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一
現
在
状
況
と
歴
史
的
背
景
一
（
二
）

中
　
畑
　
正
　
志

最
初
に
、
前
袖
（
中
畑
二
〇
〇
一
［
一
］
）
で
の
踏
査
結
果
を
、
本
稿
の
議
論
と
の
関
連
性
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
要
約
す
る
。

　
ω
　
志
向
性
を
め
ぐ
る
基
本
問
題
一
現
代
哲
学
に
お
い
て
、
志
向
性
一
心
の
は
た
ら
き
の
も
つ
〈
何
か
に
か
か
わ
る
〉
あ
る
い
は
く
何
か
に
向
け
ら

れ
て
い
る
V
と
い
う
特
徴
1
を
め
ぐ
っ
て
基
本
的
な
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
志
向
性
の
自
然
化
の
可
能
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
主
義

的
な
世
界
観
を
前
提
と
し
た
上
で
、
心
的
状
態
（
の
大
部
分
）
の
本
質
的
要
件
と
考
え
ら
れ
て
い
る
志
向
性
が
、
自
然
的
な
タ
ー
ム
あ
る
い
は
自
然
科
学

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
心
的
状
態
を
も
自
然
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
い
つ
そ
う
有
望
と
な
る
。
逆
に
、
も
し
も
志
向
性
が
完
全
に
自
然
化
さ

れ
る
こ
と
が
不
可
能
な
ら
ぽ
、
志
向
性
は
自
然
主
義
的
な
世
界
観
に
重
大
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
②
　
志
向
性
の
定
式
化
”
英
語
圏
の
哲
学
に
志
向
性
の
概
念
を
導
入
し
定
着
さ
せ
た
功
績
は
、
ま
ず
チ
ザ
ム
（
菊
O
創
Φ
「
一
〇
一
（
　
竃
●
　
O
『
凶
ω
ず
O
H
5
P
）
に
帰
せ

ら
れ
る
。
彼
は
志
向
性
を
、
あ
る
文
が
志
向
的
で
あ
る
た
め
の
基
準
と
い
う
形
で
定
式
化
し
た
。
し
か
し
そ
の
定
式
化
に
よ
れ
ば
、
志
向
性
の
概
念
は
一

枚
岩
で
は
な
い
。
そ
の
基
準
に
は
、
心
的
事
象
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
（
志
向
的
関
係
）
の
特
質
を
、
ω
実
在
し
な
い
事
象
と
の
間
で
も
関
係
が
成
立

す
る
、
あ
る
い
は
㈹
実
在
す
る
事
象
と
関
係
す
る
が
そ
の
関
係
が
当
の
事
象
の
記
述
や
理
解
の
仕
方
に
依
存
す
る
、
と
い
う
点
の
そ
れ
ぞ
れ
に
認
め
る

と
い
う
、
複
数
の
理
解
を
胚
胎
し
て
い
た
。

　
㈹
　
問
題
の
図
柄
の
定
着
一
チ
ザ
ム
は
、
自
ら
定
式
化
し
た
志
向
性
の
概
念
に
基
づ
い
て
、
志
向
性
の
行
動
主
義
的
説
明
や
物
理
主
義
的
な
還
元
を
批

志
　
向
　
性

一
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二

拝
し
た
。
彼
は
第
一
に
、
言
語
の
志
向
性
が
心
の
志
向
性
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
批
判
の
要
点
は
、
言
語
の
志
向
性
、
す
な

わ
ち
人
が
あ
る
言
葉
に
よ
っ
て
意
味
す
る
も
の
を
、
対
象
や
状
況
の
現
前
と
発
話
者
の
発
話
お
よ
び
反
応
や
行
動
か
ら
規
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
発

話
者
が
対
象
や
状
況
を
誤
認
し
て
発
話
し
行
動
す
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
た
ん
な
る
外
的
な
観
察
か
ら
は
そ
の
発
話
の
意
味
が
確
定
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
よ
り
［
般
的
に
は
、
因
果
的
世
界
に
お
け
る
規
範
性
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
で
あ
る
。
物
理
的
な
因
果
的
過
程
と
い

う
関
係
そ
れ
だ
け
を
見
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
「
誤
り
扁
が
成
立
す
る
余
地
は
な
い
が
、
志
向
的
関
係
に
お
い
て
は
、
心
的
状
態
が
何
か
に
か
か
わ
り
な

が
ら
、
そ
の
何
か
を
正
し
く
表
象
す
る
こ
と
も
誤
っ
て
表
象
す
る
こ
と
も
成
立
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
チ
ザ
ム
が
指
摘
し
た
志
向
性
の
特
異
性
は
、
し
か
し
、
ク
ワ
イ
ソ
に
よ
っ
て
い
わ
ぽ
逆
手
に
取
ら
れ
る
。
ク
ワ
イ
ソ
は
チ
ザ
ム
の
議
論
か
ら
、
志
向
性

が
現
実
の
自
然
的
世
界
に
存
在
す
る
性
質
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
志
向
的
イ
デ
ィ
オ
ム
は
額
面
通
り
に
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
教
訓
を
導
き

出
し
た
。
こ
う
し
て
現
代
の
志
向
性
を
め
ぐ
る
問
題
の
基
太
・
線
が
定
着
さ
れ
た
。

　
㈲
　
志
向
性
の
議
論
の
前
提
”
し
か
し
志
向
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
多
く
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
事
柄
を
い
わ
ぽ
前
提
と
し
て
承
認
し
て
い
る
。

　
ω
必
ず
し
も
心
的
な
も
の
の
す
べ
て
が
志
向
性
を
も
つ
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
心
的
な
も
の
の
な
か
に
、
志
向
性
を
も
つ
も
の
と
も
た
な
い
も
の
と

が
存
在
す
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
心
的
な
も
の
の
統
　
性
の
指
標
と
な
る
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
志
向
性
へ
の
着
國
は
、
か
え
っ
て
心
的

な
も
の
の
理
解
の
統
一
性
を
掘
崩
す
か
も
し
れ
な
い
。

　
㈲
言
語
の
志
向
性
は
心
の
志
向
性
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
前
提
は
、
か

な
ら
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。
言
語
と
志
向
性
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
志
向
性
の
概
念
が
チ
ザ
ム
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
時
点
で
、
論
争
的
な
状
況

が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
㈲
　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
よ
る
志
向
的
内
在
の
導
入
日
志
向
性
を
め
ぐ
る
以
上
の
よ
う
な
問
題
状
況
は
、
そ
の
問
題
を
構
成
す
る
諸
前
提
を
含
め
て
、
そ

の
概
念
の
生
成
の
あ
り
方
に
根
を
も
っ
て
い
る
。
志
向
性
の
原
型
で
あ
る
「
志
向
的
内
在
」
（
圃
づ
け
Φ
臣
脅
一
〇
昌
国
一
①
　
【
昌
①
×
一
ω
け
①
謬
N
）
と
い
う
概
念
は
、
フ
ラ
ン

ツ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
『
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
幅
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
。
思
弁
的
な
観
念
論
を
拒
否
し
、
経
験
的
立
場
に
立
つ
彼
の
「
心
理

学
」
は
、
次
の
よ
う
な
理
論
的
枠
組
み
を
備
え
て
い
た
。
ω
現
象
は
物
的
現
象
と
心
的
現
象
と
に
二
分
割
さ
れ
る
。
㈲
心
的
現
象
へ
の
接
近
は
、
心
的

現
象
が
も
つ
対
象
意
識
に
付
随
し
て
感
覚
さ
れ
る
「
内
的
な
知
覚
」
に
も
と
つ
く
。
㈲
心
的
現
象
は
、
ひ
と
つ
の
心
的
な
体
験
に
お
け
る
、
対
象
と
は

区
劉
さ
れ
る
心
的
な
作
用
（
活
動
）
の
局
面
で
あ
る
。

　
㈲
　
志
向
的
内
在
を
め
ぐ
る
論
争
”
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
心
理
学
の
成
立
に
と
っ
て
決
定
的
意
味
を
も
つ
心
的
現
象
と
物
的
現
象
と
の
区
別
を
支
え
る
最



重
要
の
指
標
が
、
志
向
的
内
在
の
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
概
念
の
導
入
さ
れ
た
文
脈
に
は
、
こ
の
志
向
的
内
在
の
概
念
の
も
つ
、
ω
（
心
的
現
象

へ
の
）
内
在
性
と
㈲
（
心
的
作
用
の
対
象
へ
の
）
指
示
性
と
い
う
二
つ
の
含
意
が
識
別
で
き
る
。
志
向
的
内
在
が
志
向
的
対
象
の
特
殊
な
存
在
論
的
身

分
を
意
味
す
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
解
釈
者
た
ち
の
論
争
も
、
こ
の
二
つ
の
含
意
の
理
解
を
め
ぐ
っ
た
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
。　

ω
　
背
景
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
は
、
志
向
的
内
在
の
概
念
を
、
新
た
に
創
出
し
た
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
ブ
レ
ン

タ
ー
ノ
に
と
っ
て
、
こ
の
概
念
の
先
駆
者
と
し
て
最
も
重
要
な
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
へ
の
評
価
は
、
彼
自

身
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
、
と
り
わ
け
『
魂
に
つ
い
て
（
デ
・
ア
ニ
マ
）
』
に
関
す
る
研
究
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
の
研
究
に
お
い
て
、
志
向
的
内
在

と
実
質
的
に
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
内
容
が
、
「
質
料
を
伴
わ
な
い
形
相
の
受
容
」
と
い
う
、
感
覚
（
知
覚
）
と
思
考
と
に
共
通
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的

規
定
に
つ
い
て
の
解
釈
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
対
象
に
対
す
る
心
的
作
用
の
独
特
の
関
係
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
「
志
向

的
に
内
在
す
る
」
も
の
が
特
殊
な
存
在
論
的
身
分
を
伴
う
と
す
る
解
釈
に
疑
念
を
抱
か
せ
る
。
こ
の
点
を
は
じ
め
と
し
て
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
解
釈
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
彼
の
志
向
的
内
在
の
概
念
の
精
確
な
理
解
に
資
す
る
だ
ろ
う
。

　
㈲
　
背
景
と
し
て
の
デ
カ
ル
ト
一
し
か
し
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
は
、
彼
独
自
の
視
点
を
伴
っ
て
い
た
。
な
か
で
も
、
志
向
的
内

在
を
、
「
対
象
的
な
（
O
げ
一
①
O
け
一
く
）
内
在
」
へ
と
換
言
・
説
明
し
そ
れ
を
「
デ
カ
ル
ト
の
用
語
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
冒
に
値
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

志
向
的
内
在
の
概
念
の
歴
史
的
背
景
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
垂
耳
だ
け
で
は
な
く
、
デ
カ
ル
ト
の
精
神
（
日
Φ
コ
ω
）
の
哲
学
が
控
え
て
い
る
こ
と
を

示
唆
す
る
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
の
心
の
哲
学
の
基
礎
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
魂
の
概
念
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
確
立
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
志

向
的
内
在
の
概
念
は
、
そ
の
内
に
理
論
的
な
緊
張
関
係
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
前
稿
を
次
の
よ
う
に
結
ん
だ
。
一
「
予
告
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
は
、
本
来
相
反
す
る
こ
の
二
つ
の
思
考
の
方

向
を
、
「
志
向
的
内
在
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
概
念
に
詰
め
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
二
つ
の
思
考
は
、
調
和
的
に
共
存
し
う
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
た
と
え
ぽ
、
こ
の
概
念
の
内
部
に
走
る
「
内
在
性
」
と
「
指
示
性
」
と
の
亀
裂
も
、
こ
の
断
層
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
現
代
の

志
向
性
概
念
も
、
そ
の
複
数
的
性
格
の
可
能
性
も
含
め
て
、
や
は
り
そ
こ
か
ら
地
続
き
な
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
予
告
を
、
と
り
わ
け
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
の
思
考
に
即
し
て
具
体
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

志
　
向
　
性
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機

W
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
デ
カ
ル
ト
。
ブ
レ
ソ
タ
…
ノ

　
2
2
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
魂
論
と
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
成
立
し
た
デ
カ
ル
ト
の
精
神
（
ヨ
①
蕊
）
の
哲
学
、
そ
し
て
そ
の

両
者
を
受
容
す
る
ブ
レ
ン
当
国
ノ
の
「
心
理
学
」
。
あ
ら
た
め
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
志
向
的
内
在
の
概
念
一
と
り
わ
け
『
経
験
的
立
場
か

ら
の
心
理
学
臨
（
b
σ
話
導
雪
〇
一
。
。
起
＼
H
⑩
綬
）
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
そ
の
初
期
形
態
一
の
理
論
的
位
置
を
、
デ
カ
ル
ト
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
と
い
う
対
蹴
的
な
二
つ
の
点
か
ら
測
量
し
て
み
よ
う
。

　
少
な
く
と
も
志
向
的
内
在
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
魂
論
を
最
も
有
力
な
源
泉
と
考
え
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
心
慮
で
確
認
し
た
よ
う
に
（
前
稿
1
9
1
2
0
節
）
、
「
志
向
的
内
在
」
の
概
念
は
す
で
に
彼
の
魍
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
心
理

学
研
究
騙
に
お
い
て
ほ
ぼ
先
取
り
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
舳
で
こ
の
概
念
の
導
入
時
に
付
さ
れ
た
歴
史
的
跡
づ

け
の
註
（
b
d
お
簿
雪
。
お
課
＼
お
㎝
㎝
あ
．
H
卜
。
㎝
諺
コ
5
）
に
お
い
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
最
も
重
視
し
た
記
述
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
自

身
に
よ
る
の
ち
の
園
顧
（
じ
d
戦
①
類
露
8
お
ω
ρ
ω
Q
り
會
。
。
。
。
）
も
、
こ
の
点
に
確
証
を
与
え
て
い
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
に
そ
の
源
泉
と
見
え
た
も
の
は
申
事
楼
で
は
な
か
っ
た
か
を
疑
う
理
由
が
あ
る
。
志
向
的
内
在
と
い

う
概
念
は
、
心
的
現
象
（
℃
ω
《
9
0
δ
α
q
凶
ω
0
9
磨
ぎ
。
き
Φ
跡
）
の
最
も
主
要
な
指
標
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
指
標
が
要
求
さ

れ
る
の
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
い
う
「
心
理
学
」
の
自
律
性
が
、
心
的
現
象
が
物
的
現
象
（
℃
ξ
ω
凶
ω
9
Φ
審
ぎ
。
ヨ
窪
）
か
ら
区
別
さ
れ
る
、

ひ
と
つ
の
統
一
し
た
領
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
依
拠
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
前
稿
1
4
節
ω
）
。
現
象
は
そ
の
よ
う
に
、
物
的
現
象
と
心

的
現
象
と
に
包
括
的
に
分
割
さ
れ
る
。
こ
の
「
現
象
」
（
雷
警
。
ヨ
Φ
昌
）
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
「
思
惟
す

る
実
体
」
と
「
延
長
す
る
実
体
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
導
入
を
意
図
的
に
回
避
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
心
的
／
物
的
と
い
う
二
分
法
お
よ
び
く
心
的
な
も
の
V
の
統
一
的
理
解
と
い
う
思
考
は
、
あ
き
ら
か
に
デ
カ
ル
ト
以
来
の
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
統
一
性
を
支
え
る
志
向
的
内
在
と
い
う
概
念
が
、
少
な
く
と
も
一
方
で
は
、
デ
カ
ル
ト
的
な
意
味
で
の
「
o
豆
①
o
鉱
く
①



（
対
象
的
あ
る
い
は
思
念
的
）
な
内
在
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
（
前
稿
2
1
節
）
、
「
志
向
的
内
在
」
に
求
め
ら
れ
る
理
論
的
役
割
と
い
う

点
で
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
と
デ
カ
ル
ト
と
の
親
近
性
は
否
定
し
が
た
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
、
デ
カ
ル
ト
の
〈
精
神
〉
（
窪
窪
ρ
お
ω
8
α
q
冨
湧
）
に
相
当
す
る
よ
う
な
〈
心
的
な
も
の
〉
を

包
括
す
る
概
念
は
存
在
し
な
い
。
近
似
的
な
概
念
は
く
魂
V
（
尽
§
愚
）
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
魂
の
は
た
ら
き
に
は
栄
養
摂
取
や
運

動
も
含
ま
れ
る
た
め
、
魂
の
活
動
と
そ
れ
以
外
の
事
象
と
の
区
別
は
心
的
活
動
と
物
的
活
動
と
の
区
劉
と
は
重
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
以
来
の
魂
の
概
念
を
批
判
す
る
デ
カ
ル
ト
の
照
準
は
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
告
発
理
由
は
、
魂
の
概
念
が

本
来
区
別
さ
れ
る
べ
き
意
味
を
不
当
に
｛
つ
に
押
し
込
め
て
お
り
、
そ
の
た
め
二
義
的
で
曖
昧
（
節
①
ρ
¢
附
く
O
O
¢
ω
）
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
、

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
魂
概
念
は
、
そ
の
包
摂
す
る
諸
能
力
の
範
囲
だ
け
で
な
く
、
包
摂
さ
れ
る
諸
能
力
の
関
係
に
つ
い
て
も
、

デ
カ
ル
ト
や
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
「
精
神
」
「
心
的
現
象
（
作
用
）
」
の
概
念
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
人
間
の
魂
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
階
層
的
構
造
に
あ
る
諸
能
力
の
複
合
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
「
魂
」
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
精
神
」
や
ブ

レ
ソ
タ
ー
ノ
の
「
心
的
現
象
」
の
よ
う
な
統
一
性
を
欠
い
て
い
る
。

　
　
A
1
　
魂
の
説
明
規
定
（
滴
ミ
。
ハ
）
が
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
形
の
説
明
規
定
と
岡
じ
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
　
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
形
の
場
合
は
、
三
角
形
や
そ
れ
に
つ
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
離
れ
て
く
形
V
は
存
在
し
え
な
い
の

　
　
で
あ
り
、
ま
た
当
面
の
問
題
で
あ
る
魂
の
場
合
に
も
、
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
た
諸
能
力
を
離
れ
て
く
魂
V
は
存
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ

　
　
る
。
け
れ
ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
に
つ
い
て
も
、
そ
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
が
し
か
し
ど
の
形
に
も
固
有
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
う

　
　
な
共
通
の
説
明
規
定
が
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
ま
で
雷
及
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
魂
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
言

　
　
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
の
魂
や
形
の
場
合
も
ま
た
そ
れ
以
外
の
場
合
も
、
存
在
す
る
も
の
の
う
ち
の
ど
れ
に
つ
い
て

　
　
も
固
有
な
説
明
規
定
で
な
く
、
ま
た
本
来
的
で
そ
れ
以
上
分
割
さ
れ
な
い
〈
種
〉
に
即
し
た
も
の
で
も
な
い
よ
う
な
共
通
の
説
明
規
定

志
　
向
性

五
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山ノ、

　
　
を
探
究
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
個
別
的
な
説
明
規
定
を
無
視
し
て
顧
み
な
い
な
ら
ぽ
、
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
魂
を
め
ぐ
る
次
の
事
情
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
場
合
と
近
似
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
形
の
場
合
で
も
魂
を
も
つ
も
の
の
場
合

　
　
で
も
、
よ
り
先
な
る
も
の
が
そ
れ
に
引
き
続
く
も
の
の
う
ち
に
、
つ
ね
に
苛
能
否
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
四
角
形
の

　
　
う
ち
に
は
三
角
形
が
、
感
覚
（
知
覚
）
す
る
能
力
の
う
ち
に
は
栄
養
摂
取
す
る
能
力
が
、
可
能
的
に
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と

　
　
え
ぽ
植
物
の
魂
は
何
で
あ
る
か
、
人
間
の
、
あ
る
い
は
獣
の
魂
は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
魂
は
ど
の
よ
う
な

　
　
も
の
か
を
、
各
々
に
つ
い
て
個
別
的
に
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
『
魂
に
つ
い
て
』
第
二
巻
第
五
章
溶
参
卜
。
？
ω
ω
）

　
魂
は
、
こ
の
よ
う
に
、
諸
能
力
の
複
合
体
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
以
後
は
〈
心
〉
の
能
力
に
分
類
さ
れ
る
感
覚
知
覚
と
思
考
に

つ
い
て
さ
え
、
両
者
を
覆
う
よ
う
な
魂
の
概
念
は
、
三
角
形
と
四
角
形
と
を
包
摂
す
る
類
と
し
て
の
く
形
〉
に
相
当
す
る
よ
う
な
、
二
次
的

な
位
置
を
も
つ
に
と
ど
ま
る
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
魂
の
「
統
一
性
」
が
意
義
を
も
つ
の
は
、
と
り
わ
け
身
体
（
物
体
）
と
の
関
係
に

お
い
て
、
身
体
を
一
つ
の
身
体
す
な
わ
ち
生
き
て
い
る
有
機
体
た
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
ろ
う
）
。
そ
こ
に
は
、
デ
カ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

及
び
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
〈
心
的
な
も
の
〉
に
認
め
た
よ
う
な
統
…
性
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
2
3
　
心
的
現
象
の
統
一
性
と
い
う
ブ
レ
ン
タ
！
ノ
の
論
点
と
密
接
に
関
係
す
る
の
は
、
〈
表
象
〉
（
＜
o
謎
轡
亀
§
α
q
）
の
概
念
で
あ
る
。
彼

は
、
『
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
』
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ベ
イ
ソ
へ
と
い
た
る
心
的
現
象
の
分
類
史
の
回
顧
を
踏
ま
え
て
、

心
的
現
象
あ
る
い
は
心
的
作
用
を
、
表
象
、
判
断
（
C
ユ
Φ
出
）
、
そ
し
て
情
意
運
動
（
O
Φ
並
等
ω
げ
Φ
≦
Φ
α
q
日
薦
）
あ
る
い
は
愛
憎
現
象

（
℃
び
ぎ
。
目
窪
α
9
ご
Φ
σ
の
舞
氏
鳥
Φ
ω
属
器
ω
Φ
ω
）
と
い
う
三
つ
の
種
類
に
区
分
し
た
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
心
的
現
象
の
基
礎
に
は
、
表
象
が

措
定
さ
れ
る
。
「
わ
れ
は
何
か
を
表
象
す
る
こ
と
な
し
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
細
断
し
た
り
、
そ
れ
を
欲
求
し
た
り
、
希
望
し
た
り
、
恐
れ
た

り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
心
的
現
象
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
」
（
㌍
Φ
9
弩
o
H
。
。
課
＼
お
9
囲
◎
ω
．
回
這
）
、
「
判
断
と
愛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

［
情
動
］
は
つ
ね
に
そ
の
う
ち
に
表
象
を
含
む
」
（
ω
．
這
日
）
の
で
あ
る
。
表
象
が
、
判
断
や
欲
求
の
対
象
を
準
備
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
す

べ
て
の
心
的
現
象
の
基
層
に
は
表
象
の
は
た
ら
き
が
存
在
す
る
。



　
し
た
が
っ
て
、
表
象
の
概
念
と
志
向
的
内
在
の
概
念
と
が
（
控
え
め
に
い
っ
て
も
）
重
要
か
つ
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
あ
き
ら
か

だ
ろ
う
。
い
や
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
心
的
現
象
に
は
対
象
が
志
向
的
に
内
在
し
、
ま
た
心
的
現
象
は
表
象
さ
れ
た
も
の
に
か
か
わ
る
以
上
、

「
志
向
的
に
内
在
す
る
も
の
（
対
象
）
」
と
「
表
象
さ
れ
た
も
の
（
対
象
）
」
と
が
同
一
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
て
も
、
不
自
然
で
は
な
い
。

事
実
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
に
、
の
ち
に
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
明
確
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ

　
　
（
4
）

と
に
な
る
。
彼
は
、
「
表
象
さ
れ
た
対
象
」
（
〈
o
渥
Φ
ω
け
①
浮
①
ω
○
玄
Φ
簿
）
と
「
表
象
の
対
象
」
（
○
σ
U
①
ぎ
ユ
臼
く
○
お
け
Φ
＝
琶
α
q
）
と
い
う
、
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

で
は
あ
る
が
微
妙
な
区
別
に
依
拠
し
て
、
「
内
在
す
る
対
象
」
イ
コ
ー
ル
「
表
象
さ
れ
た
対
象
」
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
こ
の
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

明
さ
え
、
『
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
』
で
の
時
点
で
の
彼
の
見
解
に
つ
い
て
、
正
当
な
自
己
理
解
で
あ
る
か
ど
う
か
が
疑
わ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
心
的
現
象
の
表
象
、
判
断
、
情
意
へ
の
区
分
と
そ
の
な
か
で
の
表
象
の
基
層
的
な
位
置
づ
け
は
、
志
向
的
内
在
の
理
解
と

理
論
的
に
密
接
な
連
動
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
心
的
現
象
の
区
分
と
表
象
の
基
層
的
位
置
づ
け
は
、
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
と
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
に
由
来
す
る
も
の
だ
っ
た
。
彼

は
、
デ
カ
ル
ト
が
い
っ
さ
い
の
心
的
状
態
を
「
観
念
箆
＄
Φ
、
判
断
甘
島
。
冨
、
意
志
く
。
囲
毒
賦
ω
あ
る
い
は
感
情
p
ゑ
①
o
巳
ω
」
と
い
う
三
つ

に
区
濡
し
（
『
省
察
』
「
第
三
省
察
」
）
、
な
か
で
も
観
念
に
基
礎
的
な
位
置
を
与
え
た
と
解
釈
し
て
い
た
。
『
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

で
は
明
記
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
の
ち
に
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
が
こ
の
点
で
デ
カ
ル
ト
が
先
駆
者
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
V

も
デ
カ
ル
ト
の
解
釈
と
し
て
は
ヴ
ィ
ソ
テ
ル
バ
ン
ト
ら
の
異
論
が
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
自
ら
の
解
釈
の
擁
護
を
試
み
て
い
る
の
で
あ

る
。　

他
方
で
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
帰
す
の
は
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
二
分
法
－
感
覚
と
思
考
、
あ
る
い
は
（
広
義
の
）
思
考

と
欲
求
一
で
あ
る
（
b
d
お
馨
き
o
H
。
。
置
＼
H
浅
ρ
H
H
．
ψ
①
－
ρ
ω
ω
）
。
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
二
区
分
は
、
い
ず
れ
も
『
経
験
的
立
場
か
ら
の

心
理
学
』
で
の
心
的
現
象
の
区
分
の
選
択
に
お
い
て
、
（
デ
カ
ル
ト
的
な
）
三
区
分
に
対
比
さ
れ
る
選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
検
討
の
結

果
却
下
さ
れ
て
い
る
（
b
u
お
耳
9
。
8
お
謡
＼
お
綬
H
H
會
ω
◎
卜
。
予
ω
刈
）
。
し
た
が
っ
て
、
心
的
現
象
の
分
類
と
表
象
の
基
層
的
性
格
と
い
う
、
志
向

志
　
向
　
性

七
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八

的
内
在
の
概
念
と
深
く
か
か
わ
る
重
要
な
論
点
に
お
い
て
も
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
意
識
的
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
な
く
デ
カ
ル
ト
の
側
に

立
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
部
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
研
究
者
は
、
こ
の
よ
う
な
基
層
的
な
心
的
現
象
で
あ
る
表
象
の
概
念
の
源
泉
を
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
求
め
、

そ
れ
を
パ
ン
タ
シ
ア
ー
（
＄
ミ
是
q
へ
匙
）
あ
る
い
は
パ
ソ
タ
ス
マ
（
＄
ミ
§
婁
黛
）
の
概
念
に
見
出
し
て
い
る
（
ζ
雪
。
げ
H
8
。
。
）
。
日
本
語
で

は
「
表
象
」
「
表
象
像
」
あ
る
い
は
「
想
像
」
と
し
ぼ
し
ぼ
訳
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
ギ
リ
シ
ア
語
に
と
っ
て
、
た
し
か
に
く
O
話
け
①
臨
§
σ
q
は
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

表
的
な
ド
イ
ツ
語
の
訳
語
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
㎎
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
心
理
学
研
究
』
で
は
、
「
パ
ン
タ
シ
ア
i
」
は

勺
冨
暮
器
δ
、
「
パ
ン
タ
ス
マ
」
は
℃
ゴ
磐
冨
ω
ヨ
餌
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
分
析
や
議
論
の
な
か
で
は
、
パ
ソ
タ
シ
ア
ー
あ
る
い
は
パ
ソ
タ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

マ
に
く
O
お
け
Φ
＝
ロ
罐
と
い
う
概
念
を
重
ね
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
散
見
さ
れ
る
。
も
し
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
パ
ン
タ
シ
ア

ー
や
パ
ン
タ
ス
マ
が
感
覚
知
覚
や
思
考
、
欲
求
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
「
心
的
な
扁
は
た
ら
き
の
す
べ
て
の
基
礎
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
な
ら

ぽ
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
衰
象
概
念
に
連
絡
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
実
の
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
パ
ン
タ
シ
ア
ー
の
解
釈
は
、
古
代
か
ら
現
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

い
た
る
ま
で
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
史
に
お
い
て
も
、
試
み
ら
れ
て
き
た
。

　
だ
が
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
い
ま
確
認
し
た
よ
う
な
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
区
分
と
の
対
比
の
上
で
の
（
デ
カ

ル
ト
的
）
三
区
分
の
選
択
と
い
う
論
証
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
彼
が
パ
ン
タ
シ
ア
ー
を
自
ら
の
く
表
象
〉
の
よ
う
な
基
層
的
事
象
と
位
置
づ
け
た

と
い
う
解
釈
と
相
容
れ
な
い
。
ま
た
実
際
、
彼
の
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
心
理
学
研
究
触
で
の
パ
ン
タ
シ
ア
ー
の
取
り
扱
い
は
か
な
り
簡
単
な

も
の
で
あ
り
、
『
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
輪
で
の
表
象
概
念
の
原
型
と
な
り
う
る
ほ
ど
の
器
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
V

な
い
し
、
そ
の
具
体
的
な
分
析
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
表
象
の
概
念
に
直
接
引
き
つ
け
る
仕
方
で
パ
ソ
タ
シ
ア
ー
を
解
釈
し
て
は
い
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
志
向
的
内
在
の
概
念
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
衷
象
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
も
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
デ
カ
ル
ト
に
立
脚
点
を
も

つ
。

　
2
4
　
こ
う
し
て
、
志
向
的
内
在
の
概
念
の
理
論
的
背
景
を
構
成
す
る
基
本
的
な
論
点
に
つ
い
て
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
思
考
の
重
心
は
、
デ



カ
ル
ト
の
側
に
大
き
く
傾
い
て
い
る
。
同
時
に
そ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
は
対
立
的
な
位
置
に
あ

っ
た
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
基
本
的
と
も
雷
え
る
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
は
、
志
向
的
内
在
の
概
念
の
原
型
を
、

何
よ
り
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
魂
論
の
う
ち
に
見
届
け
た
の
で
あ
る
。
志
向
的
内
在
の
概
念
を
理
解
す
る
う
え
で
、
背
景
と
し
て
の
ア
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ト
テ
レ
ス
の
重
要
性
が
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
も
、
必
ず
し
も
不
当
で
は
な
い
。

　
だ
か
ら
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
志
向
的
内
在
の
概
念
を
、
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル
の
よ
う
に
単
純
に
「
心
理
学
者
に
よ
る
「
観
念
の
道
」
の
修

正
」
（
男
覧
Φ
お
話
）
と
断
定
し
た
り
、
「
デ
カ
ル
ト
的
、
内
在
主
義
的
、
内
省
主
義
的
な
前
提
に
基
づ
く
」
も
の
で
あ
り
「
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ

自
身
は
、
心
お
よ
び
そ
れ
と
志
向
的
に
関
連
す
る
も
の
の
説
明
の
点
で
、
洗
練
さ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る
デ
カ
ル
ト
主
義
以
上
に
は
、
あ
ま

り
前
進
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
」
（
鼠
O
吋
餌
昌
　
H
Φ
O
①
）
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
急
い
で
従
っ
た
り
し
な
い
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。
志
向
性

的
内
在
の
概
念
は
、
も
う
少
し
理
論
的
に
も
歴
史
的
に
も
陰
影
の
あ
る
思
考
の
産
物
で
あ
る
。
と
り
わ
け
志
向
的
内
在
を
め
ぐ
る
ブ
レ
ソ
タ

ー
ノ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
関
係
を
精
確
に
考
え
る
た
め
に
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
ま
で
具
体
的
に
立
ち

入
っ
て
査
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
志
向
的
内
在
の
概
念
を
提
出
し
た
と
き
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
志
向
的
内
在
の
原
型
で
あ
る
と
表
明
し
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
見
解
で
あ
っ
た
（
b
d
お
暮
碧
o
H
。
。
置
こ
⑩
O
伊
ω
．
H
b
。
切
》
昌
幹
）
。

　
　
㈲
　
感
覚
さ
れ
た
も
の
（
＆
ω
国
ヨ
9
ロ
轟
轟
Φ
）
は
、
感
覚
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
感
覚
す
る
主
体
の
内
に
あ
る
。

　
　
㈲
　
感
覚
は
、
感
覚
さ
れ
た
も
の
（
山
雪
円
諺
嘗
群
鳥
Φ
詳
Φ
）
を
、
質
料
（
素
材
）
抜
き
で
受
け
取
る
。

　
　
㈲
　
思
考
さ
れ
た
も
の
（
匹
鋤
ω
∩
甲
Φ
山
四
〇
ゴ
け
Φ
）
は
思
考
す
る
も
の
の
内
に
あ
る
。

　
こ
の
な
か
で
、
㈲
、
㈲
を
挙
げ
る
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
着
眼
点
が
、
対
象
の
何
ら
か
の
意
味
で
の
「
内
在
性
」
一
そ
れ
が
必
ず
し
も
特

殊
な
存
在
論
的
身
分
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
一
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
㈲
ω
は
、
要
す
る
に
、
感
覚
さ
れ
た
も
の

と
思
考
さ
れ
た
も
の
の
「
内
在
性
」
し
か
語
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

志
　
向
　
性

別
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一
〇

　
し
か
し
㈲
㈲
よ
り
も
、
お
そ
ら
く
㈲
が
重
要
だ
ろ
う
。
㈲
は
（
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
参
照
箇
所
を
明
記
し
て
は
い
な
い

が
）
、

　
　
A
2
　
感
覚
と
は
、
感
覚
さ
れ
る
形
相
を
そ
の
質
料
（
素
材
）
抜
き
で
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
（
『
魂
に
つ
い
て
』
第
二
巻
斗
十
二

　
　
章
蕊
心
四
一
刈
山
㊤
）

　
　
A
3
　
感
覚
器
官
は
、
感
覚
さ
れ
る
も
の
を
質
料
を
伴
わ
ず
に
受
容
す
る
。
（
同
書
第
三
巻
第
二
章
お
謡
・
。
α
）

を
典
拠
と
す
る
。
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
に
と
っ
て
、
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
質
料
を
伴
わ
な
い
形
相
の
受
容
」
と
い
う
見
解
の
解
釈
こ
そ
、

志
向
的
内
在
の
概
念
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
前
稿
1
9
節
）
。

　
し
か
し
第
一
に
、
㈲
に
つ
い
て
も
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
着
目
点
が
「
内
在
性
」
に
あ
る
こ
と
も
、
同
じ
く
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
心
理

学
研
究
』
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
す
で
に
前
稿
で
も
言
及
し
た
テ
キ
ス
ト
を
、
よ
り
詳
し
い
検
討
の
た
め
に
、
こ
こ
で
再
度
引
用
し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。

　
　
B
1
　
わ
れ
わ
れ
は
、
冷
た
く
な
る
か
ぎ
り
で
は
、
冷
た
さ
を
感
覚
し
な
い
。
も
し
感
覚
す
る
な
ら
ば
、
植
物
や
非
有
機
的
な
物
体
な

　
　
ど
も
感
覚
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が
冷
た
さ
を
感
覚
す
る
の
は
、
冷
た
さ
が
対
象
的
に
、
す
な
わ
ち
認
識
さ
れ

　
　
た
も
の
と
し
て
＊
わ
れ
わ
れ
の
内
に
存
在
す
る
（
母
ω
溶
鐸
Φ
0
9
①
。
け
向
く
益
レ
．
巴
ω
甲
ξ
雪
質
ω
貯
§
ω
Φ
邑
巴
Φ
二
）
か
ぎ
り
に
お
い
て

　
　
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
の
物
的
な
主
体
と
な
る
こ
と
な
く
、
冷
た
さ
を
内
に
受
容
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ

　
　
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
塊
に
つ
い
て
』
第
二
巻
第
十
二
章
で
、
感
覚
は
感
覚
さ
れ
る
形
相
を
質
料
（
素
材
）
抜
き
で

　
　
受
け
取
る
と
語
る
の
で
あ
る
。
（
o
ご
村
①
ζ
け
餌
一
日
〇
　
一
〇
Q
O
刈
■
ω
●
　
o
o
O
臨
e
）

　
そ
し
て
＊
の
箇
所
へ
の
註
で
は
、

　
　
B
2
　
こ
の
箇
所
と
以
下
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
対
象
的
○
菖
Φ
o
堰
く
」
と
い
う
表
現
を
、
近
年
の
慣
例
的
な
意
味
［
客
観
的
］
で

　
　
は
な
く
、
中
世
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
王
義
者
に
よ
っ
て
こ
の
言
葉
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
意
昧
（
ス
コ
ラ
哲
学
の
用
語
で
の
○
蕊
①
o
－



　
　
恐
く
Φ
）
で
用
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
説
を
簡
潔
で
正
確
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
料
的
に
は
、

　
　
物
的
性
質
と
し
て
、
冷
た
さ
は
冷
た
い
も
の
の
内
に
内
在
す
る
。
対
象
と
し
て
は
、
す
な
わ
ち
感
覚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
そ
の
冷

　
　
た
さ
を
感
じ
る
そ
の
人
に
内
在
す
る
（
巴
ω
〇
三
Φ
拝
9
墜
巴
ω
国
ヨ
O
吐
出
2
Φ
ω
L
ω
け
ω
δ
冒
α
Φ
巳
菌
疑
③
捜
巨
①
a
Φ
戸
）
。

　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
こ
の
よ
う
に
、
「
質
料
（
素
材
）
を
伴
わ
な
い
受
容
」
を
、
「
対
象
と
し
て
」
あ
る
い
は
「
感
覚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
」

の
内
在
と
い
う
意
味
で
解
釈
し
て
い
る
。

　
も
は
や
正
面
か
ら
問
う
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
は
た
し
て
正
当
で
あ
ろ
う
か
。
一
㈲
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る

見
解
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
入
の
感
覚
（
知
覚
）
論
の
中
核
的
見
解
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
在
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
者
た
ち
の
主
戦
場

の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
解
釈
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
し
た
も
の
を
支
持
し
よ
う
と
す
る
解
釈
も
、
志
向
的
内
在
や
志
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

性
の
概
念
を
そ
こ
に
重
ね
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
有
力
な
研
究
者
た
ち
の
支
持
を
得
て
い
る
。

　
し
か
し
、
参
照
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
志
向
的
内
在
の
源
泉
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
見
い
だ
す
典
拠
と
は
な
り
え
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
専
門
家
た
ち
の
や
り
と
り
の
細
部
に
ま
で
立
ち
入
ら
な
く
と
も
、
次
の
考
察
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
一
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
だ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
キ
ス
ト
に
多
少
と
も
親
し
ん
だ
者
に
と
っ
て
㈲
（
お

よ
び
㈲
）
の
記
述
で
目
に
つ
く
の
は
、
（
α
9
ω
）
図
ヨ
℃
2
巳
Φ
昌
Φ
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
い
ま
引
用
し
た
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
テ
キ
ス
ト
A
2
・
A
3
に
お
い
て
「
感
覚
さ
れ
る
（
も
の
）
」
と
（
中
立
的
に
）
訳
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
語
ミ
q
§
峡
警
に
対
応
す
る

が
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
心
理
学
研
究
』
で
は
、
基
本
的
に
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
に
ω
Φ
講
ω
旨
Φ
囲
（
ロ
鋤
ω
ω
Φ
p
上
潮
Φ
ω
○
ぴ
㎞
Φ
臨
）

と
い
う
ド
イ
ツ
語
を
当
て
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
一
般
的
に
言
う
な
ら
ぽ
、
－
焼
。
り
と
い
う
接
尾
辞
を
も
つ
動
形
容
詞
は
、
そ
の
動
詞
の
は
た
ら
き
の
（
受
動
）
可
能
性
の
意
味
と
と
も
に
、

あ
る
完
了
し
た
状
態
を
表
し
現
在
完
了
分
詞
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
う
る
。
し
か
し
、
典
拠
と
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
ミ
q
魅
ミ
曾
が
け
っ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

て
後
者
の
よ
う
な
意
味
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ミ
q
魅
斜
警
に
与
え
た
機
能
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ぽ
、

志
　
向
性

二
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一

ミ
q
§
貝
曾
の
代
表
的
事
例
で
あ
る
く
色
V
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　
A
4
　
色
は
す
べ
て
、
現
実
態
に
あ
る
透
明
な
も
の
を
動
か
す
（
変
化
さ
せ
る
）
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
§
ミ
§
鳶
曾
）
で
あ
り
、
こ

　
　
の
こ
と
こ
そ
が
色
の
本
性
な
の
で
あ
る
。
（
『
魂
に
つ
い
て
軸
第
二
謎
解
七
章
雌
。
。
餌
ω
閉
び
ト
。
）

　
　
A
5
　
色
に
と
っ
て
の
色
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
色
の
本
質
）
と
は
、
…
…
現
実
態
に
あ
る
透
明
な
も
の
を
動
か
し
う
る
（
変
化
さ
せ

　
　
う
る
）
も
の
で
あ
る
（
註
鳶
ミ
唱
§
≧
⑪
瓢
ミ
ト
）
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
同
書
同
章
亀
簿
申
這
）

　
色
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
媒
体
」
で
あ
る
透
明
な
も
の
を
動
か
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
視
覚
活
動
は
そ
の
よ
う
な
透
明
体
の
作
用
・
は
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

き
を
受
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
、
ミ
q
魅
蔑
警
は
、
「
感
覚
さ
れ
う

へる
も
の
」
で
あ
り
、
号
ω
国
白
嘗
§
自
①
器
（
感
覚
さ
れ
た
も
の
）
で
は
な
い
。

　
以
上
の
事
情
は
、
た
ん
に
訳
語
の
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
ず
れ
と
い
う
以
上
の
、
か
な
り
大
き
な
意
義
を
も
つ
。
「
感
覚
（
知
覚
）
可
能
」

と
い
う
様
相
性
は
、
か
り
に
そ
れ
を
感
覚
す
る
と
い
う
活
動
が
現
実
に
成
立
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
感
覚
さ
れ
う
る
も
の
一
実
際
に
は

可
感
的
な
形
相
と
し
て
の
色
や
音
、
匂
い
な
ど
一
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
知
覚
の
主

体
に
と
っ
て
感
覚
可
能
な
形
相
が
外
在
約
で
あ
る
こ
と
、
雷
い
換
え
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
す
る
主
体
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

含
意
す
る
だ
ろ
う
。
感
覚
の
主
体
に
内
在
し
な
が
ら
、
な
お
感
覚
（
知
覚
）
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
可
能
性
は
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
考
、
兄
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
感
覚
さ
れ
う
る
も
の
」
と
し
て
の
ミ
q
§
べ
9
に
、
ブ
レ
ソ
タ
！
ノ
が
期
待
す
る
よ

う
な
「
志
向
的
内
在
」
や
「
対
象
的
な
内
在
」
の
意
味
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
2
5
　
私
は
、
自
ら
の
志
向
的
内
在
の
概
念
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
（
恣
意
的
に
）
ミ
q
魅
ミ
曾
の
訳
語
を
変
え
た
と
は

思
わ
な
い
。
す
で
に
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
心
理
学
研
究
』
に
お
い
て
も
、
鳥
器
国
営
嘗
§
島
窪
①
と
い
う
訳
語
は
、
（
ω
①
二
ω
8
①
δ
閃
。
「
ヨ
⑦
コ

と
い
う
言
葉
と
と
も
に
）
先
に
引
用
し
た
「
質
料
を
伴
わ
な
い
形
相
の
受
容
」
と
い
う
規
定
の
解
釈
（
B
l
V
に
登
場
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
引
用
し
た
そ
の
箇
所
へ
の
註
（
B
2
）
で
は
、
（
引
用
さ
れ
た
部
分
に
つ
づ
け
て
）
『
魂
に
つ
い
て
輪
第
三
巻
二
章



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

お
㎝
げ
b
⊃
㎝
へ
の
参
照
を
求
め
、
そ
の
箇
所
で
の
「
現
実
態
に
あ
る
感
覚
対
象
」
（
ミ
盗
塁
9
零
煉
．
暫
曾
寄
ミ
ヒ
）
が
、
そ
の
よ
う
な
「
対
象
と

し
て
、
あ
る
い
は
感
覚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
内
在
す
る
」
も
の
を
意
味
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。
参
照
を
指
示
さ
れ
た
箇
所
の
議
論
で
は
、

た
と
え
ぽ
「
現
実
態
に
あ
る
色
」
は
、
「
現
実
態
に
あ
る
視
覚
（
す
な
わ
ち
視
覚
活
動
）
」
と
同
一
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
外
在

す
る
再
感
的
な
形
相
そ
の
も
の
と
は
区
朋
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
な
ら
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
い
う
「
感
覚
さ
れ
た
も
の
」
あ
る
い
は
「
感

覚
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
解
釈
す
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
残
念
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
適
切
で
な
い
。
A
2
・
A
3
の
規
定
に
お
い
て
「
質
料
（
素
材
）
を
伴
わ
な
い
」
と
い
う
限
定
が
付

さ
れ
る
の
は
、
そ
の
受
容
に
お
い
て
、
感
覚
能
力
が
当
の
外
在
す
る
感
覚
対
象
（
色
、
音
な
ど
）
そ
の
も
の
と
同
一
合
致
す
る
の
で
は
な
い

こ
と
を
表
わ
す
た
め
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
「
質
料
（
素
材
）
を
伴
わ
な
い
」
と
い
う
受
容
形
態
の
限
定
は
、
感
覚
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
外
在
す
る
感
覚
対
象
（
ミ
q
§
べ
曾
）
そ
れ
自
体
と
た
し
か
に
同
一
と
い
う
関
係
に
は
な
い
も
の
の
、
ま
さ
に
そ
の
対
象
に
別
の
仕
方
で

関
係
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
在
す
る
も
の
を
感
覚
の
「
対
象
」
と
し
て
（
同
一
性
と
は
別
の
関
係
に
お
い
て
）

そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
え
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
的
な
表
現
を
借
り
る
な
ら
、
そ
の
「
志
向
的
対
象
」

が
ま
さ
に
外
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
の
確
認
で
も
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
感
覚
（
知
覚
）
の
対
象
の
外
在
性
を
告
げ
る
次
の
表
明
も
、
素
直
に
受
け
止
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
A
6
　
感
覚
の
場
合
、
感
覚
に
作
用
し
て
そ
の
現
実
態
を
つ
く
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
（
べ
O
　
§
O
い
“
§
鳶
O
爬
）
は
、
見
ら
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
や
聞
か
れ
る
も
の
な
ど
、
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
他
の
感
覚
さ
れ
る
も
の
（
さ
ミ
q
§
昏
睡
）
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
相
違

　
　
の
理
由
は
、
現
実
態
に
あ
る
感
覚
は
個
別
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
が
、
知
識
は
普
遍
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
…
…
以
上
感

　
　
覚
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
は
、
感
覚
さ
れ
る
も
の
を
対
象
と
す
る
知
識
に
つ
い
て
も
同
様
に
当
て
は
ま
り
、
ま
た
そ
れ
は
感
覚
さ
れ
る

　
　
も
の
が
個
別
的
な
も
の
、
ま
た
外
的
な
も
の
に
属
す
る
と
い
う
同
じ
理
由
に
基
づ
く
。
（
『
魂
に
つ
い
て
』
第
二
巻
第
五
章
庫
ぎ
H
？

　
　
b
。
。
。
）

志
　
向
　
性

＝
二



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
五
号

一
旗

　
少
な
く
と
も
感
覚
一
㈲
は
ま
さ
に
感
覚
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
に
つ
い
て
は
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
求
め
る
意
味
で
の
「
対

象
」
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
内
在
」
的
な
何
か
を
想
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
い
か
な
る
意
味
で
も
、
内
在
す
る
何
か
が
対
象

（
志
向
的
対
象
で
も
よ
い
）
と
な
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

V
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
史
に
お
け
る
志
向
性

　
2
6
　
以
上
の
よ
う
に
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
は
、
あ
る
重
大
な
疑
義
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
ブ
レ
ン
タ

ー
ノ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
が
恣
意
的
で
ず
さ
ん
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
繰
り
返
す
が
、
彼
の
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
研
究
は
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
前
稿
1
8
節
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
を
そ
の
よ
う
な
解
釈
へ
と
促
し
た
動
因
の
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
つ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
の
あ
る
強
力
な
伝
統
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
史
の
問
題
に
つ
い
て
は
他
で
論
じ
た
の
で
、
詳
細
は
省
略
す
る

が
、
志
向
的
内
在
の
概
念
の
成
立
に
直
接
関
係
す
る
次
の
事
情
だ
け
は
確
認
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
が
、
哲
学
者
と
し
て
評
価
す
る
だ
け
で
な
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
注
釈
者
と
し
て
も
最
も
敬
意
を
払
う
の
は
ト
マ
ス
・
ア

　
　
　
　
　
〔
1
9
）

ク
ィ
ナ
ス
で
あ
る
。
そ
の
ト
マ
ス
は
、
問
題
の
箇
所
、
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
感
覚
知
覚
に
つ
い
て
「
質
料
を
伴
わ
な
い
形
相
の
受

容
」
と
い
う
規
定
を
与
え
る
く
だ
り
（
A
2
）
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
…
…
作
用
を
受
け
る
も
の
が
、
質
料
で
は
な
く
形
相
に
即
し
て
作
用
す
る
も
の
に
似
た
も
の
に
さ
れ
る
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
形

　
　
相
は
、
質
料
を
伴
わ
ず
に
、
作
用
を
受
け
る
も
の
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
感
覚
は
質
料
を
伴
わ
ず
に

　
　
形
相
を
受
容
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
形
相
は
感
覚
に
お
い
て
と
感
覚
対
象
に
お
い
て
と
で
は
、
異
な
っ
た
存
在
（
の
ω
ω
Φ
）
の
様
式
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
直
感
的
事
物
に
お
い
て
は
自
然
的
な
存
在
（
Φ
ω
ω
Φ
慈
け
貰
巴
①
）
を
、
感
覚
に
お
い
て
は
志
向
的
で
精
神
的
な

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
存
在
（
ぎ
ω
魯
鈴
雲
8
ヨ
冨
9
竃
ω
ω
①
鐸
①
薮
呂
巴
Φ
Φ
け
ω
覧
葺
環
巴
①
）
を
も
つ
。
（
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
魂
に
つ
い
て
」
注
解
蜘
　
一
同
げ
』

　
　
「
b
。
心
昌
．
ω
［
吻
誤
ω
］
）



　
ブ
レ
ン
三
重
ノ
が
ト
マ
ス
の
こ
の
注
解
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
。
ト
マ
ス
が
い
ま
注
釈
し
て
い
る
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
キ
ス
ト
こ
そ
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
そ
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
解
釈
（
B
1
、
B
2
）
が
彼
の
「
志
向
的
内
在
」

概
念
の
源
泉
と
な
っ
た
箇
所
で
あ
り
、
志
向
的
内
在
の
概
念
の
導
入
に
お
い
て
も
明
確
に
典
拠
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
箇
所
で
も
あ
る
か

ら
で
あ
る
（
本
稿
2
4
節
）
。
そ
し
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
志
向
的
内
在
の
概
念
を
、
「
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
が
、
志
向
的
（
ま
た
お
そ
ら

く
は
心
的
）
内
在
と
呼
ぶ
」
と
い
う
形
で
導
入
し
た
（
し
u
お
暮
き
o
H
。
。
誤
＼
6
㎝
㎝
”
ω
・
国
卜
。
切
）
。
そ
の
よ
う
に
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
語
る
と
き
、
い
ま

引
用
し
た
ト
マ
ス
の
「
感
覚
の
内
に
お
け
る
志
向
的
ま
た
精
神
的
存
在
」
（
ぎ
ω
2
蟹
窪
8
日
冨
げ
Φ
け
Φ
ω
ω
Φ
艮
Φ
簿
凶
o
g
δ
Φ
房
〇
三
酔
¢
鉱
Φ
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

い
う
説
明
が
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
2
7
　
し
か
し
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
ト
マ
ス
だ
け
で
は
な
く
「
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
が
志
向
的
（
ま
た
お
そ
ら
く
は
心
的
）
内
在

と
呼
ぶ
」
と
記
し
た
。
こ
の
主
語
の
表
現
は
、
曖
昧
な
一
般
化
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
質
料
を
伴
わ
な
い
形
相
の
受
容
」
と
い

う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
規
定
（
A
2
）
の
解
釈
の
歴
史
に
お
い
て
、
い
ま
見
ら
れ
た
よ
う
な
説
明
は
、
ト
マ
ス
に
限
定
さ
れ
ず
、
事
実
多
く

の
「
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
者
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
キ
ス
ト
の
解
釈

の
歴
史
に
精
通
し
て
い
た
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
感
覚
知
覚
の
受
容
の
規
定
に
つ
い
て
、
言
8
コ
ロ
P
ぎ
8
コ
菖
。
昌
巴
一
ω
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
注
釈
し
た
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

び
と
の
系
譜
に
は
、
す
で
に
ト
マ
ス
の
師
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
ら
を
は
じ
め
と
し
た
有
名
無
名
の
論
者
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
さ

ら
に
こ
の
系
譜
は
、
少
な
く
と
も
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
よ
る
『
魂
に
つ
い
て
』
の
注
釈
の
ラ
テ
ン
語
訳
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
形
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ほ
魂
の
内
な
る
ぎ
8
ロ
鉱
。
昌
①
ω
で
あ
り
o
o
ヨ
讐
Φ
び
Φ
器
δ
器
ω
で
あ
る
」
と
彼
は
語
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
ラ
テ
ン
語
訳
の
冒
8
溝
型
。
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
導
鋤
、
轟
の
訳
語
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
パ
ッ
セ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ジ
（
A
2
）
の
解
釈
に
お
い
て
、
こ
の
ア
ラ
ビ
ア
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
事
例
は
、
時
間
的
に
は
さ
ら
に
遡
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、

志
向
的
内
在
の
概
念
の
解
明
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
「
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
者
」
た
ち
の
解
釈
の
系
譜
に
注
目
す
る
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
視
点

志
　
向
性

一
五
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一
六

で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
ぎ
審
算
δ
と
い
う
言
葉
の
意
味
や
理
論
約
役
割
に
つ
い
て
は
、
ヨ
餌
ゴ
帥
と
い
う
か
な
り
一
般
的
な
概
念
の
訳
語
と
い

う
柔
い
立
ち
か
ら
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
や
役
割
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
事
実
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
に
よ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ

れ
の
文
脈
に
応
じ
た
相
違
が
あ
る
。
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
ト
マ
ス
に
お
け
る
ぎ
8
暮
δ
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
だ
け
で
一
冊
の
書
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
（
A
2
）
を
起
点
と
し
、
ブ
レ
ソ

タ
ー
ノ
に
よ
る
志
向
的
内
在
と
い
う
概
念
へ
の
集
約
を
終
点
と
す
る
歴
史
の
な
か
で
考
え
る
な
ら
ぽ
、
次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
確
認
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
に
と
っ
て
国
士
的
内
在
の
背
景
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
ぎ
8
⇒
賦
。
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

い
う
タ
ー
ム
よ
り
も
圃
三
聖
甑
§
巴
Φ
と
い
う
タ
ー
ム
、
よ
り
精
確
に
は
①
ω
ω
Φ
㎞
簿
窒
怠
§
巴
Φ
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

そ
し
て
こ
ち
ら
の
「
存
在
論
的
」
概
念
は
、
ト
マ
ス
か
ら
さ
ほ
ど
遡
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
Φ
ω
ω
Φ
笹
3
謬
鼠
§
巴
Φ
と
い
う
用
語
は
、
引

用
し
た
ト
マ
ス
の
注
解
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ω
外
的
感
覚
対
象
に
お
い
て
で
は
な
く
感
覚
（
ω
霧
ω
⊆
ω
）
の
内
部
に
お
い
て
（
一
昌
）
成

立
す
る
あ
り
方
を
表
罪
す
る
と
と
も
に
、
㈲
し
ば
し
ぼ
①
ω
ω
①
強
盗
Φ
ユ
巴
や
Φ
ω
ω
①
冨
暮
霞
鋤
圃
Φ
と
対
比
さ
れ
、
多
く
の
場
合
（
Φ
ω
ω
①
）
ω
芳
墨

窪
巴
Φ
と
い
う
語
句
を
併
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
粛
学
・
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
用
法
が
示
唆
す
る
の
は
、
感
覚
知
覚
活
動
に
お

い
て
、
感
覚
の
内
部
と
外
部
に
成
立
す
る
も
の
と
を
区
励
・
対
比
し
、
内
部
に
成
立
す
る
も
の
を
精
神
や
認
知
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
特

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

定
す
る
思
考
で
あ
る
。
①
ω
ω
①
B
審
察
δ
⇔
巴
Φ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
内
的
に
成
立
す
る
、
あ
る
心
的
・
認
知
的
な
性
格
を
備
え
た
特
殊
な
「
あ

り
方
」
を
表
す
タ
ー
ム
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
ト
マ
ス
の
概
念
の
解
釈
と
し
て
は
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
ブ
レ
ン
タ

ー
ノ
に
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
「
志
向
的
（
ま
た
お
そ
ら
く
は
心
的
）
内
在
」
と
い
う
彼
の
集
約
の
仕
方

は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
表
明
で
あ
る
。

　
内
と
外
と
の
対
立
、
そ
し
て
魂
の
内
部
に
お
け
る
あ
る
認
知
的
な
も
の
の
成
立
1
こ
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
う
る
よ
う
な
理
解
は
、
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

に
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
A
2
の
解
釈
に
お
け
る
ぎ
8
薄
δ
と
い
う
タ
ー
ム
の
使
用
の
｝
部
に
も
見
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
歴
史
的
に
大
き
く
傭



撤
す
る
な
ら
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
も
そ
の
影
響
下
に
あ
る
思
考
、
す
な
わ
ち
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
由
来
す
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
2
8
　
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
は
じ
ま
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
と
っ
て
、
魂
と
身
体
と
の
分
離
は
根
本
的
教
説
で
あ
る
。
魂
は
直
接
に
物
体
・
身

体
的
な
影
響
（
巌
隊
魅
。
ハ
）
を
被
る
こ
と
は
な
い
。
と
り
わ
け
感
覚
を
含
め
た
認
知
的
能
力
は
、
一
般
的
に
非
受
動
的
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
彼
ら
の
理
解
す
る
魂
が
単
に
身
体
的
影
響
に
さ
ら
さ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
身
体
を
介
在
し
て
交
渉

す
べ
き
い
わ
ゆ
る
外
的
世
界
か
ら
も
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
い
わ
ぽ
魂
は
、
身
体
と
そ
し
て
外
的
世
界
と
か
ら
二
重
に
分
離

あ
る
い
は
退
却
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
魂
の
非
受
動
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
身
体
的
器
官
を
通
じ
て
感
覚
対
象
と

か
か
わ
り
、
そ
の
作
用
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
感
覚
知
覚
な
ど
の
魂
の
活
動
に
つ
い
て
、
当
然
問
題
を
惹
起
す
る
。
新
プ
ラ
ト
ン

主
義
者
た
ち
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
感
覚
に
お
け
る
受
動
性
を
あ
く
ま
で
身
体
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
と
ど
め
、
感
覚
知
覚
に
お
け
る
「
認
知
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

そ
の
よ
う
な
身
体
の
受
動
に
対
す
る
魂
自
身
の
「
能
動
的
活
動
」
で
あ
る
と
理
解
し
た
。

　
し
か
し
、
感
覚
知
覚
な
ど
の
外
界
と
か
か
わ
る
魂
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
二
元
的
断
絶
を
保
持
し
つ
つ
も
同
時
に
そ
れ
を
架
橋

す
る
方
策
が
必
要
と
な
る
。
身
体
性
と
外
界
の
作
用
か
ら
分
離
さ
れ
た
魂
が
、
あ
る
対
象
に
対
し
て
非
因
果
的
な
仕
方
で
か
か
わ
り
、
そ
れ

に
つ
い
て
の
認
知
状
態
で
あ
る
（
現
代
的
意
味
で
の
「
志
向
性
一
7
”
」
）
と
い
う
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
た
ち
は

さ
ま
ざ
ま
な
理
論
的
装
置
を
開
発
し
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
（
外
的
対
象
の
）
物
理
的
な
意
味
を
脱
色
さ
れ
た
「
刻
印
」
（
忌
8
り
）
や
像

（
傷
§
滴
。
爬
）
な
ど
の
概
念
が
、
外
的
な
事
物
そ
の
も
の
と
は
劉
に
、
魂
の
認
知
的
な
活
動
が
い
わ
ば
直
面
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て

（
2
9
）

い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
思
想
傾
向
と
そ
の
問
題
は
、
彼
ら
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
魂
論
の
解
釈
に
、
顕
著
な
か
た
ち
で
現
れ
て

い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
感
覚
と
思
考
が
と
も
に
「
は
た
ら
き
を
受
け
る
こ
と
」
（
鼠
§
価
ミ
）
と
語
り
、
と
り
わ
け
感
覚
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

は
、
外
的
な
対
象
に
よ
る
は
た
ら
き
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
．
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
と
が
思
想
的
に
調
和
す
る
と
想
定
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
好
意
的
な
立
場
か
ら
注
解
す
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
た
ち
に
、
解
釈
上
の
課

志
　
向
　
性

｝
七
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｝
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

題
を
課
す
こ
と
に
な
な
る
。
彼
ら
は
そ
の
た
め
に
工
夫
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
そ
の
解
釈
を
問
題
と
し
て
き
た
テ
キ

ス
ト
（
A
2
）
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
工
夫
を
要
す
る
箇
所
で
あ
る
。

　
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
た
ち
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
の
感
覚
に
お
け
る
形
相
の
受
容
を
彼
ら
の
概
念
的
枠
組
み
の
な
か
で
理
解
す
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

「
質
料
的
な
受
容
」
と
「
認
知
的
な
受
容
」
と
い
う
区
別
を
導
入
し
、
感
覚
的
形
相
の
受
容
を
後
者
に
分
類
し
て
理
解
す
る
。
こ
れ
は
、
中

世
の
ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
に
先
立
っ
て
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
「
質
料
的
な
内
在
」
と
「
対
象
と
し
て
の
内
在
」
と
い
う
区
別
を
先
取
り
す
る

　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
2
9
　
急
ぎ
足
で
辿
っ
て
ぎ
た
以
上
の
事
情
は
、
次
の
こ
と
を
告
げ
る
で
あ
ろ
う
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
と
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
魂
論
、

と
り
わ
け
「
質
料
を
伴
わ
な
い
形
相
の
受
容
」
と
い
う
感
覚
や
思
考
の
規
定
が
、
志
向
的
内
在
の
概
念
の
最
も
重
要
な
源
泉
で
あ
っ
た
。
ま

た
そ
の
か
ぎ
り
で
、
志
向
的
内
在
は
、
外
在
す
る
対
象
を
受
容
す
る
一
つ
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
即
し
た
思
考
の
方

向
を
、
と
も
か
く
も
継
承
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
の
方
向
は
、
内
在
性
に
よ
り
強
い
ア
ク
セ
ン
ト
が
お
か
れ
た
よ
う
に
晃
え
る
『
経

験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
隠
以
後
も
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
内
に
存
続
し
続
け
た
。
彼
が
再
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
規
定
に
言
及
す
る
の

が
、
「
志
向
的
内
在
」
を
「
思
惟
的
な
存
在
」
（
Φ
湯
惹
け
凶
。
鼠
ω
）
や
「
非
実
在
的
存
在
」
（
魯
ω
一
員
①
巴
①
）
と
同
一
視
す
る
と
い
う
「
誤
解
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

を
論
駁
す
る
た
め
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
証
す
る
だ
ろ
う
。

　
前
稿
で
、
ブ
レ
ソ
タ
：
ノ
に
よ
る
「
志
向
的
内
在
」
の
概
念
の
換
言
や
説
明
に
、
ω
対
象
の
内
在
性
と
㈹
対
象
へ
の
指
示
性
と
い
う
二

つ
の
局
面
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
、
そ
し
て
チ
ザ
ム
に
よ
る
志
向
性
の
定
式
化
に
お
い
て
も
、
志
向
的
関
係
の
特
殊
性
を
、
㈹

実
在
し
な
い
事
象
と
の
関
係
が
成
立
す
る
、
あ
る
い
は
㈹
実
在
す
る
事
象
と
関
係
し
つ
つ
そ
の
関
係
が
事
象
の
記
述
や
理
解
の
仕
方
に
依

存
す
る
、
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
点
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
考
の
継
承
と
い
う
局
面
は
、
大
局
的
に

見
る
な
ら
ぽ
、
志
向
的
内
在
の
㈹
、
志
向
性
の
㈹
の
特
徴
づ
け
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
最
も
重
要
な
源
泉
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
見
つ
め
る
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
視
線
に
は
、
す
で
に
、
新
プ
ラ
ト



ソ
主
義
的
な
解
釈
の
伝
統
の
蓄
積
と
、
さ
ら
に
は
デ
カ
ル
ト
と
い
う
、
と
も
に
反
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
と
雷
っ
て
よ
い
フ
ィ
ル
タ
ー
が
介
在

し
て
い
た
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
志
向
性
の
概
念
は
、
基
本
的
に
は
、
や
は
り
デ
カ
ル
ト
的
な
、
そ
し
て
内
在
主
義
的
な
思
考
の
枠
組
み
の
な

か
に
あ
る
。
こ
れ
は
志
向
的
内
在
に
つ
い
て
は
ω
、
志
向
性
に
つ
い
て
は
㈹
の
特
徴
づ
け
と
連
帯
す
る
。
と
り
わ
け
、
『
経
験
的
立
場
か
ら

の
心
理
学
』
に
お
け
る
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
考
察
は
、
こ
ち
ら
の
局
面
に
強
い
光
が
当
て
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
意
味
に
お
い
て
、
最
初
に
予
告
し
た
よ
う
に
、
「
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
本
来
相
反
す
る
こ
の
二
つ
の
思
考
の
方
向
を
、
「
志
向
的
内

在
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
概
念
に
詰
め
込
ん
だ
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
は
そ
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
概
念
的
な
集
約
は
、
哲
学
の
歴
史
の
な
か
に
一
な
か
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
と
い
う
か
た

ち
を
と
っ
て
一
現
わ
れ
る
重
要
で
錯
綜
し
た
思
考
を
引
き
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
注
意
を
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
名
誉
の
た
め
に
、

ぜ
ひ
と
も
添
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
以
上
の
観
察
は
、
志
向
性
の
概
念
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
野
里
と
の
間
に
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
の
（
あ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
を
介

在
さ
せ
た
）
見
方
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
の
遡
行
的
関
係
が
、
可
能
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
次
の
課
題
は
、
そ

の
よ
う
な
可
能
性
を
現
実
態
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
未
完
］

　
注

＊
　
本
稿
も
、
前
議
（
中
畑
二
〇
〇
一
［
一
］
）
と
同
じ
く
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
三
日
の
京
都
哲
学
会
に
お
け
る
講
演
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
本
稿
の
執
筆
時
点
で
、
そ
の
講
演
か
ら
す
で
に
二
年
以
上
が
経
過
し
て
お
り
、
そ
の
間
に
、
本
稿
の
主
題
に
密
接
に
関
連
す
る
論
考
を
新
た
に
数

多
く
目
に
す
る
機
会
を
得
た
。
講
演
後
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
O
ξ
＆
N
冨
。
。
乙
卜
。
O
O
ご
O
O
け
け
ぎ
α
q
訂
ヨ
N
O
O
9
類
。
巳
Φ
「
一
〇
げ
b
。
O
O
ご
勺
⑦
二
興

N
O
O
ご
妻
9
。
お
げ
b
。
O
O
ご
藤
本
二
〇
〇
一
な
ど
が
、
す
で
に
公
刊
さ
れ
て
は
い
た
が
、
・
講
演
後
に
読
ん
で
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
は
、
缶
。
。
ぎ

お
ゆ
ご
℃
器
昌
磐
一
㊤
竃
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
古
代
哲
学
に
お
け
る
志
向
性
の
問
題
」
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
中
心
に
精
力
的
に
論
じ
て
い
る

志
　
向
　
性

「
九



哲
学
研
究
　
第
五
菖
七
十
五
号

二
〇

＜
．
O
霧
8
ロ
の
書
も
、
近
刊
の
予
定
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
（
こ
れ
ま
で
の
彼
の
業
績
か
ら
見
て
、
私
の
見
解
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
け

　
れ
ど
も
）
。
こ
う
し
た
諸
論
考
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
賛
同
で
き
る
見
解
も
受
け
入
れ
が
た
い
解
釈
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し
論

評
す
る
こ
と
は
、
こ
の
論
文
を
さ
ら
に
長
大
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
の
で
、
最
小
限
の
注
意
と
次
に
述
べ
る
全
般
的
な
観
察
を
除
い
て
、
基
本
的
に
は
論

　
究
を
断
念
し
、
講
演
で
述
べ
た
こ
と
に
補
強
を
加
え
る
に
と
ど
め
た
。

　
　
い
ま
挙
げ
た
最
近
の
論
考
の
な
か
で
、
賛
否
は
別
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
を
挙
げ
る
な
ら
、
志
向
性
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
踏
8
α
Φ
鼠
。
げ

さ3

O
0
一
、
志
向
性
概
念
の
歴
史
的
探
究
と
し
て
は
勺
Φ
ユ
費
b
。
0
9
の
な
か
の
い
く
つ
か
の
論
考
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
の
志
向
性
概
念
の
成
立
背
景
に
つ
い

　
て
は
O
ξ
鼠
N
冒
ω
鉱
N
O
雷
、
ま
た
チ
ザ
ム
に
つ
い
て
は
麟
餌
ぎ
お
り
刈
に
収
録
さ
れ
た
霞
ヨ
H
Φ
ミ
の
論
考
で
あ
る
。
な
か
で
も
0
耳
巳
臥
営
ω
匡
N
O
窪

　
は
、
こ
れ
ま
で
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
草
稿
を
も
利
用
し
て
、
初
期
プ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
志
向
性
（
志
向
的
内
在
）
の
概
念
の
動
向
を
解
明

　
し
た
も
の
で
あ
る
。
革
稿
の
利
用
か
ら
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
文
献
学
的
研
究
で
は
な
く
、
そ
の
利
用
が
ど
れ
だ
け
新
し
い
知
見
を
も
た
ら
し
た
の
か
は
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
デ
カ
ル
ト
的
な
枠
組
み
の
重
視
や
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
志
向
的
内
在
の
概
念
に
含
ま
れ
る
異
な
る
諸
理
論
の
指
摘
な
ど
の
点

　
で
、
私
の
見
解
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
と
も
あ
れ
、
「
志
向
的
内
在
」
の
概
念
を
は
じ
め
と
し
て
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
哲
学
を
め
ぐ
る
歴
史
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
な
探
究
が
、
こ
の
よ
う
な
草
稿
の
耳
飾
に
ま
で
踏
み
込
む
段
階
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
詳
細
な
跡
づ
け
は
、
少
な
く
と
も
ひ
と
た
び
は
専
門
的
研
究
者
か
ら

　
の
情
報
を
待
つ
べ
き
と
き
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
）
　
魂
の
概
念
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
隅
省
察
幅
と
り
わ
け
「
第
三
省
察
鳳
（
》
．
－
聡
く
岸
b
。
q
山
3
を
、
そ
れ
の
二
義
性
（
鋤
＄
巳
く
o
o
§
－

　
餌
Φ
ρ
広
く
0
8
鉱
。
）
の
指
摘
は
、
「
第
二
答
弁
」
（
》
」
日
≦
H
L
＄
）
お
よ
び
「
第
五
答
弁
」
（
塗
9
ω
綬
－
①
）
を
参
照
。
こ
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
の
批
判
は
、

　
全
般
的
に
は
、
中
畑
一
九
九
三
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
。

（
2
）
　
す
で
に
筋
稿
に
お
い
て
、
本
来
は
心
的
な
も
の
の
最
有
力
の
指
標
と
し
て
提
示
さ
れ
た
志
向
性
の
概
念
が
、
現
代
に
お
い
て
は
、
か
え
っ
て
心
的
な

　
も
の
の
統
一
的
な
理
解
の
困
難
を
示
唆
す
る
も
の
と
さ
え
受
け
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
前
念
1
1
節
）
。
そ
こ
で
引
用
さ
れ
た
、
心
的
な
も
の

　
の
概
念
的
統
】
性
へ
の
懐
疑
や
心
の
多
元
性
を
示
唆
す
る
ロ
ー
テ
ィ
ー
や
ウ
ィ
ル
ク
ス
ら
の
発
欝
は
、
む
し
ろ
魂
を
諸
能
力
の
階
層
的
構
造
と
す
る
ア
リ

　
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
解
と
親
近
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
3
）
　
た
だ
し
、
意
識
が
表
象
の
対
象
と
し
て
か
か
わ
る
仕
方
と
判
断
の
対
象
と
し
て
か
か
わ
る
仕
方
と
は
異
な
る
こ
と
が
、
ブ
レ
ン
タ
！
ノ
が
表
象
と
判

　
断
と
を
区
別
す
る
上
で
の
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
。

（
4
）
　
じ
σ
お
簿
讐
δ
一
り
。
。
ρ
ω
■
○
。
？
。
。
㊤
　
じ
d
「
睾
墜
昌
。
δ
認
”
一
お
み
H
・



（
5
）
　
ζ
o
≧
鯵
霞
H
㊤
ぎ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
チ
ザ
ム
は
く
。
民
ひ
q
Φ
ω
8
澤
①
ω
0
9
Φ
簿
を
0
9
Φ
聾
岱
興
く
。
誘
け
Φ
＝
§
ぴ
q
と
同
じ
く
．
o
び
冨
9
0
｛
昏
〇
二
凶
茸
、

　
と
訳
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
区
別
を
曖
昧
に
し
て
る
よ
う
に
見
え
る
。

（
6
）
　
こ
の
議
論
を
そ
れ
ぞ
れ
が
編
ん
だ
論
文
集
に
収
録
し
た
編
者
た
ち
自
身
が
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
自
ら
の
過
湿
の
立
場
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い

　
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
（
図
吋
磐
ω
に
つ
い
て
は
b
U
お
算
p
8
竈
。
。
ρ
嵩
刈
》
詳
ヨ
．
ω
ρ
o
h
旨
旨
》
コ
ヨ
．
。
。
を
、
ζ
£
。
《
曾
－
出
葭
⑦
げ
冨
巳
に
つ
い
て
は

　
ロ
こ
お
簿
p
p
o
ド
㊤
α
押
蒔
O
圃
鋭
5
ヨ
．
H
O
。
を
参
照
）
。

（
7
）
　
卑
Φ
馨
p
。
昌
。
一
。
。
。
。
ゆ
＼
お
綬
”
o
D
．
島
ム
①
》
鵠
B
’
b
。
9
b
。
ρ
b
σ
「
①
捧
＄
8
日
㊤
ω
ρ
ψ
ω
ω
－
鵯
に
収
録
。

（
8
）
　
盟
蕊
ミ
寒
、
匡
寒
§
ミ
、
§
鷺
蕊
N
ミ
き
§
矯
§
ミ
9
H
。
。
。
。
心
に
収
録
さ
れ
た
論
文
（
未
見
）
。

（
9
）
　
最
近
で
は
ピ
器
ω
8
一
露
庶
↓
び
亀
2
お
α
Φ
が
も
ミ
建
q
貯
を
く
。
誘
け
①
＝
§
畷
と
訳
し
て
い
る
。
淵
マ
。
げ
雲
門
§
一
。
。
謡
な
ど
を
参
照
。
私
も
『
魂
に

　
つ
い
て
騙
の
翻
訳
（
中
畑
二
〇
〇
一
［
二
］
）
に
お
い
て
、
パ
ン
タ
シ
ア
ー
を
「
表
象
の
は
た
ら
き
」
、
パ
ン
タ
ス
マ
を
「
表
象
」
と
訳
し
た
。

（
1
0
）
竃
§
o
び
巳
。
。
①
は
、
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
心
理
学
研
究
幽
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
照
応
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
「
意
識
を
伴
っ
て
何
か
を
欲
求
す
る
も
の
は
そ
の
対
象
の
表
象
（
＜
o
お
什
巴
§
α
q
）
を
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
G
Q
●
痒
）
一
↓
『
魂
に

　
　
　
つ
い
て
』
第
三
巻
第
一
〇
章
心
ω
ω
び
ト
。
謡
地

　
　
　
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ぽ
、
精
神
的
な
思
惟
は
感
覚
表
象
（
ω
営
昌
①
ω
＜
o
H
ω
邑
冨
臣
α
q
Φ
路
）
に
対
し
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
生
起
し
そ
れ
に
伴
わ
れ

　
　
　
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
（
ω
．
H
魔
）
一
↓
『
魂
に
つ
い
て
駈
第
三
巻
第
三
章
お
刈
び
課
凍
．
”
第
七
至
心
ω
訂
一
①
ご
。

（
1
1
）
　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
解
釈
と
は
独
立
に
、
現
在
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
に
お
い
て
は
、
思
考
や
感
覚
知
覚
、
欲
求
な
ど
の
活
動
の
共
通
の
基
礎
と
し

　
て
パ
ソ
タ
シ
ア
ー
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
有
力
な
論
者
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
相
互
に
異
な
り
競
合
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
概
括
的
に
見
た
と
き

　
に
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
傾
向
に
含
め
う
る
有
力
な
見
解
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
Z
⊆
ω
ω
げ
窪
日
ド
O
刈
。
。
｝
毛
①
血
言
お
。
。
。
。
”
0
9
。
ω
8
昌
お
㊤
9
お
⑩
。
。
を
挙
げ
て
お

　
く
。
（
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
つ
い
て
は
、
続
稿
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
）

（
1
2
）
　
ζ
言
。
げ
一
㊤
o
。
①
が
証
拠
と
し
て
挙
げ
る
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
心
理
学
研
究
』
の
記
述
（
本
稿
註
（
1
0
）
参
照
）
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
パ
ン
タ

　
シ
ア
ー
や
パ
ン
タ
ス
マ
の
議
論
に
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
直
接
論
究
し
た
も
の
で
は
な
く
、
『
魂
に
つ
い
て
聴
の
特
定
の
箇
所
へ
の
参
照
も
な
い
の
で
、
そ
れ

　
だ
け
で
は
表
象
概
念
の
原
型
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
パ
ン
タ
シ
ア
ー
に
読
み
と
る
の
に
十
分
な
証
拠
と
は
言
い
が
た
い
。

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
パ
ン
タ
シ
ア
ー
お
よ
び
パ
ソ
タ
ス
マ
の
概
念
と
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
の
表
象
概
念
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
箇
所
の
ほ
う

　
が
注
臣
に
値
す
る
。
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
パ
ソ
タ
シ
ア
ー
お
よ
び
パ
ソ
タ
ス
マ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

志
　
向
　
十

一
＝



哲
学
研
究
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五
百
七
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二
二

　
　
　
感
覚
を
伴
わ
な
い
場
合
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
可
感
的
な
跳
腰
を
わ
れ
わ
れ
の
内
に
対
象
と
し
て
（
表
象
さ
れ
て
）
も
つ
の
で
あ
り
（
碧
。
げ
　
0
7
5
Φ

　
　
　
ω
ぎ
冨
ω
≦
餌
げ
ヨ
0
7
讐
q
鵠
窃
q
冨
げ
①
昌
≦
マ
ω
Φ
誘
圃
σ
9
Φ
閃
。
稀
日
⑩
コ
。
σ
〕
①
簿
ぞ
（
〈
o
お
①
ω
け
Φ
洋
）
冒
⊆
欝
ω
）
、
人
は
こ
れ
を
℃
日
暮
餌
ω
ヨ
Φ
昌
と
呼
び
、
そ
し
て

　
　
　
℃
び
餌
コ
欝
ω
日
①
コ
を
も
つ
能
力
を
℃
び
⇔
馨
鋤
ω
剛
Φ
と
呼
ぶ
。
（
じ
u
お
簿
雪
。
蕊
①
メ
ω
」
8
）

　
こ
こ
で
は
、
「
対
象
と
し
て
（
内
に
も
っ
と
こ
と
と
「
表
象
さ
れ
て
（
内
に
も
っ
と
こ
と
と
が
換
言
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
「
対
象
と
し
て
（
表
象
さ
れ

　
て
）
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
「
志
向
的
内
在
」
の
原
型
的
思
想
の
表
明
と
解
さ
れ
る
箇
所
（
本
稿
一
〇
頁
で
引
用
さ
れ
る
B
1
）
を
参
照
せ
よ
と
い
う
註
が

　
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
情
は
、
の
ち
に
「
志
向
的
内
在
」
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
も
の
を
、
当
時
は
「
表
象
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が

理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
い
ま
引
用
し
た
箇
所
か
ら
バ
ソ
タ
ス
マ
と
表
象
を
同
一
視
す
る
こ

　
と
は
困
難
で
あ
る
。
パ
ン
タ
ス
マ
は
、
感
覚
知
覚
を
伴
わ
な
い
場
合
と
い
う
条
件
の
下
で
そ
の
よ
う
に
「
対
象
と
し
て
（
表
象
さ
れ
て
）
内
在
す
る
」
可

　
感
的
形
相
と
同
｝
視
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
は
、
感
覚
知
覚
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
「
表
象
さ
れ
た
も
の
」
を
も
パ

　
ソ
タ
ス
マ
に
対
応
さ
せ
て
解
釈
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
限
定
的
条
件
の
下
で
登
場
す
る
バ
ン
タ
ス
マ
の
概
念
は
、
ブ
レ
ソ
タ

　
ー
ノ
の
「
表
象
」
概
念
と
は
一
致
し
な
い
。

（
1
3
）
　
前
著
註
（
2
1
）
参
照
。
ま
た
咽
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
』
の
英
訳
の
第
二
版
に
付
さ
れ
た
勺
無
興
ω
圃
ヨ
8
の
序
文
で
も
そ
の
こ
と
が
強
調
さ
れ
、

私
は
未
見
で
あ
る
が
即
の
①
o
『
ぴ
q
ρ
b
U
■
ω
導
圃
夢
ら
の
論
文
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
　
近
年
、
こ
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
伝
統
に
属
す
る
解
釈
を
最
も
雄
弁
か
つ
詳
細
に
主
張
し
て
い
る
の
は
、
G
σ
葺
閂
超
Φ
簿
一
㊤
㊤
N
お
¢
ω
b
O
O
一
で
あ
る
。
ま

　
た
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
擁
護
す
る
の
は
。
｝
o
げ
窪
ω
Φ
昌
お
㊤
。
。
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
ち
な
み
に
、
あ
く
ま
で
参
考
と
し
て
言
及
す
る
の
で
あ
る
が
、
閑
夢
コ
費
H
。
。
㊤
O
山
㊤
O
ミ
お
8
↓
6
ど
b
ご
．
目
ω
』
。
。
。
。
は
、
接
尾
辞
－
峡
。
ハ
が
付
さ
れ
た

動
詞
が
、
知
覚
さ
れ
う
る
活
動
・
行
為
を
表
現
す
る
場
合
（
つ
ま
り
外
的
に
観
察
さ
れ
う
る
動
き
を
表
わ
す
場
合
）
は
受
動
的
意
味
を
も
ち
、
心
的
は
た

　
ら
き
を
表
現
す
る
場
合
は
、
可
能
性
を
意
味
す
る
と
い
う
基
準
を
提
出
し
て
い
る
。
十
分
な
文
献
学
的
裏
づ
け
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
基
準
も
、

　
ミ
q
§
ま
鴨
は
「
感
覚
さ
れ
う
る
」
と
い
う
、
可
能
性
を
含
意
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
支
持
す
る
。
か
り
に
、
舞
ω
両
ヨ
寓
ニ
ヨ
①
器
を
古
代
ギ
リ
シ

　
ア
語
に
「
直
訳
」
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
ミ
q
鵯
ミ
曾
建
ミ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
隅
魂
に
つ
い
て
臨
で
は
、
感
覚
知
覚
の
主
体
あ
る
い
は

　
器
官
を
表
す
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
（
蓬
ミ
q
鵯
ミ
曾
①
ミ
亀
O
σ
一
ρ
凡
⑪
ミ
q
魅
ミ
曾
甦
ミ
お
富
戸
）
。
ミ
亀
謹
黛
と
い
う
語
も
あ
る
が
、
こ
の

　
よ
う
な
文
脈
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

（
1
6
）
　
こ
の
よ
う
に
限
定
す
る
の
も
、
ミ
q
魅
慧
曾
の
意
味
は
単
に
語
学
的
な
見
地
か
ら
だ
け
で
は
決
着
で
き
ず
、
論
者
あ
る
い
は
解
釈
者
の
も
つ
理
論
に



　
応
じ
て
別
様
の
意
味
を
与
え
ら
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ミ
q
も
ミ
曾
を
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
よ
り
は
る

　
か
以
前
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
注
釈
者
が
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
的
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
註
（
3
3
）
参
照
。

（
1
7
）
　
た
だ
し
『
魂
に
つ
い
て
』
お
よ
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
に
は
、
ミ
q
鵯
賛
曾
ミ
味
㍗
必
需
ミ
賢
と
い
う
そ
の
ま
ま
の
表
現
は
存
在
し
な
い
。

（
1
8
）
中
畑
一
九
九
九
、
二
〇
〇
一
［
二
］
を
参
照
。

（
1
9
）
　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
心
理
学
研
究
』
（
b
u
お
暮
碧
o
H
。
。
雪
）
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
に
「
ス
コ
ラ
哲
学
者
の
君
主
」
「
す
べ
て
の
神
学

　
者
た
ち
の
王
」
そ
の
他
の
最
大
級
の
敬
称
を
与
え
、
ト
マ
ス
の
解
釈
を
初
期
の
解
釈
の
う
ち
最
も
真
実
に
近
い
こ
と
な
ど
を
、
熱
情
的
と
も
呼
び
う
る
よ

　
う
な
調
子
で
賞
賛
し
て
い
る
（
G
o
’
　
卜
o
N
⑩
1
悼
b
の
㊤
）
。
も
ち
ろ
ん
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
に
と
っ
て
第
一
の
師
は
、
疑
い
も
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
け
れ
ど

　
も
（
じ
d
冨
コ
＄
9
6
認
》
ψ
b
O
ゆ
H
）
。

（
2
0
）
　
藤
本
二
〇
〇
｝
は
、
ト
マ
ス
の
『
自
由
討
論
集
既
く
．
戸
軽
b
を
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
は
「
手
元
に
置
い
て
、
…
…
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

　
ほ
ど
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
（
し
か
し
そ
の
箇
所
に
は
ぎ
富
肩
口
。
鵠
巴
Φ
も
ヨ
け
Φ
簿
δ
も
登
場
し
て
い
な
い
）
。
も
し
か
り
に
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
、
ト
マ

　
ス
の
ど
こ
か
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
し
た
ら
、
私
に
は
こ
こ
に
述
べ
た
理
由
で
、
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
魂
に
つ
い
て
」
注
解
』
の
こ

　
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
有
力
な
候
補
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
実
際
に
は
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ト
マ
ス
に
代
表
さ
れ
る
が
そ

　
れ
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
解
釈
の
伝
統
を
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
は
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

（
2
1
）
　
こ
の
よ
う
な
解
釈
者
の
リ
ス
ト
は
、
O
鋤
舞
窯
臼
ら
。
。
倉
ご
び
］
同
b
。
轟
P
仁
。
伍
密
を
参
照
せ
よ
。

（
2
2
）
》
＜
Φ
疑
。
①
ρ
9
§
§
§
ミ
ミ
§
§
鵡
葵
§
き
郎
募
ミ
ミ
い
§
国
ミ
§
斜
＝
び
」
口
b
。
H
”
ぎ
8
ヨ
ヨ
己
H
刈
山
。
。
（
9
，
・
鼠
。
a
も
●
。
。
ヨ
■

（
2
3
）
　
た
と
え
ぽ
、
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
の
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
魂
に
つ
い
て
」
注
解
（
O
費
箇
9
毒
ω
凶
ω
）
』
（
頃
Φ
冒
N
Φ
蜀
O
㊤
）
の
ア
ラ
ビ
ア
語
訳
に
お
い
て
、

感
覚
の
規
定
（
A
2
）
に
続
い
て
、
感
覚
に
お
け
る
作
用
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
次
の
く
だ
り
に
現
わ
れ
る
ロ
ゴ
ス
（
レ
ミ
。
ハ
）
と
い
う
言
葉
が
、
す
で

　
に
ヨ
鋤
ゴ
9
。
と
訳
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
固
く
曙
b
。
O
O
卜
。
”
℃
．
H
o
。
刈
謬
b
O
。
）
。

　
　
感
覚
も
ま
た
、
色
を
も
つ
も
の
や
匂
い
を
も
つ
も
の
、
音
を
も
つ
も
の
に
よ
っ
て
作
屠
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
対
象
そ
れ
ぞ
れ

　
　
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
と
し
て
語
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
は
な
く
、
か
く
か
く
と
い
う
特
定
の
性
質
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

　
　
　
そ
し
て
そ
の
ロ
ゴ
ス
に
従
っ
て
作
用
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
（
『
魂
に
つ
い
て
漏
第
二
巻
第
｝
二
章
お
愈
昏
。
㌣
ω
じ
。

　
　
現
在
で
は
多
く
の
解
釈
者
が
、
こ
の
ロ
ゴ
ス
は
「
比
」
を
意
味
す
る
と
考
え
る
が
、
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
が
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か

　
で
は
な
く
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
の
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
も
ピ
ロ
ポ
ノ
ス
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
受
け
と
っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
ヨ
曽
ゴ
鋤
と
い
う
訳

志
向
性

二
三
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も
、
「
比
」
と
い
う
意
味
で
の
解
釈
を
採
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ぽ
冨
虚
夢
〇
と
い
う
概
念
の
成
立
事
情
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
が
、

　
い
ま
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
2
4
）
　
少
な
く
と
も
こ
の
点
は
、
ω
営
①
α
q
巴
げ
興
o
q
ら
＄
に
よ
っ
て
一
応
認
識
さ
れ
て
い
た
。
残
念
な
が
ら
そ
の
の
ち
こ
の
論
文
を
批
判
的
に
検
討
す
る
論
者

　
た
ち
の
見
解
、
と
り
わ
け
ス
コ
ラ
哲
学
や
ト
マ
ス
に
お
け
る
「
志
向
性
扁
を
問
題
と
す
る
議
論
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
点
の
意
識
が
明
確
で
な
く
ぎ
8
再
δ

　
の
用
法
ま
で
を
も
含
ん
で
分
析
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
一
暮
Φ
簿
8
目
零
Φ
と
一
暮
Φ
昌
甑
。
と
い
う
二
つ
の
概
念
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

　
「
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
者
」
と
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
は
、
ま
ず
と
り
あ
え
ず
は
Φ
ω
ω
①
ぎ
8
簿
圃
。
昌
巴
①
と
い
う
概
念
に
焦
点
を
絞
ら
な

　
い
と
、
議
論
は
曖
昧
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
2
5
）
　
○
ρ
。
暮
窯
Φ
「
δ
○
。
画
’
ご
げ
．
目
卜
。
桟
戸
鋤
血
窃
①
に
よ
れ
ぽ
、
　
　
二
五
〇
年
頃
に
は
学
芸
学
部
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ

　
イ
コ
ン
や
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
の
用
例
を
含
め
て
、
同
註
お
よ
び
膝
b
。
メ
器
や
b
。
笛
。
。
へ
の
註
を
参
照
。

（
2
6
）
　
ト
マ
ス
の
①
の
ω
①
ぎ
冨
簿
圃
8
巴
Φ
に
つ
い
て
は
、
勺
器
コ
雲
δ
雪
の
分
析
が
明
快
で
あ
り
、
か
り
に
そ
れ
に
賛
成
し
な
い
1
実
際
多
く
の
異
論
が

　
予
想
さ
れ
る
が
一
と
し
て
も
、
考
察
の
よ
い
手
が
か
り
を
与
え
て
い
る
。

（
2
7
）
　
註
（
2
2
）
の
ア
ヴ
ェ
高
齢
ス
の
テ
キ
ス
ト
は
、
げ
×
自
動
餌
蝕
ヨ
⇔
ヨ
嵩
。
溢
ω
鋸
箕
＝
Φ
ρ
爆
①
ぎ
畠
コ
鉱
。
雛
㊦
ω
口
。
臼
δ
O
O
ヨ
窯
㊦
『
①
昌
ω
δ
コ
①
ρ
ω
O
匹
吋
㊦
ω
ヨ
讐
①
・

　
ユ
巴
㊦
ω
⇒
o
づ
o
o
ヨ
算
Φ
げ
Φ
諺
①
o
ヨ
嵩
ぎ
。
．
と
続
く
。

（
2
8
）
　
た
と
え
ば
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
祖
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
と
っ
て
、
感
覚
は
魂
の
活
動
（
㍗
魯
寄
ミ
）
の
一
つ
で
あ
る
が
、
作
用
を
受
け
る
こ
と
（
ミ
魅
o
n
）

　
で
は
な
い
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
感
覚
は
受
動
様
態
（
パ
ト
ス
）
で
は
な
く
、
受
動
様
態
に
か
か
わ
る
活
動
で
あ
り
識
魏
（
判
断
）
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
受
動
様
態

　
　
　
は
何
か
別
の
も
の
、
た
と
え
ば
か
く
か
く
し
か
じ
か
と
い
う
性
格
の
身
体
（
物
体
）
に
お
い
て
生
じ
る
の
で
あ
り
、
他
方
で
識
溺
（
判
断
）
は
魂
に

　
　
　
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
（
隅
エ
ン
ネ
ア
デ
ス
騙
同
目
①
．
＝
ム
）

　
ま
た
苦
心
ン
ネ
ア
デ
ス
㎞
一
く
心
．
同
Φ
．
㎝
ω
ρ
ρ
．
に
お
け
る
「
痛
み
」
の
分
析
は
、
痛
み
に
つ
い
て
も
作
用
（
≧
〈
¢
と
対
象
（
○
豆
Φ
寮
）
の
モ
デ
ル
を
導
入

　
し
て
志
向
性
が
成
立
す
る
こ
と
を
論
証
し
た
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
の
見
解
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
9
）
　
噌
エ
ソ
ネ
ア
デ
ス
撫
H
■
ピ
メ
間
く
．
①
■
一
く
◆
頓
高
な
ど
が
重
要
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

（
3
0
）
　
圃
魂
に
つ
い
て
臨
第
二
巻
第
五
章
臨
①
σ
。
。
。
。
誤
お
¢
9
・
鵠
山
α
な
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Intentionality　in　a　Historical　Perspective　（Part　II）

　　　　　　　Masashi　NAKAHATA

Asseciate　Professor　of　Ancient　Philosophy

　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　In　this　second　part，　1　examine　Brentano’s　notion　of　intentional　inexistence，　with

particular　reference　to　Aristotle’s　psychology　and　Cartesian　philosophy　of　mind．

The　primary　focus　of　my　research　is　centered　on　the　following　two　issues　：

1．Theoretical　framework　of　the　concept　of　intentional　inexistence　：　（i）　Brentano’s

concern　in　psychology　is　to　find　a　feature　which　distinguishes　mental　phenomena

from　physical　phenom’ena．　lt　was　in　connection　with　this　distinction　that　he

developed　his　conception　of　the　intentional　inexistence　as　the　decisive　feature　of

mental　phenomena．　Such　a　distinction　has　its　origin　in　Cartesian　mental－physical

dualism，　although　Brentano　uses　the　term　“phenomenon”　in　order　to　avoid　the

commitment　to　substance　dualism．　ln　Aristotle’s　theory　of　the　soul　（psyche－logy），

on　the　other　hand，　there　is　no　such　dualistic　distinction．　The　soul　is　a　composite　of

different　kinds　of　faculties，　including　a　digestive　and　a　locomotive　faculty．　Diges－

tion　is　just　as　much　a　psychologjcal　activity　as　js　intellectual　thought，　and　even　the

sensitive　and　intellectual　activities　of　soul　do　not　have　such　a　unity　as　the　mental

phenomena　have．　（ii）　Brentano　distinguishes　three　fundamental　classes　of　mental

phenomena：　representation　（Vorstellung），　judgment　（Urteil），　and　phenomenon

of　love　or　hate　（Phtinomen　der　Liebe　oder　des　Hasses）．　Among　these　classes，

representation　constitutes　the　primary　phenomenon．　lt　provides　the　foundation　for

the　phenomena　of　judgment　and　love　or　hate　respectively．　Therefore　in　unifying

the　mental　phenomena　for　which　the　notion　of　the　intentional　inexistence　is

introduced　as　a　positive　criterion，　representation　plays　a　crucial　role．　ln　this

1



threefold　division　and　the　primacy　of　representation，　Brentano　admits　that　Descar－

tes　preceded　him　；　Descartes　distinguishes　ideae，　ittdicia，　and　volztntates，　giving　the

fundamental　role　to　ideae．　For　Aristotle，　however，　there　are　no　phenomena　of　the

soul　that　have　founding　function　for　all　mental　activltles．

2．The　problem　with　Brentano’s　interpretation　of　Aristotle’s　psychology：　The

notion　of　intentional　inexistence　comes　from　Brentano’s　interpretation　of　the

Aristotelian　idea　that　sense－perception　is　the　reception　of　T6　aiaOopr6v　without　its

matter．　Brentano，　in　his　footnote　to　the　so－called　intentionality　passage　in　his

Ps），cliologie，　refers　to　this　idea　with　the　paraphrase：　‘sense　receives　the　sensed

object　（das　Empfundene）　without　its　inatter’．　However，　T6　alaeijr6v　means　（at

least　for　Aristotle）　the　sensible　object　（as　Brentano　himself　usually　translates　it

‘das　sensibles　Objekt’），　not　the　sensed　object．　lt　is　clear　that　T6　aiaeopT6v　as　the

sensible　object　should　be　external　to　the　sensing　subject．　For　it　is　possible　for　T6

aiaem6y　in　this　sense　to　be　there　without　being　actually　sensecl　by　any　＄ensing

subject．　Brentano’s　interpretation　of　TO　afi｛reijT6v　as　the　sensed　object　ignores　this

implication　of　that　term　and　makes　it　possible　to　‘place’　the　object　of　sense－

perception　in　the　sensing　subject．　Finally　1　add　some　remarl〈　on　the　tradition　of

Neoplatonic　interpretation　of　Aristotle’s　theory　of　perception，　which　might　provide

a　bacl〈ground　for　Brentano’s　immanentistic　interpretation．

　　From　these　considerations，　1　conclude　that，　in　spite　his　conviction　that　the

principal　source　for　the　notion　of　intentional　inexistence　is　Aristotle’s　psychology，

we　can　detect　greater　influence　of　Cartesian，　internalist　view　in　this　notion．

　　　　Le　probleme　de　Dieu　dans

la　philosophie　r6flexive　frangaise

sur　le　KCours　sur　Dieu）　de　Juies　Lagneau

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par

　　　　　　　　　Yasuhiko　SUGIMURA

Professeur　associe　de　philosophie　de　la　religion

　　　Institut　des　Lettres，　Universite　de　Kyoto

　　cLe　tournant　th6010gique　de　la　phenomenologie　frangaise）　（Dominique　Janicauld）　，

caracterisation　assez　superficielle　d’une　tendance　phi｝osophique　dominante　en

France　depuis　une　trentaine　d’annees，　suggere　toutefois　une　possibilite　inedite　de　la

philosophie　de　la　religion．　En　bref，　i｝　s’agit　de　penser　Dieu　apres　la　Kmort　de　Dieu）．

2


