味
が
考
え
ら
れ
る
（
B
・
1
）
。
ま
た
（
例
え
ば
、
特
定
の
物
の
み
が
人
間
の
生
の
営
み
の
そ
の
都
度
の

具
体
的
な
繋
留
点
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
と
い
っ
た
β
常
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
は
）
、
人
間
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
具
体
的
内

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
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実
を
他
な
ら
ぬ
「
こ
の
」
物
が
持
つ
と
い
う
「
代
替
不
可
能
性
」
と
い
う
意
味
も
考
え
ら
れ
る
（
B
・
2
）
。

　
C
、
更
に
ま
た
「
物
の
超
越
性
」
は
個
体
と
し
て
単
に
「
自
足
」
し
て
い
る
こ
と
よ
り
強
い
意
味
を
持
ち
う
る
。
例
え
ば
、
文
化
人
類

学
で
「
物
」
の
社
会
的
象
徴
機
能
を
問
題
に
す
る
よ
う
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
は
、
生
き
ら
れ
る
世
界
の
全
体
を
集
約
す
る
象
徴
的
な
「
原

点
」
と
い
う
機
能
を
果
た
す
特
権
的
な
物
の
持
つ
超
越
性
が
考
え
ら
れ
る
（
C
・
1
）
。
こ
れ
と
は
っ
き
り
と
は
区
別
で
き
な
い
形
で
更

に
強
い
「
物
の
超
越
性
」
の
意
味
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
意
味
で
人
間
を
拒
絶
す
る
仕
方
で
人
間
に
迫
っ
て
く
る
聖
な
る
神
や
崇
高

な
自
然
ま
い
っ
た
対
象
化
不
可
能
な
存
在
者
に
人
間
を
さ
し
向
け
る
「
物
」
（
聖
な
る
寺
院
と
か
大
地
か
ら
の
恵
み
）
の
持
つ
「
我
々
を

凌
駕
す
る
威
力
へ
と
差
し
向
け
る
物
の
超
越
性
」
（
C
・
3
）
も
考
え
ら
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
「
物
の
超
越
性
」
と
い
う
言
葉
に
は
様
々
な
意
味
が
込
め
ら
れ
う
る
。
こ
こ
で
上
に
挙
げ
ら
れ
た
「
物
の
超
越
性
」
と

　
　
ヘ
　
　
へ

い
う
言
葉
の
多
様
な
意
味
の
中
で
、
物
の
超
越
性
と
い
う
く
事
柄
そ
の
も
の
V
を
端
的
に
捉
え
て
い
る
の
は
、
現
在
の
世
界
を
支
配
し
て

い
る
科
学
技
術
的
な
存
在
理
解
か
ら
見
れ
ば
、
よ
り
弱
い
意
味
で
の
そ
れ
（
意
味
A
）
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
よ
り
強
い
意
味
で
の
そ
れ

（
意
味
B
乃
至
C
）
は
、
こ
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
何
か
主
観
的
で
二
次
的
な
在
り
方
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
物
象
化
」
さ
れ
た



「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ェ
」
と
し
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
ろ
う
。

　
本
論
の
第
一
の
課
題
は
、
よ
り
強
い
意
味
で
の
物
の
超
越
性
を
単
な
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
と
い
う
ま
で
に
疑
め
る
存
在
理
解
そ
の
も
の
を

吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
の
強
い
意
味
で
の
超
越
性
を
よ
り
積
極
的
に
捉
え
る
た
め
の
道
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
2
、
し
か
し
物
の
超
越
性
を
、
「
物
の
超
越
性
」
と
い
う
言
葉
の
意
昧
の
分
析
か
ら
で
は
な
く
、
〈
事
柄
そ
の
も
の
〉
に
即
し
て
捉
え
よ

う
と
す
る
際
に
、
カ
ン
ト
の
「
物
自
体
」
に
関
す
る
ア
ポ
リ
ア
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
こ
の
問
題
に
特
有
の
〈
方
法
論
的
ア
ポ
リ
ア
〉
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が
生
じ
る
。
そ
も
そ
も
超
越
と
は
我
々
の
把
握
を
超
越
し
た
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
が
、
物
の
超
越
性
を
超
越
性
と
し
て
捉
え
る

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
物
を
何
ら
か
の
形
で
把
握
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
人
間
に
と
っ
て
何
ら
か

の
意
味
で
対
象
化
し
内
在
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
途
端
そ
の
物
は
真
の
意
味
で
は
超
越
的
で
は
な
く
な
る
と
も
言
え
る
。
こ
の

問
題
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
事
態
さ
え
生
じ
る
。
例
え
ば
自
然
科
学
の
対
象
は
実
験
的
に
統
御
可
能
で
数
学
的
に

表
現
可
能
な
限
り
に
お
い
て
の
み
客
観
的
対
象
と
し
て
現
出
す
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
意
味
で
の
「
客
観
的
」
な
物
の
在
り
方
は
、
裏
を

返
せ
ば
、
人
間
に
よ
る
技
術
的
な
操
作
可
能
性
と
い
う
こ
と
に
帰
着
し
、
こ
の
意
味
で
は
ま
さ
に
「
主
観
的
」
な
在
り
方
を
意
味
し
て
い

る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
客
観
性
」
と
い
う
形
で
捉
え
ら
れ
る
趨
越
性
は
、
そ
れ
自
身
実
は
極
め
て
「
主
観
的
」
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な
在
り
方
で
は
な
い
か
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
対
す
る
物
の
超
越
性
が
あ
く
ま
で
人
間
に
と
っ
て
の
超
越
性

で
あ
る
と
い
う
問
題
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
い
っ
て
、
議
論
が
一
種
の
「
循
環
」
や
「
パ
ラ
ド
ク
ス
」
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
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れ
な
い
。
し
か
も
、
個
々
の
具
体
的
な
物
で
は
な
く
物
の
超
越
性
一
般
を
我
々
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
味
で
の
h
貯
琶
ω
の
レ
ベ
ル
で
の
）

が
、
そ
れ
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
メ
タ
レ
ベ
ル
で
い
っ
た
い
誰
が
ど
う
い
う
権
利
を
持
っ
て
物
の
超
越

性
を
云
々
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
（
こ
の
レ
ベ
ル
で
の
循
環
や
パ
ラ
ド
ク
ス
）
が
生
じ
て
く
る
。
物
の
超
越
性
の
問
題
に
は
こ
の
よ
う

な
く
方
法
論
的
ア
ポ
リ
ア
V
が
っ
き
ま
と
う
。
物
の
強
い
意
味
で
の
超
越
性
の
復
権
を
目
指
す
と
い
う
先
に
挙
げ
ら
れ
た
本
論
の
第
一
の

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
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課
題
は
、
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号

こ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
と
の
対
決
を
迫
ら
れ
る
。

こ
の
対
決
が
本
論
の
第
二
の
課
題
と
な
る
。

六
八

　
3
、
以
上
の
よ
う
な
物
の
超
越
性
に
関
す
る
一
般
的
な
問
題
を
、
本
論
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
：
の
議
論
、
特
に
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
転
回
」

錦
⑦
冨
①
以
降
の
「
物
」
に
関
す
る
議
論
を
手
掛
か
り
と
し
て
究
明
し
た
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
転
回
」
の
一
側
面
と
し
て
、
従
来
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ま
り
重
要
視
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
が
し
か
し
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
、
人
間
以
外
の
「
存
在
者
」
の
或
る
種
の
復

へ権
が
あ
る
。
「
転
回
」
以
前
の
代
表
作
で
あ
る
『
存
在
と
時
間
』
は
、
「
存
在
」
を
「
人
間
」
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
存
在
の
意
味
」
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
人
間
以
外
の
「
存
在
者
」
は
、
あ
る
意
味
で
二
次
的

な
地
位
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
『
存
在
と
時
間
』
以
降
で
は
、
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
芸
術
作
品
や
壷
や
橋
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

い
っ
た
人
間
以
外
の
「
存
在
者
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
復
権
し
た
存
在
者
は
、
「
物
と
は
何
か
P
」
を
問
う
『
物
へ

の
問
い
』
（
一
㊤
ω
α
～
ω
o
）
で
の
「
物
」
∪
一
農
と
し
て
主
題
的
に
問
題
に
さ
れ
る
。
『
芸
術
作
品
の
起
源
』
（
一
り
ω
m
～
）
で
は
「
自
ず
と
生
い
立

ち
自
分
に
安
ら
う
物
の
物
性
」
が
、
「
芸
術
作
品
」
（
ゴ
ッ
ホ
の
絵
や
ギ
リ
シ
ア
の
神
殿
）
を
通
し
て
追
究
さ
れ
る
。
更
に
講
演
『
物
』
で

は
、
人
間
が
（
超
越
論
的
に
）
物
を
条
件
付
け
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
人
闘
は
、
「
物
」
U
写
α
q
が
「
物
と
な
る
」
巳
轟
窪
こ
と
に
よ
っ
て

「
条
件
付
け
ら
れ
た
者
」
巳
。
じ
d
g
U
貯
ぴ
Q
8
”
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
（
＜
♪
ω
．
嵩
Φ
）
。
こ
の
よ
う
に
「
転
回
」
以
降
に
お
い
て
、
人
問
以
外

の
存
在
者
は
、
具
体
的
に
は
「
物
」
と
い
う
言
葉
で
、
そ
の
自
足
性
や
人
間
に
対
す
る
卓
越
性
が
ク
ロ
：
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
こ
で
、
物
の
「
自
足
」
ぎ
ω
剛
9
毎
冨
コ
と
か
物
に
よ
っ
て
人
間
が
「
条
件
付
け
ら
れ
る
」
げ
？
蝕
渥
叶
と
か
い
う
議
論
は
、
伝
統
的

な
言
葉
で
言
え
ば
「
物
の
超
越
性
」
に
関
す
る
議
論
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
場

合
の
「
超
越
性
」
は
上
で
述
べ
た
強
い
意
味
（
意
味
B
乃
至
C
）
を
持
っ
て
い
る
。
本
論
は
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
転
回
」
に
お
け
る

〈
存
在
者
の
復
権
〉
の
意
味
を
、
物
の
超
越
性
の
問
題
と
い
う
、
よ
り
一
般
的
な
問
題
達
関
の
中
で
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し

て
い
き
た
い
。
こ
れ
が
本
論
の
第
三
の
課
題
で
あ
る
。



　
4
、
と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
演
『
物
』
や
『
建
て
る
、
住
ま
う
、
思
惟
す
る
』
な
ど
に
お
い
て
明
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
自
身

に
安
ら
い
、
更
に
は
人
間
を
条
件
付
け
る
「
物
」
と
い
う
在
り
方
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
背
景
に
は
、
現
代
の
科
学
技
術
社
会
に
対

す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
強
い
危
機
意
識
が
あ
る
。
現
代
の
社
会
で
は
、
人
間
が
計
算
し
統
御
し
技
術
的
に
「
用
立
て
る
」
げ
①
ω
琶
一
§
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
物
の
「
在
り
方
」
（
存
在
者
の
そ
の
よ
う
な
在
り
方
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
愛
想
」
し
d
Φ
ω
3
民
と
呼
ぶ
）
が
特
権
的
な

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
つ
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
う
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
専
囲
的
な
支
配
は
、
「
神
の
死
」
と
い
う
言
葉
で
象

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

徴
さ
れ
る
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
、
「
大
地
の
荒
廃
」
と
い
っ
た
環
境
破
壊
、
人
間
の
「
大
衆
化
」
と
い
っ
た
現
代
社
会
の
危
機
を
特
微
付
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

諸
現
象
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
本
論
の
第
一
の
課
題
で
あ
る
物
の
強
い
意
味
で
の
超
越
性
の
復
権
と
い
う
一
見
抽
象
的
な
問
題
は
、

「
転
回
」
以
降
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
文
明
の
危
機
と
そ
の
克
服
と
い
う
極
め
て
切
実
な
問
題

に
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
論
の
第
四
の
課
題
は
、
現
代
社
会
の
危
機
と
い
う
具
体
的
な
問
題
連
関
の
中
で
、
物
の
強
い

意
味
で
の
超
越
性
の
復
権
は
い
か
な
る
意
義
を
持
つ
か
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
を
手
掛
か
り
に
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

物
の
超
越
性
の
問
題
と
い
う
哲
学
の
抽
象
的
な
問
題
を
、
現
代
社
会
の
危
機
と
そ
の
克
服
と
い
う
ア
ク
チ
ャ
ル
な
問
題
に
収
敏
さ
せ
て
い

く
こ
と
が
本
論
の
最
終
的
な
課
題
と
な
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
本
論
の
四
つ
の
課
題
が
示
さ
れ
た
。
1
、
物
の
超
越
性
の
持
つ
多
様
な
意
味
の
各
々
に
、
そ
の
相
応
し
い
場
所
を
指
定

し
な
が
ら
、
物
の
超
越
性
の
強
い
意
味
を
積
極
的
に
評
価
す
る
道
を
開
く
こ
と
。
2
、
こ
う
い
う
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
物
の
超
越
性
の

把
握
に
関
す
る
〈
方
法
論
的
ア
ポ
リ
ア
〉
と
対
決
す
る
こ
と
。
3
、
こ
の
よ
う
な
物
の
超
越
性
に
関
す
る
問
題
を
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

「
転
回
」
に
お
け
る
「
存
在
者
の
復
権
」
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
。
4
、
そ
う
い
う
「
存
在
者
の
復
権
」
を
、
現
代
文
明
の
危
機

と
そ
の
克
服
と
い
う
問
題
連
関
か
ら
捉
え
、
物
の
超
越
性
と
い
う
哲
学
の
抽
象
的
な
問
題
及
び
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
物
」
の

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
　
謝
哲
学
研
…
究
　
　
晶
弟
五
目
白
六
十
二
号

問
題
の
現
代
的
意
義
を
明
か
に
す
る
こ
と
。

題
の
意
味
で
あ
る
。

以
上
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
：
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
聞
題
と
現
代
社
会
の
危
機
」

と
い
う
蓑

第
一
章
　
　
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
弱
い
意
味
と
そ
れ
に
関
す
る
諸
問
題

　
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
…
の
「
転
回
」
を
〈
存
在
者
の
復
権
〉
と
い
う
位
相
か
ら
捉
え
、
そ
れ
を
物
の
強
い
意
味
で
の
超
越
性
の
復
権
と
し
て
解

釈
す
る
た
め
の
最
初
の
段
階
と
し
て
、
ま
ず
は
「
転
回
」
以
聴
の
主
著
で
あ
る
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
物
の
超
越
性
は
ど
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

　
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、
人
間
以
外
の
存
在
者
の
存
在
は
「
眼
前
存
在
性
」
＜
。
善
雪
α
寒
冒
誇
及
び
門
道
具
存
在
性
」
N
魯
雪
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

伽
雪
冨
搾
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
先
に
暫
定
的
に
言
わ
れ
た
「
物
の
超
越
性
」
の
比
較
的
弱
い
意
味
の
い
く
つ
か

が
そ
れ
な
り
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
は
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
1
、
「
眼
前
存
在
性
」
と
は
、
中
性
的
な
物
体
が
孤
立
的
に
封
象
化
で
き
る
仕
方
で
眼
前
に
晃
い
だ
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
「
在
り
方
」

一
般
で
あ
る
。
眼
前
に
あ
る
も
の
は
、
我
々
に
先
だ
ち
、
我
々
の
外
部
に
在
る
と
い
う
点
で
我
々
を
「
超
越
」
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に

暫
定
的
に
列
挙
さ
れ
た
物
の
超
越
性
の
意
味
A
・
1
に
対
応
す
る
。
伝
統
的
哲
学
及
び
自
然
科
学
に
お
い
て
「
対
象
」
と
か
「
客
観
」
と

か
言
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
最
も
根
本
的
な
「
在
り
方
」
に
お
い
て
眼
前
存
在
的
で
あ
る
。

　
2
、
「
眼
前
存
在
性
」
と
い
う
在
り
方
は
あ
る
意
味
で
最
も
無
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
逆
に
最
も
普
遍
的
な
物
の
超
越
性
の
意
味

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
す
べ
て
の
物
の
超
越
性
が
そ
こ
に
還
元
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
に

で
き
る
。
我
々
の
ま
わ
り
の
現
実
を
見
て
み
れ
ば
、
単
に
眼
前
存
在
的
に
在
る
だ
け
の
物
は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
る
。
我
々
に
差
し
当
っ

て
大
抵
出
会
わ
れ
る
物
は
「
道
具
」
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
道
具
と
し
て
「
在
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
縦
樋
に
見
い
だ
さ
れ

る
対
象
と
し
て
「
在
る
」
と
い
う
超
越
性
の
意
味
に
は
還
元
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
道
具
存
在
性
」
は
、
物
の
超
越
性
と
い
う
観
点



か
ら
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
『
存
在
と
時
間
』
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
道
具
は
そ
れ
な
り
に
完
結
し
た
自
律
的
な
道
具
連
関
に
属
す
る
。
そ
し
て
差
し
当
っ
て
大
抵

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
我
々
は
、
既
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
道
具
連
関
の
中
へ
と
投
げ
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
我
々
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
既
に
構

造
化
さ
れ
て
い
る
連
関
の
項
と
し
て
個
々
の
道
具
は
人
間
と
の
出
会
い
方
を
先
行
的
に
指
定
し
、
そ
の
意
味
で
そ
の
都
度
の
出
会
い
を
超

越
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
具
は
そ
の
存
在
自
身
に
お
い
て
相
互
連
関
性
（
指
示
連
関
）
を
持
っ
た
物
と
し
て
人
間
を
超
越
し

て
い
る
。
第
二
に
、
私
が
そ
の
中
へ
と
既
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
い
る
道
具
連
関
は
差
し
当
っ
て
大
抵
は
間
主
観
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
し

て
（
つ
ま
り
「
公
共
的
に
解
釈
さ
れ
た
」
も
の
と
し
て
）
「
在
る
」
。
例
え
ば
こ
の
ハ
ン
マ
ー
は
単
に
私
だ
け
に
と
っ
て
ハ
ン
マ
ー
と
し
て

在
る
の
で
は
な
く
、
「
世
人
」
匿
の
竃
霧
と
し
て
の
「
我
々
」
に
と
っ
て
妥
当
す
る
ハ
ン
マ
ー
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
物
が
ハ
ン
マ

ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
都
度
の
私
の
個
人
性
を
超
越
し
た
問
主
観
的
妥
当
性
と
い
う
意
味
で
の
超
越
性
を
持
つ
。

　
以
上
、
道
具
の
超
越
性
は
、
第
一
に
、
そ
れ
が
自
律
的
で
自
己
完
結
的
な
道
具
連
関
に
属
す
る
と
い
う
点
、
第
二
に
、
こ
の
自
己
完
結

的
な
道
具
連
関
が
問
主
観
的
に
妥
当
す
る
と
い
う
点
、
こ
の
二
点
か
ら
捉
え
返
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
先
に
暫
定
的
に
列
挙
さ
れ

た
物
の
超
越
性
の
意
味
A
・
2
、
A
・
3
に
対
応
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
意
味
」
に
お
い
て
道
具
の
超
越
性
は
、
単
に
眼
前
に
在
る
こ
と

と
し
て
の
超
越
性
A
・
1
に
は
還
元
さ
れ
な
い
独
自
な
も
の
で
あ
る
。

　
3
、
し
か
し
こ
こ
で
物
の
超
越
性
に
関
す
る
〈
方
法
論
的
な
ア
ポ
リ
ア
〉
が
生
じ
る
。
「
眼
前
存
在
性
」
や
「
道
具
存
在
性
」
に
含
ま

れ
る
「
物
の
超
越
性
」
の
意
味
は
、
そ
れ
な
り
の
権
利
を
持
っ
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
観
点
を
変
え
れ
ば
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
よ
う
な
物
の
超
越
性
は
実
は
、
物
に
対
す
る
人
間
の
超
越
性
に
帰
着
す
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
事
態
が
生
じ
る
。
こ
れ
を
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
に
即
し
て
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
ま
ず
道
具
に
つ
い
て
。
『
存
在
と
時
間
』
に
よ
れ
ば
、
個
々
の
道
具
の
存
在
は
道
具
連
関
に
存
し
、
そ
の
道
具
遮
関
は
人
間
が
自
己
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

月
的
を
焦
点
と
し
て
、
自
分
の
周
り
の
諸
道
具
を
組
織
化
す
る
と
い
う
人
間
の
企
投
に
帰
着
す
る
。
人
間
は
先
行
的
に
全
体
と
し
て
の

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
　
哲
学
研
…
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第
五
甲
臼
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阻
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

存
在
者
（
「
世
界
」
）
と
の
関
わ
り
の
中
に
あ
り
、
そ
の
全
体
の
申
で
個
々
の
存
在
者
を
自
分
の
目
的
に
応
じ
て
配
置
す
る
。
そ
の
意
味
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

は
、
人
間
は
先
行
的
に
個
々
の
存
在
老
を
動
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
私
が
、
「
こ
の
黒
板
は
不
都
合
で
あ
る
」
と
言
う
場
合
、
私
は
こ

の
黒
板
だ
け
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
黒
板
が
い
ま
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
全
体
（
講
義
室
の
全
体
や
使
用
の
目
的
）
と
非

主
題
的
に
せ
よ
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
そ
の
よ
う
な
状
況
十
体
の
中
で
こ
の
黒
板
は
「
不
都
合
な
も
の
」
と
し
て
出
会

　
　
（
5
）

わ
れ
う
る
。
そ
の
意
味
で
私
は
「
こ
の
黒
板
」
を
既
に
「
製
出
」
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
道
具
存
在
性
」
に
お
け
る
物
の
超
越
性
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

最
終
的
に
は
物
に
薄
す
る
人
間
の
超
越
性
に
帰
着
す
る
。

　
そ
の
場
合
、
道
具
は
人
闘
の
目
的
か
ら
見
て
同
一
の
機
能
を
持
っ
た
物
で
あ
れ
ば
代
替
可
能
で
あ
り
、
例
え
ば
釘
を
打
つ
た
め
に
は

「
こ
の
」
ハ
ン
マ
ー
で
な
く
て
も
別
の
ハ
ン
マ
ー
で
も
思
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
聖
帝
で
は
個
体
と
し
て
の
「
こ
の
」
ハ
ン
マ
ー
の

持
つ
超
越
性
は
ど
う
で
も
よ
い
。
実
際
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
道
具
存
在
性
は
、
道
具
の
か
け
が
え
の
な
い
個
体
と
し
て
の
充
実

性
に
お
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
何
た
る
か
は
、
道
具
使
用
が
障
害
を
起
し
た
場
合
の
一
種
の
「
欠
如
」
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
『
存
在
と
時
聞
』
に
お
い
て
は
、
物
と
の
関
わ
り
が
一
切
無
意
味
と
な
る
よ
う
な
経
験
（
不
安
に
お
の
の
き
つ
つ
人
間
が
自
分
の
死

を
引
き
受
け
る
）
が
特
権
的
な
意
味
を
持
ち
、
人
間
が
か
け
が
え
の
な
い
「
単
独
者
」
と
し
て
在
る
こ
と
は
問
題
に
さ
れ
て
い
て
も
、
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
か
け
が
え
の
な
い
個
体
と
し
て
在
る
揚
面
は
主
題
と
は
な
ら
な
い
。

　
道
呉
的
世
界
が
人
間
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
あ
る
意
味
で
「
主
観
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
引
き
合

い
に
出
さ
な
く
と
も
比
較
的
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
『
存
在
と
時
間
』
に
よ
れ
ば
、
科
学
に
よ
っ
て
「
純
粋
に
」
見
出
さ
れ
る
「
客
観

的
」
対
象
と
い
う
在
り
方
で
の
「
限
前
存
在
性
」
も
ま
た
、
人
聞
の
超
越
に
帰
着
す
る
と
さ
れ
る
（
〈
ぴ
q
ド
（
｝
”
．
N
℃
ω
陰
弧
Q
◎
一
）
。
こ
の
よ
う
な

在
り
方
は
、
道
具
の
持
っ
て
い
る
諸
性
格
（
例
え
ば
道
具
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
「
場
所
」
が
属
す
る
）
を
捨
象
し
、
全
体
と
し
て
の

存
在
者
を
科
学
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
可
能
な
（
量
的
に
表
現
可
能
な
）
も
の
と
し
て
先
行
的
に
「
主
題
化
」
す
る
と
い
う
「
企
投
」
の
所
産

で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
は
未
だ
必
ず
し
も
強
調
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
降
の
議
論
を
踏
ま
え
て
言
え



ば
、
そ
の
都
度
の
道
具
連
関
へ
の
被
拘
束
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
客
観
的
対
象
と
し
て
の
眼
前
存
在
者
は
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
そ
の
都
度

思
う
が
ま
ま
に
統
御
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
任
意
の
用
途
に
向
け
て
「
用
立
て
る
」
冨
。
・
胴
亀
魯
可
能
性
が
得
ら
れ
る
。
科
学
的
対

（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

象
性
と
し
て
の
「
眼
前
存
在
性
」
は
、
人
間
が
胸
算
用
で
き
る
（
器
。
ぎ
魯
ヨ
鉾
：
器
。
9
魯
碧
柚
…
）
こ
と
を
根
底
に
す
る
「
算
定
可
能

性
」
切
Φ
冨
魯
窪
げ
碧
斜
日
か
ら
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
は
決
し
て
物
の
「
超
越
的
」
な
在
り
方
で
は
な
い
。
「
今
日
の
科
学
の
根

拠
の
一
つ
は
、
人
間
が
自
ら
を
尺
度
を
与
え
る
主
観
と
し
て
措
定
し
、
そ
の
主
観
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
研
究
可
能
な
存
在
者
が
客
観
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
N
ω
．
N
・
ω
。
一
ト
⊃
ω
）
。
一
見
最
も
「
客
観
的
」
な
在
り
方
に
思
わ
れ
る
科
学
的
対
象
性
が
、
実
は
最
も
主
観
の
支

配
を
受
け
た
物
の
在
り
方
で
あ
る
と
い
う
物
の
超
越
性
に
関
す
る
パ
ラ
ド
ク
ス
を
こ
こ
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
道
具
存
在
性
」
や
「
眼
前
存
在
性
」
と
し
て
の
物
の
超
越
性
は
、
最
終
的
に
は
人
間
の
超
越
性
に
帰
着
す
る
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
は
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
的
枠
組
み
か
ら
言
え
ば
当
然
の
こ
と
で
も
あ
る
℃
す
な
わ
ち
、
人
間
の
側
に
属
す
る
存
在
理

解
が
、
存
在
者
の
経
験
を
可
能
に
す
る
意
味
地
平
と
し
て
ま
ず
あ
っ
て
、
次
に
そ
の
地
平
の
中
で
物
が
出
会
わ
れ
る
と
い
う
一
種
の
「
超

越
論
的
」
哲
学
の
枠
組
み
が
、
『
存
在
と
時
間
』
の
根
底
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
、
物
の
超
越
性
を
超
越

性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
は
初
め
か
ら
回
避
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
と
い
う
の
も
「
眼
前
存

在
性
」
や
「
道
具
存
在
性
」
と
い
う
「
存
在
の
意
味
」
盟
目
〈
。
μ
。
Q
⑦
貯
が
、
人
間
の
先
行
的
な
存
在
理
解
に
求
め
ら
れ
る
な
ら
、
そ
れ

を
捉
え
る
こ
と
は
そ
の
理
解
を
自
覚
す
る
と
い
う
だ
け
で
す
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
超
越
論
的
枠
組
み
の
持
つ
方
法
論
的
な
強
み
で
あ

る
。
し
か
し
逆
に
言
え
ば
こ
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
人
間
の
超
越
性
の
中
に
は
解
消
さ
れ
ず
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
そ
れ
を
越
え
た
（
超

越
し
た
）
物
の
有
り
方
は
、
積
極
的
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
確
か
に
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
道
具
的
存
在
者
に
関
し
て
、

そ
の
「
積
極
的
な
現
象
性
格
」
と
し
て
、
そ
れ
が
「
目
立
た
ず
、
押
し
つ
け
が
ま
し
く
な
く
、
手
向
か
わ
な
い
」
と
い
う
在
り
方
に
言
及

さ
れ
、
そ
れ
が
道
具
存
在
の
「
自
体
的
存
在
」
〉
器
凶
9
・
ω
①
ぎ
を
構
成
し
て
い
る
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
（
O
費
ρ
ω
．
目
2
）
。
し
か
し
こ

の
「
積
極
的
な
現
象
性
格
」
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
積
極
的
な
仕
方
で
現
象
学
的
に
は
捉
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
道
具
の
機
能
障
害
と
い
う

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
～
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



　
　
　
　
折
口
学
研
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笈
測
五
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六
十
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七
四

消
極
的
な
現
象
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
「
目
立
た
な
い
」
と
い
う
道
具
の
性
格
は
、
世
界
と
の
先
行
的
非
主
題

的
な
「
馴
染
み
」
＜
①
母
碧
夢
昏
に
お
い
て
人
間
が
世
界
の
中
に
在
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
世
界
の
中
に
在
る

こ
と
は
、
「
住
ま
う
」
毛
。
ぎ
窪
、
「
滞
在
す
る
」
ω
圃
3
雲
守
聾
窪
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
（
O
p
b
。
℃
ω
．
刈
ω
噛
霧
。
）
、
こ
の
よ

う
な
「
住
ま
い
」
は
積
極
的
な
意
味
で
は
評
価
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
道
具
に
囚
わ
れ
、
自
己
を
失
う
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
o
p

N
¢
δ
鱒
）
。
結
局
、
「
馴
染
ん
だ
」
世
界
の
中
で
の
「
住
ま
い
」
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
「
蔭
立
た
な
い
」
道
具
と
い
う
在
り
方
は
、
単

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
人
間
の
意
図
に
と
っ
て
「
有
用
な
」
巳
①
宇
島
だ
け
の
諸
道
具
の
連
関
へ
の
入
間
の
「
頽
落
」
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
現
象
と
し
て
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
あ
る
が
ま
ま
の
「
住
ま
い
」
の
場
面
で
は
、
例
え
ば
農
夫
の
履
き
な
れ
た
他
な
ら
ぬ
こ
の
靴
の
持
つ
「
目

立
た
な
さ
」
は
、
単
に
有
用
な
道
具
連
関
と
し
て
の
機
能
的
世
界
へ
の
没
入
以
上
の
、
道
具
連
関
に
は
解
消
で
き
な
い
個
々
の
道
具
存
在

の
代
替
不
能
の
「
自
足
性
」
と
い
う
よ
り
積
極
的
な
「
自
体
的
存
在
」
性
格
を
持
っ
て
経
験
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
問

題
を
通
し
て
我
々
は
本
論
の
第
一
の
課
題
、
つ
ま
り
強
い
意
味
で
の
（
し
か
し
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
で
は
な
い
）
「
物
の
超
越
性
」
の
問
題
に

向
っ
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
同
時
に
単
な
る
機
能
連
関
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
世
界
へ
の
没
入
と
い
う
こ
と
に
は
尽
き
な
い
「
住
ま

い
」
の
問
題
に
も
結
び
付
き
、
こ
れ
は
、
本
論
の
第
四
の
課
題
で
あ
る
現
代
社
会
の
危
機
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　
し
か
し
ま
さ
に
こ
こ
で
、
「
物
の
超
越
性
と
は
原
理
的
に
語
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
い
う
く
方
法
論
的
ア
ポ
リ
ア
V
が
、
よ

り
鋭
い
か
た
ち
で
突
き
付
け
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
饅
立
た
ず
」
「
自
足
」
し
て
在
る
と
い
う
道
具
の
性
格
は
、
そ
れ
を
対
象
化
し
た

途
端
そ
の
性
格
が
破
壊
さ
れ
る
が
故
に
、
そ
う
い
う
性
格
を
そ
れ
と
し
て
捉
え
る
（
道
具
使
用
に
お
け
る
障
害
現
象
を
通
し
て
で
は
な

く
）
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
物
の
超
越
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
現
実
に
経
験
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
物
に
つ
い
て
の
経
験
の
構
造
自
体
は
「
現
象
学
的
」
に
記
述
す
る
こ
と
は
不

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
微
妙
な
可
能
性
に
つ
い
て
は
後
に
ま
た
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
仮
に
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
そ

の
場
合
に
規
準
と
な
る
経
験
は
も
は
や
『
存
在
と
時
間
』
が
定
位
す
る
よ
う
な
道
具
使
用
の
場
面
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
一
体
い
か
な
る



経
験
に
定
位
し
て
こ
の
よ
う
な
物
の
超
越
性
は
問
題
に
で
き
る
か
、
そ
し
て
そ
の
揚
舎
の
経
験
の
構
造
は
い
か
な
る
在
り
方
を
し
て
い
る

の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
転
回
」
に
お
け
る
存
在
者
の
復
権
の
問
題
と
い
う
本
論
の
第
三
の
課
題
と
の
関
係
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
即
し

て
こ
の
よ
う
な
問
題
を
以
下
に
論
じ
て
い
こ
う
。

第
二
章
　
芸
術
作
品
に
お
け
る
「
物
」
の
強
い
超
越
性

　
以
下
の
議
論
に
見
通
し
を
与
え
る
た
め
に
、
『
存
在
と
時
間
』
的
な
考
え
方
に
定
位
し
た
場
合
の
、
個
々
の
物
と
そ
れ
が
属
す
る
世
界

と
の
関
係
を
確
認
し
て
お
く
。
例
え
ば
『
存
在
と
時
間
』
期
に
属
す
る
或
る
講
義
の
例
を
用
い
て
言
え
ば
（
O
m
・
鴇
＼
ω
ρ
ω
．
お
。
。
塗
）
、

「
こ
の
黒
板
は
不
都
合
で
あ
る
」
と
言
う
場
合
の
「
不
都
合
で
あ
る
」
は
、
こ
の
黒
板
が
「
黒
い
」
と
か
「
四
角
い
」
と
か
い
っ
た
こ
の

黒
板
に
属
す
る
「
客
観
的
な
属
性
」
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
単
な
る
「
主
観
的
」
な
感
情
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
こ
の

「
不
都
合
で
あ
る
」
は
、
こ
の
教
室
の
全
体
の
中
で
の
こ
の
黒
板
の
「
客
観
的
」
な
状
態
及
び
こ
の
黒
板
を
何
の
た
め
に
使
う
の
か
と
い

う
人
間
の
現
実
的
な
「
意
図
」
等
々
か
ら
な
る
全
体
の
状
況
、
究
極
的
に
は
全
体
と
し
て
の
「
世
界
」
と
の
非
主
題
的
・
非
対
象
化
的
な

関
わ
り
の
中
で
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
的
な
枠
組
み
で
は
こ
の
関
わ
り
の
「
世
界
」
の
全
体
と
し
て
の
「
開
け
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
最
終
的
に
は
人
間
の
意
図
（
何
の
た
め
に
こ
の
黒
板
を
使
う
の
か
）
を
中
心
に
集
約
さ
れ
、
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
こ
の

黒
板
の
不
都
合
な
も
の
と
し
て
の
「
存
在
」
は
、
そ
の
よ
う
な
非
対
象
的
な
世
界
の
中
で
の
位
置
価
、
機
能
値
と
い
っ
た
も
の
で
し
か
な

く
な
る
。
確
か
に
道
具
の
使
用
と
い
う
場
面
で
は
こ
の
よ
う
な
経
験
の
溝
造
の
説
明
の
仕
方
は
そ
れ
な
り
に
妥
当
性
を
持
つ
。
し
か
し

〈
人
間
の
意
図
↓
全
体
と
し
て
の
世
界
の
非
主
題
的
な
構
造
化
↓
非
対
象
的
に
構
造
化
さ
れ
た
世
界
の
中
で
の
単
な
る
位
置
価
と
し
て
の

物
〉
と
い
う
図
式
以
外
の
説
明
の
仕
方
を
要
求
す
る
よ
う
な
場
面
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
我
々
が
庭
に
座
っ
て
バ
ラ
を
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
む
場
面
、
あ
る
い
は
オ
リ
ン
ピ
ア
の
美
術
館
で
ア
ポ
ロ
像
と
出
合
う
場
面
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
場
面
で
も
人
間

が
そ
の
都
度
何
を
意
図
し
て
い
る
か
と
い
う
契
機
は
捨
象
で
き
な
い
。
し
か
し
、
バ
ラ
を
楽
し
む
場
面
で
は
大
地
の
豊
か
さ
や
天
空
か
ら

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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の
降
水
の
よ
う
な
人
間
の
企
投
を
凌
駕
す
る
自
然
と
の
非
薄
象
化
的
な
関
わ
り
と
い
う
契
機
が
重
要
で
あ
る
し
、
ア
ポ
ロ
像
の
場
面
で
は

そ
う
い
う
自
然
を
も
凌
駕
す
る
聖
な
る
次
元
へ
の
人
問
の
希
求
と
い
う
契
機
が
捨
象
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
面
で
は
、
人
間
の
意
図

が
全
体
と
し
て
の
徴
界
の
開
け
を
構
造
化
す
る
集
約
点
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
バ
ラ
や
ア
ポ
ロ
の
像
と
い
っ
た
「
物
」
が
、
非
主
題
的
な

開
け
を
集
約
す
る
焦
点
と
し
て
出
合
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
人
間
の
「
住
ま
い
」
に
は
以
上
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
こ
と
が
事

実
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
転
回
」
以
降
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
を
見
て
み
よ

う
。　

『
芸
術
作
品
の
起
源
』
の
中
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
芸
術
作
品
に
関
し
て
、
単
に
眼
前
に
在
る
こ
と
に
も
ま
た
人
間
の
側
に
属
す
る
手
段

目
的
連
関
に
も
尽
き
な
い
よ
う
な
「
自
分
の
中
に
安
ら
う
」
ぎ
ω
ざ
げ
H
島
雪
空
を
「
そ
の
固
有
な
確
固
と
し
た
存
立
性
ω
3
＆
ぎ
h
一
塩
冨
搾

に
お
い
て
受
け
取
る
」
（
O
鋤
●
α
噸
ω
●
μ
一
）
こ
と
を
試
み
る
。
「
芸
術
家
の
最
も
固
有
な
意
図
」
は
、
「
作
品
を
他
へ
の
す
べ
て
の
連
関
か
ら

押
し
出
し
て
、
そ
れ
を
唯
一
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
の
た
め
に
そ
れ
自
身
の
上
に
安
ら
わ
せ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
偉
大
な
芸
術

に
お
い
て
は
芸
術
家
は
ど
う
で
も
よ
い
も
の
、
創
造
に
お
い
て
作
品
が
登
場
す
る
た
め
に
自
分
自
身
を
無
化
く
臼
三
6
夏
糊
す
る
通
路
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ご
と
き
も
の
」
と
な
る
（
O
①
．
㎝
．
Q
Q
冒
鱒
①
）
。
芸
術
に
お
い
て
、
物
の
個
体
と
し
て
の
自
足
性
、
更
に
は
そ
こ
に
お
い
て
人
間
が
「
無
窮
」

さ
れ
る
よ
う
な
強
い
意
味
で
の
物
の
超
越
性
が
問
題
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
仮
に
芸
術
作
品
の
「
自
足
」
と
い
う
こ
と
が
、
作
品
が
我
々
と
無
関
係
に
そ
れ
自
身
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
超
越
性
は
我
々
に
と
っ
て
そ
れ
と
し
て
は
原
理
的
に
出
会
い
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
く
方
法
論

的
ア
ポ
リ
ア
〉
が
生
じ
る
。
一
体
作
品
の
「
自
足
」
と
は
ど
う
い
う
事
態
で
あ
ろ
う
か
？

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
伝
統
的
な
「
物
」
理
解
（
例
え
ば
物
1
一
質
料
÷
形
相
）
に
定
位
す
る
現
象
解
釈
の
仕
方
を
挑
醜
し
、
む
し
ろ
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
G
1
）

な
ザ
ッ
へ
そ
の
も
の
を
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
。
確
か
に
、
芸
術
作
最
を
質
料
＋
豊
浦
と
い
う
解
釈
図
式
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

分
析
し
て
も
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
た
ら
し
め
る
「
自
足
性
」
は
全
く
捉
え
ら
れ
な
い
。
彼
は
．
コ
ッ
ホ
の
絵
と
い
う
具
体
的
な
作
癩
を



記
述
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
農
夫
の
靴
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
を
読
み
取
る
。
「
靴
の
ぽ
っ
か
り
あ
い
た
内
部
の
暗
い
空
洞
か
ら
、
労
働

の
歩
み
の
つ
ら
さ
が
凝
視
す
る
」
。
「
こ
の
靴
の
が
っ
し
り
し
た
重
み
の
中
に
荒
々
し
い
風
が
吹
く
畑
の
、
彼
方
に
広
が
っ
た
単
調
な
畝
の

上
の
ゆ
っ
く
り
し
た
歩
み
の
ね
ば
り
強
さ
が
蓄
積
し
て
い
る
」
。
靴
の
「
皮
の
上
に
は
大
地
の
湿
り
気
と
飽
和
が
あ
る
」
（
O
鉾
α
”
ω
．
お
）
。

　
こ
う
い
う
具
体
的
な
記
述
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
引
き
出
す
。
我
々
は
ゴ
ッ
ホ
の
絵
を
通
し
て
、
農
夫
の
靴
が

「
大
地
に
属
し
、
農
夫
の
世
界
の
申
で
守
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
へ
差
し
向
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
作
品
の
中
で
、
農
夫
の
生
き
る
日
常
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

や
農
夫
を
凌
駕
す
る
自
然
の
力
が
集
約
的
に
具
現
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
が
極
め
て
主
観
的
で
恣
意
的
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
我
々

は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
か
ら
そ
の
具
体
的
内
容
の
当
否
は
別
に
し
て
も
芸
術
作
品
の
超
越
性
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
一
般
的
な
構
造

を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
を
越
え
た
自
然
の
圧
倒
的
な
威
力
や
生
活
世
界
と
い
う
対
象
化
不
可
能
の
「
開
け
」
を
、

作
品
が
そ
れ
に
具
体
的
な
形
態
O
の
ω
梓
聾
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
集
約
す
る
」
く
震
ω
§
ヨ
ω
写
と
い
う
形
式
的
構
造
で
あ
る
。

　
こ
の
経
験
構
造
は
ギ
リ
シ
ア
神
殿
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
記
述
に
お
い
て
よ
り
わ
か
り
や
す
い
。
ギ
リ
シ
ア
の
神
殿
が
単
に
眼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

前
存
在
者
や
道
具
存
在
者
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
ギ
リ
シ
ア
人
が
礼
拝
す
る
神
殿
と
し
て
「
在
る
」
こ
と
の
内
に
は
、
次
の
こ
と
が

本
質
的
に
属
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
殿
が
ギ
リ
シ
ア
人
の
「
生
と
死
、
不
幸
と
祝
福
、
勝
利
と
恥
辱
、
堅
忍
と
衰
微
」
を
形
態
化
し

つ
つ
、
人
間
に
対
し
て
自
ら
を
「
蔵
し
隠
す
」
げ
霧
α
q
窪
「
大
地
」
の
上
に
神
聖
な
場
を
開
き
、
区
切
る
と
い
う
こ
と
が
属
し
て
い
る
（
O
p

伊
ω
．
込
。
メ
b
。
。
。
等
）
。
圧
倒
的
な
威
力
を
持
つ
ギ
リ
シ
ア
の
「
大
地
」
の
上
に
ギ
リ
シ
ア
民
族
固
有
の
歴
史
的
「
世
界
」
が
樹
立
さ
れ
た
と

い
う
「
世
界
と
大
地
と
の
戦
い
」
を
、
岩
盤
の
上
に
屹
立
す
る
聖
な
る
神
殿
は
集
約
的
に
形
態
化
し
て
い
る
。
こ
の
神
殿
と
い
う
一
つ
の

「
物
」
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
と
ギ
リ
シ
ア
民
族
固
有
の
世
界
と
の
戦
い
へ
と
我
々
は
差
し
向
け
ら
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

構
造
が
、
こ
の
物
に
対
し
て
単
な
る
眼
前
存
在
者
や
道
具
存
在
者
と
し
て
で
は
な
く
、
作
品
と
し
て
出
会
う
と
い
う
経
験
を
特
徴
付
け

る
。

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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作
品
と
の
出
会
い
に
は
、
人
間
を
凌
駕
す
る
対
象
化
不
可
能
の
開
け
を
そ
の
作
品
と
い
う
「
物
」
が
集
約
す
る
と
い
う
構
造
が
本
質
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
含
ま
れ
て
い
る
。
裏
返
し
て
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
集
約
者
」
と
し
て
出
合
う
と
い
う
出
合
い
方
の
構
造
が
生
き
ら
れ
て
い
る
場
合
、

そ
の
「
物
」
は
、
単
な
る
眼
前
存
在
者
や
道
具
存
在
者
と
し
て
で
は
な
く
、
代
替
不
可
能
な
個
体
的
自
足
性
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
強

い
超
越
性
）
を
持
つ
作
品
と
し
て
在
る
。
か
く
し
て
我
々
は
芸
術
作
品
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
議
論
か
ら
、
単
な
る
眼
前
存
在
性
や
道

具
存
在
性
に
還
元
で
き
な
い
物
の
代
替
不
能
な
飼
体
的
充
実
性
、
更
に
は
そ
れ
以
上
の
強
い
意
味
で
の
超
越
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。　

前
章
の
最
後
で
『
存
在
と
晴
問
』
に
関
し
て
、
道
具
存
在
の
積
極
的
な
超
越
性
を
捉
え
る
こ
と
の
ア
ポ
リ
ア
が
指
摘
さ
れ
た
。
目
立
た

ず
馴
染
ま
れ
て
あ
る
と
い
う
道
具
の
在
り
方
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
「
超
越
論
的
」
な
枠
組
み
で
は
、
積
極
的
に
（
欠
如
的
に
で
は
な

く
）
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
『
芸
術
作
品
の
起
源
』
に
お
け
る
ゴ
ッ
ホ
の
「
靴
」

の
絵
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
決
定
的
な
展
開
を
示
し
て
い
る
。
『
芸
術
作
品
の
起
源
』
に
お
い
て
は
「
靴
」
と
い
う
道
具
の
目
立
た

ず
馴
染
ま
れ
て
あ
る
と
い
う
性
格
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
単
な
る
「
有
用
性
」
u
凶
の
島
。
算
卑
に
は
尽
き
な
い
「
道
具
の
本
質
的
な
存
在

の
充
実
」
と
し
て
の
「
信
頼
性
」
＜
。
触
蚕
ζ
。
ぽ
莫
①
業
◎
斜
伊
¢
お
）
に
求
め
ら
れ
る
。
「
自
ら
に
安
ら
う
道
具
の
安
ら
ぎ
は
信
頼
性
に
存
す

る
」
。
「
道
具
の
有
用
性
は
信
頼
性
が
本
質
的
に
持
つ
帰
結
に
す
ぎ
な
い
」
（
◎
野
μ
ψ
8
）
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
れ
が
ゴ
ッ
ホ
の
絵
に

描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
は
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
立
ち
現
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
我
々
が
載
と
い
う
道
具
の
信
頼
性
を
信
頼

性
と
し
て
見
い
だ
す
の
は
、
道
具
の
客
観
的
な
「
記
述
」
か
ら
で
も
道
具
の
「
使
用
」
の
観
察
か
ら
で
も
な
く
「
我
々
が
自
ら
を
ゴ
ッ
ホ

の
絵
の
前
に
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
（
∩
甲
山
●
㎝
”
ω
・
b
o
一
）
。
靴
の
信
頼
性
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
農
夫
に
と
っ
て
自
分
の
「
世

界
」
が
隠
れ
た
も
の
と
し
て
安
ん
じ
て
保
た
れ
ぴ
q
。
げ
。
お
窪
、
「
大
地
」
が
自
由
に
さ
し
迫
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
確
保
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
う
い
う
構
造
が
芸
術
作
品
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
芸
術
作
品
が
非
対
象
的
な
開
け
の
集
約
者
と
い
う
超
越



性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
ゴ
ッ
ホ
の
靴
の
絵
と
い
う
「
芸
術
作
品
が
靴
と
い
う
道
具
が
真
に
何
で
あ
る
か
を
知
ら
し
め

る
」
（
∩
甲
p
o
巳
切
》
ω
●
N
一
）
。
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
そ
の
「
欠
如
」
を
通
し
て
接
近
さ
れ
た
単
な
る
「
有
用
な
」
道
具
は
、
芸
術
作
品
を

通
し
て
「
信
頼
性
」
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
そ
れ
自
身
の
「
存
在
の
充
実
」
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
芸
術
作
品
経
験
に
お
い
て
、
我
々
は
物
の
強
い
意
味
で
の
超
越
性
と
出
合
う
と
一
応
は
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し

以
上
に
よ
っ
て
物
の
強
い
意
味
で
の
超
越
性
の
復
権
を
目
指
す
と
い
う
本
論
の
第
一
の
課
題
は
解
決
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

や
は
り
こ
の
よ
う
な
強
い
意
味
で
の
超
越
性
は
、
芸
術
と
い
う
極
め
て
特
殊
な
場
面
で
の
み
意
味
を
持
つ
「
物
」
の
例
外
的
な
在
り
方
で

し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
よ
り
ま
さ
に
そ
れ
は
、
そ
う
い
う
特
殊
な
場
面
で
し
か
意
味
を
持
た
な
い
単
な
る
「
フ
ェ
テ
ィ
シ

ュ
」
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

第
三
章
　
　
「
物
」
の
強
い
意
味
で
の
超
越
性
の
喪
失
と
現
代
社
会
の
危
機

　
芸
術
に
お
い
て
殊
更
に
際
立
つ
物
経
験
の
溝
造
は
、
よ
り
良
禽
的
な
場
面
で
の
物
経
験
の
在
り
方
を
も
構
成
し
て
い
る
と
言
え
な
い
こ

と
も
な
い
。
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
的
な
建
造
物
、
例
え
ば
「
聖
者
の
像
」
の
刻
ま
れ
た
「
軽
や
か
に
力
強
く
流
れ
の
上
に
弧
を
え
が
い
て
い
る

（
1
2
）

橋
」
は
、
そ
れ
が
建
造
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
大
地
」
に
渡
る
べ
き
州
岸
と
い
う
意
味
を
与
え
、
「
天
空
」
か
ら
の
降
水
と
の
関
わ
り

を
示
し
、
更
に
は
「
死
す
べ
き
者
」
と
し
て
の
人
間
が
、
聖
な
る
何
か
へ
の
志
向
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
具
現
す
る
。
ま
た
、
二
百
年
前

の
シ
ュ
バ
ル
ツ
バ
ル
ト
の
農
家
は
、
地
形
や
天
候
に
揮
っ
た
よ
う
に
建
築
さ
れ
、
ま
た
棺
が
安
置
さ
れ
る
聖
な
る
場
所
を
内
部
に
持
っ
て

お
り
、
従
っ
て
、
自
然
や
聖
な
る
も
の
と
の
先
行
的
で
非
対
象
化
的
な
関
わ
り
の
中
で
、
死
す
べ
き
人
間
が
住
ま
っ
て
い
る
≦
。
三
豊
こ

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

と
を
集
約
し
て
い
る
。

　
し
か
し
問
題
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
科
学
技
術
的
な
存
在
理
解
の
支
配
す
る
現
在
の
歴
史
空
間
で
は
、
こ
の
よ
う
な
強
い
意
味
で
の
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

越
性
を
持
っ
た
物
の
在
り
方
が
第
一
次
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
シ
ュ
バ
ル
ッ
バ
ル

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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（
1
4
）

ト
の
農
家
は
二
百
年
前
に
あ
っ
た
σ
q
①
蓄
ω
雪
も
の
に
す
ぎ
ず
、
せ
い
ぜ
い
「
民
族
学
」
的
な
興
味
を
引
く
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
「
物
」
の
在
り
方
は
今
日
で
は
「
真
」
の
「
現
実
的
」
な
在
り
方
と
は
引
敷
し
難
い
。
ま
さ
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
が
各
所

で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
世
以
降
の
西
洋
の
歴
史
空
間
は
、
そ
こ
に
お
い
て
「
真
」
≦
學
夢
舞
と
い
う
言
葉
が
科
学
的
測
定
の

「
正
確
さ
」
O
。
乱
ζ
。
冨
犀
と
静
置
さ
れ
、
「
現
実
性
」
≦
冥
ぽ
葵
魯
と
い
う
言
葉
が
「
作
用
」
三
建
白
連
関
に
お
け
る
客
観
的
対
象
性

を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
う
い
う
歴
史
空
間
の
中
で
、
シ
ュ
バ
ル
ッ
パ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
農
家
の
よ
う
な
「
物
」
の
在
り
方
が
「
真
」
の
「
現
実
的
」
な
在
り
方
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
し
て
必
然
的
で
あ

る
。

　
逆
に
、
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
っ
た
科
学
的
に
計
測
可
能
で
、
技
術
的
に
「
用
立
て
ら
れ
得
る
も
の
」
（
「
用
象
」
潮
ω
実
像
）
と
い
う

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

在
り
方
こ
そ
が
今
日
で
は
「
真
」
の
「
現
実
的
」
な
物
の
在
り
方
と
し
て
妥
当
す
る
。
こ
の
よ
う
な
物
の
在
り
方
は
、
そ
れ
な
り
に
自
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
な
指
示
連
関
の
中
で
そ
れ
自
身
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
「
場
灰
」
を
持
つ
「
道
具
」
の
在
り
方
と
は
違
っ
て
、
一
切
の
先
行
的
な
脈
絡
か

ら
切
り
放
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
「
そ
の
場
で
即
座
に
」
窪
h
魁
臼
幹
巴
。
N
霞
。
。
け
。
累
。
（
↓
溶
ψ
ま
）
「
用
立
て
る
」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
「
用
立
て
」
は
、
更
な
る
「
用
立
て
」
に
対
し
て
「
用
立
て
」
可
能
で
あ
る
た
め
に
な
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て

そ
う
い
う
「
用
象
」
は
「
眼
前
存
在
」
の
よ
う
な
確
固
と
し
た
対
象
性
さ
え
持
た
な
い
。
現
代
科
学
技
術
の
究
極
的
な
形
態
で
あ
る
「
サ

イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
で
は
…
…
も
は
や
対
象
さ
え
な
く
な
っ
て
い
る
」
（
N
m
…
●
　
o
Q
。
　
同
ω
O
）
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
シ
ー
ズ
ン
か
ら
シ
ー
ズ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

へ
と
絶
え
ざ
る
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
を
繰
り
か
え
す
急
難
の
「
モ
ー
ド
」
と
い
う
事
態
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
物
」
が
そ
れ
自
身
と
し

て
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
絶
え
ず
「
代
替
」
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
「
在
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
社

会
は
ま
さ
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
「
在
る
と
い
う
こ
と
は
今
目
、
代
替
さ
れ
得
る
も
の
と
し
て
在
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
「
…
…
存
在

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

者
は
既
に
消
費
さ
れ
て
在
り
、
し
た
が
っ
て
代
替
さ
れ
る
こ
と
を
呼
び
求
め
る
」
（
O
β
。
」
押
ψ
ω
o
㊤
）
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
う
い
う
現

代
に
お
い
て
は
「
代
替
不
可
能
性
」
と
い
う
意
味
で
の
物
の
超
越
性
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
た
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
、
「
用
象
」



と
は
一
切
の
超
越
性
を
剥
奪
さ
れ
た
「
物
」
の
在
り
方
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
こ
う
い
う
現
代
に
あ
っ
て
、
聖
者
の
像
の
刻
ま
れ
た
橋

や
シ
ュ
バ
ル
ツ
バ
ル
ト
の
農
家
と
い
っ
た
「
物
」
の
在
り
方
が
お
と
ぎ
崇
め
い
て
聞
こ
え
、
忌
む
べ
き
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
」
と
し
て
排
斥

さ
え
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
に
歌
わ
れ
た
ラ
イ
ン
の
流
れ
は
、
単
な
る
発
電
所
の
水
力
供
給
源
に
な
る
（
↓
区
。

（
1
6
）

ω
」
切
）
。

　
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
シ
ュ
バ
ル
ツ
バ
ル
ト
の
農
家
と
い
っ
た
「
物
」
の
在
り
様
を

問
題
に
し
て
い
る
〈
文
脈
〉
と
そ
の
議
論
の
〈
レ
ベ
ル
〉
で
あ
る
。
物
が
一
切
の
超
越
性
を
剥
奪
さ
れ
た
単
な
る
「
用
象
」
に
成
り
下
が

っ
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
近
世
以
降
（
と
い
う
よ
り
プ
ラ
ト
ン
以
来
）
の
西
洋
の
歴
史
空
間
の
根
本
動
向
の
帰
結
で
あ
り
、

そ
の
動
向
の
中
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
（
「
神
の
死
」
）
、
環
境
破
壊
（
「
大
地
の
荒
廃
」
）
、
人
間
の
尊
厳
の
喪
失
（
人
間
が
単
な
る
「
人
的
資

源
」
と
な
る
）
と
い
っ
た
現
象
が
含
ま
れ
る
。
彼
は
既
に
一
九
三
五
年
の
講
義
の
中
で
、
こ
の
「
世
界
の
暗
黒
化
」
≦
①
写
臼
象
ω
仲
鶏
§
o
q

に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
本
質
的
な
出
来
事
と
し
て
「
神
々
の
逃
亡
」
「
大
地
の
破
壊
」
「
人
間
の
マ
ス
化
」
を
挙
げ
て
い
る
（
O
斜
幽
ρ
ω
．

（
1
7
）

膳
。
。
）
。
神
々
し
い
も
の
に
対
す
る
感
覚
が
喪
失
し
、
自
然
が
単
な
る
「
巨
大
な
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
」
に
成
り
下
が
っ
て
荒
廃
す
る
が
ま

ま
に
な
り
、
人
間
は
単
な
る
マ
ス
で
あ
る
ば
か
り
か
生
命
工
学
の
単
な
る
操
作
対
象
に
さ
え
な
る
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
意
味
で
「
死
を
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
玉
）

く
す
る
」
者
で
は
な
く
な
る
）
。
こ
の
よ
う
な
「
世
界
の
暗
黒
化
」
は
、
物
が
超
越
性
を
失
っ
た
単
な
る
「
用
象
」
と
し
て
ひ
た
す
ら
消

費
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
シ
ュ
バ
ル
ツ
バ
ル
ト
の
農
家
の
よ
う
な
「
物
」
経
験
の
持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
喪
失
は
、

神
々
し
い
も
の
を
求
め
つ
つ
、
自
分
た
ち
を
凌
駕
す
る
自
然
の
中
に
、
死
す
べ
き
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
人
間
が
、
そ
う
い
う
物
を

定
着
点
と
し
て
「
住
ま
う
」
≦
。
冨
曾
と
い
う
人
間
存
在
の
「
根
本
的
動
向
」
O
毎
昌
晋
轟
（
＜
鋭
ψ
一
2
）
の
喪
失
と
表
裏
一
体
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
な
す
も
の
で
あ
る
。
人
問
の
企
投
ず
る
意
図
の
た
め
に
何
か
を
生
産
し
消
費
す
る
の
で
さ
え
な
く
、
た
だ
生
産
力
の
増
大
の
た
め
の
生

産
と
い
う
「
前
進
へ
の
強
制
」
勾
。
ぴ
q
器
。
。
訟
8
ω
薯
碧
o
q
（
o
》
」
μ
ψ
ω
。
。
。
。
）
に
よ
っ
て
衝
き
動
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
代
社
会
の
根
本
動

向
、
ま
さ
に
こ
れ
に
対
す
る
批
判
の
〈
文
脈
〉
で
「
物
」
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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八
二

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
存
在
者
と
の
関
わ
り
方
と
い
う
最
も
深
層
の
〈
レ
ベ
ル
〉
で
、
西
洋
の
歴

史
の
総
体
と
し
て
の
根
本
動
向
を
な
し
て
き
た
も
の
の
帰
結
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
存
在
者
が
単
な
る
「
用
象
」
と
し
て
の
み
リ
ア
リ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ィ
ー
を
持
つ
と
い
う
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
そ
の
も
の
の
尺
度
を
吟
味
し
そ
れ
と
は
別
の
尺
度
を
求
め
る
と
い
う
く
レ
ベ
ル
V
で
彼
は
「
物
」

の
問
題
を
立
て
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
存
在
者
」
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
く
「
存
在
」
を
問
う
て
い
る
と
い
う
く
問
い
の
レ
ベ

ル
〉
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
く
文
脈
V
と
く
レ
ベ
ル
〉
で
「
物
」
は
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
更
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
以
上
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
な
問
い
そ
の
も
の
が
現
在
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ま
ず
な
に
よ
り
問
題
に
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
存
在
忘
却
」
と
言
う
言
合
、
そ
れ
は
何
よ
り
存
在
へ
の
「
問
い
」
の
忘
却
で
あ
る
。
例

え
ば
、
「
い
っ
か
科
学
技
術
が
発
展
し
た
ら
こ
の
問
題
も
解
決
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
、
科
学
技
術
的
な
存
在
理

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

解
を
自
明
楽
し
、
現
代
社
会
の
危
機
を
単
な
る
技
術
論
で
解
決
で
き
る
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
存
在
へ
の
ラ
ジ
カ
ル
な

問
い
（
机
上
の
問
い
で
は
な
く
決
断
を
と
も
な
っ
た
態
度
決
定
で
あ
る
）
を
忘
却
し
て
い
る
限
り
、
存
在
者
の
用
立
て
の
動
向
に
対
す
る

真
の
対
決
は
不
可
能
で
あ
る
ゆ
え
に
、
結
局
そ
れ
に
押
し
流
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
技
術
に
対
す
る
ラ
ジ
カ
ル
な
問
い
の
欠
如
を
こ
そ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
な
に
よ
り
「
危
険
」
O
Φ
富
ぽ
な
こ
と
と
考
え
る
。

　
こ
の
こ
と
と
も
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
単
純
に
科
学
技
術
を
敵
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。
「
技
術
的
世
界
を
悪
魔
の
所
業
と
し
て
呪
寵
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
近
視
眼
的
で
あ
る
」
（
O
剛
．
Q
Q
る
b
。
）
。

ツ
ォ
リ
コ
ー
ン
で
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
な
ど
で
も
繰
返
し
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
が
ま
ず
な
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
科
学
的
存
在
理

　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

解
の
絶
対
視
へ
の
批
判
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
こ
の
批
判
は
、
科
学
技
術
の
前
提
す
る
「
暗
黙
の
存
在
論
」
（
＜
ぴ
q
ド
N
ψ
ψ
嵩
舞
）
の
成

立
を
歴
史
的
に
捉
え
返
す
こ
と
に
よ
る
そ
の
相
対
化
と
い
う
戦
略
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
は
い
わ
ゆ
る
歴
史

的
相
対
主
義
者
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
科
学
技
術
の
支
配
を
現
在
の
必
然
的
な
運
命
と
し
て
ま
ず
、
は
っ
き
り
と
洞
察
し
（
「
技
術



は
、
人
間
が
自
分
か
ら
克
服
で
き
る
よ
う
な
何
か
で
は
な
い
」
ω
一
．
ω
・
雪
）
、
そ
れ
を
引
き
受
け
る
よ
う
に
言
う
。
以
上
を
ま
と
め
て
言
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ま
ず
な
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
存
在
と
の
関
わ
り
の
レ
ベ
ル
で
の
現
在
の
歴
史
的
所
在
（
ト
ポ
ス
）
に
深
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

「
観
入
」
田
呂
ぎ
貯
す
る
こ
と
で
あ
る
（
そ
の
意
味
で
「
存
在
の
ト
ポ
口
曳
i
」
と
呼
ば
れ
る
）
。

　
し
か
し
我
々
の
問
題
は
ま
さ
に
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
現
代
社
会
に
課
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ス
タ
ン
ス
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
自
身
の
「
物
」
論
に
対
し
て
、
再
び
〈
方
法
論
的
な
ア
ポ
リ
ァ
〉
を
突
き
付
け
る
。
す
な

わ
ち
、
シ
ュ
バ
ル
ツ
バ
ル
ト
の
農
家
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
強
い
超
越
性
を
持
っ
た
物
の
在
り
方
が
、
現
在
の
歴
史
空
間
に
お
い
て
は
、
第

一
次
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
た
な
い
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
現
代
に
生
き
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
現
代
に
生
き
る
我
々
に
対
し
て
一
体
い
か

な
る
権
利
を
持
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
在
り
方
の
第
一
次
性
を
主
張
す
る
権
利
を
持
つ
の
か
。
我
々
は
第
一
章
の
終
り
で
、
強
い
意
味
で
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

物
の
超
越
性
に
つ
い
て
の
経
験
の
構
造
自
体
は
「
現
象
学
的
」
に
記
述
可
能
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
現
代

に
お
い
て
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
経
験
そ
の
も
の
が
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
た
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
記
述
は
何
を
も
っ
て
正
当
化
さ

れ
る
の
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
「
観
入
」
除
目
げ
馨
匿
は
、
む
し
ろ
、
稲
妻
の
よ
う
に
こ
ち
ら
へ
と
照
画
し
て
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
国
ぎ
藍
霞
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
（
↓
円
・
ω
．
盆
）
、
そ
の
よ
う
な
照
入
が
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
解
決

さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
〈
方
法
論
的
ア
ポ
リ
ア
〉
は
い
か
に
し
て
克
服
さ
れ
る
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
物
」
論
に
添
え
ら
れ
て
い
る
書
簡
の

中
で
、
彼
の
思
惟
は
、
そ
の
指
示
を
一
体
ど
こ
か
ら
得
て
い
る
の
か
と
い
う
読
者
の
問
い
に
対
し
て
、
そ
れ
は
、
対
象
と
し
て
ど
こ
か
に

あ
る
存
在
な
る
も
の
か
ら
超
越
的
に
く
だ
さ
れ
る
運
命
の
よ
う
な
も
の
を
受
動
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
意
味
の
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
む
し
ろ
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
思
惟
は
、
既
に
顕
わ
と
な
っ
て
い
る
過
去
と
い
ま
だ
明
か
で
は
な
い
将
来
の
間
に
立
っ
て
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ん
ら
か
の
意
味
で
「
既
に
言
葉
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
存
在
」
へ
と
熟
慮
を
集
中
さ
せ
、
将
来
を
「
絶
え
ざ
る
吟
味
の
申
で
」
聞
き
取

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
（
〈
〉
●
　
Q
Q
‘
　
一
曵
刈
）
。
そ
れ
は
絶
え
ざ
る
聞
き
間
違
い
の
可
能
性
の
中
に
あ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
迷

い
の
可
能
性
を
引
き
受
け
、
そ
の
「
道
」
を
歩
も
う
と
す
る
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
求
め
て
い
る
。
「
転
回
」
以
降
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
が
現
実
に
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
「
既
に
言
葉
と
な
っ
て
い
る
」
過
去
の
哲
学
の
〈
解
釈
〉
を
通
し
て
そ
の
根
底
に
遡
り
っ
っ
（
ω
。
訂
ぎ

N
霞
口
舞
）
、
か
つ
、
将
来
を
予
感
し
先
取
り
し
て
い
る
少
数
の
者
（
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
等
の
詩
人
）
の
具
体
的
な
作
品
な
ど
と
く
解
釈
〉
を

　
　
　
　
（
2
2
）

通
し
て
紺
話
し
、
「
絶
え
ざ
る
吟
味
の
中
で
」
存
在
へ
の
呼
応
の
道
を
歩
む
た
め
の
「
可
能
な
機
縁
」
ヨ
α
σ
q
ぎ
冨
同
》
三
義
を
与
え
る
こ
と

で
あ
る
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
各
所
で
自
分
の
論
述
が
真
偽
確
定
的
な
命
題
で
は
な
く
て
、
常
に
「
示
唆
」
出
冒
≦
①
陣
ω
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
）
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
〈
解
釈
学
的
な
示
唆
〉
は
「
循
環
」
の
中
に
入
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
第
一
に
、
解
釈

者
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
）
が
過
去
か
ら
現
在
に
か
け
て
の
歴
史
を
い
か
に
〈
解
釈
〉
す
る
か
は
、
彼
が
将
来
を
い
か
に
〈
解
釈
〉
す
る
か
と

い
う
こ
と
と
原
理
的
に
循
環
的
な
関
係
に
あ
り
、
第
二
に
解
釈
者
が
ど
の
よ
う
な
哲
学
者
や
詩
人
の
ど
の
よ
う
な
点
を
本
質
的
な
も
の
と

し
て
選
択
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
第
一
の
循
環
と
砂
粒
的
な
関
係
に
あ
る
。
第
一
の
点
か
ら
言
え
ば
、
技
術
的
「
用
象
」
と
後
期
ハ
イ
デ

・
ガ
ー
的
意
味
で
の
「
物
」
と
が
「
ネ
ガ
」
と
「
ポ
ジ
」
の
関
係
に
山
艶
と
い
う
ハ
イ
デ
・
ガ
ー
の
テ
↓
は
確
か
に
循
環
的
な
〈
解

釈
〉
で
し
か
な
い
し
、
第
二
の
点
か
ら
言
え
ば
、
フ
ォ
ア
ゾ
ク
ラ
テ
ィ
カ
！
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
つ
い
て
の
く
解
釈
〉
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

自
身
の
歴
史
観
、
存
在
観
と
循
環
的
な
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
、
「
解
釈
学
的
循
環
」
を
哲
学
の
積
極

的
な
方
法
と
し
て
評
価
し
た
の
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
で
あ
り
、
「
人
は
歴
史
的
に
思
惟
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
思
惟
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
い
う
こ
と
を
よ
り
強
く
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
転
回
」
以
降
で
は
、
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
を
自
ら
の
思
惟
の
叙
述
と
結
び
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

け
る
と
い
う
戦
略
が
意
識
的
に
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
〈
解
釈
〉
の
億
環
の
「
道
四
一
「
樹
木
に
覆
わ
れ
、
突
如
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

道
な
き
所
に
途
絶
す
る
」
か
も
し
れ
な
い
「
風
道
」
1
に
敢
え
て
入
り
込
む
こ
と
を
彼
は
試
み
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
〈
解

釈
〉
は
、
先
に
芸
術
作
晶
論
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
現
象
学
的
な
事
実
を
「
見
る
」
こ
と
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
（
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
を
離
れ
て
言
っ
て
も
、
「
婁
実
漏
の
「
理
論
負
荷
性
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
解
釈
」
す
る
こ
と
と
事
実
を
現
象
学
的
に



「
見
る
」
こ
と
と
は
、
緊
張
感
を
は
ら
ん
だ
関
係
に
は
あ
る
が
決
し
て
矛
盾
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
）
我
々
が
先
に
、
強
い
意
味
で
の
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
超
越
性
の
経
験
の
構
造
に
つ
い
て
「
現
象
学
的
」
に
記
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
微
妙
な
書
き
方
を
し

た
の
は
、
ま
さ
に
、
何
を
も
っ
て
経
験
の
本
質
溝
造
と
み
な
す
か
は
記
述
者
の
「
解
釈
」
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭

に
置
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
学
的
か
つ
現
象
学
的
な
営
為
と
し
て
、
「
物
」
に
関
す
る
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論

は
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

第
四
章
　
物
の
強
い
意
味
で
の
超
越
性
の
復
権
と
現
代
社
会
の
危
機
の
克
服
の
可
能
性
へ
の
示
竣

　
以
上
の
よ
う
な
方
法
論
的
議
論
を
踏
ま
え
て
、
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
物
」
に
関
す
る
議
論
が
、
現
代
社
会
の
危
機
の
克
服

と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
い
か
な
る
意
義
を
持
ち
得
る
か
と
い
う
本
論
の
第
四
の
課
題
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の
議
論
か
ら
逆
に
、
単

な
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
と
は
異
な
る
強
い
意
味
で
の
物
の
超
越
性
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
か
と
い
う
我
々
の
第
一
の
課
題
に
対
す
る
解

答
が
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
エ
コ
μ
ジ
ズ
ム
が
問
題
に
す
る
環
境
破
壊
（
自
然
の
循
環
の
破
壊
）
、
臓
器
移
植
や
脳
死
の
問
題
と
し
て
生
命
倫
理
学
が
問
題
に
し
て
い

る
人
間
の
尊
厳
（
「
尊
厳
死
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
何
よ
り
人
間
の
死
の
尊
厳
）
の
喪
失
、
「
神
の
死
」
の
後
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
（
最

先
端
に
い
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
が
ア
パ
シ
ー
に
陥
り
自
殺
に
走
る
）
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
お
い
て
現
代
社
会
の
危
機
は
顕
在
化
し
て
い

る
。
「
物
」
が
大
地
や
天
空
と
い
っ
た
自
然
の
循
環
の
中
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
自
分
が
有
限
な
死
す
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
忘
却
し
、

聖
な
る
も
の
へ
の
畏
れ
の
感
覚
を
喪
失
し
て
、
果
て
し
な
く
欲
望
を
増
大
さ
せ
、
「
物
」
の
消
費
に
狂
奔
す
る
…
…
。
ま
さ
に
「
物
」
と

の
こ
の
よ
う
な
関
わ
り
方
が
、
現
代
社
会
の
危
機
の
根
底
に
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
物
」
に
関
す
る
議
論

を
見
て
み
よ
う
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
身
近
に
あ
る
一
つ
の
「
壷
」
を
例
に
と
る
。
そ
こ
で
の
記
述
を
、
そ
れ
に
関
連
す
る
テ
キ
ス
ト
に
も
言
及
し
つ
つ
、

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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か
っ
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
道
具
の
分
析
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
紹
介
し
て
み
よ
う
。
壷
の
壺
た
る
所
以
は
、
飲
む
べ
き
水
や
葡
萄
酒

を
、
注
ぎ
捧
げ
る
こ
と
に
あ
る
。
『
存
在
と
時
問
』
に
お
い
て
も
道
具
が
道
具
と
し
て
在
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
の
た
め
の
用
途
に
存

し
て
い
た
。
壷
も
あ
る
意
味
で
は
そ
の
よ
う
な
道
具
と
し
て
人
間
の
た
め
の
用
途
と
無
関
係
で
は
な
い
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
さ
ら

に
続
け
て
言
う
。
壷
に
よ
っ
て
注
が
れ
る
水
の
中
に
は
、
泉
が
宿
り
、
泉
の
中
に
は
、
続
々
が
宿
り
、
孫
々
の
中
に
は
、
天
空
の
雨
と
露

と
を
受
け
入
れ
る
大
地
の
黒
い
ま
ど
ろ
み
が
宿
る
。
『
存
在
と
時
間
』
の
道
具
は
人
間
の
「
意
図
」
へ
と
収
束
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、

壷
は
む
し
ろ
人
間
を
凌
駕
す
る
自
然
へ
の
関
わ
り
へ
と
我
々
を
開
い
て
い
く
。
「
壷
の
本
質
に
お
い
て
、
天
空
と
大
地
と
が
し
ば
し
宿
る
」

（
ノ
N
＞
’
　
M
W
曽
　
一
①
錦
）
。
『
野
の
道
』
の
中
で
、
大
地
と
天
空
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
天
空
の
広
が
り
の
中
に
葉
を
開
き
、
同
時
に
大
地
の
暗

さ
の
中
に
根
を
張
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
す
る
カ
シ
ワ
の
木
が
語
り
か
け
た
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
至
高
の
天
空

の
要
求
に
対
し
て
用
意
を
整
え
、
同
時
に
支
柱
と
な
る
大
地
の
保
護
の
中
に
身
を
委
ね
る
と
い
う
こ
と
、
人
間
が
ま
さ
に
同
時
に
こ
の
二

つ
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
す
べ
て
の
堅
牢
な
も
の
が
栄
え
る
」
（
〔
｝
餌
●
　
一
α
・
　
G
o
●
　
o
Q
Q
Q
）
。
壺
が
こ
の
よ
う
な
「
自
然
」
の
集
約
点
と
し
て
出
合

わ
れ
て
い
る
場
合
、
こ
の
「
物
」
は
大
地
や
天
空
と
の
つ
な
が
り
を
無
視
し
て
単
な
る
消
費
の
た
め
に
自
然
か
ら
搾
取
さ
れ
た
「
用
象
」

で
は
な
い
。
で
は
こ
の
壷
と
関
わ
る
人
間
は
ど
の
よ
う
な
在
り
方
を
し
て
い
る
の
か
。

　
壷
に
よ
っ
て
注
が
れ
る
水
や
葡
萄
酒
は
、
ま
ず
何
よ
り
人
間
の
飲
物
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
人
間
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
よ

う
な
す
べ
て
の
存
在
者
を
超
越
す
る
「
実
存
」
と
い
う
お
も
む
き
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
飲
物
に
よ
っ
て
渇
き
を
癒
さ
れ
、
閑
暇
を
活

気
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
死
す
べ
き
老
」
で
あ
る
。
確
か
に
『
存
在
と
時
間
』
で
も
「
死
へ
の
存
在
」
は
、
人
間
を
捉
え
る
上
で
決
定

的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
不
安
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
「
無
」
の
申
で
自
分
の
負
い
目
を
引
き
受
け
る
単
独
者
と
し
て
の
「
実

存
」
と
、
こ
こ
で
い
う
「
死
す
べ
き
者
」
の
在
り
方
は
同
じ
で
は
な
い
。
第
一
に
、
壷
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
人
間
は
、
先
に
述
べ
た
よ

う
な
自
然
に
「
育
ま
れ
る
」
者
と
し
て
在
る
。
も
ち
ろ
ん
他
の
動
物
と
は
違
っ
て
人
間
の
み
が
「
死
を
能
く
す
る
」
（
〈
〉
●
　
ω
●
　
一
二
一
）
老
で

あ
る
と
い
う
点
で
、
単
に
自
然
に
対
し
て
受
動
的
に
反
応
し
、
偶
然
的
に
落
命
す
る
だ
け
の
動
物
と
は
決
定
的
に
異
な
る
の
で
は
あ
る
が
。



第
二
に
、
上
で
挙
げ
た
二
百
年
前
の
シ
ュ
バ
ル
ツ
バ
ル
ト
の
農
家
の
例
で
言
え
ば
、
そ
の
住
ま
い
に
は
死
者
の
棺
の
安
置
さ
れ
る
べ
き
聖

な
る
場
所
が
あ
り
、
「
死
す
べ
き
老
た
ち
を
死
の
本
質
へ
と
送
り
届
け
る
」
巳
①
望
。
邑
凶
9
窪
ぎ
9
ω
≦
⑦
。
。
9
黒
白
↓
。
密
ω
α
q
。
聾
9
”
（
〈
〉
「

ω
・
一
ホ
）
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
「
住
ま
い
」
≦
。
冨
2
を
先
行
的
に
構
成
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
人
間
は
、
『
存

在
と
時
間
』
に
謂
う
よ
う
な
「
没
家
郷
的
不
気
味
さ
」
q
爵
。
冒
ぎ
鐸
①
搾
の
中
で
自
ら
の
死
を
引
き
受
け
る
よ
う
な
単
独
的
実
存
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

く
、
む
し
ろ
家
郷
に
お
い
て
互
い
を
死
へ
と
送
り
届
け
合
う
「
死
す
べ
き
老
た
ち
」
a
Φ
ω
け
①
↓
藍
願
事
で
あ
る
。
（
現
代
の
生
活
に
お
い

て
は
、
人
間
が
こ
の
よ
う
な
「
死
す
べ
き
者
た
ち
」
で
あ
る
こ
と
を
忘
却
、
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
支
配
的
で
あ
り
、
終
宋
医
療
な

ど
の
生
命
倫
理
学
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
す
る
ア
ク
チ
ャ
ル
な
問
い
を
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
こ
の
連
関
で
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
）

　
自
然
か
ら
「
死
」
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
た
人
間
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
自
然
を
越
え
た
「
神
々
し
い
も
の
」
を
「
待
望
」
霞
蓄
「
8
博

す
る
。
こ
の
壷
に
よ
っ
て
汲
ま
れ
る
飲
物
は
、
祭
礼
の
際
に
は
神
々
に
献
上
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
に
こ
の
壷
は
、
人

間
の
自
己
中
心
的
な
意
図
に
解
消
さ
れ
る
単
な
る
「
道
具
」
と
し
て
で
は
な
く
（
ま
し
て
や
、
消
費
の
た
め
に
消
費
さ
れ
る
「
喫
緊
」
と

し
て
で
は
な
く
）
、
人
間
を
越
え
た
「
神
々
し
い
も
の
」
へ
と
「
死
す
べ
き
老
」
を
開
い
て
行
く
接
点
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
る
。
「
注
ぎ

捧
げ
る
こ
と
の
中
で
、
死
す
べ
き
者
と
神
々
し
い
も
の
と
が
、
各
々
の
在
り
方
に
お
い
て
し
ば
し
宿
る
」
。
神
々
し
い
も
の
へ
の
「
待
望
」

と
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
（
特
に
讃
歌
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
』
に
つ
い
て
の
）
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
既
成
の
神
学
に
し
が
み
つ
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
反
対
に
現
代
に
お
け
る
神
の
徹
底
的
な
不
在
性
を
深
い

悲
し
み
の
中
で
引
き
受
け
、
し
か
し
絶
望
の
中
に
陥
る
こ
と
も
な
く
、
神
が
到
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
次
元
に
対
し
て
自
分
を
開
い
て
お

く
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
神
の
死
」
を
単
に
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
神
の
死
」
と
い
う
事
態
の
深
刻
な

問
題
性
の
喪
失
そ
の
も
の
の
克
服
を
ま
ず
な
に
よ
り
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
現
代
文
明
の
危
機
に
対
す
る
前
章
で
述
べ
た
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ス
タ
ン
ス
と
ぴ
っ
た
り
整
合
す
る
。

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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か
く
し
て
、
こ
の
壷
で
「
注
ぎ
捧
げ
る
こ
と
の
中
で
、
大
地
と
天
空
、
神
々
し
い
も
の
と
死
す
べ
き
者
と
が
、
同
時
に
し
ば
し
宿
る
」

（
ノ
～
〉
・
　
ω
9
　
H
の
㎝
）
。
一
つ
の
壺
と
い
う
「
物
」
と
の
関
わ
り
の
中
で
開
か
れ
る
こ
の
四
者
の
連
関
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
よ
う
な
人

間
の
企
投
ず
る
圏
的
に
は
集
束
し
な
い
。
ま
し
て
や
そ
の
各
々
は
人
間
の
設
定
し
た
意
味
構
造
の
単
な
る
〈
関
係
項
〉
に
解
消
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
。
確
か
に
こ
の
四
者
は
、
「
そ
れ
ら
自
身
か
ら
合
一
し
て
、
相
互
に
依
拠
し
合
っ
て
」
は
い
る
（
〈
〉
●
ω
・
δ
o
）
。
し
か
し
、
こ

の
二
者
の
円
環
に
お
い
て
、
各
々
は
他
の
も
の
の
本
質
を
反
映
し
な
が
ら
同
時
に
「
自
ら
を
自
ら
に
固
有
な
も
の
の
中
へ
と
映
し
返
す
」

（
〈
〉
．
　
o
Q
．
　
一
転
b
σ
）
。
こ
の
よ
う
な
映
し
合
い
の
中
で
相
互
が
相
互
に
拘
束
し
合
い
な
が
ら
も
、
同
時
に
相
互
が
相
互
に
固
有
な
も
の
を
開
放

す
る
、
こ
の
よ
う
な
在
り
方
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
地
煙
」
ω
o
惹
と
呼
ぶ
（
〈
〉
●
　
ω
齢
　
μ
刈
b
σ
）
。
こ
の
或
る
意
味
で
「
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
」
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
（
2
6
）

在
り
方
（
相
互
拘
束
的
相
互
開
放
）
が
、
存
在
論
的
な
概
念
と
し
て
今
日
理
解
困
難
で
あ
る
の
は
、
す
べ
て
を
全
体
的
関
係
の
中
へ
と
止

揚
し
よ
う
と
す
る
ホ
ー
リ
ズ
ム
か
、
逆
に
す
べ
て
を
要
素
へ
と
還
元
し
よ
う
と
す
る
ア
ト
ミ
ズ
ム
か
と
い
う
既
成
の
存
在
理
解
の
枠
組
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

に
我
々
が
囚
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
理
解
の
中
に
留
ま
る
限
り
「
物
」
は
、
単
な
る
〈
関
係
の
結
節
〉
か
、
さ
も

な
け
れ
ば
〈
孤
立
し
た
要
素
〉
と
い
う
存
在
論
的
ス
テ
イ
タ
ス
し
か
持
ち
得
な
い
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

論
の
く
文
脈
V
と
問
い
の
く
レ
ベ
ル
〉
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
こ
の
ホ
ー
リ
ズ
ム
か
ア
ト
ミ
ズ
ム
か
と
い
う
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
土
俵

へ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

自
体
を
西
洋
存
在
論
の
総
体
を
批
判
す
る
こ
と
の
中
で
解
体
す
る
こ
と
が
間
題
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
壼
を
用
い
て
注
ぐ
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
こ
の
壼
を
集
約
点
と
し
て
我
々
は
「
死
す
べ
き
者
」
と
し
て
、
大
地
や
天
空
、
神
々
し

い
も
の
と
の
相
互
に
映
し
合
う
珍
重
の
中
へ
と
開
か
れ
て
い
く
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
壷
に
鰐
し
て
単
な
る
「
道
具
」
と
し
て
で
は
な
く

（
ま
し
て
や
技
術
的
「
用
象
」
と
し
て
で
は
な
く
）
関
わ
っ
て
い
る
盛
合
に
は
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
鏡
映
的
遊
働
。
Q
覧
の
σ
q
Φ
讐
ω
讐
鉱
を

集
約
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
壷
を
経
験
す
る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
壷
の
こ
の
よ
う
な
「
集
約
者
」
と
し
て
の
在
り
方
を
u
ぎ
α
q

「
物
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
（
語
源
的
に
u
ぎ
σ
q
と
は
「
集
約
老
」
を
意
味
す
る
）
。
大
地
と
天
空
、
神
々
し
い
も
の
と
死
す
べ
き
も
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

相
互
に
映
し
合
い
遊
面
す
る
「
円
環
」
は
、
特
別
な
重
み
を
込
め
て
「
世
界
」
と
呼
ば
れ
る
。
か
く
し
て
「
物
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、



世
界
の
鏡
的
遊
金
の
円
環
か
ら
、
自
ら
に
固
有
な
も
の
と
し
て
生
起
す
る
。
世
界
が
世
界
と
し
て
、
お
そ
ら
く
は
急
激
に
出
現
す
る
時
に

は
じ
め
て
、
大
地
と
天
空
、
神
々
し
い
も
の
と
死
す
べ
き
も
の
と
の
軽
や
か
に
輪
舞
す
る
円
環
が
、
そ
れ
ら
の
一
重
の
嚢
の
軽
や
か
さ
に

入
り
込
ん
で
形
成
す
る
環
が
照
り
輝
く
」
（
＜
｝
ψ
H
謡
…
「
軽
や
か
に
輪
舞
す
る
円
環
」
と
訳
し
た
衷
轟
に
つ
い
て
は
〈
〉
．
ψ
ミ
。
。

参
照
）
。

　
こ
の
よ
う
な
「
物
」
が
、
詩
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
レ
ベ
ル
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
物
」
の
以
上
の
よ
う
な
在
り
方
は
、
こ
の
「
物
」
を
定
着
点
と
し
て
、
大
地
の
上
、
天
空
の
下
、
神
的
な
も
の
を
希
求
し
つ
つ
、
死
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

べ
き
者
と
し
て
「
住
ま
う
」
と
い
う
全
体
と
し
て
の
人
間
存
在
の
遂
行
の
中
で
、
こ
の
「
物
」
そ
の
も
の
の
在
り
方
を
構
成
す
る
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
、
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
で
（
し
か
も
そ
う
い
う
在
り
方
が
現
在
で
は
欠
け
て
い
る
も
の
と
し
て
）
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
こ
の
よ
う
な
物
は
い
か
な
る
意
味
で
単
な
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
と
は
区
別
さ
れ
る
強
い
意
業
で
の
超
越
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
（
本

論
の
第
一
の
課
題
）
。
こ
の
よ
う
な
物
だ
ち
と
の
関
わ
り
方
の
中
で
は
、
人
間
は
、
無
条
件
的
な
世
界
の
支
配
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
物

に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
者
」
象
①
切
9
U
ぎ
謝
儀
（
＜
＞
o
Q
冒
ミ
ω
）
と
い
う
存
在
論
的
ス
テ
イ
タ
ス
に
お
い
て
あ
る
。
そ
の
意
味
で
の
こ

の
物
は
強
い
意
味
で
の
超
越
性
を
持
つ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
ら
の
「
物
」
は
物
象
化
さ
れ
た
固
着
的
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
と
し
て
人
間
を

支
配
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
物
」
に
対
す
る
人
間
の
態
度
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
い
た
わ
り
」
ω
島
8
雪
と
呼
び
、
こ
の
よ

う
な
「
い
た
わ
り
」
に
お
い
て
、
「
物
」
は
「
軽
や
か
」
匡
。
茸
（
〈
〉
．
　
ω
●
一
二
ω
）
な
世
界
の
遊
働
の
中
で
「
目
立
た
ず
、
従
順
扁
盲
ω
魯
鉱
㌣

ぴ
胃
蜜
ぴ
q
器
昌
（
＜
｝
ω
h
H
胡
）
に
あ
る
。
「
世
界
」
は
、
「
物
」
に
画
常
臨
な
仕
方
で
物
象
化
さ
れ
る
の
で
は
か
◇
、
「
い
齢
い
宿
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

≦
巴
2
（
強
調
は
吉
本
）
の
で
あ
り
、
「
物
」
は
「
そ
の
都
度
の
し
ば
し
の
宿
り
」
⑦
ぎ
一
Φ
≦
‘
・
ま
σ
q
。
ω
（
〈
〉
●
9
δ
①
）
に
す
ぎ
な
い
。
物
へ

の
「
い
た
わ
り
」
と
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
物
の
本
質
を
守
ろ
う
と
す
る
人
間
の
存
在
論
的
な
居
住
様
式
一
「
住
ま
い
つ
つ
い
た
わ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

α
器
≦
。
冨
Φ
鼠
Φ
ω
魯
。
器
ρ
＜
》
．
ψ
一
念
）
一
を
謂
う
。
こ
の
よ
う
な
「
物
」
の
在
り
方
は
、
そ
の
物
と
の
「
い
た
わ
り
」
的
な
関
わ
り

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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九
〇

の
中
で
そ
の
都
度
霊
生
起
す
る
〈
事
態
＞
1
そ
の
「
物
」
に
お
い
て
大
地
や
天
空
と
い
っ
た
自
然
と
の
連
関
が
集
約
さ
れ
、
神
々
し
い

も
の
と
の
関
わ
り
が
集
約
さ
れ
る
〈
こ
と
〉
一
で
あ
り
、
そ
の
〈
事
態
〉
が
生
起
す
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
「
物
」
は
特
に
こ
の
壺
で
な

く
て
も
よ
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ベ
ン
チ
、
小
道
、
鋤
、
木
、
池
、
小
川
、
青
鷲
、
小
鹿
、
牛
、
馬
、
鏡
、
正
め
金
、
本
、
絵
、
冠
、

十
字
架
と
い
っ
た
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
物
は
単
な
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
こ
に
お
い

て
『
存
在
と
晴
間
』
で
は
示
唆
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
積
極
的
に
は
問
題
に
さ
れ
ず
、
芸
術
作
品
論
で
は
じ
め
て
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た

議
論
、
す
な
わ
ち
道
具
の
「
目
立
た
な
さ
」
「
信
頼
性
」
に
関
す
る
議
論
が
、
現
代
社
会
の
危
機
の
克
服
と
い
う
文
脈
の
中
で
極
め
て
重
要

な
意
味
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
登
場
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
、
§
ω
畠
。
貯
9
門
で
建
o
q
＄
ヨ
で
あ
り
つ
つ
人
問
を
嵐
。
葺

に
条
件
づ
け
る
「
物
」
の
在
り
方
と
し
て
、
単
な
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
と
は
違
っ
た
意
味
で
の
物
の
強
い
意
味
で
の
超
越
性
が
、
現
代
社
会

の
危
機
の
克
服
の
文
脈
に
お
い
て
積
極
的
な
意
味
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
（
こ
れ
が
本
論
の
第
一
、
第
四
の
課
題
の
答
え
で

あ
る
）
。

　
個
々
の
「
物
」
に
対
す
る
単
な
る
消
費
物
と
し
て
の
関
わ
り
を
脱
去
し
、
む
し
ろ
自
然
の
循
環
と
人
間
の
営
み
と
の
「
円
環
」
の
中
で

「
物
」
を
「
い
た
わ
り
」
、
そ
う
い
う
中
で
人
間
の
（
特
に
そ
の
死
の
）
意
味
を
回
復
さ
せ
、
聖
な
る
も
の
に
対
す
る
感
受
性
を
復
活
さ

せ
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
現
代
社
会
の
危
機
を
問
題
に
す
る
者
で
あ
る
な
ら
誰
で
も
す
ぐ
に
思
い
つ
く
こ
と
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
「
物
」
に
関
す
る
議
論
を
、
単
に
表
面
的
な
仕
方
で
こ
の
文
脈
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
は
間
違
い
だ
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
危
機
を
、
全
体
と
し
て
の
存
在
老
と
の
関
わ
り
方

の
「
レ
ベ
ル
」
で
、
西
洋
文
明
の
「
総
体
」
と
し
て
の
帰
結
と
し
て
極
め
て
根
源
的
に
捉
え
返
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
す
ぐ
さ
ま
こ
の
よ
う
な
新
た
な
世
界
が
は
じ
ま
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
歴

史
そ
の
も
の
の
大
き
な
慣
性
（
「
送
り
遺
わ
さ
れ
た
」
ω
。
三
畠
魯
「
歴
運
」
O
⑦
乙
。
。
気
簿
）
に
逆
う
こ
と
で
あ
り
、
飼
々
の
人
間
が
そ
う
し
よ

う
と
思
っ
て
も
簡
単
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
誰
よ
り
も
深
く
洞
察
し
て
い
る
の
は
他
な
ら
ぬ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
で



あ
る
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
が
消
費
社
会
に
お
け
る
単
な
る
免
罪
符
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
企
業
の
市
場
戦
略
に
さ
え
組
み
込

ま
れ
て
い
る
現
状
を
昌
の
当
た
り
に
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
の
一
種
の
ペ
シ
、
・
・
ズ
ム
は
深
刻
に
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
れ
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
が
何
よ
り
「
危
険
」
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
代
社
会
の
危
機
の
根
底
に
あ
る
も
の

の
自
覚
の
欠
如
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
危
険
」
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
引
き
受
け
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
を
徹
底
化
す
る
こ
と
（
「
技

術
の
本
質
へ
の
呼
応
」
）
の
中
に
、
彼
は
「
救
い
」
の
可
能
性
を
見
出
す
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
葉
を
引
用
し
て
言
う
。
「
し
か
し
危
険
の

あ
る
と
こ
ろ
、
救
う
も
の
も
ま
た
生
い
立
つ
」
（
］
り
M
（
。
　
o
α
・
　
卜
o
o
o
・
　
ω
㎝
・
　
直
一
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
「
救
い
」
に
関
し
て
は
消
極
的
な
観
点
か
ら
は
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
科
学
技
術
へ
の
盲
目
的
な
拘
束
性
か
ら
脱
し
、
そ
れ
に
対

し
て
自
由
な
関
係
を
結
ぶ
た
め
に
は
、
ま
ず
科
学
技
術
の
本
質
の
何
た
る
か
を
知
り
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
を
徹
底
的

に
自
覚
し
、
引
き
受
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
な
く
し
て
は
「
救
い
」
の
可
能
性
は
そ
も
そ
も
な
い
。
そ
の
上
で
以
上
で
紹
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
た
よ
う
な
「
物
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
そ
う
い
う
「
救
い
」
へ
の
よ
り
積
極
的
な
展
望
を
我
々
に
与
え
る
。
と
は
い
え
こ
れ
は
、
可

　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

謬
的
な
道
の
途
上
に
い
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
徹
底
的
に
自
覚
し
て
い
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
単
な
る
空
想
的
な
オ
プ
テ

ィ
ミ
ズ
ム
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
の
で
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
物
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
は
、
不
断
の
吟
味
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

し
て
将
来
へ
と
思
惟
を
目
覚
め
さ
せ
続
け
る
試
み
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
短
絡
的
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
や
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
ど
ち
ら
を
も
拒
否
し
（
ω
囲
・
。
。
・
＄
）
、
技
術

に
対
し
て
「
然
り
と
否
を
同
時
に
言
う
」
（
臼
．
ω
・
8
）
と
い
う
両
義
的
な
態
度
を
要
求
す
る
。
し
か
し
こ
の
両
義
性
は
、
人
間
が
加
害

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

者
で
あ
る
と
同
時
に
被
害
者
で
も
あ
る
現
代
社
会
の
危
機
の
問
題
そ
の
も
の
に
本
質
的
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
態
度
で
あ
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
。ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機

九
一



哲
学
研
引
究
　
第
五
百
六
十
・
二
号

九
二

結

…ム
両冊

　
我
々
の
課
題
は
、
物
の
超
越
性
の
強
い
意
味
の
復
権
の
た
め
に
、
そ
の
弱
い
意
味
か
ら
最
も
強
い
意
味
に
か
け
て
の
多
様
な
意
味
を
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
記
述
の
中
に
具
体
的
に
読
み
取
っ
て
い
き
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
転
図
」
の
一
つ
の
位
相
と
し
て
の
「
存
在
者
」
の
復
権

を
「
物
」
の
よ
り
強
い
意
味
で
の
「
超
越
性
」
の
復
権
と
し
て
解
釈
し
、
以
て
「
物
」
を
主
題
と
す
る
後
期
論
文
群
の
「
転
回
」
に
お
け

る
位
置
を
解
明
し
、
現
代
に
お
け
る
物
の
強
い
意
味
で
の
超
越
性
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
経
験
対
象
の
可
能
性
の
条

件
を
経
験
一
般
の
可
能
性
の
条
件
に
求
め
、
そ
の
経
験
一
般
の
可
能
性
の
条
件
を
人
間
の
超
越
に
求
め
る
超
越
論
的
哲
学
の
発
想
に
支
配

さ
れ
た
『
存
在
と
晴
間
』
に
お
い
て
は
、
（
ギ
リ
シ
ア
神
殿
や
壷
の
よ
う
な
）
人
間
を
条
件
付
け
る
強
い
意
味
で
の
物
の
超
越
性
の
性
格

は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
逆
に
言
え
ば
そ
の
よ
う
な
強
い
意
味
で
の
超
越
性
を
捉
え
る
た
め
に
は
『
存
在
と
時
間
』
の
枠
組

み
は
撤
廃
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
人
間
の
超
越
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
経
験
の
可
能
性
の
条
件
ω
亀
貯
σ
q
§
α
q
を
問
う
と

い
う
『
存
在
と
時
間
』
的
発
想
か
ら
、
『
講
演
論
文
集
』
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
物
が
物
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
が
「
条
件
付
け
ら

れ
た
者
」
巳
Φ
b
σ
？
U
ぎ
α
q
3
鐸
と
し
て
あ
る
と
い
う
場
合
の
じ
σ
①
・
U
ぎ
磯
睾
へ
の
視
線
の
転
換
が
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
（
＜
ぴ
q
ド
O
H
ド
ω
．
㎝
ω
h
噛
）
。

ま
さ
に
こ
の
点
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
転
回
」
に
お
け
る
存
在
者
の
復
権
と
い
う
位
相
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
（
こ
れ

が
本
論
の
第
三
の
課
題
の
答
え
で
あ
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
本
論
の
初
め
に
我
々
は
、
「
物
の
超
越
性
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
意
味
の
多
様
性
を
論
じ
た
後
に
、
そ
れ
を
〈
事
柄
そ
の
も
の
〉
に
即

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
方
法
論
的
な
問
い
を
立
て
た
。
答
は
否
に
し
て
然
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
物
の
超
越
性
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
、
結
局
は
〈
解
釈
学
的
〉
な
営
為
と
し
て
、
「
物
の
超
越
性
」
を
め
ぐ
る
言
葉
の
伝
統
的
使
用
法
を
離
れ
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

点
で
は
「
否
」
で
あ
り
、
逆
に
そ
れ
を
自
覚
し
た
解
釈
学
的
な
現
象
学
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
「
然
り
」
で
も
あ
る
。

　
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
強
い
意
味
で
の
物
の
超
越
性
の
復
権
と
い
う
我
々
の
問
題
は
、
単
に
哲
学
の
抽
象
的
な
問
題
で
は
な
く
、



現
代
文
明
の
根
本
的
な
危
機
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
「
大
地
、
天
空
、
神
的
な
も
の
、
死
す
べ
き
者
を
自
ら
に
お
い
て
と
り
纏
め
る
」

と
い
っ
た
「
物
」
の
在
り
方
は
、
確
か
に
現
代
の
科
学
技
術
社
会
に
お
い
て
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
後
期
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
お
け
る
「
物
」
の
問
題
は
、
ま
さ
に
そ
の
科
学
技
術
文
明
へ
の
抜
本
的
な
批
判
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
人
間
が
、

「
大
地
を
救
い
、
天
空
を
受
け
入
れ
、
神
々
し
い
も
の
を
待
望
し
つ
つ
、
死
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
住
ま
う
」
と
い
う
在
り
方
の
可
能
性

へ
の
問
い
と
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
環
境
倫
理
や
生
命
倫
理
と
い
っ
た
も
の
の
根
底
を
問
う
切
実

な
問
い
を
我
々
に
突
き
付
け
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

＊
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
次
の
略
語
で
示
す
。

O
餌
L
譲
碧
二
⇒
頃
。
こ
Φ
ぴ
q
σ
q
卑
矯
O
①
器
ヨ
欝
蕊
窪
q
9
ρ
遷
。
ω
け
無
ヨ
脚
暮

く
＞
L
＜
o
簿
鼠
σ
q
①
⊆
目
畠
》
自
愚
欝
ρ
累
①
畏
ρ
一
⑩
⑩
O

N
o
Q
・
”
N
o
一
一
障
。
昌
㊤
ω
o
ヨ
ぎ
9
ゆ
「
ρ
開
一
〇
。
・
8
門
ヨ
餌
昌
♂
一
〇
〇
。
刈

↓
渓
．
二
）
一
①
↓
8
ず
三
醤
¢
昌
α
9
①
説
。
町
ρ
Z
①
ω
押
9
一
㊤
Q
。
㎝

ω
り
”
∪
器
ω
筥
£
①
一
貞
三
Φ
署
冨
≦
（
陣
コ
　
”
　
〉
コ
仲
≦
O
H
3
7
「
①
o
o
犀
Φ
）

O
一
・
”
O
①
一
器
ω
窪
ず
①
ぎ
ズ
Φ
ω
皆
ρ
お
Q
。
亭
。

そ
の
後
の
数
字
は
巻
数
。

　
　
注

（
1
）
　
「
転
回
」
は
、
「
人
間
か
ら
存
在
へ
」
が
「
存
在
か
ら
人
間
へ
」
に
単
に
転
換
し
た
こ
と
に
は
尽
き
な
い
。
そ
れ
は
、
「
存
在
」
に
対
す
る
、
（
人

　
間
以
外
の
）
「
存
在
者
」
の
卓
越
し
た
意
味
を
認
め
る
と
い
う
点
で
、
存
在
者
の
復
権
と
い
う
側
面
も
持
つ
。
既
に
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
（
一
九
三
六

　
年
起
草
）
に
お
い
て
、
存
在
と
存
在
者
と
の
「
同
時
性
」
○
食
費
N
似
凱
σ
q
冨
詫
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
ω
昌
ρ
一
♪
卜
。
卜
。
ω
）
。
さ
ら

　
に
『
至
心
上
学
と
は
何
か
』
「
後
薬
」
の
第
五
版
（
一
九
四
九
）
で
の
改
訂
に
お
い
て
、
か
つ
て
「
存
在
は
存
在
者
な
し
で
本
質
現
成
す
る
」
と
書

　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

　
か
れ
て
い
た
箇
所
が
、
「
存
在
は
存
在
者
な
し
で
は
決
し
て
本
質
現
成
し
な
い
」
に
書
き
改
め
ら
れ
る
。
ま
た
『
同
一
性
と
差
異
』
の
後
半
で
は
、

　
「
隠
れ
を
解
き
放
ち
つ
つ
越
え
来
た
る
」
o
暮
σ
興
o
q
㊦
巳
o
d
σ
o
鼻
。
ヨ
単
一
の
「
存
在
」
と
「
匿
い
つ
つ
到
り
着
く
し
び
㊤
o
q
窪
画
。
》
鼻
§
津
「
存
在
者
」

　
と
の
「
回
転
運
動
」
寄
Φ
一
ω
魯
の
中
で
、
存
在
と
存
在
者
と
が
相
互
に
担
い
合
い
な
が
ら
分
離
す
る
力
動
的
な
揚
と
し
て
、
存
在
と
存
在
者
の
「
差

　
異
と
し
て
の
差
異
」
が
論
じ
ら
れ
る
。
ビ
ー
メ
ル
は
、
人
間
以
外
の
「
存
在
者
し
つ
ま
り
「
物
」
の
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
卓
越
し
た
意
義

　
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
後
期
の
思
想
に
お
い
て
、
物
は
、
彼
の
思
惟
の
中
心
的
概
念
と
な
る
。
」
（
≦
・
b
d
♂
ヨ
①
斜

　
↓
富
U
⑦
く
⑦
圏
8
ヨ
g
け
o
h
口
。
錠
①
詣
曾
．
ω
6
§
8
冥
o
h
昏
。
↓
三
巴
o
q
”
℃
曹
2
）

（
2
）
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
独
自
の
意
味
を
与
え
て
い
る
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
拙
著
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
至
る
「
形
而
上
学
の
克

　
服
」
』
（
哲
学
論
叢
一
九
巻
）
参
照
。

（
3
）
詳
し
く
は
本
論
第
四
章
参
照
。

（
4
）
　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
人
間
の
「
超
越
」
に
関
し
て
は
、
『
存
在
と
時
閲
』
第
六
九
節
の
他
に
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
等
参
照
。

（
5
）
　
こ
の
例
は
、
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
（
O
斜
b
。
¢
＼
G
。
ρ
ω
・
お
◎
。
塗
）
に
あ
る
。

（
6
）
　
た
と
え
ば
「
指
輪
」
が
手
渡
さ
れ
、
指
に
は
め
ら
れ
る
と
い
う
三
面
で
は
、
単
に
そ
の
指
輪
の
場
所
の
変
化
が
起
る
の
で
は
な
く
、
何
か
が

　
「
そ
の
指
輪
と
共
に
生
起
す
る
」
（
O
ρ
b
。
噛
ω
●
q
置
）
。
こ
う
い
う
経
験
に
『
存
在
と
時
間
』
は
言
及
し
て
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
単
な
る
道
具
で
あ

　
る
こ
と
以
上
の
物
の
超
越
的
な
在
り
方
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
し
か
し
主
題
と
し
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
。

（
7
）
　
＜
o
q
炉
O
騨
b
。
、
o
Q
。
誌
α
①
梓
ρ

（
8
）
　
こ
の
二
つ
の
例
は
1
9
6
4
年
に
書
か
れ
た
書
簡
（
「
『
今
資
の
神
学
に
お
け
る
非
対
象
化
的
な
思
惟
と
言
葉
の
問
題
』
に
つ
い
て
の
神
学
赤
鼠

　
話
に
対
す
る
主
要
な
歴
史
的
諸
観
点
へ
の
若
干
の
示
唆
」
と
い
う
衷
題
を
持
つ
）
に
あ
る
。

（
9
）
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
二
！
チ
ェ
に
関
す
る
講
義
の
中
で
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
で
い
う
。
ぎ
。
ぎ
3
冨
の
ω
o
を
こ
の
観
点
か
ら
解
釈
し
て

　
い
る
（
（
甲
嚢
。
●
鼻
ω
　
ω
．
　
一
N
①
　
　
　
　
　
℃
）
。

（
1
0
）
　
説
明
す
る
こ
と
よ
り
現
象
学
的
に
事
契
を
「
見
る
」
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
、
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
随
所
で
繰
返
し
強
調
し
て
い
る
（
例
え
ば

　
O
餌
。
b
。
ρ
ω
G
ω
刈
）
。



（
1
1
）
　
ゴ
ヅ
ホ
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
靴
が
、
実
は
農
夫
の
靴
で
は
な
く
ゴ
ッ
ホ
自
身
の
靴
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
は
尚
更
そ
う
で

　
あ
る
（
＜
σ
q
ド
》
弓
①
ヨ
母
冨
O
Φ
島
ヨ
弩
㌣
ω
8
瀞
芦
竃
p
洋
ぎ
鵠
①
憲
Φ
σ
q
o
q
Φ
『
§
α
島
①
閑
言
触
≦
尻
ω
雪
ω
。
ゴ
鋤
津
ぎ
”
国
。
置
o
o
q
ぴ
q
曾
§
α
象
。

　
唱
欝
江
ω
。
冨
℃
露
ざ
ω
o
℃
賦
ω
曽
ω
・
卜
。
8
）
。

（
1
2
）
　
『
建
て
る
、
住
ま
う
、
思
惟
す
る
』
の
中
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
。
次
の
「
シ
ュ
バ
ル
ツ
バ
ル
ト
の
農
家
」
に
つ
い
て
も
同
様
。

（
1
3
）
　
現
代
の
日
本
人
で
さ
え
、
ハ
イ
テ
ク
の
枠
を
集
め
た
高
層
ビ
ル
を
建
築
す
る
際
に
も
、
地
鎮
祭
を
行
な
っ
て
大
地
や
神
々
に
祈
り
を
捧
げ
る
。

（
1
4
）
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
が
、
こ
の
よ
う
な
農
家
は
過
去
に
あ
っ
た
住
ま
い
方
の
具
体
的
な
例
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
こ
と
わ
っ
て
い
る

　
（
〈
〉
・
　
ω
．
　
一
酌
α
）
。
し
か
も
『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
「
自
然
な
世
界
概
念
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
「
民
族
学
」
の
知
見
は
利
用
で
き
な
い
と
さ
れ
て

　
い
た
（
O
鋤
●
ρ
ω
．
①
Q
。
h
）
。

（
1
5
）
　
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
自
身
が
、
「
モ
ー
ド
」
の
国
フ
ラ
ン
ス
で
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
中
で
挙
げ
て
い
る
例
で
あ
る
（
o
Q
Φ
ヨ
貯
p
・
『
貯
り
。
8
び
。
触

　
6
8
．
O
p
一
ρ
ω
●
ω
＄
）
。

（
1
6
）
　
『
存
在
と
時
閲
』
で
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
「
環
境
世
界
」
で
は
、
流
れ
は
単
な
る
「
水
力
」
で
あ
る
（
0
9
．
ρ
o
Q
◎
⑩
切
）
、
と
『
存
在
と
時
間
』

　
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
が
書
い
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
想
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
の
「
転
回
」
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

（
1
7
）
　
こ
の
三
つ
の
他
に
「
凡
庸
な
る
も
の
の
支
配
」
と
い
う
こ
と
も
言
う
。
こ
の
点
も
、
本
論
で
以
下
に
な
さ
れ
る
議
論
と
深
く
関
係
す
る
。

（
1
8
）
．
「
人
間
は
最
も
重
要
な
原
料
で
あ
る
か
ら
、
今
日
の
化
学
的
研
究
に
基
づ
い
て
、
い
つ
の
H
か
人
的
資
源
を
人
工
的
に
生
産
す
る
工
場
が
建
設

　
さ
れ
る
こ
と
も
予
期
さ
れ
よ
う
」
（
d
げ
O
H
≦
貯
α
偉
昌
α
q
飢
Φ
『
竃
醇
費
や
ゴ
団
ω
帥
ぎ
×
×
く
山
蛭
〈
〉
．
ω
●
㊤
一
）
。

（
1
9
）
　
ま
た
人
間
的
倫
理
の
確
立
に
よ
っ
て
危
機
を
打
開
す
る
と
い
う
考
え
も
客
観
的
「
存
在
」
ω
①
ぎ
と
人
間
的
「
当
為
」
ω
。
一
一
曾
と
の
分
離
を
自

　
明
視
す
る
一
定
の
歴
史
存
在
理
解
を
前
提
し
て
お
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
枠
組
み
の
中
で
現
代
社
会
の
「
危
険
」
が
生

　
じ
て
い
る
。
詳
し
く
は
拙
論
「
技
術
祇
会
の
危
険
と
詩
人
的
野
い
」
（
『
人
間
存
在
論
』
第
一
号
所
収
）
参
照
。

（
2
0
）
　
「
私
は
…
…
科
学
と
し
て
の
科
学
に
逆
ら
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
然
科
学
の
絶
対
視
に
逆
ら
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
」
（
N
ω
・
o
o
．
一
8
）
。

（
2
1
）
　
「
存
在
の
ト
ポ
ロ
懇
書
」
に
つ
い
て
は
、
ω
。
臼
貯
舞
ぎ
ピ
⑦
↓
げ
。
同
お
＄
り
O
”
．
一
二
ω
．
ω
ω
μ
ω
濠
、
と
く
に
『
存
在
の
聞
い
へ
』
（
0
9
。
’
ρ
ω
．

　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
　
哲
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九
六

　
爵
b
。
）
参
照
。

（
2
2
）
　
以
下
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
る
「
物
」
の
属
す
る
「
世
界
」
（
そ
し
て
技
術
的
な
世
界
の
克
服
）
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
は
、
ヘ
ル

　
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
解
釈
と
切
り
放
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
例
え
ば
、
O
鋤
・
タ
ψ
一
器
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
黄
身
が
そ
れ
を
述
べ
て
い
る
）
。

（
2
3
）
ω
Φ
ヨ
ぎ
碧
ぎ
ピ
①
6
び
。
門
お
0
ρ
O
斜
霊
”
ψ
ω
①
の
ま
た
、
N
霧
ω
p
。
o
ず
。
高
炉
U
o
鼻
。
房
噂
ω
．
習
で
は
両
者
の
関
係
を
「
ヤ
ヌ
ス
の
頭
」
と

　
も
表
現
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ヤ
ヌ
ス
の
一
方
面
顔
は
過
去
に
、
他
方
の
顔
は
未
来
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
2
4
）
　
こ
の
こ
と
は
、
一
九
五
一
年
に
行
わ
れ
た
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
、
「
な
ぜ
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
思
惟
を
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
と

　
結
び
つ
け
る
の
か
」
「
文
献
学
的
な
分
析
に
立
ち
入
り
、
同
時
に
哲
学
的
な
批
判
を
拒
否
す
る
よ
う
な
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
」
と
い
う
参
加

　
者
の
聞
い
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
が
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
（
O
⇔
噛
　
一
m
　
　
o
Q
・
　
軽
b
o
O
亀
．
　
　
　
　
　
℃
）
。

（
2
5
）
　
全
集
第
五
巻
『
杣
道
』
の
題
辞
。

（
2
6
）
　
ケ
ッ
テ
リ
ン
グ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
遊
具
（
遊
戯
）
の
「
存
在
論
的
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
」
出
題
謬
開
。
算
。
同
ぼ
o
q
’
Z
似
ず
”
ψ
ω
O
◎
◎
。

（
2
7
）
　
要
素
還
元
主
義
へ
の
批
判
は
初
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
以
来
随
所
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
単
な
る
思
惟
の
シ
ス
テ
ム
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な

　
「
関
係
シ
ス
テ
ム
へ
の
希
薄
化
」
「
機
能
（
関
数
）
」
閃
§
簿
ぎ
p
主
義
に
対
す
る
批
判
も
『
存
在
と
時
間
』
や
初
期
講
義
に
見
ら
れ
る
（
O
斜
卜
。
・
ψ

　
一
嵩
…
0
9
’
N
ρ
ω
・
卜
。
お
）

（
2
8
）
　
現
代
の
科
学
技
術
的
歴
史
空
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
世
界
」
は
存
在
し
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
形

　
而
上
学
の
克
服
』
の
中
で
は
現
在
の
世
界
を
「
非
世
界
」
と
呼
ん
で
い
る
。
他
方
『
世
界
像
の
時
代
』
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
世
界
」
は
、

　
「
た
だ
現
・
存
在
に
つ
い
て
の
問
い
の
視
界
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
る
」
よ
う
な
『
存
在
と
時
間
』
的
な
世
界
概
念
と
も
違
う
。

（
2
9
）
　
こ
の
「
し
ば
し
宿
る
」
に
関
し
て
は
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ソ
ド
ロ
ス
の
箴
言
の
解
釈
の
中
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
（
O
鉾
μ
o
Q
・
ω
α
O
塗
）
。
　
ハ
イ
デ

　
ッ
ガ
ー
の
「
物
」
論
が
フ
ォ
ア
ゾ
ク
ラ
テ
ィ
カ
ー
解
釈
と
「
循
環
的
」
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
先
に
述
べ
た
議
論
は
こ
う
い
う
点
に
も
あ
ら
わ
れ
て

　
い
る
。

（
3
0
）
　
「
い
た
わ
り
」
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
慮
り
」
ω
9
σ
q
㊦
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
「
存
在
論
的
」
形
式
的
な
概
念
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、

　
俗
流
エ
コ
ロ
ジ
ズ
ム
の
レ
ベ
ル
で
「
存
在
的
」
に
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
「
存
在
論
的
」
な
定
義
は
本
論
の
以
下
の
議
論
お
よ
び
〈
〉
．



　
ω
」
幽
ω
参
照
。

（
3
1
）
　
し
か
も
「
誤
り
の
可
能
性
は
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
に
と
っ
て
は
最
大
で
あ
る
」
と
さ
え
言
わ
れ
（
〈
〉
．
ω
．
旨
『
）
、
「
大
き
く
思
惟
す
る
者
は
、

　
大
き
く
誤
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
O
費
燭
ω
●
。
。
ご
O
侮
」
伊
ω
・
膳
b
。
⑩
）
と
も
い
わ
れ
る
。

（
3
2
）
　
技
術
的
「
用
象
」
が
今
日
あ
っ
て
、
次
に
「
物
」
が
あ
る
と
い
う
「
単
純
な
継
起
」
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の
く
。
医
師
ぴ
q
p
ユ
昌
ひ
q

　
と
9
9
魯
器
録
o
q
ぎ
津
が
そ
の
都
度
器
≦
①
凶
『
あ
る
と
い
う
彼
の
言
葉
（
＜
》
●
ω
』
謡
）
も
こ
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
よ
し
も
と
・
ひ
ろ
か
ず
　
市
邨
学
園
短
期
大
学
生
活
文
化
学
科
〔
哲
学
・
倫
理
学
〕
講
師
）

ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
お
け
る
物
の
超
越
性
の
問
題
と
現
代
社
会
の
危
機

九
七



que　ce　jugement　n’est　pas　form6　par　une　impulsion　aveugle　（imPetus）．

La　grande　inelination　qui　me　porte　b　ce　jugement　r6sulte，　pour　ainsi　dire，

neeessairement　d’une　impuissance　de　1’entendement　fini．　Mais　cependant，

elle　differerait　de　celle　qui　suit　la　perception　claire　et　distincte　elle－m6me．

Il　me　semble　que　cette　difference　a　contraint　Descartes　a　avouer　que　toutes

les　raisons　desquelles　on　peut　conclure　Yexistence　des　choses　mat6rielles　ne

sont　pas　si　fermes　ni　si　6videntes　que　celles　qui　nous　conduisent　a　la　con－

naissance　de　Dieu　et　de　notre　ame．

　　Mais　ce　que　Descartes　recherche，　c’est　la　verit6　qu’il　est　permis　d’atteindre

a　1’entendement　fini．　Pour　atteindre　cette　sorte　de　v6rit6　en　＜＜usant　de　sa

raison　le　mieux　qui　soit　en　son　pouvoir＞＞，　il　suMrait　a　Descartes　de　la　gran－

de　inclination　（magna　ProPensio）　qui　se　trouve　dans　la　preuve　de

1’existence　des　choses　corporelles．

Probleme　der　Transzendenz　des　Dinges　und　Krise

　　　　　der　modernen　Gesellschaft　bei．　Heidegger

von　Hirokazu　YOSHIMOTO

Dozent　fttr　Philosophie　und

Ethik　an　der　Fakultat　von　Leben

und　Kultur，　ltimuragaktten

Junior　College

Das　Ziel　dieser　Abhandlung　besteht　darin：

1．　Die　vielfaltigen　Sinne　der　“Transzendenz　des　Dinges”　zu　differenzieren，

　　　　um　den　“starken”　Sinn　davon，　z．　B．　ein　symbolisches　Ding，　das　die

　　　　ganze　Struktur　einer　Welt　versammelt，　in　einer　positiven　Hinsicht，

　　　　d．　h．　nicht　wie　einem　“Fetisch”，　interpretieren　zu　k6nnen．

2．　Dazu　die　methodische　Aporie，　wie　man　die　Transzendenz　des　Dinges

　　　　an　sich　eigentlich　ergreifen　kann，　aufzu16sen．

3．　Solche　Probleme　（1．　und　2．）　der　Transzendenz　des　Dinges　nun　in　bezug
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　　　　　　auf　eine　ontologische　Rehabilitation　des　nichtdaseinsmaBigen　Seien－

　　　　　　den　bzw．　des　“Dinges”　nach　der　“Kehre”　bei　Heidegger　abzuhandeln，

　　　　　　und

　　4．　diese　Rehabilitation　des　Dinges　dann　im　Kontext　von　der　Uberwindung

　　　　　　der　gegenwartigen　Zivilisationskrise　auszulegen．

　　Diese　Zielsetzung　soll　durch　einige　lnterpretationen　zuerst　von　“Sein　und

Zeit”，　dann　vom　Kttnstwerkaufsatz　und　schlieBlich　vom　Dingvortrag　u．　a．

erfullt　werden．
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