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自
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（
1
）

　
　
　
フ
ラ
ン
ス
哲
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お
け
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自
我
と
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山
　
形
　
頼
洋

は
じ
め
に

　
西
田
哲
学
と
ド
イ
ツ
観
念
論
と
の
比
較
は
よ
く
行
わ
れ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
と
関
連
づ
け
て
読
む
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
馴
染
み
の
あ
る

こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
関
連
づ
け
は
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠
と
し
て
全
集
第
六
巻
に
あ
る
サ
ン
チ

マ
ン
の
哲
学
の
流
れ
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
関
す
る
記
述
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
デ
カ
ル
ト
の
自
覚
は
知
的
自
覚
で
あ
っ
た
と

云
ひ
得
る
、
所
謂
デ
カ
ル
ト
哲
学
は
こ
の
方
向
を
進
ん
だ
。
併
し
デ
カ
ル
ト
の
自
覚
か
ら
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
憶
鋤
ぴ
q
β
す
く
⑦
二
〆
。
¢

す
篇
器
①
Φ
コ
ヨ
。
＝
”
餌
。
鼠
○
コ
と
い
ふ
方
向
に
す
す
む
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ら
う
。
か
か
る
自
覚
の
方
向
に
踏
み
出
し
た
の
が
パ
ス
カ
ル
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
＞

つ
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
に
は
か
か
る
サ
ン
チ
マ
ン
の
哲
学
の
流
れ
が
あ
る
。
㎏
（
？
目
代
ω
ρ
◆
）
デ
カ
ル
ト
が
我
在
り
の
知
的
自
覚
を
、
そ
の

ノ
エ
マ
的
方
向
に
進
ん
で
対
象
的
に
捉
え
実
体
化
し
た
の
に
対
し
て
、
（
こ
の
批
判
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
批
判
と
｝
致

（
3
）

す
る
）
、
そ
れ
を
ノ
エ
シ
ス
の
方
に
、
自
愛
と
し
て
の
自
覚
の
方
向
に
踏
み
出
し
た
の
が
、
パ
ス
カ
ル
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
押
し
進
め

た
の
が
メ
…
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
パ
ス
カ
ル
は
0
豪
き
巴
ω
ω
鋤
⇔
o
①
℃
巽
δ
o
o
Φ
震
に
よ
っ
て
ω
①
算
入
Φ
葺
の
事
実
に
よ
っ
て
、
対

酉
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

一
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二

象
認
識
で
は
な
い
自
覚
を
考
え
（
？
H
一
ω
）
、
ビ
ラ
ン
は
、
一
げ
ひ
q
寅
一
Φ
＜
2
×
と
し
て
の
自
覚
に
お
い
て
意
志
的
自
己
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
は
反

対
に
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
と
し
て
サ
ン
チ
マ
ン
の
方
向
に
見
た
。
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
サ
ン
チ
マ
ン
の
流
れ
と
し
て
評
価
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
方
向
は
西
田
哲
学
の
自
覚
の
捉
え
方
の
方
向
で
も
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ソ
に
対
す
る
西
田
哲
学
の
高
い
評
価

に
つ
い
て
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　
以
下
、
ま
ず
前
半
で
、
（
1
）
全
集
の
第
四
巻
の
後
編
か
ら
、
第
五
巻
、
第
六
巻
に
話
題
を
取
っ
て
、
自
覚
と
自
我
を
中
心
に
西
田
哲
学

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
と
の
比
較
を
試
み
る
。
次
に
後
半
で
、
（
2
）
そ
し
て
こ
の
部
分
が
本
論
文
の
最
大
の
関
心
事
で
あ

る
が
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
我
と
汝
の
問
題
を
第
七
巻
も
参
照
し
な
が
ら
、
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
と
り
わ
け
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ア
ン
リ
に

お
け
る
自
己
と
他
者
の
概
念
と
突
き
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

判
断
的
一
般
者

　
知
る
と
は
判
断
す
る
こ
と
で
あ
り
、
判
断
の
根
本
は
、
論
文
「
場
所
」
に
従
え
ば
（
駆
－
じ
。
蕊
）
、
包
摂
判
断
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
概

念
が
特
殊
な
も
の
を
包
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
殊
な
も
の
が
　
般
的
な
も
の
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
概
念

の
包
摂
関
係
に
お
い
て
は
、
特
殊
な
も
の
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
な
お
一
般
概
念
上
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
殊
と
特
殊
と
の
間
に
は
依

然
と
し
て
一
般
概
念
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
共
通
の
要
素
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
特
殊
は
決
し
て
唯
一
無
二
の
個
物

す
な
お
ち
「
こ
れ
」
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
在
に
関
す
る
判
断
に
お
い
て
は
、
い
つ
も
判
断
は
「
こ
れ
」
と
い
う

個
物
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
概
念
的
包
摂
関
係
は
抽
象
的
判
断
の
域
を
出
る
こ
と
が
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
実
在
を
め
ぐ
る
具
体
的
判
断
を
、
包
摂
関
係
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
特

殊
と
一
般
か
ら
な
る
包
摂
関
係
を
、
ま
ず
、
特
殊
を
主
語
と
し
、
一
般
を
述
語
と
す
る
、
主
語
一
述
語
関
係
に
、
書
き
直
す
の
で
あ
る
。
こ

の
書
き
直
し
、
な
い
し
は
置
き
換
え
は
、
論
理
学
の
初
歩
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
延
関
係
と
し
て
、
主
語
は
述
語
に
よ
っ
て
包
ま
れ
る
。



こ
の
よ
う
に
書
き
換
え
た
上
で
、
さ
ら
に
、
主
語
－
述
語
関
係
に
お
い
て
、
主
語
の
方
向
に
、
主
語
と
な
っ
て
も
は
や
述
語
と
な
ら
な
い
も

の
を
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
概
念
的
包
摂
関
係
に
お
け
る
最
後
の
特
殊
を
さ
ら
に
特
殊
化
し
て
そ
の
極
限
ま
で
押
し
進
め
る
の
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
特
殊
は
、
他
の
特
殊
と
い
か
な
る
共
通
の
性
質
も
持
た
な
い
個
物
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
個
物
と
な
っ
た
も
の
は
、
お
互
い
に

い
か
な
る
共
通
の
要
素
も
共
有
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
も
は
や
一
般
概
念
を
失
い
、
概
念
的
包
摂
関
係
を
超
え
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
も
は
や

主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
個
物
は
、
述
語
を
超
越
す
る
。

　
述
語
を
絶
し
た
個
物
と
、
主
語
を
絶
し
た
述
語
と
の
間
に
、
い
か
に
し
て
な
お
、
主
語
－
述
語
関
係
が
維
持
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

疑
問
は
こ
こ
で
、
当
然
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
個
物
は
定
義
に
よ
り
他
の
個
物
と
い
か
な
る
共
通
点

も
持
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
個
物
問
に
も
は
や
い
か
な
る
共
通
す
る
性
質
も
見
い
だ
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
述
語
付
け
も
不
可

能
で
あ
る
。
あ
え
て
個
物
に
つ
い
て
記
述
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
「
こ
れ
は
こ
れ
で
あ
る
」
、
「
A
は
A
で
あ
る
」
と
い
う
し
か
な
い
。
い

わ
ゆ
る
自
同
律
を
適
用
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
自
同
律
に
お
い
て
、
最
初
の
「
こ
れ
」
と
後
の
「
こ
れ
」
、
最
初
の
A
と

後
の
A
と
で
は
、
い
わ
ば
、
文
法
上
の
意
味
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
最
初
の
こ
れ
は
主
語
で
あ
り
、
後
の
こ
れ
は
、
述
語
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
自
同
律
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
個
物
は
、
依
然
と
し
て
主
語
－
述
語
関
係
を
維
持
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
主
語
面
に
個
物
が

相
な
ら
び
、
そ
の
主
語
面
を
限
定
し
て
い
る
述
語
面
が
な
お
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
個
物
は
、
も
は
や
主
語
と
は
な
ら
な
い
｝
般
者
の
自

己
限
定
を
最
後
ま
で
押
し
進
め
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
、
主
語
面
に
立
つ
個
物
の
全
体
と
、
述
語
面
を
構
成
す
る
一
般
者
と
は
、

外
延
的
に
一
致
す
る
。
判
断
的
一
般
者
と
名
付
け
ら
れ
る
こ
の
一
般
者
は
、
個
物
の
全
体
を
隙
間
な
く
並
べ
た
非
連
続
の
連
続
体
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
個
物
を
定
義
す
る
に
は
、
そ
の
本
質
に
よ
っ
て
、
即
ち
内
包
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
個
物
を

す
べ
て
列
挙
す
る
と
い
う
外
延
に
よ
る
定
義
に
よ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者
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四

二
　
自
覚
的
一
般
者
と
デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
、
我
在
り
」

　
最
も
厳
密
な
言
々
で
個
物
と
い
え
る
の
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
他
と
取
り
替
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
格
と
し
て
の
各
人
で
あ

ろ
う
。
各
人
の
「
私
」
は
絶
対
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
も
個
物
的
な
私
は
、
判
断
的
一
般
者
を
場
所
と
し
て
「
そ
こ
に
於
て
あ
る
も
の
」

と
し
て
在
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
定
的
で
あ
る
。
例
え
ば
論
文
「
叡
知
的
世
界
」
は
、
「
判
断
的
一
般
者
に
於
て
あ
り
、

之
に
於
て
限
定
ぜ
ら
れ
る
も
の
が
、
広
義
に
寝
て
自
然
界
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
」
る
と
述
べ
て
い
る
（
？
お
ω
）
。
他
方
、
我
在
り
は
、
デ

カ
ル
ト
の
「
第
一
省
察
」
及
び
「
第
一
　
省
察
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
～
に
、
自
然
対
象
界
に
そ
の
存
在
を
研
い
だ
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
、
自
然
対
象
界
の
認
識
を
根
拠
づ
け
て
も
い
る
。

　
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
自
我
が
対
象
自
然
の
住
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
コ
ギ
ト
体
験
の
特
権
性
を
表
す
、
た
と
え
世
界
が
存
在
し

な
い
と
し
て
も
私
は
存
在
す
る
と
い
う
事
実
に
、
明
白
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
欺
く
神
か
ら
発
展
し
た
悪
霊
の
仮
設
に
御
書
さ
れ
る
方
法

論
的
懐
疑
を
駆
使
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
強
引
に
、
意
志
し
て
疑
い
を
掛
け
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
「
第
一
省
察
」
の

終
わ
り
で
、
空
も
大
気
も
色
も
形
も
音
も
、
私
が
見
る
外
的
事
物
の
す
べ
て
が
幻
で
あ
り
、
錯
覚
に
過
ぎ
な
い
と
思
う
こ
と
に
し
ょ
う
と
決

心
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
第
二
省
察
」
で
、
デ
カ
ル
ト
は
す
ぐ
に
、
た
と
え
悪
霊
が
い
て
私
を
絶
え
ず
欺
い
て
い
る
と
し
て
も
、
私
が
な
に
も
の
か
で

あ
る
と
思
っ
て
い
る
間
は
、
私
が
な
に
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
「
私
が
在
る
、

私
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
そ
の
こ
と
を
口
に
す
る
度
ご
と
に
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
心
の
中
で
思
い
懐
く
度
ご
と
に
、
必
然
的

に
真
実
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
た
と
え
、
世
界
全
体
が
存
在
し
な
い
と
仮
定
し
て
も
、
私
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
「
第
二
省
察
」
の
後
半
は
、
蜜
蝋
に
関
す
る
省
察
を
通
し
て
、
「
第
二
省
察
」
の
表
題
に
も
明
示
さ
れ
て
い
る
「
精
神
は
物
体
よ

り
も
容
易
に
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
」
を
明
ら
か
に
す
る
。
物
体
の
認
識
を
問
題
に
し
て
、
蜜
蟻
と
い
う
具
体
的
な
物
質
の
知
覚
が
取
り
上



げ
ら
れ
る
。
蜜
蝋
は
火
に
近
づ
け
る
な
ら
ば
、
火
の
熱
に
よ
っ
て
そ
の
性
質
形
状
が
変
化
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
お
同
じ
蜜
蠣
で
あ
る
と

い
う
知
覚
が
成
立
す
る
の
は
な
ぜ
か
を
議
論
し
、
結
論
と
し
て
、
我
々
は
冒
と
か
耳
と
か
で
も
の
を
知
覚
し
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
が
、

そ
れ
は
間
違
い
で
、
ほ
ん
と
う
は
、
知
覚
と
は
精
神
の
洞
察
、
す
な
わ
ち
知
性
に
よ
る
判
断
に
基
づ
く
こ
と
を
導
い
て
い
る
。
さ
ら
に
デ
カ

ル
ト
は
、
こ
の
結
論
を
踏
ま
え
て
、
た
と
え
知
覚
と
い
う
仕
方
で
遂
行
さ
れ
る
精
神
の
判
断
が
誤
っ
て
い
て
知
覚
対
象
が
現
実
に
は
存
在
し

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
私
に
は
ほ
ん
と
う
は
身
体
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
見
る
た
め
の
目
も
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な

お
、
私
が
知
覚
と
い
う
仕
方
の
判
断
を
実
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
真
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
対
象
世
界

が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
、
私
が
存
在
す
る
こ
と
の
確
か
さ
は
結
論
さ
れ
る
（
＞
8
く
H
∵
ω
ω
〉
。

　
西
田
哲
学
も
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
の
教
え
に
同
意
す
る
。
デ
カ
ル
ト
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
認
識
対
象
を
疑
い
、
否
認
し
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
疑
う
に
は
疑
う
我
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
夢
見
る
に
は
夢
見
る
我
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
言
う
（
①
－
H
巽
）
。
さ
ら
に
は
、
デ
カ
ル
ト

の
如
く
自
覚
の
事
実
に
基
づ
い
て
客
観
的
知
識
が
成
立
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
雷
う
（
O
山
お
）
。
自
我
は
判
断
的
一
般
者
に
お
い

て
あ
る
個
物
の
列
に
並
ぶ
こ
と
は
な
い
ぼ
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
個
物
よ
り
も
確
実
な
も
の
と
し
て
、
判
断
そ
の
も
の
を
可

能
に
し
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
覚
的
一
般
者
に
お
い
て
、
こ
の
と
と
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

　
認
識
論
的
に
い
え
ば
、
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
知
る
も
の
が
、
知
る
我
が
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
知
る
我
は
知
ら
れ
る
対
象
に
対

し
て
、
同
列
的
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
高
次
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
る
も
の
は
対
象
的
関
係
に
入
り
込
ま
な
い
、
し

た
が
っ
て
、
「
対
象
的
関
係
に
於
て
は
、
全
然
無
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
」
（
直
轄
）
。
対
象
的
関
係
に
お
い
て
は
無
で
あ
る
、
知
る
も
の
を
、

意
識
す
る
も
の
を
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
対
象
の
方
向
す
な
わ
ち
判
断
の
主
語
方
向
で
な
く
て
述
語

の
方
向
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
主
語
－
述
語
関
係
を
入
れ
た
包
摂
判
断
に
お
い
て
、
個
物
の
主
語
方
向
と
は
反
対
に
、

述
語
で
あ
っ
て
も
は
や
主
語
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
述
語
面
が
主
語
面
に
対
し
て
超
越
す
る
な
ら
ぽ
、
今
度
は
主
語
的
な
統
一
が
得
ら

れ
ず
（
α
山
刈
）
、
す
な
わ
ち
主
語
方
向
に
対
象
が
形
成
さ
れ
ず
、
述
語
面
だ
け
が
、
い
わ
ぽ
裸
の
ま
ま
で
、
映
す
も
の
の
な
い
鏡
と
し
て
、

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

五
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あ
る
い
は
自
己
自
身
を
映
す
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
こ
れ
が
意
識
面
で
あ
り
、
意
識
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
断
的
一
般
者
を
、
主
語
的

方
向
に
超
え
る
か
、
あ
る
い
は
述
語
的
方
向
に
超
え
る
か
で
、
二
種
類
の
有
・
「
あ
る
」
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　
判
断
的
一
般
者
を
そ
の
述
語
方
向
に
超
え
た
も
の
が
、
超
越
的
述
語
面
で
あ
り
、
こ
の
超
越
的
述
語
面
が
意
識
面
、
す
な
わ
ち
知
る
も
の

で
あ
る
（
頓
山
ω
）
。
そ
し
て
、
意
識
を
意
識
す
る
、
す
な
わ
ち
知
る
も
の
を
知
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
自
己
の
認
識
・
自
覚
と
は
、
超
越
的

述
語
颪
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
、
場
所
が
場
所
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
α
－
嵩
）
。
超
越
的
述
語
面
は
も
は
や
主
語
的

統
一
を
形
成
し
な
い
の
で
、
見
る
べ
き
も
の
を
持
た
な
い
、
見
る
も
の
な
く
し
て
自
己
自
身
を
自
己
に
お
い
て
見
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

自
覚
が
成
立
す
る
。
「
デ
カ
ル
ト
の
o
o
σ
q
ぎ
興
σ
q
O
望
ヨ
の
鐙
ヨ
は
主
語
的
存
在
の
意
味
で
は
な
く
し
て
、
述
語
的
存
在
の
意
味
で
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
我
は
何
処
ま
で
も
考
へ
る
我
で
あ
っ
て
、
考
へ
ら
れ
た
我
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
如
何
に
し
て
も
判
断
の
主
語
的
方

向
に
於
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
而
も
主
語
的
な
る
も
の
は
す
べ
て
之
に
於
て
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
扁
（
？

一
。
。
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
超
越
的
述
語
面
の
限
定
に
基
づ
く
自
覚
は
、
な
お
対
象
的
認
識
に
即
し
て
考
え
ら
れ
た
「
知
的
自
覚
」
に
留
ま
る
、
ま

だ
浅
い
自
覚
に
過
ぎ
な
い
。
「
知
的
自
覚
は
真
の
自
己
の
影
像
に
過
ぎ
な
い
。
し
「
真
の
自
己
は
意
志
す
る
自
己
、
見
る
自
己
で
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
。
〕
（
甲
お
）
実
は
、
こ
の
超
越
的
述
語
面
自
身
の
限
定
と
し
て
の
自
覚
は
、
判
断
的
一
般
者
を
包
む
推
論
式
的
一
般
者
に
お
け
る
自

覚
で
あ
る
。
推
論
式
的
一
般
者
は
判
断
的
～
般
者
の
一
般
者
で
あ
る
。
判
断
的
一
般
者
に
お
け
る
特
殊
と
一
般
と
の
対
立
に
対
応
す
る
の
が
、

推
論
式
的
「
下
構
に
お
け
る
解
語
面
と
大
語
面
と
の
対
立
で
あ
る
。
難
語
面
と
大
語
草
と
の
対
立
は
、
推
論
に
お
け
る
小
前
提
と
大
前
提
と

の
対
立
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
（
朝
謁
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
解
釈
の
歴
史
で
繰
り
返
し
現
れ
る
話
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
我
思
う
」
と
「
我
在
り
」
と
の
関
係
に

つ
い
て
で
あ
る
。
一
方
に
は
そ
れ
を
直
観
と
す
る
立
場
が
あ
り
、
他
方
に
は
推
論
と
取
る
立
場
が
あ
る
。
推
論
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

カ
ル
ト
自
身
が
と
き
ど
き
用
い
た
「
我
思
う
、
ゆ
え
に
、
我
在
り
縣
と
い
う
定
式
に
勇
気
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
例
え
ば
、
ゲ
ル
ー



　
　
　
　
（
5
）

や
ベ
イ
サ
ー
ド
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
推
論
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
立
ち
は
だ
か
る
困
難
は
、
推
論
過
程
で
の
悪
霊
の
介
入
を

ど
の
よ
う
に
し
て
無
効
に
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
今
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
。
今
こ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
に
つ

い
て
の
演
繹
説
に
触
れ
た
の
は
、
デ
カ
ル
ト
的
自
覚
を
推
論
式
的
一
般
者
に
よ
っ
て
論
じ
て
い
る
西
田
哲
学
が
、
デ
カ
ル
ト
解
釈
に
お
い
て

演
繹
説
を
採
用
し
て
い
る
と
主
張
す
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
西
田
哲
学
に
と
っ
て
、
直
観
と
演
繹
と
は
二
者
択
　
的
な
対

立
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る
た
め
で
あ
る
。
西
田
哲
学
に
あ
っ
て
は
、
演
繹
（
判
断
）
は
直
観
の
不
完
全
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

逆
に
、
直
観
は
完
全
な
判
断
で
あ
る
。
判
断
的
一
般
者
に
お
い
て
、
個
物
の
認
識
は
直
観
も
し
く
は
直
覚
と
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
基
づ

く
が
、
こ
れ
は
、
A
健
A
と
い
う
自
「
ロ
同
一
性
と
い
う
形
の
主
語
一
述
語
の
判
断
の
形
に
書
き
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
観

か
演
繹
か
と
い
う
論
争
は
西
田
哲
学
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
西
田
哲
学
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
は
自
覚
と
い
う
形
で
直

観
を
深
く
考
察
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
を
直
観
と
し
て
解
釈
す
る
立
場
は
、
そ
し
て
こ
の
立
場
の
方
が

解
釈
と
し
て
一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
の
直
観
の
構
造
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
で
い
る
。
し

か
し
、
例
外
は
あ
る
。
そ
れ
が
や
が
て
取
り
上
げ
る
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
西

田
哲
学
も
そ
の
点
で
、
ビ
ラ
ン
の
哲
学
に
注
目
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
、
｝
般
者
の
自
覚
的
体
系
を
な
す
、
自
覚
的
一
般
者
と
、
そ
れ

を
包
む
叡
智
的
一
般
者
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
根
底
に
あ
る
絶
対
無
（
と
し
て
の
宗
教
的
意
識
）
と
の
包
摂
的
で
、
か
つ
、
限
定
的
な
関
係
を

概
括
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

三
　
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
と
三
つ
の
世
界

　
論
文
「
叡
智
的
世
界
」
に
お
い
て
一
般
者
が
三
種
類
の
段
階
に
区
別
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
三
種
類
の
世
界
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
判
断

的
一
般
型
に
お
い
て
あ
り
、
こ
れ
に
お
い
て
限
定
さ
れ
る
、
広
い
意
味
で
の
自
然
界
と
、
判
断
的
一
般
者
を
包
む
一
般
者
、
す
な
わ
ち
判
断

的
一
般
者
の
述
語
面
の
底
に
超
越
す
る
も
の
を
包
む
一
般
者
（
す
な
わ
ち
自
覚
的
一
般
者
）
に
お
い
て
あ
り
、
こ
れ
に
限
定
さ
れ
る
意
識
界

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

七
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と
、
さ
ら
に
は
、
か
か
る
一
般
者
を
包
む
一
般
者
、
す
な
わ
ち
我
々
の
意
識
的
自
己
の
底
に
超
越
す
る
も
の
を
包
む
一
般
者
に
お
い
て
あ
り
、

こ
れ
に
お
い
て
限
定
さ
れ
る
叡
智
的
世
界
の
三
つ
の
世
界
で
あ
る
。
最
後
の
叡
智
的
世
界
を
限
定
し
て
い
る
一
般
者
は
、
最
初
知
的
直
観
の

一
般
者
と
名
付
け
ら
れ
る
が
、
や
が
て
叡
智
的
一
般
者
に
変
わ
り
（
望
ぱ
O
）
、
の
ち
に
は
拡
張
さ
れ
た
意
味
で
の
行
為
的
一
般
者
と
し
て
定

着
す
る
（
9
■
㎝
山
し
a
O
）
。

　
前
節
で
見
た
推
論
式
的
一
般
者
は
、
い
ま
列
挙
し
た
三
つ
の
世
界
を
限
定
し
て
い
る
一
般
者
の
な
か
の
自
覚
的
一
般
者
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
推
論
式
的
一
般
者
が
限
定
す
る
自
我
は
知
的
自
己
で
あ
り
、
そ
こ
に
成
立
す
る
自
覚
は
知
的
自
覚
で
あ
っ
た
。

自
己
は
知
的
に
認
識
す
る
自
己
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
自
覚
も
知
的
自
己
を
知
る
こ
と
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
言
い

換
え
る
と
、
知
的
自
覚
を
成
立
さ
せ
て
い
る
推
論
式
的
｝
義
者
は
、
自
覚
的
】
諜
者
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
い
っ
そ
う
広
く
い
っ
そ
う
深
い

自
覚
的
一
般
者
の
限
定
さ
れ
て
形
成
さ
れ
る
限
定
面
に
過
ぎ
な
い
。

　
自
覚
的
一
般
者
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
自
覚
的
一
般
者
は
判
断
的
一
般
者
を
超
え
て
広
が
り
、
こ
れ
を
包
む
一
般
者

の
　
癖
者
で
あ
る
。
ま
た
、
判
断
的
「
芸
者
が
個
物
に
ま
で
自
己
を
限
定
す
る
限
定
作
用
は
判
断
で
あ
っ
た
が
、
自
覚
的
「
話
者
の
限
定
作

用
に
お
い
て
は
そ
の
限
定
は
い
わ
ゆ
る
意
識
作
用
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
知
る
と
い
う
こ
と
が
自
覚
的
一
般
者
の
自
己
限
定
作
用
で
あ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
判
断
に
お
け
る
主
語
と
述
語
と
の
関
係
は
、
自
覚
的
一
般
者
の
意
識
界
に
お
い
て
は
、
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
と
の
関
係
に

変
わ
る
（
？
6
ω
）
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
か
ら
借
り
て
こ
ら
れ
た
こ
の
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
関
係
は
、
西
田
的
場
所
概
念
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
直
さ
れ
て
、
ノ
エ
シ
ス
…
ノ
エ
マ
は
、
含
む
場
所
と
含
ま
れ
る
限
定
さ
れ
た
場
所
と
の
二
つ
の
場
所
の
関
係
を
表
す
も
の
と
な
る
。

場
所
の
規
定
に
お
い
て
、
含
ま
れ
る
場
所
は
、
そ
れ
を
含
む
場
所
の
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ノ
エ
マ
方
向
に
は
、
限
定
さ
れ
た
場

所
が
現
れ
る
が
、
そ
れ
は
ノ
エ
シ
ス
方
向
に
見
出
さ
れ
る
、
含
む
場
所
の
自
己
隈
定
面
と
し
て
制
限
さ
れ
た
場
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
劉
の

書
い
方
を
す
れ
ぽ
、
ノ
エ
シ
ス
の
限
定
さ
れ
た
内
容
が
ノ
エ
マ
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ノ
エ
マ
と
は
ノ
エ
シ
ス
自
身
の
中

に
映
さ
れ
る
ノ
エ
シ
ス
の
影
で
あ
る
」
（
①
山
9
V
。



　
推
論
式
選
一
両
者
に
お
い
て
あ
る
知
的
自
己
は
、
ま
だ
自
分
自
身
の
自
覚
の
内
容
（
ノ
エ
マ
）
を
も
た
な
い
か
ら
、
そ
の
内
容
を
判
断
的

一
般
者
か
ら
映
す
と
い
う
仕
方
で
借
り
て
き
て
い
る
。
判
断
的
一
般
者
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
「
意
識
内
容
」
と
し
て
、
自
覚
的
一
般
者
の
内

容
と
し
て
い
る
の
が
、
知
的
自
覚
に
基
づ
く
知
的
自
己
で
あ
る
（
㎝
細
い
。
8
9
㎝
山
b
。
①
）
。
知
的
自
己
の
ノ
エ
マ
と
は
、
意
識
内
容
と
化
し
た
自

然
界
と
し
て
の
対
象
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ノ
エ
シ
ス
自
身
の
内
容
が
ノ
エ
シ
ス
の
内
に
入
っ
て
来
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
た
め

に
ノ
エ
マ
が
ノ
エ
シ
ス
に
対
し
て
超
越
的
と
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
意
識
的
実
在
性
が
形
式
的
と
な
り
、
意
識
は
単
に
映
す
と
い
う
意
味
し

か
持
た
な
く
な
っ
た
の
が
、
現
象
学
で
志
向
作
用
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
（
一
ぴ
．
）
。

　
自
覚
が
深
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
ノ
エ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ
の
関
係
で
雷
い
表
せ
ば
、
ノ
エ
マ
が
ノ
エ
シ
ス
自
身
の
内
容
を
映
す
よ
う
に
な
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
覚
的
一
般
者
の
自
覚
が
、
知
的
自
覚
か
ら
、
「
ノ
エ
シ
ス
が
即
ち
ノ
エ
マ
と
し
て
、
自
己
が
自
己
自
身
の
内

を
意
識
す
る
」
感
情
的
自
覚
へ
（
㎝
山
G
。
。
。
）
、
感
情
的
自
覚
か
ら
意
志
的
自
覚
へ
と
進
む
こ
と
で
あ
る
。
意
志
は
自
覚
の
極
致
で
あ
る
（
甲

H
ω
ω
）
。
意
志
的
自
己
は
自
覚
的
一
般
者
の
底
に
お
い
て
み
ら
れ
る
（
O
I
一
ω
o
。
）
。
も
し
、
現
象
学
の
よ
う
に
、
ノ
エ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ
の
関
係
を
、

知
的
自
覚
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
志
向
作
用
に
限
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
意
志
的
自
己
は
、
作
用
自
身
を
志
向
す
る
、
作
用
の
作
用
と
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
表
象
と
し
て
志
向
さ
れ
た
も
の
を
さ
ら
に
意
志
的
に
志
向
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
「
意
識
の
本
質
は
所
謂
志
向
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
意
志
に
あ
る
の
で
あ
る
、
志
向
は
弱
き
意
志
に
過
ぎ

な
い
。
意
志
を
一
種
の
作
用
と
考
へ
る
か
ら
、
志
向
性
が
意
識
の
本
質
の
如
く
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
？
お
り
）
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
自
覚
的
一
般
者
を
自
分
自
身
の
抽
象
的
な
限
定
面
と
し
て
包
む
叡
智
的
一
般
者
が
あ
る
。
自
覚
的
な
も
の
は
、

ノ
エ
シ
ス
方
向
に
深
ま
っ
て
、
自
覚
の
極
み
で
あ
る
意
志
の
底
に
超
越
し
、
自
己
自
身
を
超
え
て
、
叡
智
的
一
般
者
に
至
る
の
で
あ
る
。
自

覚
的
一
般
者
を
そ
の
ノ
エ
シ
ス
方
向
に
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
覚
的
一
般
者
を
包
む
叡
智
的
一
般
者
に
至
る
。
叡
智
的
一
般
者
は
、
ま

た
知
的
直
観
の
～
二
者
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
自
己
が
直
に
自
己
自
身
を
見
る
」
も
の
で
あ
る
（
？
置
O
）
。
判
断
的
一
般
者
の
限
定
作

用
が
判
断
で
あ
り
、
自
覚
的
一
般
者
の
限
定
作
用
が
自
覚
（
自
己
に
お
い
て
自
分
自
身
を
知
る
）
で
あ
る
よ
う
に
、
叡
智
的
一
般
者
の
限
定

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

九
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は
自
己
に
お
い
て
自
己
自
身
を
見
る
こ
と
に
基
づ
く
。
と
こ
ろ
で
、
自
覚
的
一
般
者
を
包
む
｝
業
者
に
お
い
て
あ
る
最
初
の
超
越
的
自
己
は
、

知
的
叡
智
的
で
あ
る
（
α
山
氏
）
。
こ
の
知
的
叡
智
的
自
己
か
ら
出
発
し
て
、
叡
智
的
一
般
者
を
そ
の
ノ
エ
シ
ス
方
向
に
深
ま
る
に
つ
れ
て
、

ち
ょ
う
ど
自
覚
的
一
般
者
に
お
い
て
感
情
的
自
己
、
意
志
的
自
己
が
現
れ
た
よ
う
に
、
芸
術
的
直
観
の
自
己
（
㎝
山
母
）
、
実
践
的
理
性
の
自

己
（
凶
σ
凶
9
）
を
晃
る
。

　
ノ
エ
シ
ス
の
方
向
に
深
ま
り
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
ノ
エ
シ
ス
が
ノ
エ
マ
を
含
み
行
く
こ
と
で
あ
る
（
？
一
ω
。
。
）
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に

見
た
よ
う
に
、
ノ
エ
マ
と
は
ノ
エ
シ
ス
自
身
の
中
に
映
さ
れ
る
ノ
エ
シ
ス
の
影
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
自
覚
的
一
般
者
が
叡
智

的
一
般
者
に
包
ま
れ
、
そ
れ
の
抽
象
的
限
定
面
と
な
っ
た
と
き
が
、
叡
智
的
自
己
の
知
的
意
識
面
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
に
、
知
的

自
覚
が
い
ま
だ
自
己
そ
の
も
の
の
内
容
を
持
た
な
い
単
な
る
形
式
的
自
覚
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
単
に
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
超
越
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
知
的
叡
智
的
自
己
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
の
意
識
～
般
は
、
叡
智
的
自
己
と
し
て
は
単
に
形
式
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
自
覚
的
一
般
者
の
内
容
そ
の
も
の
が
叡
智
的
直
観
の
一
般
者
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
存
在
形
式
を
変
え
る
に
過
ぎ

な
い
（
㎝
凡
念
）
。
具
体
的
に
い
え
ぽ
、
弓
田
的
一
般
者
に
お
い
て
自
然
界
で
あ
っ
た
も
の
が
自
覚
的
一
般
者
の
意
識
界
と
な
る
が
、
そ
の
意

識
界
が
今
度
は
、
知
的
叡
智
的
自
己
の
一
般
者
・
意
識
一
般
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
、
客
観
界
と
な
る
。
叡
智
的
一
般
者
は
自
己
自
身

を
見
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
内
容
は
、
ノ
エ
マ
に
お
い
て
イ
デ
ア
と
し
て
映
さ
れ
る
。
意
識
一
般
と
し
て
の
知
的
叡
智
的
自
「
ロ
の
見
る
イ
デ

ア
は
、
真
理
の
イ
デ
ア
で
あ
り
、
芸
術
的
直
観
の
自
己
の
見
る
も
の
は
、
美
の
イ
デ
ア
で
あ
り
、
叡
智
的
意
志
（
甲
一
①
。
。
）
の
立
場
に
あ
る

実
践
理
性
的
自
己
・
行
為
的
自
己
の
見
る
イ
デ
ア
は
善
の
イ
デ
ア
で
あ
る
（
α
山
①
刈
）
。
真
理
は
イ
デ
ア
の
抽
象
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
叡

智
的
自
己
の
内
容
を
奔
る
の
で
は
な
く
、
形
式
的
自
己
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
芸
術
的
直
観
に
お
い
て
は
美
の
イ
デ
ア
そ
の
も

の
を
見
る
。
意
志
的
叡
智
的
自
己
・
行
為
的
自
己
に
お
い
て
は
イ
デ
ア
は
、
も
は
や
知
的
直
観
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
（
㎝
∴
①
○
。
）
。
「
イ
デ

ア
は
単
に
実
践
的
と
し
て
、
ノ
エ
シ
ス
方
向
に
於
て
自
由
意
志
と
い
う
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
、
叡
智
的
自
己
は
自
由
な
る
人
格
と
考
へ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
漏
（
凶
⊆
e
異
体
的
な
真
の
イ
デ
ア
は
人
格
的
で
あ
り
、
個
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
鐸
）
。
自
由
な
人
格
を
晃
る
叡
智



的
自
己
は
、
良
心
で
あ
る
（
幣
嵩
①
）
。

　
叡
智
的
一
般
者
が
最
後
の
場
所
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
叡
智
的
一
般
者
を
包
む
絶
対
無
の
場
所
が
宗
教
的
意
識
と
し
て
あ
る
（
㎝
山
ミ
）
。

四
　
行
為
的
一
般
者
と
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ソ
の
「
内
的
情
知
」

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
第
五
巻
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
の
「
云
は
ぽ
表
か
ら
そ
の
裏
を
見
て
行
」
く
行
き
方
に
対
し
て
、
第
六
巻
の

『
無
の
自
覚
的
限
定
』
に
あ
っ
て
は
、
逆
に
「
裏
か
ら
表
を
見
よ
う
と
努
め
」
て
（
①
ム
）
、
絶
対
無
の
自
己
限
定
と
し
て
行
為
的
一
般
者

（
表
現
的
一
般
者
）
を
考
え
、
そ
こ
を
起
点
に
し
て
他
の
一
般
者
を
考
え
る
と
い
う
実
在
の
本
来
の
限
定
の
あ
り
方
を
と
る
。
表
か
ら
裏
へ

と
い
う
実
在
と
は
い
わ
ば
逆
の
歩
み
行
き
を
哲
学
が
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
哲
学
が
あ
く
ま
で
も
知
識
の
立
場
に
基
づ
く
営
為
で
あ
る

以
上
は
、
概
念
的
知
識
の
立
場
を
徹
底
化
す
る
と
い
う
以
外
に
あ
り
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
（
切
山
㎝
ω
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
哲
学
は
、
こ
の
論
文
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
西
田
哲
学
が
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
チ
マ
ソ
の
哲
学

の
流
れ
と
評
す
る
思
索
の
伝
統
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　
デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
」
が
知
的
自
覚
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
自
覚
を
、
思
惟
実
体
で
あ
る
限
り
で
の
自
我
と
し
て
、
ノ
エ
マ
の
方
向
に

対
象
化
し
た
の
に
対
し
て
、
ビ
ラ
ソ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
知
的
自
覚
を
ノ
エ
シ
ス
の
方
向
に
深
く
押
し
進
め
た
。
カ
ン
ト
も
同
じ
く
ノ
エ
シ
ス

の
方
向
に
深
く
進
ん
で
、
自
覚
的
一
般
者
を
さ
ら
に
内
に
包
む
行
為
的
一
般
者
に
お
い
て
あ
る
認
識
主
観
・
意
識
一
般
と
し
て
捉
え
た
が
、

西
田
哲
学
の
判
定
で
は
、
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
は
、
行
為
的
一
般
者
の
自
己
限
定
で
あ
る
行
為
的
自
己
で
は
あ
っ
て
も
、
ま
だ
非
常
に
形
式

的
で
、
自
覚
の
内
容
を
伴
わ
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
客
観
的
自
然
の
春
菊
と
し
て
の
一
般
的
自
己
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ビ
ラ
ン
の
自
我

は
、
行
為
的
自
我
で
あ
っ
て
、
し
か
も
自
覚
を
そ
の
内
容
と
し
て
す
で
に
含
ん
で
い
る
。
「
自
覚
的
事
実
の
独
立
性
を
把
握
し
」
て
い
る

（
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
認
識
論
的
意
義
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
で
い
る
の
で
、
心
理
学
的
と
云
わ
れ
て
も
致
し
方
な
い
が
、
と
付
け
加
え
ら
れ

て
は
い
る
が
）
（
O
山
届
）
。

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

二
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そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
ビ
ラ
ン
の
自
我
は
、
行
為
的
自
己
で
あ
り
、
ま
た
、
自
覚
的
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ビ
ラ
ニ
ス
ム
そ

の
も
の
に
と
っ
て
の
自
我
の
定
義
と
、
そ
の
自
我
の
定
義
が
西
田
哲
学
の
場
所
の
体
系
の
中
で
取
る
意
昧
と
の
二
つ
の
場
面
に
分
け
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
。

　
ビ
ラ
ン
に
と
っ
て
、
自
我
と
は
、
思
う
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
意
志
す
る
も
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
「
思
う
鳳
が
方
法
論
的
懐
疑
に
い

わ
ば
動
…
磯
づ
け
ら
れ
て
「
意
志
し
て
疑
う
」
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
い
る
限
り
で
は
、
ビ
ラ
ン
の
自
我
は
デ
カ
ル
ト
の
自
我
を
包
括
し
て
い

る
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ビ
ラ
ン
の
意
志
は
、
努
力
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
象
は
表
象
で
は
な
く
て
、
努
力
の
適
用

さ
れ
る
抵
抗
で
あ
る
。
し
か
し
、
努
力
が
ど
う
し
て
自
我
を
構
成
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
思
惟
が
自
我
を
構
成
し
う
る

の
は
、
思
惟
す
る
作
用
は
必
然
的
に
そ
の
思
惟
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
覚
知
・
自
覚
を
伴
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ビ
ラ
ソ
の
努
力
に
は

そ
の
よ
う
な
自
覚
の
構
造
が
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
酉
醗
哲
学
が
内
的
情
知
と
呼
ん
で
い
る
の
が
そ
う
で
あ
る
。
ビ
ラ
ン
の
用
語
で

は
、
直
接
的
覚
知
（
鋤
℃
Φ
一
，
∩
①
℃
酔
剛
O
口
　
　
謬
ゴ
溢
ρ
伽
α
圃
鋤
け
O
）
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
努
力
が
あ
れ
ぽ
、
必
ず
そ
の
努
力
は
内
奥
官
（
ω
①
霧

ぎ
け
ぎ
Φ
）
に
お
い
て
直
覚
さ
れ
る
。
こ
の
努
力
の
働
き
自
身
の
持
つ
自
己
の
直
覚
が
努
力
の
自
覚
を
形
成
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我

が
成
り
立
つ
。
努
力
の
作
用
を
直
覚
す
る
内
奥
官
は
、
一
種
の
内
官
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
西
田
哲
学
に
従
っ
て
、
財
部
が
非
合
理
的

な
も
の
を
合
理
化
す
る
働
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
内
奥
官
こ
そ
、
根
源
的
な
益
金
で
あ
り
、
内
宮
や
外
宮
は
そ
れ
の
順
次
弱
ま
っ
た
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
構
造
は
、
時
間
を
媒
介
す
る
知
覚
・
感
覚
で
は
な
く
て
、
ま
さ
し
く
作
用
そ
の
も
の
の
直
接
的
掘
捉
に
あ
る
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
V

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
自
我
の
直
観
を
可
能
に
し
て
い
る
特
異
な
覚
知
の
仕
組
み
が
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
ビ
ラ
ニ
ス
ム
の
意
志
的
努
力
の
直
覚
と
し
て
の
自
覚
は
、
西
田
哲
学
の
体
系
の
な
か
で
行
為
的
一
般
者
の
霞
覚
に
対

応
す
る
。
西
田
哲
学
と
の
こ
の
対
応
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
ビ
ラ
ン
の
意
志
的
努
力
と
し
て
の
自
我
が
「
努
力
の
感
情
」
と
し
て
、
西

田
の
い
う
「
内
的
情
知
」
と
し
て
、
直
覚
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
内
的
情
知
に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
る
自
己
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
直
観

が
内
的
情
知
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
に
お
け
る
知
的
自
己
よ
り
も
深
い
の
で
あ
る
。
内
的
情
知
と
い
う
直
観



は
、
無
の
自
覚
的
限
定
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
の
か
。

　
知
的
自
己
の
根
底
に
行
為
的
自
己
が
あ
り
、
自
覚
的
一
般
者
は
行
為
的
一
般
者
の
限
定
面
と
し
て
、
行
為
的
一
般
者
の
抽
象
面
に
過
ぎ
な

い
。
そ
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
の
自
我
が
知
的
自
己
を
捉
え
た
の
に
対
し
て
、
ビ
ラ
ン
の
努
力
の
自
我
は
さ
ら
に
深
く
行
為
的
自
己
に

ま
で
達
し
て
い
る
と
西
田
哲
学
は
評
価
す
る
。
そ
こ
で
、
重
要
に
な
る
の
は
、
「
内
的
情
知
」
と
い
う
感
情
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
直
観
の
意

味
を
、
一
般
者
の
自
己
限
定
か
ら
出
発
し
て
明
ら
か
に
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
で
あ
る
知
的
コ
ギ
ト

と
直
観
と
の
関
係
を
読
み
と
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
コ
ギ
ト
の
直
観
に
ひ
と
つ
の
明
確
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ

う
。
西
田
哲
学
は
こ
の
問
題
を
、
ま
ず
、
内
部
知
覚
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
か
ら
始
め
、
つ
い
で
感
覚
一
般
へ
広
げ
て
い
く
。
「
内
部

知
覚
に
於
て
は
自
己
が
自
己
自
身
の
出
来
事
を
知
り
、
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
が
一
と
し
て
、
そ
の
底
に
自
己
自
身
を
知
る
自
覚
的

自
己
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
①
山
お
）
内
部
知
覚
に
は
｝
種
の
感
官
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
我
々
は
色
を
見

る
が
見
る
こ
と
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
音
を
聞
く
が
聞
く
こ
と
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
云
は
れ
る
が
、
我
々
の
内
部
知
覚
と
い
ふ

の
は
単
に
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
思
惟
作
用
で
は
な
い
。
私
は
見
る
こ
と
を
知
り
聞
く
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
か
か
る
内

部
知
覚
と
い
ふ
如
き
も
の
な
く
し
て
反
省
と
い
ふ
も
の
は
成
立
し
な
い
。
」
（
①
山
ω
①
ω
ρ
。
）
外
的
感
宮
に
よ
っ
て
外
的
事
実
が
知
ら
れ
る
よ
う

に
、
内
的
感
官
に
よ
っ
て
内
的
事
実
を
知
覚
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
感
宮
的
に
知
る
と
考
へ
ら
れ
る
に
は
、
い
つ
も
非
合
理
的
な
る
も
の
の

合
理
化
の
意
味
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
」
（
①
山
一
り
ω
ρ
）

　
と
こ
ろ
が
、
非
合
理
的
な
も
の
を
合
理
化
す
る
と
は
、
特
殊
な
も
の
の
極
限
で
あ
る
個
物
を
、
一
般
概
念
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
も
包
み
行

く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
判
断
的
一
般
者
に
お
い
て
は
、
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
覚
的
～
般
者
に
な
る
と
、

今
度
は
、
判
断
的
一
般
者
の
超
越
的
述
語
面
の
底
深
く
超
越
す
る
自
己
を
、
よ
り
深
く
よ
り
広
い
自
覚
的
一
般
者
に
よ
っ
て
包
摂
し
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
合
理
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
内
的
感
官
に
よ
っ
て
自
己
を
感
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
岡
じ
こ

と
を
ノ
エ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ
の
連
関
で
言
い
直
す
と
、
ノ
エ
シ
ス
の
底
に
あ
る
非
合
理
的
な
も
の
を
ノ
エ
マ
と
し
て
合
理
化
し
て
行
っ
て
、
そ

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

＝
二
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の
非
合
理
的
な
も
の
を
個
物
的
な
も
の
と
し
て
、
事
実
と
し
て
、
自
己
と
し
て
、
自
由
な
人
格
と
し
て
露
に
す
る
と
こ
ろ
に
広
い
意
味
で
の

感
覚
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
意
識
が
ノ
エ
シ
ス
の
底
に
お
い
て
非
合
理
的
な
る
も
の
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
感
宮
的
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」

（0

|
這
O
）
外
部
感
覚
は
弱
い
内
部
感
覚
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
ビ
ラ
ソ
の
い
わ
ゆ
る
内
的
情
知
は
、
内
部
感
覚
を
超
え
て
、
内
部
感
覚

そ
の
も
の
が
そ
れ
の
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
根
源
的
な
感
覚
で
あ
る
。
真
に
個
物
的
に
し
て
非
合
理
的
な
も
の
の
直

観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
自
己
は
感
官
的
限
定
の
極
限
に
於
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
内
部
知
覚
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
か
か
る
限
定
の
極

限
を
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
屡
云
っ
た
如
く
我
々
の
自
己
は
単
に
か
か
る
限
定
の
極
限
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
こ
に
は
合
理
的
な
る
も
の
が
非
合
理
的
な
る
も
の
を
包
む
意
昧
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
、
否
々
が
内
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
が
な
け

れ
ぽ
な
ら
ぬ
、
そ
こ
に
は
立
場
の
転
換
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
か
か
る
感
官
的
限
定
が
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
所
謂
内
的
情
知
と
し
て

私
が
働
く
、
私
が
欲
す
る
の
意
味
を
有
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
㎏
（
？
お
刈
）
す
な
わ
ち
「
働
く
自
己
そ
の
も
の
の
内
容
を
見
る
」

（①

R
①
ω
）
の
が
「
思
惟
の
思
惟
偏
（
？
お
0
）
と
し
て
の
サ
ン
チ
マ
ン
（
情
知
V
で
あ
る
。

　
内
部
知
覚
と
は
も
と
も
と
内
的
情
知
の
性
格
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
内
部
知
覚
も
（
そ
の
ノ
エ
シ
ス
の
方
向
に
お
い
て
）

直
観
に
与
る
こ
と
が
で
ぎ
、
デ
カ
ル
ト
の
知
的
自
己
の
直
観
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
感
覚
と
は
不
完
全
な
意
志
的
行
為
で
あ
る
（
？

郎
相
）
。

五
　
「
永
遠
の
今
」
と
べ
ル
ク
ソ
ソ
の
持
続

　
西
田
哲
学
が
雷
及
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
の
筆
頭
が
ベ
ル
ク
ソ
ソ
で
あ
る
こ
と
は
聞
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
西
田
哲
学

に
よ
る
べ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
の
概
念
の
評
価
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
全
集
第
五
巻
の
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
は
、
叡
智
的
一
般
者
（
後
の
行
為
的
一
般
者
）
に
お

い
て
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
純
粋
持
続
は
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
と
較
べ
ら
れ
て
、
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
が
そ
う



で
あ
る
知
的
叡
智
的
自
己
が
ま
だ
形
式
的
自
覚
に
留
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
純
粋
持
続
は
叡
智
的
自
己
そ
の
も
の
の
自
覚
的
内
容
を
よ

り
い
っ
そ
う
盛
り
込
ん
で
い
る
と
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
併
し
意
識
一
般
が
筍
も
知
的
叡
智
的
自
己
と
し
て
叡
智
的
世
界
に
お
い

て
有
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
以
上
、
そ
れ
も
直
観
的
内
容
を
適
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
と
は
か
か
る
内
容
を
極
小
と
考
へ
た

も
の
で
あ
る
。
併
し
内
容
の
方
面
を
極
大
と
し
て
形
式
の
方
面
を
極
小
と
す
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
の
如
き
も
の
と
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
省
略
）
」
（
α
輿
望
ω
e
。
し
か
し
な
が
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
は
、
叡
智
的
自
己
そ
の
も
の
の
具
体
的
内
容
と
も
い
う
べ

き
芸
術
的
直
観
の
内
容
よ
り
も
深
く
、
「
そ
れ
は
無
限
に
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
直
観
で
あ
る
」
（
α
－
卜
。
器
）
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
叡

智
的
自
己
の
最
後
の
も
の
で
あ
る
自
由
意
志
的
自
己
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
純
粋
持
続
と
芸
術
的
直
観
と
の
位
置
取
り
に
関
し
て
は
、
第
六
巻
の
測
定
は
第
五
巻
と
は
い
く
ら
か
異
な
り
、
む
し
ろ
両
者

を
同
種
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
「
ベ
ル
グ
ソ
ソ
の
純
粋
持
続
と
い
ふ
の
は
単
に
流
れ
る
時
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
中
に
自
己
を

限
定
す
る
現
在
を
有
た
な
い
時
で
あ
る
、
従
っ
て
そ
の
内
容
は
芸
術
的
イ
デ
ア
の
意
義
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
の
自
己
自
身
を
限

定
す
る
今
と
い
ふ
の
は
純
粋
持
続
を
も
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
①
山
①
㊤
）
ま
た
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
我
々

は
我
々
に
直
接
な
る
も
の
と
し
て
主
客
未
分
の
芸
術
的
直
観
の
如
き
も
の
を
考
へ
、
ま
た
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
の
流
れ
の
如
き
も
の

を
考
へ
る
が
、
そ
れ
等
は
既
に
射
影
せ
ら
れ
た
自
己
の
統
　
に
過
ぎ
な
い
。
真
の
直
接
な
る
内
的
自
己
の
統
一
は
ノ
エ
マ
的
方
向
に
あ
る
の

で
は
な
く
し
て
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
あ
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
そ
れ
は
場
所
的
統
一
と
い
ふ
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
？
商
口

ω
ρ
）

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
は
、
た
か
だ
か
芸
術
的
直
観
の
自
己
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
カ
ン
ト
の
時
間
を
空
間
化
さ
れ
た
手
配
で
あ
っ
て
流
れ
る
真
の
時
間
で
は
な
い
と
非
難
し
た
が
、
西
田
哲
学
は
、
今
度
は
、
一

度
流
れ
去
っ
て
二
度
と
は
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
純
粋
持
続
に
対
し
て
、
す
な
わ
ち
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
い
う
深
い
自
我
に
対
し
て
、
さ

ら
に
深
い
自
覚
に
基
づ
く
自
己
を
対
置
す
る
。
雷
い
換
え
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直
観
・
自
覚
の
底
に
、
下
方
に
、
異
な
る
さ
ら
に
深
い
直

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

一
五
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観
・
自
覚
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
純
粋
持
続
に
対
し
て
、
そ
の
底
に
、
そ
の
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
、
永
遠
の
今
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
と
い

う
の
は
、
芸
術
的
直
観
と
は
、
真
の
時
間
で
あ
る
瞬
間
的
現
在
を
失
っ
た
行
為
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
我
々
は
各
瞬
間
に
締
て
永

遠
な
る
も
の
に
接
し
て
居
る
、
時
の
充
実
の
方
向
に
向
ふ
の
が
行
為
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
瞬
間
的
現
在
を
失
っ
た
時
、
行
為
は
芸

術
的
直
観
の
如
き
も
の
と
な
る
、
芸
術
的
直
観
の
内
容
は
「
時
の
充
実
」
の
内
容
と
し
て
時
を
含
む
と
云
ひ
得
る
が
、
現
在
的
瞬
間
を
含
ま

な
い
。
」
（
？
一
日
）

　
現
在
的
瞬
間
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
行
為
的
自
己
の
奥
底
に
真
に
無
に
し
て
自
己
自
身
を
限
定
し
て
い
る
「
絶
対
無

の
自
覚
、
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
」
を
、
さ
ら
に
、
考
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
（
①
点
㎝
。
。
〉
。
判
断
的
一
般
者
や
自
覚
的
一
般
者
を
包
み
、
こ

れ
ら
を
限
定
し
て
い
る
行
為
的
…
王
者
の
自
己
限
定
で
あ
る
行
為
的
自
己
は
、
な
お
限
定
さ
れ
た
自
己
で
あ
る
。
最
後
の
場
所
的
限
定
で
あ

る
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
こ
そ
が
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
で
あ
る
（
？
覇
O
）
。
永
遠
の
今
と
い
う
概
念
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
時
の
充

実
」
の
定
義
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
「
時
の
充
実
」
と
い
う
の
は
、
も
は
や
階
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
永
遠
の
今
と
し
て
、

「
無
限
の
過
去
を
現
在
の
今
に
収
赦
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「
神
は
創
造
の
始
の
日
の
如
く
今
も
創
造
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ

る
（
圃
げ
圃
山
■
）
。
永
遠
と
は
、
時
を
超
越
し
た
も
の
、
疇
を
失
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
「
今
が
今
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
所
に
真
の
永
遠
の
意

味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
絶
対
無
の
自
己
限
定
と
し
て
そ
こ
に
何
物
も
な
い
、
過
去
も
な
け
れ
ぽ
未
来
も
な
い
、
磨
き
澄
ま
し
た
明
鏡
の
如
く

永
遠
に
新
で
あ
る
、
そ
こ
に
い
つ
で
も
蒔
が
始
ま
る
と
い
ふ
所
に
真
の
永
遠
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
絶
対
無
の
場
所
に
於
て
は
到
る
所

が
今
で
あ
り
、
到
る
所
に
晴
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
絶
対
無
の
場
所
的
限
定
と
し
て
絶
対
無
の
場
所
に
於
て
あ
る
も
の

と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
、
我
々
の
自
由
な
る
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
①
山
α
O
ω
e

　
絶
対
無
の
自
己
隈
定
が
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
ノ
エ
シ
ス
的
自
覚
の
方
向
に
お
い
て
は
無
数
の
今
、
無
数
の
自
己

が
限
定
さ
れ
、
そ
の
ノ
エ
マ
的
自
覚
の
意
味
に
お
い
て
は
一
つ
の
今
が
限
定
さ
れ
る
。
「
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
意
義
に
於
て
無
数
の
今
、
無

数
の
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
ノ
エ
マ
的
方
向
に
於
て
㎝
つ
の
今
、
｝
つ
の
自
己
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
意
味
に
於
け



る
一
つ
の
今
の
自
己
限
定
と
い
ふ
も
の
が
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
的
自
己
と
考
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
」
（
？
＄
・
。
）
こ
の
絶
対
無
の
自
覚
的

限
定
は
、
パ
ス
カ
ル
か
ら
借
用
し
た
神
の
定
義
を
転
用
し
て
、
「
周
辺
な
く
し
て
到
る
所
が
中
心
と
な
る
無
限
大
の
円
（
球
）
と
考
へ
る
こ

と
が
で
き
る
。
（
中
略
）
。
斯
く
し
て
絶
対
無
の
自
己
限
定
に
よ
っ
て
之
に
干
て
あ
る
も
の
と
し
て
無
数
の
人
と
い
ふ
も
の
が
限
定
せ
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
を
有
っ
た
無
数
の
時
と
い
ふ
も
の
が
成
立
す
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
①
山
。
。
○
。
）
す
べ
て
の
時
を
限
定
す
る
絶
対

的
現
在
と
は
、
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
し
て
の
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
で
あ
る
。
「
か
か
る
意
味
に
於
て
絶
対
的
現
在
と
考
へ
ら
れ
る
も

の
は
何
処
に
て
も
始
ま
り
、
瞬
間
毎
に
新
に
、
い
つ
で
も
無
限
の
過
去
、
無
限
の
未
来
を
現
在
の
一
点
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
の
で
き
る
永
遠

の
今
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
、
時
は
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
成
立
す
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
峯
）
「
真
に
永
遠
の
今
と
い
ふ

べ
き
も
の
は
（
中
略
）
、
そ
の
各
の
点
に
於
て
無
限
の
過
去
無
限
の
未
来
を
消
す
こ
と
の
で
き
、
そ
れ
に
於
て
何
処
で
も
何
時
で
も
時
が
始

ま
る
と
考
へ
る
こ
と
の
で
き
る
絶
対
無
の
自
覚
と
い
ふ
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
罷
■
）

　
と
こ
ろ
が
他
方
、
周
辺
無
く
し
て
到
る
と
こ
ろ
が
中
心
と
な
る
絶
対
無
の
自
覚
面
は
、
そ
の
各
点
に
於
い
て
時
が
始
ま
る
と
と
も
に
、
そ

の
各
点
に
お
い
て
時
が
消
さ
れ
て
も
い
る
。
「
絶
対
の
生
の
面
は
絶
対
の
死
の
面
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
絶
対
無
の
自
己
限
定
は
そ
の
ノ

エ
シ
ス
的
限
定
の
意
味
に
於
て
無
数
の
時
を
包
み
、
之
に
よ
っ
て
無
数
の
時
が
成
立
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
の
ノ
エ
マ
的
限
定
の

意
味
に
於
て
は
す
べ
て
の
時
を
否
定
す
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
べ
て
の
時
を
包
む
と
い
ふ
意
味
に
於
て
限
定
せ
ら
れ
た
絶
対
の
現

在
と
い
ふ
も
の
に
於
て
は
、
時
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
」
（
①
山
。
。
。
。
ω
ρ
）
周
辺
な
く
し
て
到
る
と
こ
ろ
が
中
心
で
あ
る
無
限
大
の
円
に
お
い

て
は
生
も
動
も
な
く
、
も
は
や
現
在
と
は
い
え
ず
、
時
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
永
遠
の
今
に
よ
っ
て

限
定
さ
れ
た
永
遠
の
現
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
永
遠
の
過
去
か
ら
永
遠
の
未
来
に
流
れ
る
絶
対
時
（
い
わ
ゆ
る
対
象
界
）
が
考
え
ら

れ
る
（
①
山
。
。
O
）
。
こ
の
絶
対
時
は
後
に
何
処
に
も
中
心
の
な
い
無
限
大
の
周
辺
を
持
つ
円
と
し
て
定
義
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
永
遠

の
今
の
自
己
限
定
の
ノ
エ
シ
ス
面
を
極
小
に
し
、
ノ
エ
マ
面
が
極
大
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
に
よ
っ
て
、
無
数
の
現
在
を
持
つ
無
数
の
自
己
が
成
立
す
る
と
す
れ
ぽ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

　
七
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八

は
、
カ
ン
ト
の
意
識
「
般
的
自
己
と
同
様
、
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
を
ノ
エ
マ
的
な
方
向
に
お
い
て
捉
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
逆
に
雷
え

ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
は
、
真
の
時
間
で
あ
る
現
在
の
現
在
自
身
の
自
己
限
定
を
捉
え
損
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
象
学

の
喬
葉
で
雷
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
は
依
然
と
し
て
構
成
さ
れ
た
時
間
で
あ
り
、
構
成
す
る
時
間
で
は
な
い
。

　
西
田
哲
学
か
ら
の
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
側
か
ら
は
、
純
粋
持
続
の
概
念
は
、
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
だ
い
た
い
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
反
論
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
、
純
粋
持
続
が
、
｝
瞬
「
瞬
に
お
い
て
質
的
に

異
な
り
、
し
た
が
っ
て
各
瞬
間
が
決
し
て
繰
り
返
す
こ
と
が
な
く
、
一
度
流
れ
去
っ
て
し
ま
え
ぽ
二
度
と
返
っ
て
こ
な
い
の
は
、
過
去
と
現

在
と
が
相
互
浸
透
し
、
時
の
経
過
と
と
も
に
過
去
が
現
在
の
中
に
雪
だ
る
ま
の
よ
う
に
絶
え
ず
集
め
取
ら
れ
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
音

が
続
け
て
鳴
っ
て
も
、
二
番
瞑
の
音
は
最
初
の
音
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
後
の
音
と
し
て
、
す
で
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
変
え
て
い
る
。
現
在
が
過

去
を
現
在
の
内
に
絶
え
ず
取
り
集
め
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
が
変
容
し
続
け
る
か
ら
、
い
つ
も
新
し
い
今
が
到
来
し
、
持
続
に
お
い
て

各
瞬
間
が
創
造
と
な
る
。
空
間
化
と
は
、
こ
の
過
去
の
現
在
へ
の
取
り
集
め
に
お
い
て
、
取
り
残
し
が
起
こ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
反
復

の
現
象
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
物
質
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
持
続
は
限
り
な
く
弛
緩
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、
過
去
の
現
在
へ
の
繰

り
込
み
が
ほ
ぼ
零
の
状
態
で
あ
る
の
で
、
そ
の
た
め
に
物
質
は
同
質
的
と
な
り
繰
り
返
し
が
可
能
と
な
り
、
因
果
律
の
適
応
が
許
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
最
も
深
い
自
我
の
実
現
と
考
え
て
い
る
真
に
自
由
な
決
断
に
お
い
て
は
、
持
続
は
最
も
緊
張
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
自
我
が
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
す
べ
て
の
過
慮
を
現
在
に
取
り
込
む
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
西
田
哲
学
ふ
う
に
言
い
直
せ
ば
、
す

べ
て
の
過
去
を
現
在
の
一
点
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
過
虫
を
消
し
去
り
、
全
く
新
し
く
時
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。　

し
か
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
純
粋
持
続
は
、
単
に
個
人
の
意
識
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
宇
憲
全
体
が
「
意
識
一
般
」
○
§
φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

o
冨
ざ
Φ
①
護
α
q
曾
騨
繊
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
超
意
識
」
ω
三
）
鑓
0
9
謎
◎
2
0
Φ
（
○
窪
く
お
ω
為
O
ら
。
為
一
〇
）
と
し
て
、
持
続
し
て
い
る
。
こ
こ
で
誤

解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
宇
宙
と
し
て
の
意
識
一
般
な
い
し
は
超
意
識
は
、
す
べ
て
の
生
命
体
ぽ
か
り
か
物
質
を
も
含
む



も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
共
通
の
、
い
わ
ぽ
薄
め
ら
れ
た
、
ぎ
わ
め
て
弛
緩
し
た
持
続
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
創
造
的

進
化
』
に
お
い
て
「
生
命
の
躍
動
」
蹴
四
5
〈
詳
覧
と
命
名
さ
れ
る
意
識
…
般
は
、
宇
宙
の
す
べ
て
の
生
命
の
過
去
を
現
在
に
取
り
集
め
て
絶

え
ず
新
し
く
宇
宙
の
未
来
を
創
造
す
る
、
個
別
的
な
意
識
の
持
続
を
ま
さ
し
く
宇
宙
的
規
模
で
超
え
る
、
強
力
か
つ
強
靱
な
純
粋
持
続
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
こ
の
意
識
一
般
と
し
て
の
生
命
は
、
そ
れ
自
身
の
内
に
物
質
を
本
質
的

に
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
物
質
と
は
、
自
分
自
身
を
形
成
す
る
生
命
の
緊
張
が
中
断
し
て
途
切
れ
る
や
否
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
＞

弛
緩
が
始
ま
り
自
己
解
体
を
本
質
と
す
る
物
質
が
生
成
す
る
と
い
う
仕
方
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　
生
命
と
し
て
の
意
識
一
般
の
持
続
は
、
内
在
す
る
物
質
化
の
傾
向
す
な
わ
ち
弛
緩
と
解
体
を
克
服
し
て
、
原
初
の
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
の

持
続
の
緊
張
を
回
復
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
生
命
の
進
化
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
生
命
の
緊
張
と
物
質
の
弛
緩
と
が
ち
ょ
う
ど
釣
り

合
っ
た
と
こ
ろ
で
、
生
命
の
進
化
が
止
ま
り
、
そ
の
場
で
円
を
描
い
て
旋
回
し
な
が
ら
停
止
し
て
い
る
の
が
進
化
の
現
状
で
あ
る
。

　
自
然
状
態
で
の
生
命
の
進
化
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し
生
命
の
進
化
は
さ
ら
に
、
今
度
は
種
と
し
て
で
は
な
く
て
、
個
人
に
よ
っ
て

押
し
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
唯
一
の
個
人
か
ら
成
る
新
し
い
種
の
創
造
」
（
○
窪
く
お
ω
弧
O
㎝
O
）
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
西
田
哲
学
の
言
う
人

格
的
自
己
と
し
て
の
個
物
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
の
が
、
人
類
愛
の
開
か
れ
た
社
会
と
神
秘
主
義
に
基
づ
く
動
的

宗
教
を
論
じ
る
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
で
あ
る
。
愛
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
神
と
、
単
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
よ
う
に
神
を
見
る
だ
け

で
は
な
く
て
、
さ
ら
に
深
く
進
ん
で
、
神
と
意
志
に
お
い
て
｝
致
し
た
神
秘
主
義
者
に
よ
っ
て
、
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
で
あ
る
非
造
物
で
あ

る
生
命
・
持
続
は
、
創
造
主
そ
の
も
の
で
あ
る
エ
ラ
ン
・
ダ
ム
ー
ル
「
色
秘
匿
価
、
勉
ヨ
。
窪
愛
の
躍
動
」
ま
で
、
生
命
の
源
泉
ま
で
帰
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
創
造
さ
れ
た
自
然
か
ら
創
造
す
る
自
然
へ
回
帰
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ソ
に
お
い
て
も
、
創
造
は
連
続
的
で
あ

り
、
持
続
で
あ
る
限
り
、
森
羅
万
象
は
日
々
新
し
い
の
で
あ
る
（
○
費
く
話
ω
し
ω
露
）
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
は
、
い
わ
ば
そ
の
ノ
エ
シ
ス
方
向
に
考
え
る
と
き
、
西
田
哲
学
に
言
う
永
遠
の
今

と
過
去
の
方
向
に
関
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
未
来
方
向
に
関
す
る
問
題
は
残
る
。
さ
ら
に
は

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

一
九
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（
1
0
）

神
秘
主
義
で
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
パ
ウ
ロ
系
統
の
神
秘
主
義
を
取
っ
て
い
る
可
能
性
は
大
き
い
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
最

後
の
著
作
と
な
る
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
と
西
田
幾
多
郎
全
集
第
六
巻
の
出
版
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
年
（
一
九
三
二
年
）
で
あ
る
か
ら
、

全
集
第
六
巻
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
創
造
的
進
化
』
の
い
わ
ぽ
科
学
的
事
実
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
直
観
の
立
場
か
ら
『
道
徳
と
宗
教
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
V

二
源
泉
』
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
る
神
秘
的
直
観
の
立
場
へ
の
飛
躍
を
知
ら
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
未
来
方
向
に
関
す
る
問
題
は
、
『
道

徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
の
カ
ン
ト
の
定
雷
命
法
に
つ
い
て
の
批
判
を
手
が
か
り
に
、
道
徳
的
英
雄
で
あ
る
個
人
の
発
明
に
基
づ
く
開
か
れ
た

社
会
を
考
察
す
る
こ
と
で
進
展
を
見
る
か
も
し
れ
な
い
。

六
　
私
と
汝
、
他
者
の
問
題

　
最
後
に
西
田
哲
学
に
お
け
る
汝
に
つ
い
て
の
議
論
と
、
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
に
お
け
る
他
者
問
題
と
の
簡
単
な
比
較
を
行
う
こ
と
に

し
よ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
哲
学
の
視
点
か
ら
最
近
の
現
象
学
の
動
向
を
ど
の
よ
う
に
冤
る
こ
と
が
で
き
る
か
考
え
て
み
よ
う
。

　
一
　
西
銀
哲
学
に
お
け
る
汝
の
概
念

　
全
集
第
六
巻
所
収
の
論
文
「
私
と
汝
」
を
中
心
に
し
て
、
そ
れ
を
第
七
巻
燭
哲
学
の
根
本
問
題
（
行
為
の
世
界
こ
の
「
序
し
や
「
私
と

世
界
」
の
末
尾
の
言
葉
（
？
い
。
H
O
）
に
従
っ
て
、
霜
曇
七
巻
で
補
い
な
が
ら
、
西
面
哲
学
に
お
け
る
他
者
の
問
題
を
考
え
る
が
、
そ
の
た
め

の
最
初
の
作
業
と
し
て
、
紹
物
と
一
般
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
個
物
は
最
初
、
判
断
的
一
般
者
す
な
わ
ち
、
い
わ
や
る
具
体
的
一
般
者
の
自
己
限
定
の
極
限
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
ち
、
さ
ら
に
こ
れ
を

超
え
て
、
個
物
は
自
覚
的
一
般
者
に
お
け
る
自
覚
的
限
定
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
し
か
も
自
覚
的
限
定
は
行
為
的
一
般
者
に
お
い
て
成
立
し
、

い
わ
ゆ
る
自
覚
的
～
般
者
は
、
行
為
的
～
般
者
の
限
定
さ
れ
た
抽
象
面
に
過
ぎ
な
い
。
行
為
的
一
般
者
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
真
に
丸

物
・
行
為
的
自
己
が
限
定
さ
れ
る
。
こ
の
行
為
的
自
己
は
動
く
、
働
く
個
物
で
あ
る
。
判
断
的
一
般
者
の
自
己
限
定
の
極
限
と
し
て
の
干
物



は
、
判
断
四
一
誉
者
が
、
判
断
的
～
般
者
に
お
い
て
あ
る
個
物
と
量
的
に
一
致
し
、
主
語
薗
が
述
語
面
に
外
延
的
に
等
し
く
な
り
、
個
物
が

一
般
者
を
覆
い
尽
く
す
こ
と
で
終
わ
る
の
に
対
し
て
、
行
為
的
　
般
者
は
、
　
般
者
の
一
般
者
と
し
て
、
判
断
的
一
般
者
を
包
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
さ
ら
に
こ
れ
を
限
定
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
判
断
的
一
般
者
に
お
い
て
あ
る
個
物
は
、
一
般
者
が
高
次
の
一
般
者
に
お

い
て
さ
ら
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
物
か
ら
個
物
へ
と
動
く
も
の
・
働
く
も
の
と
な
る
。
「
一
般
者
の
一
般
者
の
限
定
と
は
何
を

意
味
す
る
か
。
そ
れ
は
個
物
か
ら
個
物
へ
移
っ
て
い
く
、
点
か
ら
点
へ
移
っ
て
い
く
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
般
者
の
自
己
限

定
と
い
ふ
の
は
個
物
が
一
般
者
で
あ
る
と
い
ふ
に
至
っ
て
窮
ま
る
、
そ
れ
以
上
に
は
出
ら
れ
な
い
。
点
か
ら
点
へ
連
続
的
に
動
く
と
い
ふ
如

き
所
謂
時
の
限
定
と
い
ふ
如
き
も
の
を
考
へ
る
に
は
、
一
般
者
の
　
般
者
と
い
ふ
如
き
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
（
①
I
b
。
o
。
O
）
。
西

田
哲
学
の
汝
の
問
題
の
核
心
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
自
己
の
内
に
他
を
見
る
、
自
己
の
底
を
超
え
て
他
に
行
く
と
言
わ
れ
る
と
き
意
味
さ
れ
て

い
る
の
は
、
個
物
が
働
く
個
物
と
し
て
、
個
性
と
し
て
人
格
と
し
て
、
自
分
を
出
て
、
他
の
人
格
で
あ
る
個
物
に
対
面
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
…
誉
者
の
限
定
の
極
限
と
し
て
考
え
ら
れ
る
個
物
は
、
い
ま
だ
、
限
定
さ
れ
た
個
物
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
個
物
が
真
の
個
物
と
し
て

自
覚
的
に
な
る
た
め
に
は
、
自
分
で
自
分
を
さ
ら
に
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個
物
が
…
般
者
を
逆
に
限
定
し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
一
般
者
を
限
定
す
る
よ
う
な
個
物
は
、
そ
れ
の
お
い
て
あ
る
別
の
場
所
を

必
要
と
し
て
、
そ
れ
が
一
般
者
の
一
般
者
と
し
て
の
無
の
場
所
で
あ
る
。
「
個
物
が
動
く
個
物
と
し
て
点
か
ら
点
へ
移
る
に
は
、
個
物
は
自

己
自
身
を
破
壊
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
個
物
が
破
壊
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
一
つ
の
具
体
的
一
般
者
が
破
壊
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
（
①
幽
逡
）
「
併
し
我
々
は
個
物
と
し
て
死
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
く
個
物
と
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
即
ち
個

性
を
有
っ
た
自
由
の
自
己
と
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
（
①
山
8
）
。
死
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
自
己
否
定
に
よ
る
他
愛
こ
そ

真
の
自
愛
で
あ
る
、
自
覚
の
極
み
で
あ
る
。

　
一
般
者
の
限
定
の
極
限
と
し
て
の
個
物
は
、
そ
の
よ
う
な
限
定
を
超
え
て
さ
ら
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
働
く
個
物

と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
個
物
の
自
己
限
定
が
そ
の
ま
ま
個
物
に
よ
る
一
般
者
の
限
定
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
　

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

一
工
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ニ
ニ

般
者
の
一
般
者
の
限
定
を
意
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
個
物
と
一
般
者
、
ま
た
一
般
者
の
～
卜
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
自
己
自
身
を
限
定
す
る
自
由
な
個
物
と
そ
の
個
物
の
場
所
で
あ
る
一
般
者
の
一
般
者
と
の
関
係
は
、
個
物
の
自
己
限
定
は
、
個
物
の
他
の

個
物
に
対
し
て
な
さ
れ
る
限
定
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
る
。
「
個
物
は
唯
個
物
に
対
し
て
自

己
自
身
を
限
定
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
唯
一
つ
の
個
物
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
意
味
を
成
さ
な
い
。
（
中
略
）
。
偲

物
は
個
物
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
絶
対
の
他
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
物
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
（
刈
点
①
一
9
刈
幽
μ
卜
。
↓
）
個
物
は
、

い
わ
ゆ
る
具
体
的
一
般
者
で
あ
る
判
断
的
一
般
者
が
一
般
者
と
し
て
の
内
包
を
特
殊
化
す
る
こ
と
に
基
づ
く
自
己
限
定
の
極
限
に
お
い
て
考

え
ら
れ
る
。
個
物
と
は
、
こ
の
限
り
で
は
、
一
般
者
の
内
包
的
限
定
の
極
限
に
あ
る
。
働
く
個
物
は
さ
ら
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に

お
い
て
、
　
一
般
者
の
内
包
的
限
定
を
超
え
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
　
一
般
者
の
限
定
か
ら
無
関
係
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
一
般
者
に
お
い

て
限
定
さ
れ
な
い
よ
う
な
個
物
は
個
物
で
あ
り
得
な
い
。
自
己
自
身
を
限
定
す
る
個
物
は
、
一
般
者
の
限
定
と
し
て
は
、
内
包
的
限
定
で
は

も
は
や
な
く
て
、
外
延
的
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
内
包
的
に
限
定
せ
ら
れ
な
い
外
延
的
な
る
も
の
は
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
、

外
延
的
な
る
も
の
は
い
つ
も
単
な
る
内
包
的
限
定
を
越
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
刈
幽
O
）
こ
れ
ま
で
の
論
理
学
で
は
、
こ
の
外

延
的
限
定
が
、
「
外
延
の
論
理
的
役
廻
」
（
算
）
が
、
閑
却
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
自
己
自
身
を
限
定
す
る
特
殊
者
」
（
白
歯
8
）
に

あ
っ
て
は
、
一
般
者
は
も
は
や
個
物
を
属
種
と
し
て
限
定
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、
一
般
者
は
個
物
の
属
性
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
い

う
も
の
、
す
で
に
、
　
般
者
の
限
定
の
極
限
で
あ
る
個
物
は
量
的
に
、
ま
さ
に
極
限
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
概
念
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
抽
象
的
判

断
の
一
般
者
の
外
延
を
越
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ぎ
り
ぎ
り
の
場
合
を
想
定
し
て
、
概
念
的
限
定
に
基
づ
く
最
後
の
特
殊
が
お
互
い
に
唯
一

の
要
素
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
極
限
で
あ
る
個
物
の
数
は
、
そ
の
最
後
の
特
殊
の
数
よ
り
も
二
倍
多
い
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
個
物
に
お
い
て
は
、
一
般
者
の
外
延
は
個
物
の
数
と
完
全
に
一
致
す
る
。
個
物
の
主
語
面
は
、
一
般
者
の
述
語
薗
と

完
全
に
一
致
す
る
。
い
わ
ぽ
個
物
は
一
般
者
の
外
延
の
上
に
隙
間
な
く
、
し
か
し
、
お
互
い
に
交
渉
す
る
こ
と
な
く
、
静
か
に
整
列
し
て
い



る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
包
的
限
定
の
極
限
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
個
物
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
き
、
一
般
者
の

限
定
は
そ
の
内
包
的
限
定
の
極
限
を
超
え
て
、
今
度
は
外
延
的
限
定
に
変
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
般
者
の
外
延
的
限
定
こ
そ
、
個
物

が
個
物
に
対
し
て
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
「
個
物
が
個
物
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
単
に
個
物
が
一
般
的
な

る
も
の
の
限
定
を
脱
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
さ
う
い
ふ
個
物
は
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
個
物
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
繋
辞

的
一
般
者
の
…
方
に
於
て
限
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
物
は
一
般
者
の
外
延
的
限
定
に
よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
る
と
考
へ

ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
か
か
る
一
般
者
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
所
謂
一
般
者
と
云
は
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何

処
ま
で
も
自
己
自
身
の
中
に
自
己
を
限
定
す
る
　
般
者
で
は
な
く
し
て
、
即
ち
連
続
的
過
程
と
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
で
は
な
く

し
て
、
却
っ
て
非
連
続
の
連
続
と
し
て
自
己
を
限
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
（
刈
歯
刈
）
一
般
者
の
一
般
者
の
自
己
限
定
と
は
外
延

的
限
定
と
し
て
個
物
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
、
個
物
が
個
物
に
対
し
て
非
連
続
の
連
続

と
し
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（
？
b
。
O
①
）
。

　
温
灰
哲
学
に
と
っ
て
汝
の
存
在
は
、
人
格
的
自
己
と
し
て
の
個
物
の
自
己
限
定
が
、
そ
の
ま
ま
他
の
人
格
的
自
己
と
し
て
の
個
物
と
の
出

会
い
で
あ
り
個
物
へ
の
働
き
か
け
で
あ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。

　
個
物
の
自
身
の
自
己
限
定
が
ど
の
よ
う
に
し
て
他
の
個
物
す
な
わ
ち
汝
と
の
出
会
い
で
あ
り
他
者
を
経
験
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
に

つ
い
て
の
、
一
般
と
個
物
と
の
限
定
の
関
係
か
ら
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
今
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
私
と
汝
と
の
関
係
は
、

別
の
仕
方
で
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
個
物
の
自
己
限
定
と
同
じ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
が
、
私
が
私
自
身
を
知
る
と
い
う
自

覚
の
構
造
か
ら
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
自
覚
と
は
「
自
己
が
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る
」
（
？
ω
。
。
①
）
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
「
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
は
、
即
ち
主
観
と
客
観
と
は
絶
対
に
異
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
主
と
客
と
を

含
む
一
般
者
は
な
い
。
自
己
が
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
自
己
が
自
己
に
於
て
絶
対
の
他
を
見
る
と
考
へ
ら
れ
る
と
共

に
、
そ
の
絶
対
の
他
は
即
ち
自
己
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
5
）
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

二
三
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二
四

る
自
覚
に
お
い
て
、
見
る
私
と
見
ら
れ
る
私
と
は
絶
対
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
絶
対
的
に
異
な
る
私
が
「
つ
に
な
る
と
こ
ろ

に
自
覚
が
成
立
す
る
。
そ
の
一
致
を
可
能
に
す
る
の
が
直
観
で
あ
る
。
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
と
し
て
の
行
為
的
直
観
で
あ
る
。
真
の
直
観

は
、
自
己
と
他
と
が
「
と
な
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
己
の
中
に
絶
対
の
他
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
「
直
観
と
い
ふ
の
は
通
常
、
芸
術
的
直

観
を
典
型
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
如
く
、
我
々
が
直
に
物
と
合
一
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
、
自
己
自
身
の
底
に
絶
対
の
他
を
蔵
し
、
自
己

が
自
己
の
底
か
ら
他
に
転
じ
行
く
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
自
己
と
他
と
が
「
と
な
る
と
云
ふ
の
で
は
な
く
、
自
己
の
中
に
絶

対
の
他
を
見
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
？
ω
り
O
）
私
が
自
覚
に
お
い
て
自
己
の
内
に
見
る
見
ら
れ
た
私
と
し
て
の
絶
対
の

他
と
は
、
撫
す
な
わ
ち
他
の
人
格
的
自
己
、
自
由
な
個
物
に
他
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
真
の
個
物
以
外
に
私
と
い
か
な
る
点
に
お
い
て

も
異
な
る
絶
対
的
な
趣
は
あ
り
得
な
い
し
、
真
の
個
物
と
は
、
汝
と
し
て
の
他
の
人
格
的
自
己
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
メ
ル

ロ
ー
ー
ポ
ソ
テ
ィ
は
後
期
の
噸
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
に
お
い
て
、
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
可
逆
性
（
み
く
Φ
邑
げ
農
什
伽
）
を
、

両
者
に
共
通
の
存
在
論
的
要
素
で
あ
る
肉
（
0
7
鉱
居
）
の
概
念
に
よ
っ
て
保
証
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
省
に
お
け
る
見
る
私
な
い
し

は
触
っ
て
い
る
私
と
、
他
方
の
見
ら
れ
て
い
る
私
な
い
し
は
触
ら
れ
て
い
る
私
と
の
問
に
合
致
で
は
な
く
て
、
異
な
ら
な
い
こ
と
（
き
そ

臼
跨
曾
魯
8
V
が
実
現
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
こ
の
考
え
を
一
般
化
し
て
、
叢
る
も
の
と
し
て
の
主
観
と
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
客
観
の

対
立
を
超
え
よ
う
と
し
た
が
、
西
田
哲
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
肉
と
い
う
共
通
の
要
素
が
ま
だ
あ
る
か
ぎ
り
個
物
は
成
立
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
真
の
主
観
と
客
観
な
い
し
は
私
と
他
者
と
の
あ
る
い
は
世
界
と
の
対
立
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ほ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
V

と
う
の
私
も
ほ
ん
と
う
の
他
者
も
、
超
越
者
と
し
て
の
世
界
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
自
覚
と
は
自
己
に
お
い
て
絶
対
の
他
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
絶
対
の
他
に
出
会
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
　
般
者
の
限
定
の
極
限
を

さ
ら
に
進
め
る
個
物
の
自
己
限
定
は
、
絶
対
の
他
と
し
て
の
他
の
個
物
に
対
す
る
個
物
の
限
定
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
上
に
見
た
、
弁
証
法

的
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
の
外
延
的
限
定
で
あ
る
。
自
覚
の
構
造
の
内
に
始
め
か
ら
他
者
が
含
ま
れ
て
い
る
。
他
者
の
な
い
自
己
は
存

在
し
な
い
の
で
あ
る
。
私
の
内
に
他
者
が
あ
り
、
私
の
底
を
通
し
て
他
者
へ
と
私
は
移
り
行
く
の
で
あ
る
。
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
言
わ



れ
る
事
柄
で
あ
る
。
「
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
の
他
を
見
る
と
い
ふ
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
社
会
的
・
歴
史
的
限
定

と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
自
己
は
か
か
る
意
味
に
曾
て
限
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
Φ
ム
嵩
〉
そ
し
て
、
「
歴
史
の
世
界
に
於

て
は
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ソ
の
云
ふ
如
く
、
い
つ
も
私
と
汝
と
相
逢
ふ
の
で
あ
る
。
し
（
一
α
・
）
さ
ら
に
は
「
歴
史
に
於
て
は
い
つ
も
過
ぎ
去
っ
た
汝

と
現
在
の
私
と
が
相
逢
ふ
の
で
あ
る
。
」
（
？
自
。
。
）
私
が
他
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
を
愛
す
る
と
い

う
こ
と
は
他
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
自
覚
の
極
み
が
あ
り
、
真
の
直
観
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
愛
即
他
愛
は
、
こ
の
真
の
直

観
は
、
た
だ
神
の
絶
対
の
愛
で
あ
る
ア
ガ
ペ
ー
に
お
い
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
（
①
直
N
一
）
。
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
に
お
い
て
、
自
己
の
内

に
絶
対
の
他
を
見
、
絶
対
の
他
に
出
会
う
こ
と
は
、
絶
対
に
私
を
否
定
す
る
も
の
と
出
会
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
私
の
死
を
意
味
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
己
の
内
に
絶
対
の
他
を
見
、
絶
対
の
他
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
が
自
覚
の
成
立
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
こ
と

は
私
の
誕
生
を
意
味
す
る
。
「
真
の
弁
証
法
と
い
ふ
の
は
、
始
よ
り
蘇
生
を
期
待
し
て
死
す
る
の
で
な
く
、
真
に
死
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

き
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
絶
対
の
死
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
蘇
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
（
①
－
ω
曾
）
。
反
省
に

お
け
る
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
に
お
い
て
、
私
が
絶
対
の
他
に
出
会
っ
て
絶
対
に
死
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
と
、
弁
証
法
的
一

般
者
の
外
延
的
自
己
限
定
に
お
い
て
個
物
が
非
連
続
の
連
続
と
し
て
他
の
個
物
に
対
し
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
表
現
こ
そ
違
え
、
内
容

に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
論
文
の
第
五
節
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
動
く
個
物
・
働
く
個
物
・
行
為
的
自
己
は
す
で
に
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
な
い

し
は
現
在
の
現
在
自
身
の
自
己
限
定
、
い
っ
そ
う
正
確
に
は
現
在
の
自
己
限
定
の
極
限
と
し
て
の
瞬
間
の
瞬
間
自
身
に
よ
る
自
己
限
定
（
？

ω
蒔
。
。
）
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
時
間
的
に
定
義
さ
れ
た
行
為
的
自
己
は
、
同
じ
行
為
的
自
己
で
あ

る
こ
れ
ま
で
の
個
物
の
自
己
限
定
と
し
て
の
定
義
や
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
の
そ
れ
と
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
同
値
の
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
い
う
こ
の
時
問
的
規
定
は
、
個
物
の
自
己
限
定
と
、
他
方
の
、
個
物
の
自
覚
的
限

定
と
が
同
値
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
媒
介
的
な
定
義
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
者
の
限
定
の
極
限
に
見
出
さ
れ
る
個
物
は
、
さ

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

二
五
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二
六

ら
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
働
く
自
由
な
真
の
個
物
・
人
格
的
個
物
と
な
る
が
、
そ
の
際
、
個
物
が
一
般
者
に
よ
る
限
定
を

離
れ
た
自
己
自
身
を
限
定
す
る
個
物
に
移
る
過
程
は
、
第
五
巻
の
展
開
に
従
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
具
体
的
一
般
者
に
他
な
ら
な
い
判
断
的
一
般

者
か
ら
自
覚
的
一
般
者
へ
の
深
化
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
こ
を
突
き
抜
け
て
行
為
的
一
般
者
に
到
る
そ
の
道
筋
を
指
し
て
い
る
。
自
覚
的
一

般
者
と
は
、
い
わ
ゆ
る
異
体
的
一
般
者
と
そ
の
一
般
者
の
一
般
者
で
あ
る
行
為
的
一
般
者
と
の
間
に
考
え
ら
れ
た
抽
象
的
な
　
般
漏
す
な
わ

ち
行
為
的
一
般
者
の
自
覚
の
内
容
を
極
小
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
綴
物
の
自
己
限
定
は
し
た
が
っ
て
そ
の
限
定
の
過
程
と
し
て
、
自
覚
的
　

般
者
に
お
け
る
我
々
の
意
識
界
の
限
定
を
含
ん
で
い
る
。

　
個
物
が
自
己
限
定
に
よ
っ
て
、
一
般
者
の
限
定
を
そ
の
極
限
に
お
い
て
越
え
る
と
き
、
場
所
的
限
定
が
こ
れ
に
よ
っ
て
消
え
失
ぜ
る
の
で

は
な
く
、
「
逆
限
定
」
（
？
ω
詑
）
と
し
て
、
限
定
す
る
の
で
は
な
く
て
「
映
す
」
の
で
あ
る
。
「
環
境
的
限
定
の
極
限
に
於
て
飼
物
が
之
を
越

え
る
と
い
ふ
時
、
即
ち
個
物
が
場
所
に
対
し
て
自
由
と
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
無
の
限
定
の
立
場
に
於
て
之
に
対
す
る
逆
限
定
と
し
て
、

即
ち
個
物
が
個
物
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
無
数
の
個
物
的
限
定
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
場
所
が
何

処
ま
で
も
環
境
的
限
定
の
意
義
を
有
つ
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
自
己
自
身
を
限
定
す
る
個
物
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
単
に
映
す
も
の
、
単
に

各
自
の
意
識
面
を
有
つ
も
の
と
考
へ
る
斜
な
い
。
我
々
の
自
己
は
此
場
合
、
全
然
受
動
的
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
単
に
環
境
を
映
す
も

の
、
即
ち
感
宮
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
内
部
知
覚
的
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
斯
く
し
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
環
境
的

限
定
を
離
れ
て
各
自
が
各
自
の
内
面
的
世
界
を
有
つ
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
単
な
る
環
境
的
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
我
々
の
感
覚
的

意
識
の
世
界
と
い
ふ
如
き
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
？
ω
器
ω
ρ
．
）

　
こ
う
し
て
、
個
物
の
自
己
限
定
は
我
々
各
自
の
意
識
面
の
成
立
を
意
味
す
る
が
、
い
か
に
し
て
個
物
は
～
影
響
の
場
所
的
限
定
か
ら
自
由

に
な
っ
て
意
識
面
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
か
、
言
い
換
え
る
と
、
逆
限
定
は
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
。
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
は
意

識
面
の
成
立
を
、
時
間
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
い
ふ
も
の
を
　
二
者
の
自
己
限
定
と
考
へ
れ
ぽ
、
我
々
は
そ
の

外
延
と
し
て
之
に
穿
て
あ
る
と
宏
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
（
中
略
）
。
私
と
汝
と
互
い
に
人
格
と
し
て
相
働
く
に
も
、
同
一
の
一
般
者
に
去
て
あ



る
と
い
ふ
意
昧
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
瞬
間
が
瞬
間
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
之
に
於
て
あ

る
と
考
へ
ら
れ
る
我
々
は
、
何
処
ま
で
も
過
去
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
我
々
は
現
実
の
底
か
ら
何
処
ま
で
も
物
質

に
よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
て
居
る
、
我
々
は
身
体
を
有
つ
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
で
あ
る
。
（
中
略
）
。
併
し
我
々
は
単
に
か
か
る
環
境
か
ら
限
定

せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
我
々
は
単
な
る
物
質
で
は
な
い
。
私
も
汝
も
共
に
働
く
も
の
と
し
て
瞬
間
的
限
定
の
尖
端
に
得
て
未
来
か
ら
の

限
定
の
意
味
を
有
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
是
に
於
て
環
境
的
限
定
か
ら
離
れ
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
、
過
去
か
ら
の
必
然
的
限

定
を
脱
し
て
自
由
と
な
り
、
創
造
的
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
が
各
自
に
有
す
る
意
識
面
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
斯
く
未
来

か
ら
の
限
定
の
意
味
に
於
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
無
論
未
来
か
ら
限
定
す
る
と
云
へ
ぽ
、
何
物
か
を
創
造
す
る
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
に
永
遠
な
る
生
命
に
接
す
る
と
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
創
造
的
進
化
の
如
き
も
の
も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
我
々
は

そ
こ
に
絶
対
の
死
即
ち
生
な
る
絶
対
無
の
自
己
限
定
面
に
撞
着
す
る
と
し
て
、
先
ず
単
に
映
す
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
絶

対
に
限
定
す
る
も
の
な
き
も
の
の
限
定
と
し
て
、
映
す
と
い
ふ
こ
と
が
考
へ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
」
（
？
ω
①
・
。
ω
ρ
◆
）
同
じ
こ
と
が
、
次
の
よ

う
に
簡
潔
に
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
す
で
に
見
た
一
般
者
の
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
の
外
延
的
限
定
が
、
永
遠
の
今
の
自
「
ロ
限
定

と
し
て
の
時
間
的
限
定
と
し
て
無
数
の
意
識
面
と
い
う
「
量
的
関
係
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「
環
境
的
限
定
の
極
限
に
干
て

逆
に
個
物
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
と
云
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
か
ら
の
限
定
の
極
限
に
於
て
、
逆
に
未
来
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
と
考
へ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
各
自
の
意
識
面
と
い
う
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
無
数
の
意
識
面
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
絶
対
否
定
の
弁
証
法
的
限
定
か
ら
、
か
か
る
量
的
関
係
と
い
ふ
も
の
が
出
て
来
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
O
－
ω
ざ
ω
ρ
．
）

　
未
来
か
ら
の
限
定
に
基
づ
く
意
識
世
界
は
、
終
わ
り
が
始
ま
り
を
規
定
し
て
い
る
合
霞
的
的
世
界
で
あ
る
。
「
終
に
現
れ
る
も
の
が
始
か

ら
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
、
我
々
の
合
目
的
的
因
果
と
考
へ
る
も
の
で
あ
る
、
生
物
学
的
現
象
と
い
ふ
も
の
は
斯
く
し
て
考
へ

ら
れ
る
。
」
（
①
－
ω
お
）
し
か
し
、
単
な
る
生
物
学
的
生
命
す
な
わ
ち
第
七
巻
に
言
う
生
物
的
生
命
と
我
々
の
人
格
的
生
命
と
は
異
な
る
。
人

格
的
生
命
は
単
に
合
目
的
的
で
あ
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
当
為
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
も
い
る
。
「
生
物
学
的
見
方
と
い
ふ
の
は
合
目
的
的
と

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

二
七
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二
八

云
っ
て
も
、
単
な
る
環
境
的
限
定
を
基
礎
と
し
た
生
命
の
見
方
に
過
ぎ
な
い
。
過
去
を
基
礎
と
し
た
時
の
見
方
に
過
ぎ
な
い
。
（
中
略
）
。
真

に
我
々
の
人
格
的
生
命
を
限
定
す
る
も
の
は
、
か
か
る
限
定
を
も
否
定
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
（
中
略
）
。
」
「
無
限
の
過
去
か
ら

限
定
せ
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
瞬
闘
的
限
定
の
底
か
ら
、
之
を
翻
す
こ
と
に
よ
っ
て
働
く
も
の
と
し
て
我
々
を
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
も

の
は
、
単
に
合
霞
的
的
作
用
と
い
ふ
如
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
当
為
の
意
味
を
有
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
、
当
為
が

衝
動
を
包
む
所
に
、
真
に
自
由
な
る
人
格
的
自
己
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
臨
（
置
阜
）
そ
し
て
、
こ
こ
で
云
わ
れ
る
当
為
は
、
西
賑
哲
学
で

は
、
単
に
行
為
論
的
で
あ
る
ぽ
か
り
で
は
な
く
て
、
認
識
論
的
で
も
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
す
で
に
見
た
カ
ン

ト
の
意
識
～
般
の
解
釈
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
認
識
主
観
は
行
為
的
自
己
の
自
覚
の
内
容
が
極
小
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
認
識
主
観
に

お
い
て
は
認
識
の
超
越
論
的
制
約
と
し
て
現
れ
る
も
の
は
、
実
は
、
行
為
的
自
己
の
当
為
が
形
式
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
実
は
、
当
為
さ
え
も
真
の
人
格
的
自
己
を
規
定
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
「
未
来
か
ら
の
限
定
が
過
張
か
ら
の
限
定
に
対
し
て

当
為
の
意
義
を
有
し
、
当
為
が
衝
動
を
包
む
と
考
へ
ら
れ
る
所
に
、
人
格
的
な
る
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
と
云
っ
て
も
、
人
格
は
単
な
る
当
為

で
あ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
瞬
間
的
限
定
の
底
に
は
、
何
処
ま
で
も
未
来
か
ら
の
限
定
に
反
抗
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中

略
）
。
そ
れ
は
過
去
か
ら
の
限
定
に
対
し
て
も
、
未
来
か
ら
の
限
定
に
対
し
て
も
非
通
約
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
時
の
限
定
を
越

え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
、
時
に
属
せ
ざ
る
瞬
間
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
時
を
包
む
永
遠
の
今
の
自
己

限
定
と
し
て
、
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
を
隈
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
か
ら
無
数
の
過
去

が
限
定
せ
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
、
無
数
の
乗
来
も
隈
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
O
あ
♂
）
当
為
さ
え
も
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
真

の
自
由
が
あ
り
、
自
由
に
働
く
も
の
と
し
て
の
人
格
的
自
己
が
あ
る
。
時
間
を
規
定
し
て
い
る
の
は
時
間
で
は
な
い
。
永
遠
の
今
の
自
己
限

定
が
、
厳
密
に
は
「
永
遠
の
今
の
外
延
と
い
ふ
如
き
意
味
を
有
っ
た
」
瞬
間
（
？
G
。
ミ
）
の
自
己
限
定
が
、
時
間
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
現
象
学
の
用
語
で
醤
え
ぽ
、
時
間
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
の
瞬
問
の
自
己
限
定
で
あ
る
。
時
間
は
過

去
か
ら
の
限
定
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
そ
の
過
去
か
ら
の
限
定
を
そ
の
限
定
の
尖
端
に
お
い
て
覆
す
未
来
か
ら
の
限
定
に
お
い
て
も
、
構
成
さ



れ
な
い
。
時
間
は
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
「
す
べ
て
の
時
を
包
み
、
現
在
が
現
在
を
限
定
す
る
意
味
に
て
、
す
べ

て
の
時
を
限
定
す
る
絶
対
的
現
在
㎏
（
？
H
O
。
○
。
）
が
自
己
自
身
を
、
雷
い
換
え
る
と
、
瞬
間
が
瞬
問
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
成

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
時
は
永
遠
の
今
の
中
に
廻
転
す
る
の
で
あ
る
。
時
は
無
限
の
過
去
か
ら
考
へ
ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
無
限
の
未
来
か

ら
考
へ
ら
れ
る
の
で
も
な
い
、
時
は
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
か
ら
考
へ
ら
れ
る
、
そ
の
根
底
に
於
て
瞬
間
が
瞬
聞
自
身
を
限
定

す
る
と
い
ふ
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
意
味
に
於
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
瞬
間
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
唯
、
時
を
包
む
永
遠

の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
の
み
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
？
ω
謡
）
や
が
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
時
問
論
で
問
題
と
な
る
、
時
間
を
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
＞

成
し
て
い
る
超
越
論
的
自
我
の
あ
り
方
で
あ
る
生
き
生
き
し
た
現
在
の
謎
と
さ
れ
る
「
立
ち
留
ま
る
今
」
（
口
琶
。
ω
け
碧
ω
）
を
、
西
田
哲
学

は
場
所
と
い
う
問
題
構
成
か
ら
接
近
し
て
、
「
永
遠
の
今
」
（
コ
票
P
O
　
鋤
Φ
け
①
吋
P
ニ
ヨ
）
の
概
念
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
と
我
々
は
解
釈
し

た
い
。
そ
し
て
、
時
間
を
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
か
ら
理
解
す
る
と
き
、
西
田
哲
学
は
同
時
に
、
時
間
の
底
に
、
他
者
の
問
題
を
見
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
現
在
に
於
て
現
在
が
限
定
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
限
定
す
る
も
の
な
き
限
定
と
し
て
、
私
の
所
謂
無
の
一
般
者
の
限
定

と
し
て
、
個
物
と
個
物
と
が
相
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
個
物
が
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
の
他
を
見
る
と
い
ふ
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
扁
（
？
お
じ
そ
し
て
、
こ
の
絶
対
の
他
と
は
、
す
で
に
我
々
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
汝
に
他
な
ら
な
い
。
む
し

ろ
、
事
態
に
即
し
て
正
確
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
個
物
が
自
己
の
内
に
絶
対
の
他
を
見
る
、
汝
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
永

遠
の
今
の
自
己
限
定
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
「
我
々
が
自
己
自
身
の
底
に
無
限
の
過
去
を
見
、
更
に
自
己
自

身
の
底
に
於
て
未
来
か
ら
過
去
を
限
定
す
る
と
考
へ
得
る
の
も
、
否
、
時
を
否
定
す
る
と
考
へ
得
る
の
も
、
自
己
に
対
す
る
も
の
が
汝
で
あ

る
と
い
ふ
意
思
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
時
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
と
云
ふ
に
も
、
そ
の
底
に
私
が

汝
を
限
定
し
汝
が
私
を
限
定
す
る
と
い
ふ
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
斯
く
し
て
瞬
間
か
ら
瞬
間
に
移
り
行
く
時
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
我
々
が
自
己
自
身
の
底
に
絶
対
の
他
と
し
て
汝
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
時
の
限
定
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
」
（
？
葭
。
。

ω
ρ
）
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
他
者
の
あ
る
場
所
は
、
時
間
に
お
い
て
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
言
い
換
え
る
と
、
他
者
の
存
在
の
意
味
は
時

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

二
九
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間
に
そ
の
本
質
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
、
他
者
の
存
在
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
他
者
の
存
在
に
よ
っ
て
始
め
て
時
間
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
主
張
の
核
心
を
な
す
命
題
に
他
な
ら
な
い
。

　
ニ
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ア
ン
リ

　
い
つ
の
こ
と
か
ら
か
、
　
九
八
○
年
代
の
こ
ろ
か
ら
か
、
現
象
学
の
形
而
上
学
化
な
い
し
は
神
学
化
と
呼
ば
れ
る
動
向
が
フ
ラ
ン
ス
の
現

象
学
内
に
現
れ
る
。
こ
の
動
向
と
西
田
哲
学
と
の
簡
単
な
比
較
を
以
下
に
試
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
両
者
は
次
の
点
で
共
通
点
を
有
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
西
田
哲
学
が
、
意
識
的
な
自
覚
を
そ
の
ノ
エ
シ
ス
方
向
に
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
的
自
己
に
至
り
、

他
と
応
答
す
る
自
己
を
真
の
自
己
と
し
て
、
自
己
の
内
に
他
を
見
い
だ
し
た
の
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
こ
の
現
象

学
の
動
き
も
、
志
向
性
そ
の
も
の
の
根
拠
を
さ
ら
に
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
志
向
性
の
極
と
し
て
の
自
我
の
底
を
突
き
抜
け
て
、
他
者
へ
と
至

る
道
筋
を
模
索
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
西
田
の
場
合
と
同
じ
く
、
い
つ
も
時
間
の
問
題
が
影
を
落
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
実
際
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
動
向
に
は
現
象
学
全
体
の
展
開
が
内
包
す
る
一
つ
の
前
提
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
非
常
に
大
雑
把
に
言
っ
て
、

志
向
性
の
本
質
を
脱
自
的
な
時
間
に
求
め
、
そ
の
時
間
化
の
作
用
に
よ
っ
て
超
越
論
的
主
観
性
が
世
界
を
現
象
と
し
て
構
成
す
る
と
い
う
地

点
に
現
象
学
が
達
し
た
と
き
、
新
た
な
問
題
と
し
て
現
れ
た
の
は
、
時
闘
意
識
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
超
越
論
的
主
観
性
そ
れ
自
身
の
存

在
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
超
越
論
的
主
観
性
そ
の
も
の
の
あ
り
方
も
、
す
な
わ
ち
そ
の
存
在
の
意
味
も
、
ま
た
、
時
間
的
で
あ
る
の
か
と
い
う

疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
が
後
期
フ
ッ
サ
…
ル
の
時
新
論
に
お
い
て
主
題
化
す
る
生
き
生
き
し
た
現
在
の
問
題
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
の

問
題
は
生
き
生
き
し
た
現
在
を
話
題
に
す
る
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
生
き
生
き
し
た
現
在
と
厳
密
に
対
応
し
岡
次
元
に
あ
る
原
印
象
を
め

ぐ
る
議
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
現
象
学
の
形
而
上
学
化
の
発
端
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
、
そ
の

後
に
来
る
ア
ン
リ
と
を
取
り
上
げ
て
、
要
点
の
み
を
述
べ
た
い
。
実
際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
著
書
の
『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
、
あ
る
い



　
　
　
　
　
（
1
4
）

は
存
在
の
彼
方
へ
』
と
い
う
表
題
は
、
時
間
で
あ
る
存
在
と
は
別
の
仕
方
の
存
在
が
あ
り
、
そ
れ
が
私
の
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
他
者
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
V

在
で
あ
る
と
、
（
あ
る
い
は
神
の
存
在
で
あ
る
）
と
い
う
、
現
象
学
の
形
而
上
学
化
の
こ
の
運
動
全
体
の
主
張
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。

　
e
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
現
象
の
本
質
で
あ
る
時
間
の
構
造
を
、
言
葉
の
構
造
と
同
じ
も
の
と
考
え
る
。
言
葉
の
働
き
が
、
あ
る
も
の
を
主

題
に
と
っ
て
、
そ
の
も
の
に
つ
い
て
何
か
を
述
語
す
る
と
言
う
こ
と
に
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
言
葉
の
機
能
の
原
型
は
、
こ
の
も
の
を
こ
の
も

の
と
し
て
名
付
け
る
、
す
な
わ
ち
同
定
す
る
、
同
一
の
も
の
と
し
て
固
定
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
言
葉
と
は
主
題
化

と
同
一
化
に
あ
る
。
こ
の
も
の
を
こ
の
も
の
「
と
し
て
取
る
、
見
な
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
雷
雨
の
働
き
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
あ
る
も

の
に
一
つ
の
意
味
を
与
・
駆
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
時
間
も
同
じ
仕
組
み
を
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
中
期
の
時
間
論
の
核

心
を
な
す
過
去
把
持
の
連
鎖
に
基
づ
く
時
間
の
流
れ
を
見
て
み
る
と
、
原
印
象
と
し
て
「
今
」
に
お
い
て
生
起
し
た
事
象
が
、
過
芸
と
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
原
印
象
と
し
て
は
消
え
去
る
け
れ
ど
も
、
時
間
の
過
去
把
持
の
働
き
に
よ
っ
て
、
再
び
、
過
ぎ
去
っ
て
今
は
な
い
も
の
と
し

て
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
を
取
っ
て
い
る
。
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
し
て
、
今
は
な
い
も
の
と
し
て
保
持
す
る
と
い
う
過
去
把
持
の
働

き
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
言
葉
の
原
初
的
な
働
き
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
志
向
性
と
は
対
象
の
意
味
を
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
対
象
と
い
う

意
味
を
構
成
す
る
、
意
味
を
与
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
根
源
的
な
言
語
作
用
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
言
葉
は
、
言
語
は
、
単
に
、
「
と
し
て
」
構
造
に
お
い
て
意
味
を
構
成
し
与
え
る
、
あ
る
い
は
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
に
尽

き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
言
語
は
対
話
者
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
し
、
ま
し
て
や
、
機
能
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
言

語
の
成
立
条
件
と
な
っ
て
い
る
対
話
者
は
、
雷
語
の
意
味
と
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
対
話
者
と
し
て
の
他
者
は
、
言
語
の
意
味
付
与
作
用
と
は
別
の
仕
方
で
、
言
い
換
え
る
と
時
間
的
な
世
界
の
現
れ
と
は
別
の

仕
方
で
、
し
か
も
時
間
に
先
立
っ
て
時
間
を
可
能
に
す
る
仕
方
で
、
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
他
者

は
、
私
の
構
成
す
る
意
味
の
中
に
決
し
て
回
収
さ
れ
な
い
と
い
う
滋
藤
で
、
私
に
対
し
て
超
越
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
対

話
者
と
も
て
の
他
者
を
、
私
自
身
か
ら
意
味
を
与
え
て
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
私
が
他
者
に
対
話
者
と
し
て
話
し
か
け
る
こ
と

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者
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が
で
き
る
た
め
に
は
、
他
者
は
す
で
に
私
に
現
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
私
と
他
者
と
の
関
係
が
、
近
し
さ
（
罠
。
峯

客
足
）
と
か
通
時
態
（
島
一
餌
O
＝
吋
O
降
一
Φ
）
と
か
、
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
時
間
を
表
す
志
向
関
係
や
共
時
態
（
望
9
ぼ
。
艮
Φ
）
の
根
拠
と
な

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
他
者
に
自
ら
を
曝
す
と
い
う
仕
方
で
し
か
、
自
己
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
も
こ
の
自
ら
を
他
者
に
曝
す
こ

と
は
、
私
の
意
志
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
意
志
に
先
立
つ
根
源
的
な
受
動
性
に
よ
っ
て
私
は
他
者
に
曝
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
別
の
書
い

方
を
す
る
と
、
私
は
私
の
存
在
に
お
い
て
他
者
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
、
召
還
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
他
者
に
対
し
て
責
任
あ

る
も
の
と
し
て
召
還
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
時
鉱
化
と
い
う
仕
方
で
世
界
に
意
味
を
与
え
世
界
を
現
象
と
し
て
購
成
し
て
い
る
超
越

論
的
主
体
で
あ
る
私
は
、
意
味
の
構
成
者
と
し
て
、
意
味
を
付
与
す
る
も
の
と
し
て
自
由
な
存
在
で
あ
る
が
、
そ
の
自
由
な
私
の
存
在
は
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
雷
語
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
対
話
者
と
し
て
他
者
が
私
に
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
始
め

て
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
者
が
、
意
味
付
与
者
と
し
て
の
自
由
な
私
の
存
在
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
与
え
方
は
、
私

が
他
者
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
、
私
に
自
由
な
存
在
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
私
と
他
者
と
の
関
係
は
、
私
が
他
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
私
は
自
由
な
存
在
で
あ
る
、
私
で
あ
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
他
者
に
対
す
る
私

の
存
在
論
的
な
受
動
性
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
人
質
（
0
3
α
q
①
）
と
か
身
代
わ
り
（
ω
三
）
ω
葺
猛
§
）
と
か
の
一
見
常
軌
を
逸
し
た
言
葉
で
表
し

て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
私
の
存
在
が
、
私
が
意
志
す
る
よ
り
も
先
に
い
か
な
る
受
動
性
よ
り
も
受
動
的
な
仕
方
で
、
他
者
に
対

し
て
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
表
現
で
あ
る
。

　
い
か
に
し
て
こ
の
よ
う
な
私
の
存
在
の
他
者
に
た
い
す
る
根
源
的
な
受
動
性
が
存
在
し
う
る
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
預
仁
者
の
例
を
挙
げ

る
。
預
言
者
は
、
神
の
声
を
神
の
声
と
し
て
聞
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
神
の
紅
葉
と
し
て
告
げ
る
の
で
は
な
い
。
奉
書
者
は
聞
く
前
に
告
げ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
告
げ
て
し
ま
っ
て
か
ら
そ
れ
が
神
の
声
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
を
霊
感
（
ぎ
二
号
午

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

江
9
ρ
）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
も
表
現
し
て
い
る
。
神
の
声
に
対
す
る
預
言
者
の
こ
の
遅
れ
、
こ
の
同
じ
遅
れ
が
他
者
と
私
と
の
間
に
存
在

論
的
に
存
在
す
る
。
預
言
者
が
神
の
雷
葉
を
そ
れ
を
神
の
言
葉
と
し
て
告
げ
る
よ
り
も
前
に
告
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ



う
に
、
私
は
自
分
の
存
在
を
他
者
に
与
え
る
よ
り
も
前
に
根
源
的
な
受
動
性
に
お
い
て
与
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、

神
の
存
在
は
永
遠
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
痕
跡
（
實
鋤
O
①
）
で
し
か
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
お
い
で
は
じ
め
て
成
立
す
る
私
と
他
者
と

の
関
係
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
わ
ゆ
る
顔
と
し
て
の
関
係
も
、
同
じ
特
性
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
他
者
に
た
い
す
る
私
の
根
源
的
な

受
動
性
は
、
根
本
的
に
は
私
と
神
と
の
関
係
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
他
者
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
彼
性
（
岡
濠
聞
け
0
）
と
呼
ん
で
い
る

存
在
の
彼
方
へ
の
現
わ
れ
で
あ
る
痕
跡
に
お
い
て
顔
と
し
て
出
会
わ
れ
る
。

　
ロ
　
ア
ン
リ
も
ま
た
志
向
性
を
問
題
に
す
る
。
彼
は
志
向
性
を
、
存
在
が
現
象
と
し
て
そ
こ
か
ら
意
味
を
得
て
い
る
存
在
の
地
平
と
し
て

の
時
間
か
ら
問
題
に
す
る
。
志
向
性
を
そ
の
本
質
を
な
す
時
間
を
構
成
な
い
し
は
企
投
し
て
い
る
超
越
の
作
用
と
し
て
問
い
た
だ
し
、
そ
の

超
越
の
作
用
が
あ
る
、
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
と
い
う
存
在
論
的
地
平
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
存
在
の
意
味
を
汲
み
取
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
で
は
、
存
在
の
地
平
を
構
成
す
る
超
越
の
作
用
が
あ
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
超
越
の
作
用
そ
の
も
の
の

存
在
の
意
味
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
超
越
の
作
用
は
自
分
自
身
を
根
源
的
な
受
動
性
に
お
い
て
受
け
取
る
と
い
う
、
も
は
や
超
越
で
は
な

い
、
ア
ン
リ
が
内
在
と
規
定
す
る
様
態
の
う
ち
に
自
分
の
存
在
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
世
界
を
超
越
に
お
い
て

企
細
し
て
い
る
私
の
存
在
は
、
私
が
自
分
自
身
を
世
界
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、
ま
た
時
間
性
と
し
て
で
も
な
く
て
、
自
分
自
身
を
原
初
的

な
受
容
性
に
お
い
て
受
け
取
る
、
な
い
し
は
蒙
る
と
い
う
広
い
意
味
で
の
受
苦
（
ω
o
焦
一
二
9
Φ
）
の
う
ち
に
成
立
す
る
。
こ
の
内
在
の
概
念

の
原
型
と
な
っ
た
の
が
、
ビ
ラ
ン
の
努
力
の
感
情
す
な
わ
ち
西
田
ふ
う
に
雷
え
ば
「
内
的
情
知
」
（
ω
Φ
一
回
け
凶
ヨ
①
降
け
　
一
口
叶
伽
H
圃
⑦
一
」
増
）
と
し
て
の
自
覚

（
呂
Φ
誘
Φ
9
§
一
議
β
0
島
§
①
）
で
あ
る
。
そ
の
自
己
の
自
己
性
の
具
体
的
な
現
れ
が
感
情
で
あ
り
、
情
で
あ
り
、
情
感
性
で
あ
る
。
私
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

私
の
自
己
性
は
、
自
分
自
身
を
内
在
と
い
う
絶
対
的
な
受
動
性
に
お
い
て
蒙
り
受
け
取
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。

　
し
か
し
、
主
観
性
が
こ
の
よ
う
に
内
在
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
他
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
他
者
の
問
題
に
ア
ン
リ
が
真
剣
に
取
り
組
む
の
は
、
九
〇
年
代
以
降
、
論
文
集
『
実
質
的
現
象
学
』
の
「
共
…
パ
ト
ス
O
p
。
夢
。
㌣

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

鋤
く
Φ
6
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
ン
リ
は
、
他
者
を
生
命
の
共
同
体
と
い
う
観
点
か
ら
素
描
し
て
い
る
。
問
題
は
、
絶
対
的
な
受
動
性
の

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
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意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
自
分
自
身
の
働
き
を
、
自
分
の
存
在
を
、
い
か
な
る
意
味
で
も
自
分
の
自
発
性
に
よ
ら
な
い
受
容
性
に
よ

っ
て
受
け
取
り
蒙
る
と
き
に
私
の
存
在
が
、
私
の
自
己
性
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
ぎ
、
そ
の
私
の
内
に
あ
る
根
源
的
な
受
容
性

は
、
実
は
、
生
命
が
自
分
自
身
を
受
け
取
っ
て
現
れ
る
と
い
う
生
命
の
自
己
感
受
な
い
し
は
自
己
贈
与
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
生
命
個
体
と
し
て
の
私
の
中
に
は
私
を
超
え
て
生
命
一
般
に
共
通
す
る
大
文
字
の
生
命
が
働
い
て
い
る
。
自
己
に
自
己
自
身
を

与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
受
け
取
る
、
自
己
自
身
を
感
じ
る
、
自
己
自
身
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
現
し
、
他
を
現
象
さ
せ
る
と
い
う
生
命
が
あ
り
、
私
は
大
文
字
の
生
命
の
そ
の
自
己
触
発
の
働
き
に
与
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
と
し
て
現
れ
、
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
私
の
存
在
の
根
源
的
な
自
己
受
容
性
が
絶
対
的
な
自
己
受
動
性
で
あ

る
と
い
う
事
実
は
、
私
が
自
分
の
働
き
で
自
分
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
生
命
の
大
き
な
自
己
贈
与
の
運
動
の
中
で
そ
れ
に
巻

き
込
ま
れ
て
、
自
分
自
身
を
蒙
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
情
感
性
の
本
質
で
あ
る
根
源
的
受
動
性
は
、
私
の
存
在
が
よ
り
大
き
な
生

命
の
自
己
触
発
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
の
現
象
学
的
な
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
の
存
在
の
根
底
に
あ
り
、
私
の
存
在
を
支
え
て
い
る
こ

の
生
命
の
自
己
触
発
の
運
動
を
ア
ン
リ
は
基
底
（
男
9
託
）
と
呼
ん
で
い
る
。

　
私
は
情
感
性
に
お
い
て
、
私
を
超
え
る
も
の
へ
の
通
路
を
基
底
と
し
て
確
保
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
生
命
個
体
に
共
通
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
基
底
と
な
っ
て
い
る
大
文
字
の
生
命
で
あ
る
。
こ
の
大
文
字
の
生
命
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
超
意
識
す
な
わ
ち
意
識
一
般
を
思
わ
せ
る

も
の
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
ア
ン
リ
に
限
る
と
し
て
も
、
基
底
と
し
て
の
生
命
一
般
と
生
命
個
体
と
の
関
係
か
ら
三
岡
体
や
他
者
の

問
題
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
次
の
困
難
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
私
の
情
感
性
の
絶
対
的
受
動
性
を
通
し

て
基
底
と
し
て
の
生
命
の
存
在
を
感
受
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
自
分
の
経
験
の
た
だ
中
で
自
分
を
超
え
る
他
の
存
在
を
体
験
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
基
底
と
し
て
働
い
て
い
る
他
の
存
在
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
他
の
人
格
と
し
て
の
他
者
の
存
在
を
、
少
な
く
と

も
他
の
生
命
個
体
の
存
在
を
い
か
に
し
て
私
に
保
証
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
が
保
証
さ
れ
る
の
は
、
基
底
が
私
の
存
在
の

仕
方
と
間
じ
性
質
を
持
ち
、
か
つ
、
私
が
そ
の
基
底
の
部
分
で
あ
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
基
底
に
つ
い
て
の
さ
ら
に
深
い
考
察
は
ア
ン
リ
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

続
く
書
『
私
は
真
理
で
あ
る
』
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
ひ
と
つ
の
生
命
の
現
象
学
と
し
て
読
む
試
み
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
。
そ
こ
で

は
、
自
己
触
発
の
概
念
は
強
い
自
己
触
発
と
弱
い
自
己
触
発
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
弱
い
触
発
は
強
い
触
発
の
働
き
に
依
拠
し
て
初
め

て
可
能
に
な
る
。
こ
の
依
存
関
係
は
、
上
で
見
た
、
生
命
個
体
と
し
て
の
私
の
自
己
受
容
と
生
命
そ
の
も
の
の
自
己
受
容
な
い
し
は
自
己
贈

与
と
の
関
係
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ン
リ
の
存
在
論
に
よ
れ
ば
強
い
自
己
触
発
も
自
己
触
発
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
内
在
と
し
て
一

個
の
自
己
を
実
現
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
ア
ン
リ
は
こ
の
強
い
自
己
触
発
に
よ
る
自
己
性
の
実
現
を
、
聖
書
に
し
た
が
っ
て
神
を
生

命
と
理
解
し
た
う
え
で
、
神
の
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
自
己
顕
現
と
解
釈
す
る
。
そ
う
な
る
と
、
二
つ
の
触
発
の
関
係
は
、
根
源
的
な
意
味
で

の
神
の
子
即
ち
子
の
中
の
子
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
（
〉
憎
O
げ
一
－
閃
＝
ω
）
と
、
普
通
の
意
味
で
の
神
の
子
と
し
て
の
人
間
と
の
関
係
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
さ
ら
に
最
近
著
『
受
肉
』
に
お
い
て
は
、
根
源
的
な
自
己
受
容
性
で
あ
る
自
己
触
発
は
、
単
に
自
己
性
の
原
理
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

そ
の
自
己
性
は
情
感
性
、
情
動
性
の
自
己
性
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
受
難
が
自
己
触
発
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
強
い
自
己
触
発
と
し
て

の
神
の
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
顕
現
は
、
そ
の
ま
ま
神
の
受
賃
を
表
す
。
そ
し
て
弱
い
自
己
触
発
に
よ
る
我
々
人
間
の
自
己
性
も
ま
た
、
受
肉

と
し
て
、
情
感
性
の
自
己
と
な
っ
て
現
れ
る
。
受
唇
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
の
自
己
性
の
概
念
に
他
な
ら
な
い
。

　
他
者
と
共
同
体
の
問
題
を
ア
ン
リ
は
、
一
方
で
生
命
と
生
命
個
体
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
他
方
で
生
命
を
自
己
触
発
と
し
て
理
解
す
る
。

そ
の
上
で
、
自
己
触
発
を
強
い
意
味
と
弱
い
意
味
と
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
文
字
の
生
命
と
生
命
個
体
と
を
振
り
分
け
る
。
さ
ら
に
は
、

自
己
触
発
を
キ
リ
ス
ト
教
の
受
肉
の
概
念
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
命
と
生
命
個
体
と
の
分
離
と
統
合
の
関
係
を
解
明
し
よ
う
と

す
る
の
が
ア
ン
リ
の
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
命
の
強
い
自
己
触
発
が
ど
う
し
て
生
命
個
体
の
弱
い
自
己
触
発
を
別
に
生
み
出
さ

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
か
、
言
い
換
え
る
と
、
な
ぜ
前
者
は
後
者
を
必
要
と
す
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
す
る
答
え
は
ま
だ
な
い
の

で
は
な
い
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
、
神
の
無
限
の
属
性
の
ひ
と
つ
で
あ
る
思
量
の
直
接
無
限
様
態
は
、
神
の
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
キ
リ

ス
ト
を
表
し
て
い
た
。
個
物
と
し
て
個
々
の
人
間
は
、
間
接
的
な
有
限
様
態
と
し
て
個
々
人
の
魂
で
あ
り
、
個
々
人
の
私
の
観
念
で
あ
っ
た
。

ア
ン
リ
の
他
者
論
共
同
体
論
は
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
モ
デ
ル
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
そ
の
場
所
で

西
田
哲
学
に
お
け
る
行
為
的
自
己
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け
る
自
我
と
他
者

三
五



哲
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研
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第
五
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七
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三
六

あ
る
絶
対
量
の
一
般
者
は
、

れ
る
。

ア
ン
リ
の
他
者
論
に
対
し
て
も
、
劉
の
、
し
か
も
き
わ
め
て
興
味
深
い
解
釈
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
よ
う
に
思
わ

　
　
注

（
1
）
　
本
稿
は
エ
○
○
｝
年
六
月
の
西
劉
・
田
辺
記
念
講
演
会
で
の
発
表
原
稿
に
、
当
日
蒔
問
の
都
合
で
読
み
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
汝
・
他
者
を

　
め
ぐ
る
問
題
に
関
す
る
後
半
部
分
を
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
記
念
会
の
辻
村
公
一
先
生
、
上
田
閑
照
先
生
、

　
齋
藤
義
一
先
生
、
譲
田
坦
先
生
、
大
橋
幾
介
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
買
先
生
方
、
と
り
わ
け
講
演
会
ぽ
か
り
で
は
な
く
鞠
哲
学
研
究
㎞
へ
の
講
演
原
稿
の

　
掲
載
に
関
し
て
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
藤
田
正
勝
教
授
、
片
柳
榮
一
教
授
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
2
）
　
岩
波
書
店
唖
藤
田
幾
多
郎
全
集
騙
（
｝
九
七
九
年
第
三
刷
）
第
六
巻
こ
四
頁
以
下
の
略
。
以
下
同
じ
省
略
記
号
を
使
う
。

（
3
）
窪
蒙
琶
偏
雰
霧
巽
一
サ
曇
霧
偽
ミ
ミ
ミ
炉
鎧
震
け
間
き
。
・
≧
㎞
一
さ
塗
O
Φ
護
譲
墨
ひ
q
曽
お
O
ω
▼
ω
．
恥
ρ

（
4
）
益
鳥
。
巨
9
奪
。
門
篇
戸
ミ
偽
§
蒙
、
蓬
、
ミ
こ
べ
〕
ミ
こ
気
塗
ミ
ぎ
こ
3
算
．
、
〉
一
）
冨
≦
8
ρ
Z
。
．
憶
、
》
二
σ
圃
①
7
ζ
9
煮
爵
謬
曽
勺
費
，
β
δ
①
。
。
二
）
℃
．
ω
O
甲
。
。
鐸

（
5
）
』
Φ
麟
『
竃
巴
。
じ
む
曙
ω
。
。
巴
ρ
卜
犠
、
ミ
塁
§
ミ
偽
誉
§
譜
、
数
量
b
§
§
§
”
霊
讐
霧
雪
9
ノ
℃
豊
ω
』
ミ
P
．
、
冨
9
ひ
q
ぎ
8
…
濤
（
欲
良
’
糞
圃
8
、
．
署
■

　
国
O
Q
刈
－
ト
の
縣
ω
■

（
6
）
　
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
拙
著
囚
感
情
の
灘
然
㎞
（
法
政
大
学
出
版
局
、
　
…
九
九
三
年
）
第
七
章
「
コ
…
ギ
ト
ー
と
生
け
る
抵
抗
と
し
て
の
身
体
」

　
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
）
　
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
と
現
象
学
の
塒
間
と
の
関
係
に
関
し
て
は
、
次
の
拙
論
に
お
い
て
論
じ
た
。
岩
波
害
店
構
思
想
㎞
九
一
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
一

　
〇
月
号
、
特
集
「
現
象
掌
の
｝
○
○
年
」
）
「
生
き
生
き
し
た
現
在
の
幸
徳
な
生
」
。

（
8
）
　
譲
φ
三
，
剛
欝
の
謎
。
・
o
P
O
ミ
ミ
§
鉾
℃
毒
ω
ω
霧
¢
三
く
Φ
温
色
騨
Φ
。
・
篇
①
》
，
§
o
ρ
6
＄
二
）
「
O
醸
ω
■
以
下
○
禦
く
お
ω
と
省
略
す
る
。

（
9
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
次
の
拙
論
に
お
い
て
論
じ
た
。
．
、
O
o
。
。
ヨ
。
も
。
窪
α
賦
諭
．
．
営
9
ミ
、
ミ
ミ
ミ
＼
寒
、
ミ
勉
愚
ミ
為
ミ
譜
ミ
し
。
b
。
嚇
這
塗
噛
團
ハ
扁
讐
く
興

　
＞
O
鋤
盛
Φ
ヨ
一
6
℃
三
∪
＝
の
7
2
，
サ
Z
①
筈
韓
，
獲
尉
益
。
ゆ
’

（
1
0
）
　
ヨ
ハ
ネ
神
秘
主
義
と
パ
ウ
ロ
神
秘
主
義
と
の
区
甥
に
つ
い
て
は
、
痴
情
幸
夫
著
岡
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
ゾ
イ
ゼ
』
所
収
「
落
葉
精
神
の
鐵
己
超
越
と
神

　
秘
主
義
の
本
質
詣
来
」
関
西
大
学
繊
版
部
、
一
九
八
六
露
、
に
よ
る
。



（
1
1
）
　
も
ち
ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
無
の
概
念
を
否
定
す
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
否
定
す
る
の
は
、
虚
無
と
し
て
の
無
の
概
念
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て

　
無
と
は
、
何
か
特
定
の
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
（
0
2
護
ρ
郎
㎝
ω
ρ
e
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
い
え
ば
、

　
無
と
は
ベ
ル
ク
ソ
ソ
に
と
っ
て
、
あ
る
特
定
の
も
の
以
外
の
す
べ
て
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
鼓
す
る
。
西
田
に
と
っ
て
も
無
は
決
し
て
虚
無
の
こ
と
で

　
は
な
く
、
実
在
で
あ
る
す
べ
て
の
個
物
が
そ
れ
の
限
定
で
あ
る
こ
の
う
え
も
な
い
豊
穣
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
あ
る
特
定
の
ひ
と

　
つ
を
除
い
て
す
べ
て
が
あ
る
無
は
、
す
べ
て
が
あ
る
醐
田
の
無
に
比
べ
る
と
き
、
い
わ
ば
ひ
と
つ
少
な
い
だ
け
で
あ
る
。
西
田
の
無
は
虚
無
で
は
な
く
、

　
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
認
め
な
い
の
は
、
虚
無
と
し
て
の
無
の
概
念
だ
け
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
論
く
O
ユ
ゴ
圃
「
o
く
p
。
掃
ご
自
⊃
α
q
9
。
け
二
一
、
．
ω
℃
尻
9
⊃
o
げ
ρ
ω
什
冒
μ
∋
①
臼
益
丙
営
凱
ω
け
ぴ
①
。
。
①
・
．
圃
嵩
憩
ミ
昏
、
ミ
N
こ
ミ
壽
ミ
禽
噛
蓉
こ
、
き
ミ
ミ
～
漣
欄

　
翫
塞
ぎ
隠
ミ
防
O
ミ
鳩
ミ
駄
偽
の
恕
⑤
鳩
目
P
図
ゆ
一
餌
窪
ヨ
請
口
P
ω
噛
○
臼
田
①
さ
ω
■
団
p
巳
《
①
毎
μ
鳥
圃
開
雌
巨
9
（
頃
9
q
シ
》
ぎ
①
5
国
居
Φ
3
年
α
q
＼
鼠
葺
ρ
o
ゴ
Φ
P
卜
o
O
9
¶

（
1
3
）
　
閑
H
p
o
話
臨
①
こ
噌
卜
＆
ミ
ミ
欝
O
磯
§
ミ
§
、
、
」
≦
震
け
ヨ
ニ
ω
Z
凶
㌣
o
欺
w
O
⑩
コ
頃
鋤
曽
σ
q
噌
一
〇
①
ρ
G
Q
’
お
戯
h
■

（
1
4
）
　
じ
q
ヨ
ヨ
p
。
ヨ
一
巴
ピ
0
〈
冒
鋤
ρ
郎
ミ
ミ
ミ
驚
ミ
ミ
馬
”
ミ
蕊
ミ
執
ミ
㍗
切
戸
ミ
§
～
、
跨
二
一
ミ
噛
ζ
費
芝
葺
ω
Z
一
㎞
7
0
豊
び
p
出
席
く
や
δ
証
．

（
1
5
）
　
冷
費
回
1
い
二
〇
｝
≦
自
。
甑
9
／
b
篤
Q
～
馬
軌
ミ
謎
、
”
勲
㌔
郵
℃
α
男
一
〇
㊤
一
．

（
1
6
）
　
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
論
「
生
き
生
き
し
た
現
在
の
傷
つ
き
や
す
さ
…
情
感
性
と
他
考
1
」
青
土
社
『
媒
体
の
現
象
学
』
（
二
〇

　
〇
二
年
）
所
収
、
な
ら
び
に
、
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
」
『
現
象
学
年
報
』
第
一
八
巻
（
二
〇
〇
二
年
所
収
予
定
〉
の
報
告
者
山
形

　
の
「
現
象
学
の
形
而
上
学
化
と
他
者
の
問
題
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
7
）
　
円
ピ
伽
く
ヨ
鋤
ρ
o
℃
．
o
搾
噌
一
8
Q
。
ρ
ρ
’

（
1
8
）
　
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
の
存
在
論
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙
著
『
感
情
の
自
然
㎞
第
四
章
「
超
越
と
内
在
」
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
拙
論
．
．
C
器

　
飴
＝
窪
①
δ
9
二
話
α
Φ
一
、
穿
器
認
ミ
匙
Q
ミ
ミ
ミ
．
・
ミ
砺
ミ
、
～
ミ
筏
．
”
卜
象
肉
、
、
ミ
自
書
ミ
8
9
奇
～
心
ミ
塁
”
一
8
一
山
”
℃
C
閃
藁
8
一
．
．
8
．
圃
葛
西
讐
ρ
＠
8
①
①
酔
δ
ヨ
O
＝
〈
⑩
ヨ
Φ
暮
詳

　
ミ
勘
、
制
ミ
窺
S
竈
8
卜
導
｝
、
亜
属
犠
僑
ミ
ミ
魯
の
。
二
ω
『
臣
一
屋
。
甑
9
μ
山
の
〉
訂
ぎ
O
蝉
三
Q
簿
◎
①
審
鋤
づ
Ω
話
δ
∩
ε
”
O
Φ
帰
捗
℃
蝉
甑
ρ
い
⊃
O
O
ピ

（
1
9
）
　
二
一
〇
画
一
出
Φ
霞
ざ
、
、
N
駄
ミ
頴
、
§
ミ
葦
囲
ミ
ミ
軸
、
ミ
蜀
勺
¢
即
ち
㊤
ρ
邦
訳
、
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Nishida’s　Concept　of　Active　Self　and　the　Problem　of　Ego

　　　　　　　　　　　　and　the　Other　in　French　Philosophy

　　　　　　　　　　b），

Yorihiro　YAMAGATA
　Professor　of　Philosophy

Graduate　School　of　Letters

　　　　Osaka　University

　　It　is　usual　to　compare　Nishida’s　philosophy　with　German　idealism，　especially

Fichte’s　thought．　ls　it　improper　to　relate　it　to　French　Philosophy？　Nishida　mentions

in　the　sixth　vo｝ume　of　his　complete　worl〈s　the　streani　of　the　philosophy　of　senti－

ment　in　France　that　flowed　from　Pascal’s　ideas　to　those　of　Maine　de　Biran．　He

appreciates　this　philosophical　trend　because　he　sees　it　developing　and　deepening

the　self－consciousness　discovered　by　Descartes　as　cogito　in　the　same　direction　as

he　is　pursuing　it．

　　Nishida　considers　a　type　of　judgment　in　which　the　special　is　subsumed　by　the

general　as　the　fundamental　structure　of　our　experjence　and　rewrites　jt　wjth

elementary　logic　in　the　form　of　a　subject　and　predicate．　ge　then　attains　the

concepts　of　place　and　the　individual　in　the　subsuming　judgment　by　pushing　the

specific　and　the　general　toward　subject　and　predicate，　respectively，　to　the

extreme　：　The　“individual”　is　the　last　subject　that　could　never　turn　into　a　predicate，

and　reciprocally，　place，　nanied　the　“concrete　universal”　at　this　stage，　is　the　last

predicate　that　could　never　turn　into　a　subject．　The　concrete　universal　is　a　place

where　the　individuals　are　put，　or　exist，　and　in　this　case，　the　whole　individuals

constitute　the　natural　world．

　　However，　what　is　truly　individual　could　be　nothing　other　than　what　is　truly

personal．　Can　a　person　tal〈e　his　place　in　the　concrete　universal　to　be　situated　in　the

natural　world？　Descartes’　cogito　sum　has　already　given　a　negative　answer　to　this

question．　Even　if　the　existence　of　the　entire　universe　is　uncertain，　1　exist　absoiuteiy
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as　long　as　I　do　not　cease　thinking．　Yet，　where　am　1？

　　Nishida　finds　the　Cartesian　ego　in　the　self－conscious　universal　that　extends

below　the　concrete　universal　and　envelops　it．　The　self－conscious　universal　consti－

tutes　a　sphere　of　conscibusness　where　the　ego　resides　in　different　modes　according

to　the　profunclity　of　self－consciousness．　However，　tlae　self－conscious　universal　is

still　no　more　than　a　lhnited　ancl　abstract　plan　of　the　active　universal，　so　that　the

Cartesian　ego　is　a　shadow　of　one　of　the　active　selves　determined　1）y　the　active

universal．　That　is，　a　shadow　of　the　intellectual　active　self　that　corresponds　to

consciousness　in　general　in　Kant’s　philosophy．　The　active　self　in　its　intellectual

mode　remains　purely　formal　and　does　not　yet　possess　its　proper　content．　Fichte

tried　to　fill　this　formal　seif　and　mistook　the　transcendent　will　for　an　active　self．　lt

is　Maine　de　Biran，　Nishida　thinks，　who　took　the　proper　direction，　going　toward，

not　noe」・na，　but　noesis，　and　finding　senti」・nent　ii・itiine　or　intesriettr　as　the　substance

of　the　active　sel£　Writing　of　his　favorite，　Bergson，　Nishida　claiins　that　this　French

philosopher’s　concept　of　pure　duration　must　be　the　content　of　the　consciousness　in

general．　While　Kant　largely　formalized　the　intellectual　active　self　to　minimize　its

centent，　Bergson　maximized　its　content　as　pure　duration　to　minimize　its　formal

aspect．　ln　this　sense，　Bergson　followed　Maine　de　Biran．　What　is　the　difference

between　them？　ln　1　ishida’s　xriew，　the　individual　is　active　as　long　as　it　determines

itself　by　itself，　but　this　self－determination　is　effective　only　if　the　individual　deter－

mines　itself　against　other　individuals．　The　active　self　undergoes　self－determination

by　seeing　the　absolute　other　in　itself　and　reciprocally　by　seeing　itself　in　the

absolute　other．　The　difference　is　that　in　Biranism　tlie　absolute　other　is　matter

whereas　in　Bergsonism　it　is　ether　life．　As　matter　is，　from　Nishida’s　perspective，　an

abstract　aspect　of　personal　individual　life，　the　Bergsonian　self　would　have　a　deeper

and　richer　self一一consciousness　than　the　Biranian　self．　｝tlowevei’，　in　the　pure　duration

of　Bergsonism，　the　self－deternaination　of　the　active　self　does　not　imply　self－nega－

tion．　Nishida　thinks　that　in　pure　duration，　the　self　passes　to　itself　continuously

because　there　the　self－determination　does　not　operate　against　the　absolute　other，

namely，　the　other　person，　or　“thou．”

　　Is　it　anachronistic　to　point　out　some　similarities　between　Nishida’s　position　and

today’s　French　phenomenology　concerning　the　problem　of　the　other　person？　ln

Nishida，　the　active　self　determines　itself　against　the　other　person　in　such　a　way

that　the　active　self　sees　the　other　person　within　itself　and　at　the　same　time　sees

itself　within　the　other　person．　’1］he　active　self　absolutely　denies　itself　by　opposing

itself　against　tlie　other　self　and　has　to　die　to　become　revived　in　the　latter．　ln

Nishida’s　expression　of　this，　one　can　formulate　that　the　active　self　breaks　through

its　own　base　to　meet　tlae　other　self．　Self－love　is　accoraplished　with　the　love　of

others．　Moreover，　the　active　self　is　obtained　by　transcending　the　conscious　self
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toward　the　noesis　of　intentionality，　and　this　transcendence　means　a　1〈ind　of

phenomenological　reduction　of　time　to　the　self－determination　of　the　eternal　now

（nunc　aeternum）　that　continuously　begins　anew　as　instants．　This　self－determina－

tion　is　nothing　eise　than　the　self－determination　of　the　active　seif　as　freedom．

　　The　contemporaneous　French　philosophers　Levinas　and　Henry　also　try　to　go

beyond　the　Heideggerian　Being，　the　essence　of　which　is　time，　to　grasp　the　unique

way　of　being　of　the　ego　ancl　alter　ego．　For　Levinas，　wlio　sees　the　saine　structure

in　both　temporizing　consciousness　and　the　linguistic　act　of　constituting　a　sense　of

proposition，　the　sense　of　being　of　other　persons　is　absolutely　independent　of　the

intentionality　of　consciousness，　because　the　other　as　an　interlocutor　could　never　be

the　sense　of　words，　namely，　the　sense　of　the　words　“the　other”，　but　must　be　the

foundation　of　communication　within　which　every　sense　or　idea　represented　by

words　respires　and　lives．　1　cannot　intentionally　constitute　the　other．　On　the　con－

trary，　it　is　the　other　who　summons　me　to　existence　as　responsible　to　him　lt　is　not

true　that　1　am　responsible　to　him　because　of　my　freedom．　1　am　free　because　of　my

responsibility　to　him．　1　give　him　myself　before　any　deliberation　and　in　the　absolute

passivity　prior　to　any　passive　or　active　relation．　1　exist　as　long　as　1　am　a　hostage

or　a　substitute　for　him．　The　other　exists　in　the　heart　of　my　being　and　my　existence

is　not　intelligible　without　ethical　relation　with　other　persons．

　　Finally，　Henry　discovers，　within　the　Heideggerian　Being　rather　than　beyond　it，

my　existence　or　the　way　of　the　ego’s　being．　The　ego　can　no　longer　be　constituted

by　intentionality　within　time，　but　it　receives　itself　to　exist，　by　self－affection　in　the

mode　of　absolute　passivity．　Henry’s　concept　of　absolute　passivity　consists　of　self

－affection　while　Levinas　indicates　self－donation　with　the　same　concept．　For

Henry，　self－affection　is　the　definition　of　life　as　far　as　life　is　characterized　by

sensibility　or　affectivity，　and，　explaining　the　absolute　passivity　of　self－affection，　he

refers　to　Life　that　operates　at　the　base　of　my　life．　Life　is　a　perpetual　movement

receiving　itself，　and　my　life　as　well　as　every　other　life　receives　itself　in　the

movement　of　Life，　carried　with　this　movement．　Therefore，　one　finds　at　the　base　of

his　existence，　througli　its　absolute　passivity　revealed　in　his　affective　experience，

the　Other　or　Life　that　transcends　him　inside，　in　the　heart　of　his　being，　rendering　it

to　him，　and　opening　toward　other　individua｝　lives．　Henry　also　sees　in　the　ego，　like

Nishida　and　Levinas，　the　other　in　a　large　sense　of　this　term，　as　a　decisive　constitu－

ent　of　its　being．
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