
序
 
 

本
論
は
主
と
し
て
田
辺
の
 
「
死
の
哲
学
」
を
め
ぐ
っ
て
、
存
在
と
は
 
 

何
か
を
探
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
死
の
哲
学
」
と
は
、
田
辺
が
ハ
イ
 
 

デ
ッ
ガ
ー
の
七
十
歳
記
念
論
文
集
に
寄
稿
す
る
た
め
に
執
筆
し
た
 
「
生
 
 

の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」
 
〓
九
五
七
～
八
）
 
が
示
し
て
い
る
よ
 
 

う
に
、
田
辺
哲
学
の
真
髄
「
死
の
弁
証
法
」
を
さ
す
。
田
辺
は
こ
の
論
 
 

文
に
お
い
て
、
自
ら
の
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
を
「
死
の
弁
証
法
」
、
或
 
 

は
 
「
死
の
哲
学
」
 
と
称
す
る
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
学
を
 
 

「
生
の
存
在
学
」
、
或
は
 
「
生
の
哲
学
」
と
定
義
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 
 

哲
学
 
（
西
欧
的
思
考
）
 
の
行
き
詰
ま
り
と
限
界
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
 
 

い
る
。
そ
し
て
、
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
の
基
底
を
な
す
の
が
 
「
禅
の
束
 
 

亜
的
思
想
」
 
q
－
∽
・
∽
N
空
 
で
あ
り
、
「
東
亜
思
想
の
無
の
立
場
」
 
q
－
∽
・
 
 

∽
讃
）
 
で
あ
る
と
田
辺
は
言
明
す
る
。
か
か
る
田
辺
の
東
亜
（
日
本
）
に
 
 

お
け
る
大
乗
仏
教
の
無
の
思
想
を
哲
学
す
る
と
い
う
宗
教
的
実
存
的
実
 
 

存
在
と
死
の
哲
学
 
 

－
 
田
辺
哲
学
を
め
ぐ
っ
て
 
 

践
が
 
「
死
の
哲
学
」
 
に
他
な
ら
な
い
。
 
 
 

「
死
の
哲
学
」
 
は
、
四
辺
が
晩
年
『
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
芸
術
哲
学
』
 
（
一
 
 

九
五
一
）
 
を
著
し
て
か
ら
、
「
哲
学
と
討
と
宗
教
－
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
・
 
 

リ
ル
ケ
・
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
1
」
 
（
一
九
五
三
春
）
、
「
北
軽
井
沢
特
別
講
 
 

義
」
 
（
同
年
夏
）
、
「
続
北
軽
升
沢
特
別
講
義
」
 
（
同
年
秋
）
 
に
続
い
て
 
 

「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」
を
構
想
す
る
た
め
に
書
い
た
一
連
 
 

の
補
遺
を
経
て
、
最
終
的
に
 
「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」
 
の
完
 
 

成
に
た
ど
り
着
い
た
宗
教
哲
学
的
な
思
索
の
集
大
成
と
も
い
え
る
。
注
 
 

意
す
べ
き
は
、
「
死
の
哲
学
」
が
示
す
死
の
内
実
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
 
 

ト
の
十
字
架
に
お
け
る
死
復
活
か
ら
示
唆
を
受
け
た
も
の
と
は
い
え
、
 
 

氷
見
潔
氏
の
分
析
し
た
よ
う
な
「
キ
リ
ス
ト
教
的
段
階
」
を
通
過
し
た
 
 

よ
り
深
い
次
元
の
弁
証
法
的
段
階
、
す
な
わ
ち
「
菩
薩
道
的
段
階
」
 
に
 
 

あ
る
「
純
粋
利
他
行
」
 
の
思
想
に
止
ま
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
 
 

う
こ
と
で
あ
る
（
氷
見
潔
『
田
辺
哲
学
研
究
－
宗
教
哲
学
の
観
点
か
ら
』
 
 

北
樹
出
版
、
一
九
九
〇
年
、
三
三
九
頁
を
参
照
）
。
伊
藤
益
氏
は
田
辺
 
 

欽
 
彬
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哲
学
が
 
「
往
相
即
退
相
、
遼
相
即
往
相
」
と
い
う
動
的
構
造
を
持
っ
て
 
 

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
純
粋
利
他
行
に
論
述
の
焦
点
を
置
く
氷
見
氏
 
 

の
見
解
が
往
還
二
相
の
同
時
性
を
閑
却
す
る
恐
れ
が
あ
る
の
を
危
恨
 
 

し
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
 
 

た
だ
し
、
田
辺
が
、
往
相
通
相
二
種
廻
向
の
相
即
的
一
体
性
と
い
 
 

う
観
点
、
す
な
わ
ち
、
「
往
相
即
退
相
、
還
相
即
往
相
」
 
と
い
う
 
 

考
え
か
た
を
捨
て
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
往
 
 

相
廻
向
の
過
程
が
そ
の
ま
ま
た
だ
ち
に
遅
相
廻
向
の
実
践
を
意
味
 
 

す
る
と
い
う
田
辺
の
廻
向
観
の
基
礎
構
造
は
、
還
相
が
往
相
に
先
 
 

立
つ
と
さ
れ
る
場
合
に
も
、
な
お
不
変
だ
か
ら
で
あ
る
。
菩
薩
道
 
 

に
お
い
て
、
先
進
・
先
達
は
、
往
相
廻
向
を
十
全
に
果
た
し
え
な
 
 

い
状
況
の
ま
ま
還
相
廻
向
を
行
ず
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
往
相
 
 

廻
向
が
ど
こ
ま
で
も
完
遂
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
 
 

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
退
相
廻
向
が
行
ぜ
ら
れ
る
さ
な
か
に
往
相
 
 

廻
向
が
完
潤
し
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
（
『
愛
と
死
の
哲
 
 

学
－
由
辺
元
』
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
三
～
四
頁
）
 
 

こ
の
見
解
を
披
源
す
る
前
に
、
同
氏
は
 
「
死
の
哲
学
」
 
に
現
れ
る
菩
 
 

薩
道
精
神
を
現
す
無
の
思
想
が
す
で
に
『
憐
情
道
と
し
て
の
哲
学
』
（
一
 
 

九
四
六
）
 
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
の
根
底
を
な
し
 
 

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
川
辺
の
絶
対
無
の
立
場
は
終
生
変
わ
っ
て
い
 
 

な
い
と
見
て
い
る
 
（
前
掲
書
、
一
九
八
頁
を
参
照
）
。
換
言
す
れ
ば
、
 
 

田
辺
の
い
う
不
断
な
る
往
還
二
相
の
循
環
運
動
を
推
進
さ
せ
る
絶
対
無
 
 

の
思
想
は
、
田
辺
の
最
晩
年
に
至
っ
て
も
終
始
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
 
 

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
田
辺
を
し
て
西
洋
哲
学
の
有
 
 

の
立
場
を
代
表
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
と
対
決
せ
し
め
た
の
は
、
田
 
 

辺
哲
学
の
根
幹
を
形
成
す
る
絶
対
無
の
働
き
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
 
 

し
て
、
そ
の
成
果
が
 
「
死
の
哲
学
」
 
の
具
現
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
に
基
づ
け
ば
、
「
死
の
哲
学
」
は
単
に
憐
情
道
哲
学
 
（
「
慨
悔
の
 
 

哲
学
」
）
の
二
番
煎
じ
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
「
憐
情
の
哲
学
」
は
、
 
 

田
辺
を
し
て
彼
自
身
の
哲
学
な
い
し
哲
学
的
思
索
や
自
己
と
い
う
存
在
 
 

に
対
し
て
憐
情
 
（
自
己
否
定
）
 
せ
し
め
つ
つ
、
か
え
っ
て
そ
れ
ら
を
生
 
 

か
せ
し
め
る
絶
対
無
の
慈
愛
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
宗
教
哲
学
的
な
 
 

実
践
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
死
の
哲
学
」
は
、
絶
対
無
の
慈
愛
に
 
 

働
き
か
け
ら
れ
て
西
洋
の
有
の
立
場
を
代
弁
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
分
 
 

析
論
的
思
考
を
批
判
的
に
継
承
し
た
田
辺
の
宗
教
的
実
存
的
実
践
の
表
 
 

出
に
他
な
ら
な
い
。
両
者
は
い
ず
れ
も
、
絶
対
無
を
象
徴
す
る
一
時
的
 
 

な
哲
学
的
言
説
で
あ
り
、
当
下
の
方
便
行
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
う
し
た
田
辺
哲
学
の
性
格
に
従
え
ば
、
自
他
救
済
 
（
相
対
有
の
存
 
 

立
）
 
を
成
就
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
ず
、
た
だ
絶
対
 
 

無
の
慈
愛
と
と
も
に
限
り
な
く
往
還
二
相
の
救
済
運
動
、
つ
ま
り
他
者
 
 

を
生
か
す
に
自
己
を
死
な
せ
し
め
る
自
己
犠
牲
的
愛
を
限
り
な
く
行
ず
 
 

る
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
自
利
利
他
行
は
兄
弟
門
 
（
聖
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徒
の
交
わ
り
や
実
存
協
同
）
 
の
も
と
で
行
わ
れ
な
い
限
り
、
到
底
成
立
 
 

す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
は
闇
辺
が
示
唆
 
 

す
る
 
「
生
の
哲
学
」
 
か
 
「
死
の
哲
学
」
 
か
と
い
う
二
者
択
一
の
実
存
的
 
 

決
断
を
迫
ら
れ
る
と
き
、
あ
え
て
先
進
で
あ
る
田
辺
の
 
「
死
の
哲
学
」
 
 

を
行
ず
る
と
と
も
に
、
存
在
と
は
何
か
を
論
じ
て
み
た
い
。
 
 

「
生
か
死
か
 
 

田
辺
は
「
死
の
哲
学
」
を
行
ず
る
と
い
う
宗
教
的
実
存
的
実
践
を
通
 
 

じ
て
後
進
の
我
々
に
向
か
っ
て
、
い
っ
た
い
何
を
呼
び
か
け
て
い
る
の
 
 

か
。
そ
れ
は
、
生
死
の
纏
綿
、
な
い
し
有
無
の
交
錯
を
抜
け
ら
れ
な
い
 
 

人
間
存
在
を
し
て
一
日
「
 
そ
れ
の
存
在
性
・
存
立
性
を
死
な
せ
し
め
、
 
 

そ
れ
を
滅
尽
せ
ず
に
復
活
さ
せ
る
絶
対
無
の
絶
対
転
換
に
他
な
ら
な
 
 

い
。
彼
は
決
し
て
絶
対
無
の
働
き
の
み
を
賛
美
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
 
 

い
。
む
し
ろ
、
絶
対
無
を
現
成
す
る
と
同
時
に
相
対
有
（
存
在
）
を
生
 
 

か
す
た
め
の
自
己
犠
牲
的
行
に
自
ら
の
宗
教
哲
学
の
力
点
を
置
い
て
い
 
 

る
。
そ
し
て
、
田
辺
は
こ
の
絶
対
無
と
相
対
有
と
の
間
に
行
わ
れ
る
自
 
 

己
犠
牲
的
行
を
、
無
な
る
仏
と
有
な
る
衆
生
に
お
け
る
往
退
l
一
相
の
循
 
 

環
連
動
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

田
辺
に
お
い
て
、
存
在
の
生
か
ら
死
へ
、
死
か
ら
生
へ
の
転
換
は
、
 
 

単
に
存
在
自
身
の
能
力
（
存
在
性
）
で
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 

そ
の
転
換
に
必
然
的
に
絶
対
無
が
存
在
を
生
か
す
慈
愛
の
力
が
働
く
の
 
 

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
絶
対
無
と
相
対
有
と
の
相
対
宜
し
、
相
引
き
合
う
 
 

弁
証
法
的
関
係
が
見
ら
れ
る
。
両
者
の
対
立
と
は
、
有
無
と
い
う
相
対
 
 

を
絶
す
る
絶
対
無
と
、
有
無
 
（
生
死
）
 
の
対
立
を
包
括
す
る
相
対
有
と
 
 

の
矛
盾
対
立
を
さ
す
。
両
者
の
相
蝶
介
す
る
関
係
と
は
、
両
者
が
本
質
 
 

的
に
対
立
し
っ
つ
も
、
相
手
を
現
成
し
生
か
す
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
固
 
 

執
す
る
立
場
、
つ
ま
り
絶
対
性
と
存
在
性
を
自
己
否
定
す
る
と
い
う
自
 
 

己
犠
牲
的
行
を
い
う
。
絶
対
無
と
相
対
有
と
の
不
一
不
二
の
動
的
運
 
 

動
、
或
は
弁
証
法
的
救
済
運
動
こ
そ
、
田
辺
が
希
求
す
る
存
在
を
存
在
 
 

た
ら
し
め
る
真
実
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
存
在
の
真
実
に
基
づ
き
、
田
辺
は
い
か
な
る
宗
教
哲
学
 
 

的
な
言
説
を
用
い
て
存
在
に
お
け
る
生
死
を
表
明
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
 
 

か
。
彼
は
 
『
碧
巌
録
』
 
の
第
五
十
五
則
「
道
吾
漸
源
弔
孝
」
を
取
り
上
 
 

げ
、
そ
こ
で
い
う
生
か
死
か
と
い
う
二
者
択
一
の
問
い
に
突
き
つ
け
ら
 
 

れ
て
自
ら
の
実
存
的
な
立
場
を
こ
う
釈
明
す
る
。
 
 

そ
も
そ
も
死
人
の
果
し
て
死
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
な
お
生
き
る
か
 
 

と
い
う
問
は
、
間
者
の
如
何
を
離
れ
て
抽
象
的
に
答
え
得
る
も
の
 
 

で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
間
者
の
実
存
性
に
相
関
的
に
の
み
 
 

定
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
こ
そ
、
憎
道
吾
も
弟
子
漸
源
を
伴
 
 

い
一
檀
家
を
弔
問
せ
る
際
、
漸
源
の
棺
を
拍
っ
て
、
「
こ
れ
生
か
 
 

死
か
」
と
答
え
る
に
対
し
て
、
「
生
と
も
遭
わ
じ
、
死
と
も
遭
わ
 
 

じ
」
と
い
っ
て
答
を
拒
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
帰
途
漸
源
た
ま
り
か
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ね
て
、
師
を
打
つ
と
伝
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
道
畜
逝
き
、
漸
源
 
 

同
じ
間
を
兄
弟
子
た
る
石
霜
に
発
し
て
同
じ
拒
否
的
返
答
を
聴
く
 
 

に
及
び
、
漸
源
始
め
て
省
あ
り
、
先
師
の
不
道
不
道
が
弟
子
の
自
 
 

覚
悟
得
を
促
す
慈
悲
に
外
な
ら
ぎ
り
し
こ
と
を
憤
り
、
彼
自
身
に
 
 

於
て
信
証
し
、
帥
に
対
す
る
謝
罪
と
感
恩
と
を
行
動
に
表
現
し
よ
 
 

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
公
案
は
そ
れ
を
我
々
に
、
漸
源
に
と
っ
て
 
 

の
輿
実
と
し
て
可
能
的
歴
史
的
普
遍
の
立
場
か
ら
一
般
的
に
記
述
 
 

し
解
釈
す
る
の
み
で
な
く
、
現
在
の
我
々
の
主
体
的
現
実
的
良
案
 
 

と
し
て
自
ら
実
践
的
に
行
証
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
 
 

ま
さ
に
歴
史
的
実
存
的
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
↓
－
∽
・
 
 

∽
詔
）
 
 

田
辺
は
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
公
案
に
お
け
る
生
死
の
問
題
の
分
析
 
 

や
解
釈
を
企
図
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
公
案
が
 
 

表
現
し
て
い
る
道
五
＝
、
石
箱
、
漸
源
の
師
弟
間
に
お
け
る
宗
教
的
実
存
 
 

的
実
践
に
直
面
す
る
と
き
、
自
ら
が
い
か
に
処
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
 
 

を
、
後
進
の
我
々
に
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
m
辺
の
 
 

「
死
の
哲
学
」
を
行
ず
る
こ
と
ば
、
あ
く
ま
で
絶
対
無
の
慈
愛
に
随
伴
 
 

し
て
後
進
を
し
て
自
ら
の
存
在
性
を
棄
却
せ
し
め
、
却
っ
て
自
ら
を
生
 
 

か
せ
し
め
る
菩
薩
の
慈
悲
行
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
は
田
 
 

辺
が
生
か
死
か
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
一
時
的
な
方
便
手
段
と
し
て
 
 

絶
対
媒
介
の
弁
証
法
を
後
進
に
提
ホ
す
る
と
い
う
論
理
的
な
誤
謬
を
敢
 
 

え
て
犯
す
忍
び
の
精
神
の
発
揚
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
菩
薩
精
神
の
発
 
 

押
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
田
辺
の
歴
史
的
使
命
で
 
 

あ
り
、
実
存
的
実
践
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
「
死
の
哲
学
」
を
我
々
に
提
示
す
る
こ
と
は
、
な
ぜ
論
 
 

理
的
な
誤
謬
な
の
か
。
そ
の
和
由
は
そ
う
し
た
弁
証
法
の
自
立
性
に
あ
 
 

る
。
一
つ
の
論
理
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体
の
存
在
性
を
示
し
 
 

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
死
の
哲
学
」
は
田
辺
に
よ
っ
て
我
々
に
伝
授
 
 

さ
れ
る
以
上
、
そ
れ
自
体
は
あ
る
 
（
有
）
 
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
も
 
 

し
有
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
自
己
の
無
化
に
転
換
し
な
け
れ
ば
、
自
 
 

ら
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
有
は
有
と
し
て
存
在
す
 
 

る
た
め
に
、
自
ら
の
有
性
に
止
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ゆ
 
 

え
に
、
「
死
の
哲
学
」
を
我
々
に
提
示
す
る
こ
と
は
、
我
々
に
何
も
提
 
 

ホ
し
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
気
づ
い
た
m
辺
は
敢
え
て
我
々
 
 

に
、
自
己
犠
牲
的
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
存
在
の
鼻
嚢
を
敢
え
て
 
 

く
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
死
の
哲
学
」
は
存
在
を
開
示
す
る
学
で
も
な
け
れ
ば
、
鼻
理
を
顕
 
 

示
す
る
学
で
も
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
に
田
辺
を
し
て
自
 
 

己
犠
牲
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
進
の
我
々
に
存
在
の
寅
実
を
知
ら
 
 

せ
る
絶
対
無
の
象
徴
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
田
辺
の
い
う
 
 

「
死
の
哲
学
」
 
（
否
定
の
論
理
）
 
は
 
「
哲
学
の
死
」
 
（
論
理
の
否
定
）
 
か
 
 

ら
転
換
せ
ら
れ
た
も
の
に
相
通
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
田
辺
自
身
の
 
 

宗
教
的
体
験
に
よ
る
自
己
の
死
か
ら
転
換
さ
れ
る
自
己
の
復
活
 
（
生
）
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に
至
る
過
程
に
無
関
係
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
川
辺
の
行
為
的
死
か
ら
 
 

生
へ
と
転
換
す
る
こ
と
は
、
絶
対
無
の
媒
介
を
通
じ
て
間
接
的
に
m
辺
 
 

哲
学
の
実
践
的
死
か
ら
生
へ
と
転
換
す
る
過
程
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

も
し
 
「
哲
学
の
死
」
と
 
「
死
の
哲
学
」
と
は
絶
対
無
の
絶
対
転
換
に
 
 

お
け
る
両
側
面
、
い
わ
ば
哲
学
の
死
と
そ
の
復
活
の
状
態
を
さ
す
な
ら
 
 

ば
、
「
死
の
哲
学
」
に
お
け
る
死
は
二
重
性
を
持
た
ぎ
る
を
得
な
く
な
る
。
 
 

そ
の
二
重
性
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 
「
生
の
存
在
学
」
 
の
死
と
、
E
 
 

辺
の
 
「
死
の
弁
証
法
」
 
の
生
と
を
い
う
。
「
死
の
哲
学
」
 
は
い
う
ま
で
 
 

も
な
く
、
西
欧
的
思
考
を
代
表
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
の
行
き
尺
、
く
 
 

し
た
所
に
、
換
言
す
れ
ば
西
欧
的
自
力
哲
学
の
果
て
に
、
絶
対
無
の
慈
 
 

愛
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
東
洋
的
他
力
哲
学
の
復
活
状
態
で
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
死
の
哲
学
」
は
西
欧
の
近
代
哲
学
の
死
復
活
 
 

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
我
々
は
 
「
死
の
哲
学
」
を
、
 
 

絶
対
無
の
働
き
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
学
を
批
判
的
に
継
承
 
 

し
た
田
辺
の
宗
教
的
実
存
的
実
践
の
具
現
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

田
辺
が
 
「
死
の
哲
学
」
 
に
関
す
る
補
遺
五
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
 
 

る
の
は
そ
の
裏
づ
け
で
あ
る
。
 
 

生
の
徹
底
が
死
に
転
じ
、
死
の
敢
為
が
復
活
の
生
へ
突
破
せ
し
め
 
 

ら
れ
る
に
よ
り
渦
動
的
と
な
り
、
し
か
も
不
断
に
生
死
相
即
、
転
 
 

換
相
人
す
る
に
よ
っ
て
、
渦
動
は
ど
こ
ま
で
も
重
積
せ
ら
れ
る
の
 
 

で
あ
る
。
生
と
死
と
の
転
換
媒
介
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
 
 

生
の
徹
底
宋
遂
が
必
要
で
あ
る
。
「
死
の
哲
学
」
 
は
 
「
生
の
哲
学
」
 
 

の
行
詰
ま
り
に
そ
れ
に
遅
れ
て
発
生
す
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
 
 

二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
 
「
生
の
哲
学
」
 
が
、
現
今
の
 
「
死
の
 
 

時
代
」
 
に
於
て
行
詰
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
始
め
て
 
「
死
の
哲
学
」
 
 

の
現
れ
る
べ
き
歴
史
的
因
縁
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
弁
証
 
 

法
の
否
定
媒
介
的
立
場
の
要
求
に
外
な
ら
な
い
。
菩
薩
も
作
仏
行
 
 

を
通
ら
ず
し
て
無
為
に
衆
生
済
度
か
ら
そ
の
行
を
始
め
る
こ
と
は
 
 

で
き
な
い
。
自
利
即
利
他
た
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
 
苛
－
∽
・
澄
○
）
。
 
 

右
に
従
え
ば
、
「
生
の
存
在
学
」
 
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
）
 
か
 
「
死
の
 
 

弁
証
法
」
 
（
田
辺
哲
学
）
 
か
、
或
は
生
か
死
か
と
い
う
二
者
択
一
の
難
 
 

問
に
直
面
せ
ら
れ
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
決
断
す
る
の
は
、
も
は
や
何
の
 
 

意
味
も
な
さ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
と
い
う
の
は
、
田
辺
に
よ
れ
ば
、
 
 

存
在
の
美
嚢
は
常
に
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
絶
対
無
の
絶
対
転
換
、
す
 
 

な
わ
ち
不
断
な
る
死
復
活
の
動
態
に
現
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
田
辺
は
百
も
承
知
の
上
で
な
お
後
者
を
選
び
 
 

取
り
、
自
ら
の
行
為
的
死
と
自
己
の
哲
学
の
実
践
的
死
と
を
通
過
し
、
 
 

そ
れ
（
往
相
行
）
に
止
ま
ら
ず
、
絶
対
無
の
慈
愛
と
と
も
に
後
進
の
我
々
 
 

を
救
済
に
導
き
、
我
々
に
存
在
の
真
実
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
敢
え
て
 
 

無
と
な
っ
た
自
己
を
有
 
（
相
対
界
）
 
に
転
化
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。
 
 

こ
う
し
た
絶
対
無
と
相
対
有
が
交
じ
り
合
う
慈
悲
行
、
遅
相
行
に
お
い
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て
こ
そ
、
田
辺
と
彼
の
哲
学
と
の
復
活
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

二
、
死
へ
の
存
在
 
 

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
「
死
の
哲
学
」
は
ま
さ
に
 
「
生
の
 
 

哲
学
」
を
継
い
で
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
生
の
哲
学
」
の
死
 
 

か
ら
「
死
の
哲
学
」
 
の
生
へ
と
転
換
す
る
過
程
は
、
田
辺
が
「
哲
学
と
 
 

詩
と
宗
教
」
を
執
筆
し
て
以
降
、
本
格
的
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
（
西
 
 

欧
的
思
考
）
 
と
対
決
す
る
総
決
算
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
 
 

ガ
ー
哲
学
の
過
失
や
論
理
的
矛
盾
を
顕
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
 
 

廃
絶
し
よ
う
と
す
る
学
術
の
暴
挙
を
意
味
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
生
 
 

の
哲
学
」
を
減
却
し
て
 
「
死
の
哲
学
」
を
無
比
の
学
問
と
し
て
世
に
お
 
 

い
て
発
揚
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
田
辺
の
菩
薩
行
に
背
く
か
ら
で
あ
 
 

る
。
田
辺
が
希
求
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
有
を
有
た
ら
し
め
る
こ
と
で
 
 

あ
り
、
存
在
の
真
実
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
を
成
就
す
る
た
め
に
、
 
 

単
に
有
の
有
性
、
つ
ま
り
あ
る
よ
う
に
あ
る
と
い
う
志
向
性
に
よ
っ
て
 
 

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
絶
対
無
の
不
可
思
議
に
促
さ
れ
る
有
性
へ
の
憐
 
 

情
、
或
は
悔
い
改
め
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
 
 

き
は
、
こ
う
し
た
有
か
ら
無
へ
、
無
か
ら
有
へ
 
（
生
か
ら
死
へ
、
死
か
 
 

ら
生
へ
）
 
の
転
換
は
決
し
て
自
ら
の
存
在
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
 
 

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
人
間
存
 
 

在
と
し
て
の
現
存
在
 
（
D
a
s
e
i
n
）
 
と
死
と
の
関
係
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
 
 

た
現
存
在
の
存
在
性
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
 
 

は
明
ら
か
に
田
辺
の
い
わ
ゆ
る
生
か
ら
死
へ
、
死
か
ら
生
へ
と
転
換
す
 
 

る
存
在
、
つ
ま
り
他
者
を
生
か
す
た
め
に
自
己
犠
牲
を
行
ず
る
存
在
で
 
 

は
な
い
の
で
あ
る
。
田
辺
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
存
在
と
死
に
つ
い
て
 
 

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

死
の
現
象
は
い
か
な
る
意
味
に
於
て
、
現
存
在
の
勝
義
の
可
能
性
 
 

で
あ
り
限
界
況
位
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
死
が
前
走
的
に
 
 

前
以
て
、
現
存
在
の
可
能
性
の
 
「
終
り
」
を
表
わ
し
、
従
っ
て
現
 
 

存
在
の
全
体
性
を
「
全
体
可
能
」
と
し
て
表
わ
す
こ
と
に
由
る
。
 
 

死
は
正
に
現
存
在
の
可
能
惟
の
極
限
を
、
全
体
可
能
と
し
て
予
表
 
 

す
る
。
そ
れ
が
現
存
在
の
限
界
況
位
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
…
…
現
 
 
 

存
在
の
可
能
性
と
い
う
も
、
そ
れ
は
完
成
な
き
可
能
性
に
終
始
す
 
 

る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
終
り
」
と
い
い
全
体
と
い
う
も
、
そ
れ
自
 
 
 

身
可
能
に
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
全
体
も
全
体
可
 
 
 

能
に
外
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
従
っ
て
現
存
在
は
ま
た
「
終
 
 
 

り
へ
の
存
在
」
と
し
て
「
死
へ
の
存
在
」
 
で
あ
り
、
死
に
差
懸
け
 
 

ら
れ
た
存
在
で
あ
る
り
 
苛
－
？
畠
0
0
～
烏
翌
 
 

右
の
示
す
と
お
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
死
は
た
だ
現
存
在
の
可
能
態
 
 

に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
の
人
間
存
在
は
、
死
へ
と
向
か
う
こ
と
も
可
能
 
 

な
存
在
で
あ
る
。
「
死
へ
の
存
在
」
と
し
て
の
自
覚
は
、
ま
さ
し
く
呪
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存
在
の
自
己
に
対
し
て
持
つ
有
限
性
の
自
覚
に
止
ま
り
、
死
に
至
る
こ
 
 

と
が
な
い
と
田
辺
は
指
摘
す
る
 
（
T
－
〕
・
畠
∽
を
参
照
）
。
田
辺
は
こ
の
 
 

よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
存
在
と
死
を
理
解
し
、
彼
の
緻
密
な
分
 
 

析
論
的
存
在
学
を
評
価
し
っ
つ
も
、
自
ら
の
い
わ
ゆ
る
人
間
存
在
と
は
 
 

絶
対
無
の
象
徴
で
あ
り
、
「
死
に
於
け
る
存
在
」
 
で
あ
る
と
主
張
し
、
 
 

存
在
と
死
を
め
ぐ
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
生
の
存
在
学
」
と
自
ら
の
 
 

「
死
の
弁
証
法
」
と
を
対
照
的
に
こ
う
い
う
。
 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
人
間
現
存
在
の
存
在
性
を
「
死
へ
の
存
在
」
 
 

S
e
i
ロ
Z
u
m
、
訂
d
e
と
解
釈
し
た
の
に
対
し
、
人
間
の
象
徴
的
存
在
 
 

性
は
ま
さ
に
、
「
死
に
於
け
る
存
在
」
s
e
i
ロ
i
m
↓
O
d
e
と
い
う
べ
 
 

き
も
の
で
あ
る
。
宗
教
に
於
て
、
生
き
な
が
ら
死
人
と
な
り
て
、
 
 
 

死
に
つ
つ
生
き
る
、
と
い
わ
れ
る
存
在
に
外
な
ら
な
い
。
か
く
の
 
 

如
き
存
在
に
し
て
始
め
て
、
直
接
に
有
性
を
保
つ
過
去
的
な
い
し
 
 
 

未
来
的
契
機
に
対
し
、
そ
れ
ら
を
超
越
す
る
脱
自
性
E
k
s
t
a
s
i
s
を
 
 

も
つ
も
の
と
い
わ
れ
る
。
け
だ
し
脱
自
す
な
わ
ち
自
己
脱
出
と
か
 
 

自
己
超
越
と
か
い
わ
れ
る
在
り
方
は
、
直
接
存
在
者
の
有
し
得
る
 
 

所
で
は
な
い
。
直
接
存
在
者
の
在
り
方
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
に
 
 
 

帰
属
し
自
己
に
内
在
す
る
が
故
に
、
自
己
脱
出
と
か
自
己
超
越
と
 
 

か
い
わ
れ
る
理
由
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
脱
自
性
 
 

を
も
つ
こ
と
は
で
き
ぬ
。
こ
の
事
が
可
能
と
な
る
の
は
、
絶
対
無
 
 

の
契
機
と
し
て
自
ら
絶
対
無
の
性
格
を
承
け
、
象
徴
的
存
在
と
し
 
 

て
自
己
否
定
的
た
る
こ
と
に
依
る
外
な
い
…
…
脱
自
、
自
己
超
越
 
 

は
、
直
接
に
自
己
の
能
く
為
す
所
で
は
な
い
。
た
だ
絶
対
無
に
媒
 
 

介
せ
ら
れ
つ
つ
自
ら
絶
対
無
の
媒
介
と
な
り
、
そ
の
絶
対
無
性
を
 
 

承
受
し
そ
れ
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
為
す
の
み
で
あ
 
 

る
。
（
T
－
？
缶
ひ
～
缶
空
 
 

こ
こ
か
ら
は
、
両
者
の
適
い
を
際
立
て
た
せ
る
脱
自
 
（
自
己
脱
出
、
 
 

自
己
超
越
）
 
に
お
け
る
二
様
の
解
釈
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
死
が
脱
自
 
 

を
図
る
直
接
存
在
者
、
つ
ま
り
死
す
る
自
己
を
生
か
す
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 
 

の
生
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
絶
対
無
と
と
も
に
他
者
を
生
か
す
た
め
 
 

に
、
生
き
つ
つ
死
に
、
死
に
つ
つ
生
き
る
田
辺
の
死
復
活
で
あ
る
。
既
 
 

述
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
死
は
現
存
在
の
可
能
態
で
あ
る
以
上
、
 
 

ど
こ
ま
で
も
現
存
在
か
ら
抜
け
出
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
現
存
在
は
脱
 
 

自
性
を
死
す
る
能
力
と
し
て
発
揮
し
よ
う
と
す
る
も
、
所
詮
自
力
で
そ
 
 

れ
を
完
遂
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
人
の
生
を
最
大
限
 
 

に
拡
大
し
た
行
為
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
田
辺
の
死
は
絶
対
無
 
 

の
働
き
に
よ
っ
て
、
死
す
る
自
己
を
死
な
せ
し
め
ら
れ
、
却
っ
て
絶
対
 
 

無
の
救
済
事
業
に
参
与
し
て
未
だ
救
わ
れ
て
い
な
い
他
者
を
救
う
自
己
 
 

犠
牲
的
行
で
あ
る
。
田
辺
に
お
い
て
、
我
々
人
間
存
在
は
た
だ
こ
う
し
 
 

た
絶
対
無
と
相
対
者
が
参
入
す
る
慈
悲
行
に
よ
っ
て
の
み
保
証
さ
れ
 
 

る
。
両
者
の
解
釈
の
相
逮
は
ま
さ
に
「
死
の
能
力
」
と
「
死
の
実
践
」
 
 

に
あ
る
の
で
あ
る
。
田
辺
に
と
っ
て
、
死
は
単
に
主
体
の
自
覚
や
思
考
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に
止
ま
ら
ず
、
絶
対
無
と
と
も
に
他
者
を
生
か
す
た
め
に
寒
行
に
赴
か
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

も
と
よ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
、
現
存
在
は
何
の
た
め
に
脱
 
 

自
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
我
々
人
間
が
 
「
存
在
忘
却
」
 
の
只
中
 
 

に
い
る
か
ら
こ
そ
、
現
存
在
の
本
来
態
で
あ
る
「
世
界
内
存
在
」
を
確
 
 

認
し
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
再
確
認
の
過
 
 

程
に
つ
い
て
田
辺
は
こ
う
考
え
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
こ
の
世
に
柁
げ
 
 

ら
れ
て
生
き
る
と
い
う
必
然
な
る
存
在
 
（
被
拇
的
存
在
）
 
は
、
本
来
の
 
 

自
己
に
覚
醒
す
る
自
覚
を
当
為
と
し
て
脱
自
、
す
な
わ
ち
自
己
の
吋
能
 
 

的
な
死
を
遂
行
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
己
を
制
約
し
支
配
す
る
仰
 
 

界
か
ら
自
己
を
解
放
し
、
自
由
に
自
力
で
世
界
を
企
画
し
そ
れ
を
自
ら
 
 

に
引
き
寄
せ
る
と
き
、
は
じ
め
て
本
来
性
を
取
り
戻
す
自
由
な
る
存
在
 
 

（
企
投
的
存
在
）
 
と
な
る
、
と
。
そ
し
て
、
こ
の
転
換
を
「
世
界
に
対
 
 

す
る
人
間
存
在
の
被
限
定
即
能
限
定
の
転
換
的
交
渉
」
 
（
T
－
∽
・
缶
N
）
 
 

と
い
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
転
換
に
は
、
田
辺
が
指
摘
す
る
よ
う
に
 
 

宗
教
的
絶
対
の
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
被
限
定
か
 
 

ら
能
限
定
に
転
ず
る
自
己
否
定
の
力
は
単
な
る
現
存
在
の
力
で
は
な
い
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 
「
死
へ
の
存
在
」
 
は
 
 

た
だ
絶
対
無
の
媒
介
な
き
直
接
存
在
に
止
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
 
 

田
辺
は
明
ら
か
に
か
か
る
生
の
直
接
態
を
峻
拒
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
 
 

両
者
の
い
う
存
在
の
真
実
は
、
一
方
は
存
在
を
分
析
論
的
に
解
釈
す
る
 
 

立
場
に
立
ち
、
他
方
は
存
在
を
弁
証
法
的
に
死
復
晴
さ
せ
よ
う
と
す
る
 
 

立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
死
 
 

へ
の
存
在
」
を
解
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
現
存
在
の
本
来
性
を
限
 
 

り
な
く
追
究
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 
「
生
の
存
在
学
」
と
、
元
来
絶
対
 
 

無
と
相
対
者
と
の
不
断
な
る
自
己
否
定
的
行
に
よ
る
存
在
の
鹿
賀
を
希
 
 

求
す
る
山
辺
の
 
「
死
の
弁
証
法
」
と
は
、
あ
く
ま
で
平
行
線
上
に
あ
る
 
 

哲
学
的
体
系
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田
辺
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 
 

存
在
学
の
典
意
を
曲
解
し
強
引
に
解
釈
し
て
ま
で
、
自
ら
の
弁
証
法
的
 
 

救
済
運
動
に
組
み
入
れ
て
い
た
 
（
裸
秀
樹
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
日
本
の
 
 

哲
学
』
 
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
畜
樗
、
二
〇
〇
二
年
、
第
六
～
八
車
を
参
照
）
。
 
 
 

上
述
し
た
田
辺
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
理
解
は
 
「
生
の
存
在
学
か
死
 
 

の
弁
証
法
か
」
、
「
メ
メ
ン
ト
モ
リ
」
 
（
一
九
五
八
）
 
に
至
っ
て
も
〓
筒
 
 

し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
す
る
弁
証
法
的
理
解
を
深
 
 

め
て
い
る
。
こ
れ
に
関
す
る
検
討
は
次
節
に
譲
り
た
い
。
 
 

三
、
死
に
つ
つ
生
き
る
存
在
 
 

川
辺
は
山
九
五
三
年
以
降
に
お
い
て
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
存
在
 
 

と
死
を
追
跡
し
て
い
た
。
川
辺
は
 
「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」
 
 

に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
存
在
に
対
す
る
思
索
の
転
回
 
 
 

（
吋
訂
h
r
e
）
 
以
後
の
死
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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そ
も
そ
も
死
を
存
在
の
全
体
可
能
と
思
惟
す
る
の
が
観
念
論
で
あ
 
 

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
は
死
は
全
く
生
に
内
在
す
 
 

る
観
念
で
あ
っ
て
、
実
的
に
死
ぬ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
 
 

を
被
投
的
投
企
と
解
す
る
も
、
死
復
活
の
実
存
自
覚
な
ど
あ
る
わ
 
 

け
は
な
い
。
そ
れ
で
は
転
向
以
後
教
授
は
死
を
い
か
に
解
せ
ら
れ
 
 
 

た
で
あ
ろ
う
か
。
－
へ
ざ
r
t
r
茸
e
u
n
d
わ
⊆
訝
巴
z
e
㍉
J
誤
隕
に
収
め
ら
れ
 
 
 

た
講
演
占
a
s
D
i
ロ
g
㍉
－
誤
－
に
於
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
招
は
、
人
 
 

間
を
可
死
的
な
る
も
の
と
規
定
し
、
そ
の
意
は
人
間
が
死
を
死
と
 
 

し
て
死
す
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
種
で
あ
る
と
解
し
て
、
死
こ
 
 

そ
無
の
聖
匝
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
人
間
は
決
し
て
単
な
る
存
在
 
 

者
に
止
ま
る
も
の
で
な
く
、
存
在
そ
の
も
の
の
秘
密
と
し
て
現
存
 
 

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
死
は
存
在
の
本
質
を
宿
し
、
 
 

無
の
宝
匝
と
し
て
却
っ
て
存
在
の
秘
庫
た
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
 
 

決
し
て
単
に
現
世
の
生
が
終
鳩
す
る
か
ら
可
死
的
た
る
の
で
な
 
 

く
、
自
ら
死
を
死
ぬ
能
力
が
あ
る
か
ら
こ
そ
可
死
的
な
の
で
あ
る
 
 

と
規
定
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
 
（
S
．
－
ヨ
）
。
（
T
－
∽
∴
蕪
∵
1
繁
亘
 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
死
は
決
し
て
生
の
断
絶
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
死
 
 

の
役
割
は
現
存
在
の
本
来
態
、
或
は
存
在
の
本
質
を
追
究
す
る
こ
と
に
 
 

あ
る
。
つ
ま
り
、
死
は
存
在
の
貴
実
を
開
示
す
る
鍵
で
あ
る
。
し
か
 
 

も
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
l
個
人
の
実
存
に
限
定
さ
れ
る
死
の
自
覚
で
 
 

あ
り
、
生
の
可
能
的
極
限
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 
 

死
は
単
に
一
個
人
の
生
の
極
限
態
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
田
辺
は
か
 
 

か
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 
「
死
へ
の
存
在
」
を
一
層
死
に
向
け
、
そ
れ
を
 
 

死
ん
で
も
死
に
切
れ
な
い
極
限
に
ま
で
推
進
し
た
結
果
、
絶
対
無
の
働
 
 

き
に
促
さ
れ
る
往
相
の
死
に
達
す
る
。
も
し
、
田
辺
が
こ
の
往
相
の
死
 
 

に
止
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
な
ん
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
死
と
は
適
わ
な
 
 

い
。
換
言
す
れ
ば
、
田
辺
は
単
に
自
己
の
存
在
を
想
起
し
確
認
す
る
こ
 
 

と
と
な
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
田
辺
は
そ
れ
に
固
執
せ
ず
、
一
歩
 
 

進
ん
で
絶
対
無
の
絶
対
還
相
と
と
も
に
往
相
の
死
か
ら
還
相
の
復
活
へ
 
 

と
転
じ
、
他
者
を
そ
の
存
在
の
自
覚
に
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
他
者
 
 

の
存
在
を
確
証
す
る
に
至
る
。
田
辺
の
死
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
生
を
極
 
 

め
た
果
て
に
絶
対
無
の
慈
愛
に
喚
起
さ
れ
る
死
復
活
の
動
的
運
動
に
他
 
 

な
ら
な
い
。
こ
の
死
復
活
の
運
動
は
単
に
一
個
人
だ
け
で
な
く
、
無
数
 
 

の
先
進
と
後
進
と
の
存
在
の
鼻
実
を
示
す
転
換
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
ハ
 
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
的
な
死
の
自
覚
と
m
辺
の
「
死
復
活
の
実
存
自
覚
」
 
 

と
の
相
遵
が
見
ら
れ
る
。
 
 
 

以
上
に
基
づ
け
ば
、
田
辺
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
理
解
は
終
始
一
貫
 
 

し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
弁
証
法
的
理
解
を
一
層
深
め
 
 

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
田
辺
の
哲
学
的
動
機
は
ま
さ
に
個
の
論
理
と
 
 

種
の
論
理
と
の
適
い
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
田
辺
に
と
っ
て
、
個
は
単
に
 
 

個
の
本
質
に
よ
っ
て
自
己
の
存
在
を
保
つ
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
不
 
 

断
な
る
死
復
活
の
転
換
に
あ
る
種
的
共
同
体
の
煤
介
に
よ
っ
て
で
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
、
す
な
わ
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ち
個
の
論
理
の
破
綻
を
救
う
べ
く
、
田
辺
は
そ
の
分
析
論
的
立
場
を
弁
 
 

証
法
的
立
場
に
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
田
辺
は
ハ
イ
デ
ッ
 
 

ガ
ー
の
 
「
生
の
存
在
学
」
を
無
理
に
「
死
の
弁
証
法
」
に
接
木
す
る
と
 
 

は
い
え
、
そ
れ
は
全
く
理
由
な
し
と
し
な
い
。
そ
の
兆
候
は
す
で
に
 
 

（
1
）
 
 

「
哲
学
と
詩
と
宗
教
」
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
田
辺
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 
 

哲
学
に
対
す
る
教
相
判
釈
は
さ
ら
に
進
ん
で
い
る
。
 
 

教
授
の
思
想
は
西
欧
的
思
考
の
特
色
で
あ
る
科
学
的
思
考
の
立
場
 
 

か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
そ
の
対
象
た
る
存
在
者
の
客
観
的
思
惟
が
 
 
 

陰
に
前
提
し
予
想
す
る
と
こ
ろ
の
根
拠
と
し
て
の
、
「
存
在
」
の
 
 

主
体
的
思
考
に
遡
源
し
、
そ
の
自
覚
せ
ら
れ
た
統
一
的
意
味
連
関
 
 

を
、
再
び
客
観
的
思
惟
の
分
析
論
的
構
造
に
表
現
せ
ら
れ
た
言
葉
 
 

の
解
釈
に
於
て
、
再
構
成
的
に
展
開
せ
ら
れ
ん
と
す
る
も
の
と
解
 
 

せ
ら
れ
る
。
も
し
伝
統
的
語
用
に
従
い
、
そ
の
客
観
的
思
惟
の
同
 
 
 

一
律
矛
盾
律
に
支
配
せ
ら
れ
る
論
理
を
分
析
論
と
い
う
に
対
し
、
 
 

そ
の
根
源
と
な
る
「
存
在
」
の
、
無
を
媒
介
と
す
る
超
越
的
根
拠
 
 

の
自
覚
と
し
て
の
、
主
体
的
思
考
法
を
、
弁
証
法
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
 
 

教
授
の
思
想
は
分
析
論
か
ら
出
発
し
て
弁
証
法
的
根
拠
に
遡
源
し
 
 

な
が
ら
、
そ
れ
を
行
為
的
に
徹
底
す
る
こ
と
な
く
再
び
降
っ
て
、
 
 

再
建
的
に
そ
の
根
源
を
分
析
論
に
展
開
せ
ら
れ
ん
と
す
る
も
の
で
 
 

あ
る
と
い
わ
れ
よ
う
。
（
T
－
∽
・
∽
∽
∞
～
∽
〕
望
 
 

（
り
こ
 
 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
分
析
論
的
存
在
論
は
「
死
へ
の
存
在
」
ま
で
言
及
 
 

し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
死
が
現
存
在
の
可
能
態
で
あ
る
限
り
、
あ
く
 
 

ま
で
生
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
田
辺
の
い
う
「
死
に
お
け
る
存
 
 

在
」
、
つ
ま
り
死
に
つ
つ
生
き
る
存
在
を
意
識
す
る
は
ず
が
な
い
の
で
 
 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
が
指
し
示
す
絶
対
 
 

無
に
接
近
し
っ
つ
も
、
そ
れ
と
は
隔
絶
し
た
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
 
 

ガ
ー
哲
学
に
潜
む
弁
証
法
的
思
考
へ
の
近
縁
性
を
表
す
田
辺
の
ハ
イ
 
 

デ
ッ
ガ
ー
哲
学
理
解
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
を
自
ら
の
「
死
の
哲
 
 

学
」
に
繋
げ
て
死
復
活
さ
せ
る
菩
薩
行
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
田
辺
の
 
 

「
死
の
哲
学
」
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
生
の
哲
学
」
を
批
判
的
に
継
承
 
 

し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「
死
の
哲
学
」
が
主
張
す
る
死
に
 
 

つ
つ
生
き
る
存
在
は
い
か
な
る
内
実
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
 
 

い
て
闘
辺
は
端
的
に
こ
う
い
う
。
 
 

無
の
「
一
点
な
ら
ぬ
一
点
」
に
於
て
、
絶
対
無
即
愛
の
絶
対
性
 
 

（
仏
性
）
 
に
与
ら
し
め
ら
れ
る
永
遠
即
刺
那
の
主
体
は
、
必
然
、
 
 

自
己
の
有
限
性
を
不
断
に
自
覚
し
俄
悔
し
て
、
永
遠
の
仏
性
を
自
 
 

己
一
人
に
僧
取
す
る
こ
と
な
く
、
飽
く
ま
で
そ
れ
を
他
の
衆
生
に
 
 

回
施
す
る
た
め
、
自
己
犠
牲
的
に
現
策
の
歴
史
に
選
相
す
る
も
の
 
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
大
乗
仏
教
に
い
わ
ゆ
る
菩
薩
こ
れ
で
あ
 
 

る
。
そ
の
実
践
的
得
力
が
忍
で
あ
る
。
菩
薩
の
実
存
協
同
に
於
て
 
 

は
、
そ
の
生
は
死
を
媒
介
に
し
て
営
ま
れ
、
無
難
禅
師
の
い
わ
ゆ
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る
死
人
と
な
り
て
生
き
、
使
徒
パ
ウ
ロ
の
意
味
に
於
て
、
あ
た
か
 
 

も
生
き
ぎ
る
如
く
 
（
す
な
わ
ち
死
せ
る
如
く
）
 
に
生
き
る
の
で
あ
 
 

る
か
ら
、
そ
の
限
り
絶
対
に
清
浄
、
何
事
を
為
す
も
全
く
善
悪
の
 
 

彼
岸
に
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
境
涯
に
於
て
は
、
す
べ
 
 

て
が
寛
容
赦
宥
せ
ら
れ
る
。
正
に
絶
対
無
が
「
無
の
無
」
と
し
て
、
 
 

す
べ
て
の
現
実
を
本
質
的
に
愛
し
肯
定
す
る
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
 
 

あ
る
。
（
T
－
〕
・
∽
か
N
）
 
 

我
々
は
単
に
自
己
の
現
に
あ
る
存
在
性
 
（
有
限
性
）
 
に
依
拠
し
て
自
 
 

立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
絶
対
無
の
慈
愛
に
摂
取
せ
ら
れ
て
そ
 
 

の
永
遠
な
る
仏
性
 
（
絶
対
性
）
 
と
相
即
し
て
は
じ
め
て
存
立
す
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
自
依
即
依
他
で
あ
る
。
し
か
る
 
 

に
、
こ
の
自
依
即
依
他
の
存
在
は
決
し
て
個
人
と
絶
対
無
と
の
無
蝶
介
 
 

に
よ
る
結
合
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
必
ず
絶
対
無
の
慈
愛
と
と
も
に
 
 

我
々
に
向
か
っ
て
い
る
先
進
の
菩
薩
が
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
田
辺
 
 

の
い
う
種
的
共
同
体
の
媒
介
で
あ
る
。
だ
が
、
存
在
の
存
立
す
る
条
件
 
 

は
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
絶
対
無
と
相
対
有
 
（
無
数
の
菩
薩
）
 
と
が
参
 
 

入
す
る
還
相
行
に
呼
応
し
て
往
相
を
遂
行
す
る
我
々
は
必
ず
、
絶
対
無
 
 

の
絶
対
性
を
自
己
に
取
り
入
れ
ず
、
そ
れ
と
と
も
に
未
だ
救
わ
れ
て
い
 
 

な
い
後
進
に
還
相
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
永
遠
に
仏
性
を
私
物
 
 

に
す
る
こ
と
の
な
い
自
己
犠
牲
的
行
は
ま
さ
に
現
に
生
き
て
い
る
我
々
 
 

の
歴
史
的
使
命
で
あ
る
。
我
々
は
ど
こ
ま
で
も
こ
う
し
た
無
数
の
菩
薩
 
 

が
交
じ
り
合
う
関
係
性
の
網
に
お
い
て
「
往
相
即
還
相
、
遠
相
即
往
相
」
 
 

の
不
断
な
る
救
済
運
動
を
行
ず
る
な
か
に
相
互
の
存
在
を
体
現
し
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

田
辺
は
憐
悔
道
哲
学
を
公
表
し
て
か
ら
、
多
く
の
著
作
に
お
い
て
無
 
 

難
禅
師
の
歌
「
生
き
な
が
ら
死
人
と
な
り
て
な
り
は
て
て
思
い
の
ま
ま
 
 

に
す
る
わ
ぎ
ぞ
よ
き
」
を
繰
り
返
し
て
主
張
し
て
い
た
。
彼
は
無
難
禅
 
 

師
が
教
示
し
て
く
れ
た
人
間
存
在
を
、
「
生
き
な
が
ら
死
人
と
な
り
て
な
 
 

り
果
て
た
復
活
者
こ
そ
、
菩
薩
と
し
て
超
人
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
」
 
 

（
↓
－
？
空
峯
 
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
 
『
碧
巌
録
』
 
の
第
五
 
 

十
五
則
「
道
吾
漸
源
弔
孝
」
 
に
対
し
て
行
う
教
相
判
釈
の
立
場
と
同
じ
 
 

よ
う
に
、
無
難
禅
師
の
境
涯
を
死
に
つ
つ
生
き
る
菩
薩
と
み
な
し
て
い
 
 

る
か
ら
で
あ
る
。
「
道
吾
漸
源
弔
事
」
 
は
幾
分
か
往
相
 
（
悟
り
）
 
の
機
 
 

微
を
思
わ
せ
る
公
案
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田
辺
に
と
っ
て
そ
 
 

れ
は
自
ら
が
絶
対
無
と
師
弟
間
 
（
菩
薩
た
ち
）
 
と
が
交
じ
り
合
う
還
相
 
 

行
と
と
も
に
後
進
 
（
現
実
世
界
）
 
に
還
相
す
る
自
己
犠
牲
的
行
の
具
現
 
 

に
他
な
ら
な
い
。
 
 
 

田
辺
の
 
「
死
の
哲
学
」
を
行
ず
る
宗
教
的
実
存
的
実
践
は
、
た
と
え
 
 

公
案
の
真
意
を
読
み
替
え
た
り
、
無
難
禅
師
の
境
涯
を
誤
解
し
た
り
、
 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
学
を
読
み
誤
っ
た
り
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
し
 
 

て
も
、
全
く
善
悪
 
（
相
対
）
 
の
彼
岸
に
立
つ
わ
け
で
あ
る
た
め
、
す
べ
 
 

て
が
絶
対
無
の
慈
愛
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
 
 

き
つ
つ
死
に
、
死
に
つ
つ
生
き
る
菩
薩
と
し
て
の
田
辺
と
そ
の
 
「
死
の
 
 
71存在と死の哲学   



哲
学
」
と
は
か
く
し
て
後
進
の
我
々
に
 
「
有
即
無
、
無
即
有
」
と
い
う
 
 

存
在
の
東
実
を
教
え
て
く
れ
る
時
点
に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
の
存
在
が
 
 

〔
1
－
 
 

確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

結
 
論
 
 

田
辺
が
死
に
至
る
発
作
に
倒
れ
る
前
に
番
い
た
ノ
ー
ト
に
、
「
禅
ノ
信
 
 

証
ハ
他
力
信
仰
卜
別
ナ
ラ
ズ
。
イ
カ
ニ
罪
障
深
ク
不
完
全
ナ
ル
モ
仏
性
 
 

ヲ
保
ツ
ト
イ
ウ
信
証
ハ
他
力
念
仏
二
通
ズ
」
 
苛
【
八
丁
念
盟
 
と
い
う
叫
 
 

句
が
あ
る
。
そ
の
意
は
、
我
々
人
間
が
生
ま
れ
つ
き
罪
障
を
背
負
っ
て
 
 

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
力
念
仏
を
す
れ
ば
、
つ
ま
り
死
を
行
ず
る
 
 

な
ら
ば
、
そ
の
一
瞬
ご
と
に
仏
性
 
（
絶
対
性
）
 
を
現
し
、
自
己
の
存
在
 
 

を
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
田
 
 

辺
が
同
年
 
（
昭
和
三
十
五
年
）
 
に
番
い
た
短
歌
「
我
死
な
ん
と
不
断
に
 
 

覚
悟
を
重
ぬ
る
ぞ
死
に
つ
つ
生
く
る
不
死
の
道
な
る
」
 
（
T
－
L
h
T
念
－
）
 
 

と
い
う
内
容
と
一
致
す
る
。
我
々
人
間
存
在
は
た
だ
不
断
に
絶
対
無
と
 
 

と
も
に
死
を
行
ず
る
こ
と
を
通
じ
て
は
じ
め
て
確
認
さ
れ
保
証
さ
れ
る
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

既
述
の
よ
う
に
、
個
人
と
絶
対
無
と
の
結
合
は
無
数
の
先
進
と
後
進
 
 

の
往
還
二
相
の
転
換
運
動
が
行
わ
れ
ば
こ
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
m
辺
哲
 
 

学
は
、
田
辺
の
行
死
と
と
も
に
絶
対
無
の
象
徴
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
 
 

接
す
る
我
々
に
一
緒
の
希
望
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
不
滅
の
 
 

も
の
に
相
通
な
い
。
こ
の
よ
う
な
田
辺
の
不
死
と
そ
の
哲
学
の
不
滅
 
 

（
有
の
永
遠
性
）
 
は
必
ず
、
絶
対
無
と
相
対
有
と
の
相
対
立
し
柑
引
き
 
 

合
う
死
復
活
の
転
換
行
を
媒
介
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
田
辺
の
希
 
 

求
す
る
兵
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
永
遠
の
存
在
と
い
う
鼻
実
で
あ
る
。
 
 
 

む
ろ
ん
、
永
遠
の
存
在
と
い
う
の
は
、
絶
対
に
変
わ
る
こ
と
が
な
い
 
 

存
在
の
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
永
遠
と
存
在
と
は
ど
こ
ま
で
も
 
 

ば
、
た
だ
絶
対
触
と
無
数
の
菩
薩
と
が
交
じ
り
合
う
往
還
二
相
の
救
済
 
 

隔
絶
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
永
遠
の
自
ら
を
現
す
た
め
 
 

に
、
存
在
を
媒
介
と
す
る
と
同
様
に
、
存
在
も
自
己
を
生
か
す
た
め
 
 

に
、
永
遠
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
永
遠
が
存
在
で
あ
る
こ
 
 

と
、
或
い
は
存
在
が
永
遠
で
あ
る
こ
と
の
鼻
薬
は
、
田
辺
哲
学
に
従
え
 
 
 

運
動
に
よ
る
の
み
で
あ
る
。
 
 
 

存
在
と
は
何
か
。
こ
の
間
い
は
す
で
に
存
在
と
い
う
も
の
を
想
定
し
 
 

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
二
十
一
世
絶
と
い
う
現
在
。
有
無
の
相
対
界
に
 
 

お
い
て
大
観
生
産
、
大
量
消
費
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
人
類
の
生
存
が
脅
 
 

か
さ
れ
る
時
代
。
こ
の
も
の
 
（
有
／
存
在
）
 
が
あ
り
ふ
れ
る
現
代
に
お
 
 

い
て
、
存
在
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
も
は
や
時
代
錯
誤
の
感
が
な
い
 
 

わ
け
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
人
類
の
生
存
と
発
展
の
た
め
な
ら
、
 
 

何
も
存
在
 
（
人
間
と
も
の
）
 
を
問
わ
ず
に
た
だ
む
や
み
に
自
然
の
資
源
 
 

を
利
用
し
環
境
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
の
を
生
座
し
消
費
す
れ
 
 

ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
間
い
は
単
に
人
間
存
在
の
 
 

膵
究
に
限
定
さ
れ
る
だ
け
な
ら
ば
、
は
た
し
て
現
に
熱
烈
な
哲
学
的
な
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議
論
を
呼
ぶ
人
間
と
自
然
二
環
境
と
の
問
題
は
い
か
に
生
じ
て
い
る
の
 
 

か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
大
量
生
産
、
大
量
消
費
に
歯
 
 

止
め
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
現
代
が
直
面
す
る
自
然
・
環
境
、
な
 
 

し
も
の
の
人
頬
へ
の
反
発
や
脅
威
は
常
に
存
在
の
問
題
を
突
き
つ
け
 
 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
存
在
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
 
 

相
対
界
に
お
け
る
有
無
の
こ
と
、
つ
ま
り
一
切
の
有
を
議
論
の
対
象
と
 
 

す
る
必
要
が
あ
る
。
人
間
存
在
も
し
か
り
、
社
会
も
し
か
り
、
自
然
・
 
 

環
境
や
二
別
の
も
の
も
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
間
い
は
相
対
 
 

有
如
何
を
論
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

田
辺
哲
学
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
我
々
が
罪
障
深
い
存
在
で
あ
る
か
 
 

ら
に
は
、
そ
も
そ
も
相
対
有
如
何
を
探
究
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
 
 

否
決
し
て
で
き
は
し
な
い
。
し
か
し
、
も
し
我
々
が
よ
り
よ
い
何
か
 
 

（
た
と
え
ば
、
自
然
・
環
境
、
社
会
、
経
済
、
人
類
の
発
展
な
ど
）
 
を
 
 

望
も
う
と
す
る
な
ら
ば
、
却
っ
て
徹
底
的
に
存
在
と
は
何
か
を
追
究
す
 
 

る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
徹
底
的
に
し
た
極
限
に
お
い
て
、
 
 

我
々
は
自
己
の
存
在
に
つ
き
ま
と
う
無
力
さ
や
有
限
性
を
絶
対
無
の
慈
 
 

愛
に
よ
っ
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
存
在
と
 
 

は
何
か
を
解
く
鍵
は
、
お
の
ず
と
絶
対
無
と
我
々
人
間
存
在
（
相
対
有
）
 
 

と
が
参
入
す
る
一
切
を
生
か
す
菩
薩
行
に
随
っ
て
現
れ
て
く
る
は
ず
で
 
 

あ
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
の
み
、
存
在
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
 
 

し
て
、
存
在
が
永
遠
で
あ
り
、
永
遠
が
存
在
で
あ
る
と
い
う
答
え
が
出
 
 

て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

『
田
辺
元
全
集
』
 
（
筑
摩
書
店
、
第
二
版
）
 
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
（
↓
巻
号
・
 
 

員
数
）
 
と
略
記
し
、
旧
浬
字
と
旧
仮
名
退
い
は
新
字
に
改
め
た
。
 
 

（
3
）
 
 

（
2
）
 
 
 

田
辺
は
こ
の
遺
稿
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
動
機
を
追
究
す
る
過
 
 

程
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
の
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
ド
ゥ
 
 

ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
宗
教
的
立
場
へ
の
親
近
性
を
指
摘
す
る
。
そ
の
日
的
 
 

は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
宗
教
心
を
表
面
に
浮
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
イ
 
 

デ
ッ
ガ
ー
の
死
を
神
に
よ
る
自
己
の
無
化
に
転
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
 
 

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
西
洋
の
神
は
「
あ
り
て
あ
る
」
存
在
で
あ
 
 

る
以
上
、
あ
く
ま
で
相
対
の
立
場
に
止
ま
り
、
田
辺
の
い
う
絶
対
無
で
は
な
 
 

い
。
そ
の
た
め
、
ハ
イ
デ
ソ
ガ
ー
の
死
は
た
だ
絶
対
無
と
は
隔
絶
し
た
も
の
 
 

で
し
か
な
い
と
さ
れ
る
。
 
 

田
辺
は
さ
ら
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
演
「
同
一
性
原
理
」
 
（
D
e
r
S
a
訂
d
e
r
 
 

【
d
e
n
夏
草
－
誤
ゴ
に
着
目
し
、
同
じ
主
張
を
こ
う
繰
り
返
し
て
い
る
。
「
…
…
 
 

現
在
に
於
て
は
教
招
の
存
在
論
は
殆
ど
弁
証
法
と
内
零
的
に
一
致
す
る
ま
 
 

で
、
そ
れ
自
身
弁
証
法
的
に
進
展
し
て
来
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
ぎ
る
を
得
な
 
 

い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
教
授
は
今
日
な
お
弁
証
法
を
承
認
採
用
せ
 
 

ら
れ
ず
、
一
た
び
内
容
上
弁
証
法
と
殆
ど
一
致
す
る
根
源
に
ま
で
肉
薄
し
な
 
 

が
ら
、
な
お
弁
証
法
的
無
の
根
源
そ
の
も
の
ま
で
遡
及
せ
ら
る
る
こ
と
な
く
、
 
 

再
び
逆
に
分
析
論
へ
立
戻
っ
て
存
在
論
を
貫
徹
し
よ
う
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
 
 

る
」
 
（
↓
－
？
∽
紹
～
∽
諾
）
、
と
。
 
 

田
辺
の
宗
教
哲
学
は
〓
服
的
に
絶
対
無
を
取
り
扱
う
思
想
と
認
識
さ
れ
て
い
 
 

る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
異
誹
を
挟
む
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
し
か
し
、
 
 

田
辺
哲
学
の
性
格
に
従
え
ば
、
絶
対
無
が
そ
の
哲
学
の
核
心
で
あ
る
の
は
、
 
 

そ
れ
の
否
定
的
媒
介
を
な
す
相
対
有
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
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こ
の
絶
対
無
と
相
対
有
と
の
関
係
性
に
は
、
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
絶
対
性
と
 
 

存
在
性
と
を
保
持
す
る
た
め
の
自
己
否
定
的
行
が
必
要
と
さ
れ
る
。
換
言
す
 
 

れ
ば
、
田
辺
哲
学
の
核
心
は
行
為
、
存
在
、
絶
対
無
三
者
の
動
的
関
係
に
あ
 
 

る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
「
死
の
哲
学
」
に
お
け
る
行
為
、
存
在
、
絶
対
無
三
者
の
弁
 
 

証
法
的
関
係
で
は
、
存
在
（
相
対
有
）
 
の
も
つ
意
味
が
閑
却
さ
れ
て
は
な
ら
 
 

な
い
。
絶
対
無
の
相
対
有
（
一
切
）
を
生
か
す
自
己
犠
牲
的
愛
を
い
う
時
、
 
 

そ
こ
に
は
す
で
に
我
々
の
従
う
べ
き
論
理
と
そ
の
論
理
を
担
う
我
々
の
主
体
 
 

的
実
践
（
自
己
否
定
的
行
）
と
が
潜
ん
で
い
る
。
む
ろ
ん
、
自
己
否
定
的
行
 
 

と
い
う
に
し
て
も
、
そ
れ
を
行
う
主
体
の
存
在
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
 
 

う
い
う
意
味
で
田
辺
は
、
行
為
と
絶
対
無
と
の
関
係
に
論
及
し
よ
う
と
す
る
 
 

場
合
、
ど
う
し
て
も
両
者
の
媒
介
項
と
な
る
存
在
（
相
対
有
）
を
議
論
の
核
 
 

心
に
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
も
、
「
死
の
哲
学
」
の
動
的
関
係
に
お
け
る
こ
の
相
対
有
は
単
に
我
々
 
 

人
間
存
在
に
止
ま
っ
て
い
な
い
。
田
辺
は
、
絶
対
無
の
愛
と
と
も
に
一
切
を
 
 

生
か
す
た
め
の
実
践
的
論
理
 
（
先
進
の
教
え
）
も
ま
た
必
要
不
可
欠
と
述
べ
 
 

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
田
辺
が
自
ら
主
張
し
実
践
も
し
た
自
己
犠
牲
的
行
の
 
 

実
践
論
理
は
現
に
著
作
と
し
て
我
々
に
残
さ
れ
た
有
（
も
の
）
 
で
あ
る
。
こ
 
 

の
「
も
の
」
と
し
て
の
田
辺
哲
学
、
或
は
思
索
の
所
産
で
あ
る
著
作
の
存
在
 
 

は
自
己
否
定
的
行
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
相
対
有
と
し
て
我
々
の
主
体
と
実
践
 
 

と
絶
対
無
の
愛
に
お
い
て
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
田
辺
哲
学
に
お
け
る
相
対
有
の
扱
い
は
人
間
存
在
の
 
 

形
態
（
種
個
類
）
 
の
み
な
ら
ず
、
人
間
存
在
と
相
対
す
る
一
切
の
も
の
 
（
人
 
 

間
の
活
動
と
相
関
係
す
る
自
然
・
環
境
を
含
む
）
 
に
も
妥
当
す
る
こ
と
に
な
 
 

る
。
た
と
え
ば
、
『
キ
リ
ス
ト
教
の
留
証
』
 
「
九
四
八
）
に
、
「
科
学
は
今
ま
 
 

で
専
ら
人
間
の
た
め
に
自
然
を
利
用
す
る
と
い
う
着
眼
点
か
ら
の
み
研
究
せ
 
 

ら
れ
応
用
せ
ら
れ
た
が
、
最
近
の
原
子
力
の
破
壊
性
に
於
て
、
そ
の
含
む
自
 
 

己
矛
盾
の
稚
い
が
た
い
危
機
を
曝
露
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
危
機
 
 

を
救
う
途
は
、
科
学
が
自
ら
憐
情
し
て
そ
の
限
界
を
謙
虚
に
自
覚
し
、
同
じ
 
 

く
被
造
物
と
し
て
人
間
が
た
だ
一
方
的
に
自
己
本
位
の
立
場
を
破
壊
利
用
す
 
 

る
こ
と
を
や
め
、
自
然
を
同
時
に
神
即
愛
、
愛
即
無
の
立
場
か
ら
清
か
す
た
 
 

め
に
、
人
間
自
ら
無
即
愛
の
媒
介
と
な
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
苛
－
？
 
 

∽
－
豊
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
田
辺
の
宗
教
哲
学
 
 

を
根
底
と
し
た
科
学
論
の
展
開
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

人
間
と
自
然
・
環
境
と
の
問
題
は
田
辺
哲
学
の
取
り
扱
う
範
囲
で
は
な
い
。
 
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
自
己
否
定
的
行
に
よ
る
「
も
の
」
 
へ
の
関
わ
り
を
示
 
 

唆
す
る
点
に
、
「
死
の
哲
学
」
の
現
代
的
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
 
 

は
な
い
か
。
 
 

（
り
ょ
う
・
き
ん
ひ
ん
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
哲
学
・
思
想
専
攻
）
 
 

74   


	0059.tif
	0060.tif
	0061.tif
	0062.tif
	0063.tif
	0064.tif
	0065.tif
	0066.tif
	0067.tif
	0068.tif
	0069.tif
	0070.tif
	0071.tif
	0072.tif

