
序
 
 

我
々
人
間
は
い
か
な
る
存
在
な
の
か
。
い
か
な
る
行
為
に
よ
っ
て
自
立
 
 

し
う
る
の
か
。
我
々
人
間
が
存
在
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
避
け
て
 
 

通
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
存
在
と
行
為
の
問
題
は
時
々
刻
々
 
 

と
我
々
の
日
常
生
活
に
お
い
て
我
々
に
迫
っ
て
く
る
切
実
な
問
題
で
あ
る
 
 

と
も
い
え
る
。
我
々
は
あ
る
時
空
に
お
い
て
本
能
や
欲
の
ま
ま
に
行
為
す
 
 

る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
思
索
し
た
結
果
、
行
為
す
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
 
 

に
せ
よ
、
我
々
人
間
存
在
は
存
在
自
身
の
自
立
す
る
必
須
条
件
、
す
な
わ
 
 

ち
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
う
 
 

し
た
存
在
と
行
為
と
の
無
蝶
介
的
な
結
合
は
、
通
常
の
意
味
で
は
我
々
人
 
 

間
存
在
の
端
的
な
表
現
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
般
の
人
は
、
我
々
が
い
 
 

ま
・
こ
こ
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
直
ち
に
我
々
が
い
ま
・
こ
こ
に
生
き
て
 
 

い
る
こ
と
と
し
て
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
ご
く
普
通
の
自
覚
を
我
々
は
 
 

持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
自
覚
し
て
い
る
人
は
明
ら
か
に
、
 
 

我
々
は
い
か
な
る
存
在
な
の
か
、
い
か
な
る
行
為
に
よ
っ
て
自
立
し
う
る
 
 

の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
な
い
。
 
 

存
在
と
行
為
 
 

－
 
久
松
真
一
と
田
辺
元
の
絶
対
無
を
踏
ま
え
て
 
 

も
し
、
人
間
存
在
を
田
辺
元
 
（
一
八
八
五
～
一
九
六
二
）
 
に
倣
っ
て
、
 
 

個
的
存
在
 
（
個
別
）
、
種
的
存
在
 
（
特
殊
）
、
矯
的
存
在
 
（
普
遍
）
 
と
い
う
 
 

三
つ
の
形
式
と
し
て
規
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
三
つ
の
形
式
に
適
す
る
行
 
 

為
を
そ
れ
ぞ
れ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
個
人
と
し
て
の
自
覚
、
社
 
 

会
な
い
し
国
家
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
、
人
類
全
体
な
い
し
世
界
の
一
員
 
 

と
し
て
の
自
覚
は
そ
の
所
在
の
時
空
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
す
る
行
 
 

為
を
通
じ
て
現
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
我
々
人
間
 
 

存
在
の
定
義
は
何
ら
か
の
存
在
形
態
と
何
ら
か
の
行
為
形
式
と
の
直
接
的
 
 

な
結
合
に
よ
っ
て
細
分
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
我
々
は
 
 

常
に
三
つ
の
存
在
形
態
と
し
て
生
き
て
い
な
が
ら
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
ら
 
 

に
相
応
し
い
行
為
を
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
一
個
人
の
行
為
は
一
人
で
い
 
 

る
場
合
で
も
、
自
己
以
外
の
何
も
の
に
も
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
な
も
 
 

の
な
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
一
個
人
の
行
為
は
は
た
し
て
自
己
一
人
に
止
 
 

ま
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
を
判
断
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
い
 
 

つ
・
ど
こ
で
適
切
な
種
的
行
為
、
或
い
は
類
的
行
為
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
 
 

と
い
う
問
題
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
難
問
が
現
に
生
き
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
 
 

欽
 
彬
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な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
食
料
危
機
や
 
 

種
族
間
の
紛
争
や
独
裁
政
権
な
ど
に
よ
っ
て
生
存
権
を
脅
か
さ
れ
て
い
な
 
 

い
人
間
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
程
遠
い
夢
話
に
相
連
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
 
 

生
存
権
を
脅
か
さ
れ
て
い
な
い
人
間
は
我
々
が
い
か
な
る
存
在
な
の
か
、
 
 

い
か
な
る
行
為
に
よ
っ
て
自
立
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
関
心
 
 

が
希
薄
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
ま
・
こ
こ
に
安
穏
に
生
き
て
い
る
 
 

人
間
に
と
っ
て
基
本
的
な
生
存
権
と
い
う
よ
り
、
目
前
の
存
在
状
態
を
改
 
 

香
し
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
そ
の
目
的
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
利
 
 

己
的
効
率
的
な
価
値
観
が
我
々
の
存
在
形
態
と
行
為
形
式
に
根
強
く
植
え
 
 

つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
我
々
は
人
間
存
在
と
は
い
か
な
る
存
在
な
 
 

の
か
、
い
か
な
る
行
為
に
よ
っ
て
自
立
し
う
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
 
 

題
を
直
視
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
 
 
 

l
 
ロ
 
 

t
 
 
 

本
論
で
は
、
上
述
し
た
我
々
人
間
自
身
の
存
在
危
機
の
問
題
解
決
に
果
 
 

敢
に
挑
ん
だ
久
松
寅
一
（
一
八
八
九
～
一
九
八
〇
）
 
と
田
辺
元
の
宗
教
哲
 
 

学
、
と
り
わ
け
両
者
の
絶
対
無
の
思
想
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
そ
れ
 
 

ぞ
れ
の
主
張
す
る
存
在
と
行
為
と
の
意
味
を
探
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

現
に
生
き
て
い
る
我
々
人
間
の
存
在
論
と
実
践
論
を
考
え
た
い
。
以
ド
の
 
 

久
松
に
お
け
る
存
在
と
行
為
に
対
す
る
考
察
は
、
基
本
的
に
田
辺
の
 
「
種
 
 

の
論
理
」
 
の
立
場
を
念
頭
に
置
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

「
 
『
起
信
の
課
題
』
 
か
ら
見
た
存
在
と
行
為
 
 

本
節
で
は
、
『
起
源
の
課
題
』
 
（
一
九
四
七
）
 
を
通
じ
て
、
久
松
の
賽
教
 
 哲

学
に
お
い
て
明
白
に
出
さ
れ
て
い
る
種
の
論
理
を
見
出
し
、
そ
れ
と
久
 
 

松
が
主
張
す
る
絶
対
無
と
の
関
係
を
論
究
す
る
。
 
 
 

『
起
信
の
課
題
』
は
、
久
松
が
昭
和
十
一
、
二
年
に
京
大
文
学
部
仏
教
 
 

学
の
特
殊
講
義
で
「
起
信
論
に
お
け
る
哲
学
的
課
題
」
と
い
う
題
目
で
講
 
 

義
し
た
内
容
に
基
づ
い
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
序
論
の
構
造
は
「
起
信
 
 

論
の
組
織
」
、
「
起
信
造
論
の
態
度
」
、
「
造
論
の
目
的
」
、
「
造
論
の
対
機
」
、
 
 

「
起
信
論
の
形
式
」
、
「
起
債
論
の
哲
学
的
課
題
」
と
な
っ
て
い
る
。
起
信
 
 

の
哲
学
的
課
題
は
「
葵
在
論
」
、
「
現
象
論
」
、
「
認
識
論
」
、
「
実
践
論
」
と
 
 

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
久
松
の
手
に
よ
っ
て
沓
か
れ
た
も
の
は
 
 

実
在
論
ま
で
で
あ
る
川
。
こ
こ
で
は
、
「
『
起
信
論
』
と
い
う
所
与
の
書
物
 
 

に
書
か
れ
た
る
思
想
内
容
そ
の
も
の
を
、
理
論
的
関
心
の
立
場
か
ら
見
て
 
 

ゆ
く
」
 
（
H
？
－
色
 
と
い
う
久
松
の
宗
教
哲
学
的
実
践
を
探
究
す
る
こ
と
 
 

を
通
じ
て
、
久
松
が
主
張
す
る
我
々
人
間
の
存
在
形
態
と
行
為
形
式
を
浮
 
 

き
彫
り
に
す
る
。
以
下
で
考
察
す
る
も
の
が
久
松
自
身
の
自
己
自
覚
、
つ
 
 

ま
り
宗
教
的
体
験
の
具
現
で
あ
り
、
何
ら
か
の
哲
学
的
な
原
理
を
も
っ
て
 
 

『
起
信
論
』
 
と
い
う
番
物
を
客
観
的
に
分
析
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
 
 

断
っ
て
お
き
た
い
。
 
 
 

久
松
は
、
仏
教
経
典
の
簡
易
な
解
説
薗
『
起
信
論
』
を
理
解
す
る
た
め
 
 

に
、
ま
ず
そ
れ
に
対
す
る
内
面
的
理
解
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 
 

し
、
内
面
的
理
解
と
は
、
自
ら
か
ら
そ
れ
を
理
知
的
に
分
別
す
る
の
で
は
 
 

な
く
、
自
ら
の
立
場
を
棄
接
し
て
向
こ
う
の
立
場
に
な
り
、
向
こ
う
に
包
 
 

摂
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
向
こ
う
 
 

が
自
ら
に
な
り
、
輿
如
が
は
じ
め
て
我
々
に
よ
っ
て
覚
せ
ら
れ
る
こ
と
と
 
 

な
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
 
『
起
倍
論
』
を
理
解
し
、
轟
如
を
覚
る
と
す
れ
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ば
、
そ
れ
は
我
々
の
自
己
否
定
の
行
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
 
し
た
 
 

が
っ
て
、
「
『
起
信
論
』
 
の
理
解
は
、
こ
の
覚
に
よ
ら
ぎ
る
限
り
盲
人
の
外
 
 

面
的
模
象
を
免
れ
な
い
。
し
か
も
こ
の
覚
は
単
な
る
理
知
分
別
の
及
ぶ
と
 
 

こ
ろ
で
は
な
く
し
て
、
実
践
的
行
に
よ
っ
て
体
達
し
得
る
も
の
で
あ
る
な
 
 

ら
ば
、
『
起
信
論
』
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
単
に
 
『
起
信
論
』
 
 

を
読
む
の
み
で
は
な
く
し
て
、
『
起
信
論
』
 
に
説
か
れ
た
る
行
を
実
践
す
 
 

る
だ
け
の
用
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
 
（
H
？
－
翌
 
と
久
松
は
主
張
し
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
典
の
解
説
書
理
解
 
（
知
）
 
と
は
、
そ
 
 

の
著
者
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
実
践
論
を
知
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
 
 

我
々
の
日
常
生
活
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
 
（
行
）
 
で
あ
る
。
 
 
 

上
述
し
た
よ
う
に
、
我
々
が
 
『
起
信
論
』
を
理
解
す
る
こ
と
は
轟
如
を
 
 

覚
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
そ
の
著
者
の
我
々
を
救
済
に
導
く
行
 
 

為
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
行
為
は
つ
ま
り
、
『
起
信
論
』
 
の
著
者
 
 

が
我
々
を
仏
に
し
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
る
ひ
 
こ
れ
に
つ
い
て
、
久
松
は
 
 

こ
う
い
う
。
 
 

『
起
信
論
』
 
は
、
今
日
の
多
く
の
仏
教
学
概
論
の
如
く
、
単
に
学
問
 
 

的
関
心
で
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
し
て
、
自
ら
信
じ
、
自
ら
体
得
 
 

し
た
る
仏
教
の
根
本
義
を
理
論
的
に
組
織
立
て
、
衆
生
を
し
て
大
乗
 
 

の
深
義
を
領
解
せ
し
め
、
大
信
心
を
発
起
し
て
大
乗
の
道
に
体
適
せ
 
 

し
め
ん
と
す
る
化
他
の
菩
薩
的
な
仏
教
概
論
で
あ
る
。
（
H
？
お
）
 
 

こ
こ
か
ら
、
さ
ら
に
久
松
が
 
『
起
信
論
』
 
の
著
者
の
慈
悲
行
に
救
済
さ
 
 

れ
て
理
解
し
た
『
起
債
論
』
、
換
言
す
れ
ば
、
自
ら
の
虞
如
を
覚
っ
た
宗
 
 

数
的
体
験
に
よ
っ
て
 
『
起
信
の
課
題
脇
恕
＼
い
ち
著
作
を
世
間
に
出
し
、
一
 
 

般
の
人
々
 
（
読
者
）
 
に
理
解
し
て
も
ら
う
と
同
時
に
実
践
し
て
も
ら
お
う
 
 

と
す
る
願
望
を
見
て
取
れ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
『
起
信
論
』
 
の
読
者
と
『
起
信
の
課
題
』
 
の
読
者
と
の
違
 
 

い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
前
者
の
読
者
は
自
ら
仏
教
凝
典
を
直
接
に
読
む
 
 

力
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
の
煩
墳
な
解
説
番
を
読
む
力
も
な
い
者
を
さ
す
。
 
 

後
者
の
読
者
は
 
『
起
信
論
』
と
い
う
簡
易
な
仏
教
経
典
の
解
説
書
で
も
 
 

『
起
信
の
課
題
』
に
よ
ら
な
け
れ
ば
読
め
な
い
者
を
さ
す
。
両
署
の
読
者
 
 

と
は
、
久
松
が
「
造
論
の
対
機
」
に
お
い
て
、
「
こ
の
根
本
対
機
は
、
そ
 
 

の
本
来
の
主
体
た
る
根
本
主
体
（
寅
如
）
 
が
主
体
と
な
っ
て
い
な
い
ば
か
 
 

り
で
な
く
、
そ
れ
が
本
来
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
も
知
ら
ず
信
ぜ
ず
、
し
 
 

た
が
っ
て
、
そ
れ
に
趣
向
し
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
」
富
？
 
 

彗
括
弧
は
筆
者
注
）
と
い
う
よ
う
に
、
畢
薇
輿
如
の
我
々
に
あ
る
と
い
う
 
 

こ
と
を
知
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
す
ら
信
じ
な
い
人
々
の
こ
と
で
あ
る
む
 
 

こ
れ
ら
其
如
の
我
々
に
あ
る
の
を
知
ら
ず
信
ぜ
ぎ
る
人
々
を
し
て
、
黄
如
 
 

こ
そ
自
ら
の
本
来
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
、
信
ぜ
し
め
る
こ
と
 
 

が
造
論
の
目
的
で
あ
り
、
久
松
の
 
『
起
債
の
課
題
』
を
著
す
其
意
 
（
慈
悲
 
 

行
）
 
で
あ
る
ひ
 
 
 

そ
う
し
た
『
起
信
論
』
の
著
者
と
久
松
と
の
慈
悲
行
は
「
造
論
の
目
的
」
 
 

に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
衆
生
 
（
読
者
）
 
を
し
て
苦
を
離
れ
て
楽
を
得
 
 

せ
し
め
る
た
め
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
敵
背
得
楽
は
単
に
著
者
や
久
松
と
 
 

衆
生
に
世
間
の
名
利
を
与
え
る
よ
う
な
功
利
主
尭
的
な
考
え
方
で
は
な
 
 

い
。
そ
れ
は
生
死
の
普
と
い
う
一
切
菩
、
或
い
は
世
間
を
離
脱
し
て
究
極
 
 

の
楽
を
得
せ
し
め
、
出
世
間
を
楽
し
ま
せ
る
大
乗
の
根
本
義
で
あ
る
。
こ
 
 
引
 
 
 



の
究
極
の
楽
と
は
、
久
松
に
よ
れ
ば
、
「
一
相
平
等
の
無
生
死
的
理
解
」
 
 

で
あ
り
 
古
？
∽
0
0
）
、
「
不
生
不
滅
の
真
如
」
 
（
同
上
）
 
で
あ
る
。
離
苦
得
 
 

楽
は
著
者
や
久
松
の
慈
悲
行
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
生
死
に
あ
る
も
の
 
 

（
相
対
者
）
 
の
た
め
に
行
う
行
為
に
す
ぎ
な
い
。
久
松
は
い
う
。
 
 

こ
の
 
「
生
死
の
苦
を
厭
い
、
浬
輿
を
楽
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
生
死
 
 

の
立
場
に
あ
る
も
の
に
と
っ
て
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
輿
実
な
こ
 
 

と
で
あ
る
が
、
真
如
三
味
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
さ
え
も
否
定
さ
 
 

れ
る
。
浬
奥
の
境
地
は
、
生
死
の
普
を
厭
い
浬
壁
を
楽
う
境
地
で
は
 
 

な
い
。
浬
墾
を
楽
う
と
い
う
こ
と
さ
え
も
そ
こ
に
は
な
い
。
（
H
？
 
 

筈
）
 
 

し
た
が
っ
て
、
究
極
の
楽
と
は
、
浬
紫
を
楽
し
み
、
兵
如
を
覚
す
る
こ
 
 

と
で
あ
る
に
し
て
も
、
浬
華
や
真
如
を
得
な
い
立
場
で
あ
る
。
『
起
信
論
』
 
 

の
著
者
と
久
松
は
衆
生
 
（
読
者
）
 
を
し
て
自
ら
と
同
様
に
一
切
有
 
（
概
念
 
 

的
浬
壁
や
真
如
も
含
む
）
 
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
利
利
他
な
い
し
 
 

利
他
自
利
と
い
う
自
在
無
碍
の
行
為
を
せ
し
め
る
た
め
に
、
著
作
を
著
し
 
 

た
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
か
ら
、
『
起
信
論
』
 
の
著
者
と
久
松
の
不
住
 
 

生
死
、
不
住
浬
菓
、
或
い
は
寅
如
を
求
め
な
い
絶
対
無
と
い
う
主
体
の
行
 
 

為
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

か
く
し
て
、
両
者
の
慈
悲
行
の
所
産
で
あ
る
 
『
起
信
論
』
 
と
 
『
起
信
の
 
 

課
題
』
は
「
起
信
論
の
組
織
」
 
の
末
尾
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
そ
 
 

れ
自
身
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
論
に
よ
っ
て
論
を
過
る
こ
 
 

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
 
（
H
？
怠
）
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
 
 

こ
れ
は
ま
さ
に
禅
で
い
う
「
不
立
文
字
」
の
其
意
で
あ
る
。
言
説
 
（
ロ
ゴ
 
 

ス
）
自
身
の
絶
対
矛
盾
性
は
こ
こ
に
お
い
て
曝
露
さ
れ
る
。
言
説
は
言
説
 
 

自
身
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
れ
の
対
機
 
（
衆
生
）
 
に
 
 

生
死
 
（
相
対
）
 
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
切
望
す
る
た
め
の
方
便
手
段
で
 
 

あ
る
。
こ
こ
で
言
説
が
方
便
手
段
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
言
説
自
身
が
現
 
 

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
破
る
と
い
う
意
味
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ
 
 

る
。
彗
起
信
論
』
 
の
著
者
と
久
松
が
衆
生
を
救
済
 
（
相
対
に
と
ら
わ
れ
な
 
 

い
自
在
無
碍
の
境
地
）
 
に
導
く
た
め
に
番
い
た
実
践
論
に
は
、
そ
の
慈
悲
 
 

行
と
思
惟
的
な
所
産
で
あ
る
論
理
と
が
潜
ん
で
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
 
 

い
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
行
と
知
と
は
尊
意
方
便
手
段
 
 

に
す
ぎ
な
い
。
 
 
 

以
上
に
基
づ
い
て
久
松
が
主
張
す
る
人
間
の
存
在
と
行
為
は
次
の
よ
う
 
 

に
考
え
ら
れ
る
。
一
個
人
の
も
の
読
み
と
い
う
行
為
に
は
、
著
者
や
そ
の
 
 

著
者
以
前
の
先
進
と
彼
ら
の
慈
悲
行
と
が
含
ま
れ
る
。
一
個
人
の
も
の
書
 
 

き
と
い
う
行
為
に
は
、
先
進
と
そ
の
慈
悲
行
の
み
な
ら
ず
、
読
者
や
そ
の
 
 

読
者
以
降
の
後
進
と
彼
ら
の
随
順
 
（
自
己
否
定
）
 
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
個
 
 

的
存
在
と
種
的
存
在
は
ど
こ
ま
で
も
個
的
行
為
と
種
的
行
為
を
離
れ
る
も
 
 

の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
は
個
と
種
の
形
式
に
止
ま
っ
て
い
な
い
。
 
 

そ
れ
は
無
限
に
対
機
を
し
て
随
順
（
自
己
否
定
）
 
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
、
個
と
種
の
形
式
を
棄
却
し
、
さ
ら
な
る
普
避
の
類
と
い
う
形
式
に
至
 
 

る
。
し
か
し
、
我
々
人
間
の
存
在
と
行
為
は
個
、
種
、
類
と
い
う
ど
の
形
 
 

式
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
実
の
存
在
と
行
為
 
 

を
い
う
と
き
、
す
で
に
何
か
固
定
し
た
不
変
不
動
の
存
在
と
行
為
が
あ
る
 
 

わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
久
松
の
言
お
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う
と
す
る
相
対
を
絶
す
る
絶
対
無
の
能
動
的
主
体
に
他
な
ら
な
い
。
次
節
 
 

で
は
、
久
松
の
絶
対
的
能
動
的
無
を
扱
う
「
絶
対
主
体
道
」
を
論
究
す
る
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
久
松
が
主
張
す
る
存
在
と
行
為
を
追
跡
し
た
い
。
 
 

二
、
「
絶
対
主
体
道
」
か
ら
見
た
存
在
と
行
為
 
 

『
絶
対
主
体
道
』
 
（
一
九
四
八
）
 
は
、
久
松
の
い
う
絶
対
的
能
動
的
無
を
 
 

雄
う
も
の
で
あ
る
。
「
絶
対
主
体
道
」
を
明
ら
か
に
す
る
前
に
、
久
松
の
 
 

処
女
作
『
束
洋
的
無
』
 
（
．
一
九
三
九
）
 
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
「
東
洋
 
 

的
無
」
と
い
う
概
念
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
後
に
検
証
す
る
よ
う
に
、
 
 

こ
の
敗
戦
前
に
主
張
し
た
「
東
洋
的
無
」
と
い
う
存
在
論
の
消
極
的
な
社
 
 

会
的
実
践
性
に
気
付
き
、
「
東
洋
的
無
」
 
か
ら
よ
り
積
極
的
な
社
会
的
実
 
 

践
性
を
も
つ
 
「
能
動
的
無
」
に
転
換
し
た
久
松
の
宗
教
哲
学
的
な
実
践
の
 
 

展
開
は
「
絶
対
主
体
道
」
の
真
意
を
端
的
に
表
し
て
い
る
誉
以
下
で
は
、
 
 

久
松
の
 
「
束
洋
的
無
」
 
か
ら
「
能
動
的
無
」
 
に
転
換
し
た
思
想
が
 
「
絶
対
 
 

主
体
道
」
と
し
て
衷
現
さ
れ
る
の
を
考
察
し
っ
つ
、
久
松
に
お
け
る
存
在
 
 

と
行
為
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
 
 
 

久
松
は
大
乗
仏
教
の
無
の
思
想
に
よ
っ
て
西
洋
哲
学
を
読
み
直
し
た
西
 
 

田
幾
多
郎
 
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
五
）
 
や
田
辺
元
の
哲
学
的
精
神
の
影
響
 
 

下
で
存
在
論
的
有
と
し
て
の
西
洋
哲
学
に
対
し
て
、
東
洋
精
神
や
文
化
を
 
 

形
成
す
る
「
東
洋
的
無
」
と
い
う
概
念
を
出
し
た
。
彼
は
「
東
洋
的
無
」
 
 

を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 

私
が
束
洋
的
無
と
称
し
ま
す
る
も
の
は
、
限
定
を
も
矛
盾
を
も
絶
す
 
 

る
此
の
現
存
者
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
定
は
私
自
身
と
別
に
あ
る
も
 
 

の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
も
別
な
も
の
で
あ
り
ま
す
る
な
 
 

ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
現
存
者
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
 
 

し
、
か
か
る
私
は
す
で
に
私
と
も
言
え
ぬ
私
で
あ
り
ま
す
。
無
我
と
 
 

は
か
か
る
私
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
汝
と
我
と
を
区
別
す
る
 
 

立
場
に
お
い
て
は
東
洋
的
無
我
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
 

東
洋
に
お
け
る
無
我
は
、
有
の
立
場
の
否
定
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
 
 

り
立
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
通
常
の
愛
と
し
て
の
無
我
は
な
お
有
の
 
 

立
場
を
出
で
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
束
洋
的
無
我
は
愛
を
も
絶
す
 
 

る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
通
常
、
吾
々
が
存
在
と
言
 
 

い
、
知
識
と
言
い
、
行
為
と
称
す
る
も
の
は
有
の
立
場
に
お
け
る
も
 
 

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
体
と
な
る
も
の
は
有
と
し
て
の
我
に
ほ
か
 
 

な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
か
か
る
主
体
に
よ
る
一
切
は
、
根
本
的
に
 
 

否
定
さ
れ
、
無
と
し
て
の
我
の
上
に
一
切
が
蘇
る
と
こ
ろ
に
東
洋
的
 
 

無
の
独
特
な
性
格
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
吉
－
・
∽
N
）
 
 

久
松
に
と
っ
て
、
通
常
我
々
が
い
う
存
在
と
行
為
は
有
 
（
相
対
）
 
の
立
 
 

場
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
主
体
は
有
と
し
て
の
我
々
で
あ
る
。
 
 

有
と
し
て
の
我
々
の
い
か
な
る
存
在
と
行
為
で
あ
れ
、
畢
寛
相
対
の
立
場
 
 

か
ら
離
れ
な
い
た
め
に
、
未
だ
其
の
存
在
と
行
為
で
は
な
い
。
た
だ
無
と
 
 

し
て
の
我
々
、
つ
ま
り
相
対
の
立
場
を
棄
却
し
た
我
々
に
こ
そ
、
何
も
の
 
 

に
も
と
ら
わ
れ
な
い
自
在
無
碍
の
存
在
と
行
為
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
久
 
 

松
に
お
い
て
、
我
々
人
間
の
存
在
と
行
為
に
は
、
必
然
的
に
絶
対
無
の
能
 
 

動
的
表
現
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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久
松
は
「
東
洋
的
に
形
而
上
的
な
る
も
の
」
（
一
九
三
九
、
『
発
祥
的
触
凧
』
 
 

所
収
）
 
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
お
い
て
は
形
而
上
的
な
る
も
の
が
 
 

形
相
と
質
料
、
或
い
は
有
無
と
い
う
相
対
の
立
場
を
超
え
な
い
こ
と
を
指
 
 

摘
し
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
 
（
形
而
上
的
な
る
も
の
）
 
も
人
間
自
身
 
 

が
現
実
の
有
る
も
の
の
立
場
か
ら
出
な
い
ゆ
え
に
、
現
実
の
有
る
も
の
の
 
 

立
場
を
超
え
た
も
の
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
 
（
嵩
－
・
コ
∵
～
－
り
を
参
 
 

照
）
。
そ
う
し
た
西
洋
の
有
の
立
場
に
対
し
て
、
久
松
は
「
東
洋
的
無
」
 
 

を
こ
う
述
べ
る
。
 
 

こ
の
「
東
洋
的
無
」
は
、
現
実
に
有
る
も
の
の
範
疇
に
入
れ
る
こ
と
 
 

の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
一
切
の
有
る
も
の
、
ま
た
 
「
有
」
 
の
立
 
 

場
か
ら
の
形
而
上
的
な
る
も
の
で
も
な
く
し
て
、
有
る
も
の
自
身
を
 
 

否
定
し
、
超
え
た
る
形
而
上
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
 
 

合
に
は
、
こ
の
形
而
上
的
な
る
も
の
は
、
吾
々
が
ど
こ
ま
で
も
有
る
 
 

も
の
の
立
場
を
離
れ
ず
、
有
る
も
の
の
立
場
か
ら
有
る
も
の
を
超
え
 
 

た
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
吾
々
が
実
際
 
 

に
、
有
る
も
の
の
立
場
を
離
れ
、
有
る
も
の
を
超
え
て
、
無
に
即
す
 
 

る
有
で
も
な
く
、
ま
た
有
に
即
す
る
無
で
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
か
ら
 
 

の
形
而
上
的
な
る
も
の
で
も
な
く
し
て
、
限
定
を
も
、
矛
盾
を
も
絶
 
 

す
る
も
の
に
な
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
形
而
上
的
な
る
も
の
は
、
 
 

主
体
的
で
あ
り
現
存
的
な
も
の
で
あ
る
。
（
H
∵
N
－
）
 
 

西
洋
の
形
而
上
学
（
存
在
論
）
を
克
服
す
る
た
め
に
、
久
松
は
「
東
洋
 
 

的
無
」
と
い
う
概
念
を
打
ち
出
し
た
。
「
東
洋
的
無
」
を
可
能
に
す
る
の
 
 

は
彼
に
よ
れ
ば
、
減
度
、
大
死
、
静
慮
、
三
昧
、
座
禅
な
ど
と
い
っ
た
相
 
 

対
を
絶
す
る
、
或
い
は
現
実
に
有
る
も
の
を
無
に
転
ず
る
修
行
で
あ
る
 
 

（
H
－
∴
謎
を
参
照
）
。
久
松
の
「
東
洋
的
無
」
の
思
想
は
彼
自
身
が
言
明
 
 

す
る
よ
う
に
、
西
洋
の
形
而
上
学
的
思
惟
を
批
判
し
、
有
無
と
い
う
相
対
 
 

の
立
場
を
解
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
存
在
論
を
提
供
す
る
た
め
 
 

に
あ
っ
た
。
久
松
は
「
東
洋
的
無
」
を
自
ら
の
生
命
の
落
処
と
せ
ず
、
戦
 
 

後
さ
ら
に
そ
れ
を
「
能
動
的
無
」
 
に
発
展
さ
せ
た
。
 
 
 

「
束
洋
的
無
の
性
格
」
 
二
九
四
六
、
『
絶
対
主
休
遊
山
所
収
）
 
で
は
、
 
 

「
束
洋
的
無
」
は
「
無
一
物
性
」
、
「
虚
無
性
」
、
「
即
心
性
」
、
「
自
己
性
」
、
 
 

「
自
在
性
」
、
「
能
造
性
」
と
い
う
六
つ
の
性
格
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
 
 

る
。
そ
れ
は
敗
戦
前
に
説
か
れ
る
あ
ら
ゆ
る
限
定
、
矛
盾
、
相
対
を
絶
す
 
 

る
形
而
上
的
な
る
も
の
の
性
格
（
存
在
論
的
性
格
）
に
止
ま
っ
て
お
ら
ず
、
 
 

自
省
的
な
主
体
と
し
て
我
々
人
間
自
身
と
な
り
、
自
在
無
碍
に
一
切
を
創
 
 

造
す
る
純
粋
な
絶
対
主
体
に
展
開
し
て
い
く
。
「
束
洋
的
無
」
は
我
々
に
 
 

と
っ
て
他
者
的
な
主
体
、
な
い
し
我
々
を
超
越
し
て
支
配
す
る
主
体
で
は
 
 

な
く
、
我
々
人
間
自
身
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
白
老
的
な
主
体
で
あ
る
。
 
 

久
松
は
こ
の
白
老
的
な
主
体
を
「
主
体
的
主
体
」
 
（
H
∵
∽
0
0
）
、
或
い
は
 
 

「
純
粋
な
絶
対
主
体
」
 
（
H
∵
∽
∞
）
 
と
称
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
 
 

「
東
洋
的
無
」
が
我
々
人
間
自
身
で
あ
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
 
 

か
。
「
東
洋
的
無
」
が
我
々
の
仏
心
 
（
仏
性
）
 
で
あ
り
、
本
来
の
衷
心
で
 
 

あ
る
た
め
、
そ
れ
に
目
覚
め
る
に
は
身
心
脱
落
、
つ
ま
り
休
も
心
も
忘
れ
 
 

る
座
禅
や
禅
に
お
け
る
見
性
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
（
H
－
・
誌
ふ
ー
 
 

を
参
照
）
。
久
松
に
従
え
ば
、
我
々
人
間
は
た
だ
自
ら
の
本
来
性
（
前
節
 
 

で
い
う
真
如
や
仏
性
、
仏
心
）
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
我
々
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と
 
「
東
洋
的
無
」
 
と
が
一
如
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

久
松
は
 
「
能
動
的
無
」
 
（
一
九
四
七
、
『
絶
対
主
体
道
』
所
収
）
 
に
お
い
 
 

て
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
 
「
束
洋
的
無
」
 
の
思
想
を
展
開
し
、
「
主
体
的
な
 
 

無
 
（
東
洋
的
無
）
 
に
、
受
動
的
な
無
と
能
動
的
な
無
と
の
二
つ
が
あ
る
」
 
 

（
胃
∵
笥
括
弧
は
筆
者
注
）
 
と
主
張
す
る
。
こ
の
受
動
的
な
無
に
つ
い
 
 

て
、
久
松
は
、
我
々
人
間
が
自
ら
を
無
に
し
て
神
や
仏
に
絶
対
的
に
随
順
 
 

す
る
無
を
、
受
動
的
な
主
体
的
無
と
規
定
す
る
。
こ
こ
で
い
う
我
々
人
間
 
 

の
自
己
否
定
と
は
、
自
ら
を
こ
の
世
か
ら
消
し
去
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
 
 

く
、
あ
く
ま
で
 
「
現
実
的
人
間
自
分
自
身
の
あ
り
か
た
の
自
覚
で
あ
る
」
 
 

（
H
∵
ヨ
）
。
換
言
す
れ
ば
、
我
々
人
間
は
、
も
は
や
我
々
に
は
ど
う
し
 
 

よ
う
も
で
き
な
い
と
い
う
自
発
的
主
体
的
な
自
覚
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
絶
 
 

対
憤
悔
を
行
ず
る
と
共
に
神
や
仏
の
慈
愛
に
随
順
す
る
の
で
あ
る
。
久
松
 
 

は
こ
の
受
動
的
無
が
な
お
絶
対
他
力
主
義
の
立
場
か
ら
抜
け
出
て
い
な
い
 
 

こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
よ
り
積
極
的
な
創
造
性
や
自
律
惟
を
も
つ
 
「
無
」
、
 
 

つ
ま
り
「
能
動
的
無
」
を
主
張
す
る
に
至
る
。
最
後
に
、
我
々
の
能
動
的
 
 

無
的
生
活
は
単
に
無
批
判
的
な
有
的
生
酒
で
も
な
け
れ
ば
、
批
判
的
な
絶
 
 

対
否
定
か
ら
他
者
的
な
神
や
仏
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
た
受
動
的
無
的
生
活
 
 

で
も
な
く
、
形
な
く
し
て
一
切
の
形
を
現
ず
る
自
在
無
碍
の
生
活
で
あ
る
 
 

と
結
論
付
け
る
 
（
H
－
・
讐
を
参
照
）
。
 
 
 

久
松
は
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
の
 
「
東
洋
的
無
」
か
ら
「
能
動
的
無
」
に
 
 

転
換
し
た
思
想
を
「
絶
対
主
体
道
」
と
称
し
、
『
絶
対
主
体
道
』
 
の
序
に
 
 

お
い
て
、
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
我
々
人
間
の
あ
り
方
や
人
生
観
を
五
 
 

つ
の
類
型
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
彼
は
五
つ
の
類
型
を
、
そ
れ
ぞ
れ
自
力
 
 

主
義
、
虚
無
主
義
、
実
存
主
義
、
絶
対
他
力
主
義
、
批
判
的
絶
対
自
力
主
 
 

裁
と
定
義
し
、
最
後
の
類
型
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 

こ
こ
 
（
批
判
的
絶
対
自
力
主
義
）
 
に
お
い
て
は
人
は
、
絶
対
他
力
主
 
 

義
に
お
け
る
如
く
絶
対
無
力
的
、
絶
対
受
動
的
で
は
な
く
し
て
、
絶
 
 

対
有
力
的
、
絶
対
能
動
的
で
あ
る
。
通
常
、
神
や
仏
は
絶
対
他
者
的
 
 

で
あ
る
か
ら
、
宗
教
的
生
活
は
、
神
や
仏
に
愛
せ
ら
れ
、
包
ま
れ
、
 
 

依
属
す
る
受
動
的
生
活
で
あ
る
が
、
仏
教
に
お
け
る
寅
の
仏
は
、
絶
 
 

対
白
老
的
で
あ
る
か
ら
、
轟
実
な
、
究
覚
な
仏
教
的
生
活
は
、
愛
し
、
 
 

包
み
、
依
属
さ
れ
る
能
動
的
生
活
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ひ
す
な
わ
ち
、
 
 

浄
土
葵
宗
で
い
え
ば
現
生
に
お
け
る
選
相
行
的
生
活
で
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
ぬ
…
…
不
住
生
死
的
主
体
の
不
住
浬
璽
的
用
が
典
薬
の
仏
教
的
生
 
 

活
で
あ
る
。
私
が
絶
対
主
体
道
と
い
う
の
は
か
か
る
菩
薩
遣
、
仏
道
 
 

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
（
㍍
N
・
岩
括
弧
は
筆
者
注
）
。
 
 

「
絶
対
主
体
道
」
と
は
、
社
会
的
実
践
性
が
希
薄
な
「
受
動
的
無
」
 
か
 
 

ら
一
切
有
に
と
ら
わ
れ
ず
一
切
を
創
造
す
る
と
い
う
自
在
無
碍
の
「
能
動
 
 

的
無
」
 
へ
の
転
換
を
包
摂
し
た
菩
薩
道
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
菩
薩
道
に
 
 

つ
い
て
、
久
松
は
こ
う
釈
明
す
る
。
「
菩
薩
道
と
は
、
か
か
る
無
碍
的
主
 
 

体
す
な
わ
ち
無
的
主
体
の
悲
的
妙
用
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
お
い
て
 
 

は
、
慈
悲
と
か
愛
と
か
は
、
受
動
的
で
は
な
く
し
て
能
動
的
で
あ
る
。
究
 
 

魔
の
仏
教
的
生
活
は
、
他
者
的
仏
の
慈
悲
に
浴
す
る
受
動
的
な
生
酒
で
は
 
 

な
く
し
て
、
む
し
ろ
衆
生
を
愛
す
る
能
動
的
生
活
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
 
 

（
H
T
遥
）
、
と
。
こ
こ
か
ら
は
、
浄
土
其
宗
の
往
還
二
相
廻
向
の
展
開
 
 

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
久
松
は
こ
こ
で
単
に
遼
相
行
の
み
を
取
っ
て
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い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
久
松
が
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
必
ず
人
間
 
 

自
身
の
絶
対
的
な
自
己
否
定
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
う
し
た
 
 

現
実
的
人
間
の
絶
対
否
定
が
禅
と
浄
土
輿
宗
と
で
は
相
通
す
る
と
こ
ろ
は
 
 

な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
る
 
（
〓
↑
・
爪
芯
を
参
照
）
。
 
 

そ
れ
ゆ
え
、
久
松
の
 
「
絶
対
主
体
道
」
は
我
々
が
仏
性
な
い
し
自
己
の
本
 
 

来
性
に
目
覚
め
て
自
己
否
定
 
（
「
受
動
的
無
」
）
 
を
行
ず
る
と
い
う
往
相
行
 
 

と
、
衆
生
救
済
 
（
「
能
動
的
無
」
）
 
を
行
ず
る
と
い
う
遅
相
行
 
（
慈
悲
行
）
 
 

と
を
同
時
に
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
甘
 
 
 

以
上
に
基
づ
い
て
久
松
の
 
「
絶
対
主
体
道
」
 
か
ら
見
た
存
在
と
行
為
を
 
 

考
え
て
み
た
い
。
久
松
は
戦
前
、
西
洋
の
形
而
上
学
批
判
を
踏
ま
え
て
、
 
 

自
ら
の
 
「
東
洋
的
無
」
 
の
存
在
論
的
自
覚
を
表
明
し
た
。
こ
の
時
期
の
久
 
 

松
が
主
張
し
た
、
あ
ら
ゆ
る
限
定
、
矛
盾
、
な
い
し
相
対
的
な
立
場
に
あ
 
 

る
も
の
を
絶
す
る
「
束
洋
的
無
」
 
に
は
、
あ
ま
り
積
極
的
な
社
会
的
実
践
 
 

性
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
い
か
な
る
形
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
主
体
的
無
の
 
 

思
想
に
は
、
宗
教
、
哲
学
、
道
徳
、
芸
術
に
わ
た
る
総
合
的
な
文
化
体
系
 
 

を
自
在
無
碍
に
創
造
す
る
と
い
う
社
会
建
設
の
行
為
や
我
々
人
間
を
救
済
 
 

に
導
く
慈
悲
行
を
扱
う
実
践
論
は
未
だ
明
白
に
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

「
束
洋
的
無
」
 
の
思
想
は
戦
後
、
『
起
信
の
課
題
』
 
に
説
か
れ
る
個
、
種
、
 
 

顆
と
い
っ
た
形
式
を
表
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
に
止
ま
ら
な
い
自
在
無
碍
 
 

の
存
在
形
態
と
行
為
形
式
を
通
じ
て
、
そ
の
 
「
受
動
的
無
」
か
ら
「
能
動
 
 

的
無
」
に
転
換
し
た
性
格
を
全
面
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
積
極
的
な
社
 
 

会
的
実
践
論
を
扱
う
 
「
絶
対
主
体
道
」
 
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
こ
の
転
換
 
 

の
過
程
に
お
い
て
、
久
松
は
禅
の
絶
対
無
の
精
神
に
は
希
薄
で
あ
る
社
会
 
 

的
実
践
を
浄
土
真
宗
の
一
切
を
憐
れ
み
、
一
切
を
い
か
す
悲
の
思
想
か
ら
 
 

見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
浄
土
寮
宗
で
い
う
還
相
の
大
悲
は
主
体
的
能
 
 

動
的
無
の
絶
対
自
力
行
で
あ
る
と
言
明
す
る
に
至
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
個
人
の
行
為
を
絶
対
無
に
基
礎
づ
け
る
久
松
の
実
践
論
 
 

は
、
顆
的
個
（
絶
対
無
即
個
人
）
 
の
自
在
無
碍
に
一
切
を
い
か
す
行
為
を
 
 

扱
う
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
、
久
松
が
大
学
、
 
 

禅
道
場
、
茶
会
な
ど
と
い
う
種
的
社
会
の
増
や
茶
道
と
い
う
日
本
社
会
の
 
 

総
合
的
な
文
化
体
系
を
通
じ
て
、
自
ら
の
覚
の
宗
教
哲
学
を
披
露
し
た
と
 
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
久
松
の
頬
個
一
細
の
存
在
形
態
と
行
為
形
式
に
は
、
 
 

彼
以
前
と
以
後
の
先
進
と
後
進
と
の
、
種
的
存
在
と
行
為
を
蝶
介
と
し
て
 
 

い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
類
種
個
と
い
っ
た
存
 
 

在
と
行
為
は
そ
の
ま
ま
、
久
松
の
い
う
完
全
な
る
形
式
で
は
な
い
。
な
ぜ
 
 

な
ら
、
彼
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
我
々
人
間
の
存
在
と
行
為
は
、
類
種
個
 
 

と
い
っ
た
形
式
を
表
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
自
在
無
碍
の
 
 

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 

三
、
田
辺
に
お
け
る
存
在
、
行
為
、
絶
対
無
 
 

本
節
で
は
、
先
述
し
た
久
松
の
存
在
と
行
為
と
は
異
な
り
、
そ
れ
よ
り
 
 

鮮
明
な
頬
種
偶
の
形
式
に
よ
っ
て
存
在
と
行
為
を
主
張
す
る
田
辺
元
の
宗
 
 

教
哲
学
を
考
察
す
る
。
 
 
 

田
辺
元
は
昭
和
九
年
か
ら
昭
和
十
五
年
ま
で
の
間
、
大
乗
仏
教
の
無
の
 
 

思
想
を
も
っ
て
自
由
主
義
の
主
体
で
あ
る
個
人
と
民
族
主
義
の
主
体
で
あ
 
 

る
国
家
と
を
交
互
否
定
的
に
媒
介
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
種
即
個
、
個
即
種
 
 

と
い
う
構
造
を
も
つ
絶
対
媒
介
の
蹄
鐙
法
、
つ
ま
り
「
種
の
論
理
」
を
構
 
 

56   



築
し
た
。
こ
の
よ
う
な
個
人
と
国
家
と
の
相
互
否
定
し
っ
つ
結
合
す
る
と
 
 

い
う
一
方
を
滅
却
し
な
い
媒
介
関
係
に
は
、
有
無
と
い
う
相
対
の
立
場
を
 
 

絶
す
る
無
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
無
の
蝶
介
が
作
用
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
 
 

ら
、
田
辺
は
論
文
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
 
（
一
九
三
九
）
 
に
お
い
て
、
 
 

自
己
を
他
者
や
国
家
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
行
為
を
酋
行
と
し
、
こ
う
し
 
 

た
自
己
犠
牲
は
人
類
へ
の
爵
献
に
も
繋
が
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
 
 

は
、
個
人
の
犠
牲
を
要
求
す
る
の
に
対
し
て
、
国
家
は
直
接
に
個
人
の
生
 
 

命
の
根
源
で
あ
る
ゆ
え
、
個
人
の
た
め
に
犠
牲
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
 
 

と
を
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
家
は
他
の
国
家
の
た
め
に
自
己
を
犠
 
 

牲
に
す
れ
ば
、
直
接
間
接
に
人
類
へ
の
賓
献
を
断
つ
こ
と
に
な
る
と
述
べ
 
 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
田
辺
は
国
家
を
完
全
に
否
定
媒
介
と
す
る
に
至
 
 

ら
な
か
っ
た
 
（
、
ヨ
・
箋
～
纂
を
参
照
）
。
戦
前
の
、
絶
対
無
を
媒
介
と
す
 
 

る
種
即
個
、
個
即
種
の
構
造
を
も
つ
 
「
種
の
論
理
」
は
田
辺
自
身
が
告
白
 
 

す
る
よ
う
に
、
絶
対
無
の
媒
介
作
用
を
徹
底
し
な
か
っ
た
た
め
、
自
ら
の
 
 

体
系
に
論
理
的
矛
盾
を
も
た
ら
し
た
 
（
、
コ
・
N
訟
～
N
∽
A
を
参
照
）
∵
論
理
 
 

の
破
綻
を
来
た
し
た
「
樺
の
論
理
」
 
に
お
い
て
、
国
家
は
内
に
向
か
っ
て
 
 

は
個
人
の
個
性
を
減
却
し
、
個
人
を
し
て
種
的
存
在
と
な
ら
し
め
、
種
的
 
 

行
為
を
せ
し
め
る
。
外
に
向
か
っ
て
は
他
の
国
家
を
滅
ぼ
し
て
い
か
し
、
 
 

さ
ら
に
す
べ
て
を
支
配
し
、
創
造
し
よ
う
と
す
る
 
（
頬
的
行
為
を
す
る
）
 
 

絶
対
的
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

田
辺
は
敗
戦
後
、
『
憾
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
 
（
一
九
四
六
）
 
に
お
い
て
 
 

は
、
戦
前
の
「
種
の
論
理
」
で
個
と
種
と
の
媒
介
と
し
て
機
能
し
な
く
な
っ
 
 

た
絶
対
無
を
、
「
念
仏
禅
」
と
い
う
日
本
仏
教
の
結
合
態
に
よ
っ
て
復
活
 
 

さ
せ
、
我
々
人
間
の
個
、
樺
、
現
と
い
う
形
式
を
も
つ
存
在
と
行
為
を
再
 
 

構
築
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
田
辺
の
賽
教
哲
学
は
戦
前
、
そ
の
輪
郭
を
表
 
 

し
て
い
る
の
だ
が
、
「
種
の
論
理
」
と
い
う
聯
忍
法
の
論
理
の
挫
折
に
よ
っ
 
 

て
一
時
期
頓
挫
に
追
い
込
ま
れ
た
伽
ひ
そ
の
更
な
る
展
開
は
昭
和
十
九
年
 
 

の
秋
、
京
都
哲
学
学
会
公
開
講
演
会
で
な
さ
れ
た
「
憾
梅
迫
」
甘
に
お
い
て
 
 

で
あ
っ
た
。
田
辺
の
宗
教
哲
学
は
か
く
し
て
、
「
憾
梅
迫
哲
学
」
と
し
て
 
 

具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
存
在
、
行
為
、
絶
対
撫
三
者
は
「
俄
悔
道
哲
学
」
に
お
い
て
い
 
 

か
な
る
論
理
的
根
拠
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
三
者
を
論
究
す
 
 

る
に
際
し
て
、
ま
ず
田
辺
が
主
張
す
る
絶
対
無
に
注
目
し
た
い
。
 
 

絶
対
は
層
々
い
っ
た
如
く
撫
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
有
は
如
何
に
之
 
 

を
絶
対
有
と
い
う
も
、
そ
の
有
の
自
己
同
一
性
の
故
に
、
相
対
を
自
 
 

ら
の
中
に
埋
没
せ
し
め
て
之
を
自
立
せ
し
む
る
能
わ
ず
、
従
っ
て
之
 
 

を
媒
介
と
し
て
自
ら
の
絶
対
性
を
発
揮
す
る
こ
と
な
き
闇
黒
の
無
に
 
 

化
し
去
る
か
、
或
は
相
対
の
自
立
を
零
す
限
り
そ
れ
の
対
立
否
定
の
 
 

故
に
絶
対
有
性
を
消
滅
せ
し
め
ら
れ
る
か
、
何
れ
か
の
矛
盾
に
陥
る
 
 

こ
と
を
免
れ
難
い
じ
廣
に
絶
対
と
い
わ
れ
得
る
も
の
は
、
絶
対
無
の
 
 

外
に
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
無
は
直
接
に
存
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
 
 

は
出
来
ぬ
。
直
接
な
る
も
の
は
総
て
有
で
あ
る
。
無
は
否
定
転
換
の
 
 

媒
介
に
於
て
現
成
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
…
…
併
し
否
定
に
於
 
 

て
媒
介
的
に
実
現
せ
ら
れ
な
い
無
が
予
め
存
立
す
る
と
い
う
な
ら
 
 

ば
、
既
に
そ
れ
は
有
で
あ
っ
て
無
で
は
な
く
な
る
。
無
は
存
在
学
的
 
 

に
取
扱
う
を
許
さ
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
行
的
に
信
証
せ
 
 

ら
れ
る
外
無
い
。
（
、
3
・
N
彗
）
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絶
対
無
は
有
無
と
い
う
相
対
の
立
場
に
あ
る
も
の
を
絶
す
る
も
の
で
あ
 
 

る
が
、
決
し
て
い
か
な
る
存
在
学
の
体
系
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
 
 

は
な
く
、
た
だ
行
的
に
信
証
さ
れ
る
他
な
い
。
こ
こ
で
い
う
行
と
は
、
い
 
 

う
ま
で
も
な
く
田
辺
の
い
わ
ゆ
る
憤
悔
行
で
あ
り
、
自
己
否
定
の
行
で
あ
 
 

る
。
俄
悔
と
い
う
行
為
は
い
か
な
る
行
為
な
の
か
。
そ
れ
は
一
個
人
の
行
 
 

為
な
の
か
、
そ
れ
と
も
種
的
共
同
体
の
行
為
な
の
か
、
或
い
は
人
類
全
体
 
 

の
行
為
な
の
か
。
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
間
罵
を
解
く
た
 
 

め
に
、
田
辺
自
身
の
憐
悔
道
哲
学
を
構
築
す
る
に
至
っ
た
宗
教
的
な
体
験
 
 

を
見
る
必
要
が
あ
る
。
 
 

私
は
儀
悔
道
と
し
て
の
哲
学
が
親
鸞
の
信
仰
思
想
に
影
響
せ
ら
れ
指
 
 

導
せ
ら
れ
て
発
生
し
た
も
の
で
な
く
し
て
、
理
性
批
判
の
絶
対
批
判
 
 

に
至
る
徹
底
の
帰
結
が
之
を
必
然
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
こ
と
を
主
 
 

張
す
る
と
同
時
に
、
私
の
数
行
信
証
解
釈
が
既
成
の
哲
学
を
以
て
親
 
 

鸞
の
思
想
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
率
直
に
述
 
 

べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
論
今
日
の
私
が
親
鸞
の
信
仰
思
想
を
解
釈
 
 

す
れ
ば
、
憾
悔
道
と
し
て
の
哲
学
と
い
う
立
場
を
と
る
私
に
固
有
な
 
 

る
解
釈
が
生
れ
る
で
も
あ
ろ
う
。
併
し
此
哲
学
は
既
成
の
体
系
と
し
 
 

て
固
定
せ
ら
れ
る
哲
学
で
は
な
く
し
て
、
斯
か
る
体
系
を
二
律
背
反
 
 

に
よ
っ
て
解
体
崩
壊
せ
し
め
、
理
性
の
自
律
を
自
己
放
棄
に
導
く
慨
 
 

悔
の
道
で
あ
る
か
ら
、
親
鸞
の
思
想
を
解
釈
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
 
 

そ
の
先
決
条
件
と
し
て
彼
と
共
に
憤
悔
の
道
を
行
信
証
せ
ん
と
す
る
 
 

も
の
で
あ
る
…
…
親
鸞
は
私
の
俄
悔
道
哲
学
の
師
で
あ
る
。
彼
が
選
 
 

相
し
て
私
を
教
化
す
る
こ
と
ば
動
か
し
雛
き
私
の
信
仰
で
あ
る
。
 
 

（
↓
u
・
∽
¢
～
会
）
 
 

こ
こ
は
一
見
、
田
辺
が
自
ら
の
一
度
挫
折
し
た
哲
学
、
「
種
の
論
理
」
 
 

と
い
う
摺
語
法
の
論
理
を
復
活
さ
せ
る
景
教
的
体
験
に
よ
る
告
白
の
よ
う
 
 

に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
単
に
哲
学
の
救
済
論
に
止
ま
っ
て
 
 

お
ら
ず
、
ま
た
田
辺
の
理
性
的
思
索
（
哲
学
的
行
為
）
 
と
彼
自
身
の
有
と
 
 

し
て
の
主
体
と
に
対
す
る
救
済
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
 
 

絶
対
無
と
そ
の
一
切
を
い
か
す
慈
悲
行
と
 
（
無
即
愛
、
愛
即
無
と
い
う
構
 
 

造
佃
）
を
扱
う
田
辺
の
宗
教
哲
学
は
、
絶
対
無
の
純
粋
能
動
性
な
い
し
絶
 
 

対
媒
介
性
と
共
に
不
断
に
自
己
否
定
を
行
ぜ
ぎ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
 
 

る
。
こ
の
宗
教
哲
学
を
否
定
す
る
主
体
は
田
辺
自
身
と
、
彼
以
前
と
以
後
 
 

の
先
進
と
後
進
に
他
な
ら
な
い
。
田
辺
が
親
鸞
と
共
に
憐
情
を
行
ず
る
と
 
 

は
、
時
空
を
超
え
る
我
と
汝
と
い
う
二
人
の
否
定
行
を
さ
す
こ
と
で
は
な
 
 

い
。
こ
こ
で
い
う
憾
悔
行
は
、
親
鸞
と
彼
以
前
の
無
数
の
先
進
と
が
絶
対
 
 

無
即
愛
と
共
に
田
辺
を
し
て
憾
悔
せ
し
め
て
一
切
有
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
 
 

在
無
碍
の
境
地
に
至
ら
し
め
る
還
相
行
 
（
田
辺
の
往
相
行
）
 
と
、
田
辺
が
 
 

絶
対
無
と
先
進
と
共
に
未
だ
救
わ
れ
て
い
な
い
衆
生
を
救
う
た
め
に
彼
岸
 
 
 

（
相
対
を
絶
す
る
世
界
）
 
か
ら
此
岸
 
（
現
実
世
界
）
 
に
立
ち
戻
る
還
相
行
 
 

（
田
辺
以
後
の
後
進
の
往
相
行
）
と
を
含
む
の
で
あ
る
 
（
↓
？
N
∽
－
－
∴
精
読
 
 

を
参
照
）
。
 
 
 

田
辺
の
憾
悔
道
哲
学
は
絶
対
無
の
絶
対
媒
介
性
を
、
禅
の
絶
対
無
性
と
 
 

浄
土
の
悲
の
思
想
と
の
統
一
態
・
「
念
仏
禅
」
に
よ
っ
て
保
持
し
持
続
さ
 
 

せ
る
も
の
で
あ
る
佃
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
田
辺
の
い
う
絶
対
無
は
我
々
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人
間
の
個
、
種
、
矯
と
い
う
三
つ
の
形
式
を
も
つ
存
在
と
行
為
に
よ
っ
て
 
 

確
証
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
田
辺
の
憾
悔
行
は
彼
一
個
人
の
 
 

行
為
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
親
鸞
と
そ
の
以
前
の
先
進
と
い
う
確
約
共
同
 
 

体
の
慨
悔
行
で
も
あ
り
、
そ
の
仏
教
教
団
と
い
う
種
的
共
同
体
と
そ
の
種
 
 

的
行
為
を
超
越
し
た
更
な
る
普
通
的
な
類
的
存
在
の
憐
情
行
で
も
あ
る
。
 
 

こ
の
類
的
存
在
の
憐
情
行
は
、
『
基
督
教
の
将
記
』
 
（
一
九
四
八
）
 
に
お
い
 
 

て
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
田
辺
は
絶
対
無
の
一
切
を
い
か
す
慈
悲
行
 
 

と
共
に
日
本
仏
教
 
（
親
鸞
教
）
 
団
の
仏
教
徒
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
 
 

に
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
キ
リ
ス
ト
教
者
と
を
救
済
に
導
く
た
め
に
過
相
す
 
 

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
遠
相
行
は
従
来
の
仏
教
教
団
を
超
え
て
マ
ル
 
 

ク
ス
主
義
者
と
キ
リ
ス
ト
教
者
と
を
含
む
更
な
る
普
遍
的
な
類
的
存
在
の
 
 

俄
悔
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

田
辺
は
戦
前
、
種
即
個
、
個
即
種
と
い
う
摺
記
法
的
構
造
を
も
つ
 
「
種
 
 

の
論
理
」
に
含
ま
れ
る
絶
対
無
の
絶
対
媒
介
を
徹
底
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
 
 

対
他
性
な
き
絶
対
的
な
国
家
存
在
に
論
理
的
根
拠
を
与
え
た
。
し
か
し
な
 
 

が
ら
、
そ
う
し
た
国
家
存
在
は
歴
史
の
現
実
が
示
す
よ
う
に
、
自
己
破
綻
 
 

の
道
に
た
ど
り
着
か
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。
敗
戦
後
、
田
辺
は
論
理
的
破
 
 

綻
を
来
た
し
た
 
「
種
の
論
理
」
を
再
構
築
す
る
た
め
に
、
日
本
仏
教
の
結
 
 

合
態
・
「
念
仏
禅
」
に
お
け
る
具
体
的
な
社
会
的
実
践
を
唱
え
出
し
、
再
 
 

び
絶
対
無
の
絶
対
媒
介
の
働
き
を
取
り
戻
し
た
。
国
家
と
い
う
種
的
共
同
 
 

体
の
概
念
は
、
『
種
の
論
理
の
増
避
法
』
 
（
一
九
四
七
）
 
に
お
い
て
国
家
社
 
 

会
と
い
う
語
に
よ
っ
て
論
述
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ま
だ
そ
の
形
跡
が
見
ら
 
 

れ
る
。
し
か
し
、
田
辺
が
 
「
種
の
論
理
」
を
宗
教
哲
学
的
に
復
活
さ
せ
る
 
 

過
程
に
お
い
て
、
次
第
に
宗
教
的
な
種
的
共
同
体
（
実
存
協
同
態
）
に
取
っ
 
 

て
代
わ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
田
辺
の
慨
梅
迫
哲
学
以
後
の
「
種
の
論
理
」
 
 

の
展
開
は
ど
こ
ま
で
も
絶
対
無
の
一
切
を
い
か
す
慈
悲
行
を
切
り
離
す
こ
 
 

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

既
述
の
よ
う
に
、
田
辺
哲
学
に
お
け
る
絶
対
無
は
相
対
有
を
扱
う
存
在
 
 

学
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
我
々
人
間
の
 
 

不
断
な
る
自
己
否
定
の
行
に
よ
っ
て
信
証
せ
ら
れ
る
他
な
い
。
と
は
い
 
 

え
、
我
々
人
間
の
個
、
種
、
顆
と
い
う
形
式
を
も
つ
存
在
と
行
為
は
あ
く
 
 

ま
で
絶
対
無
の
一
時
的
象
徴
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
 
 
 

田
辺
哲
学
は
絶
対
無
を
扱
う
思
想
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
哲
 
 

学
の
研
記
法
的
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
。
 
 

の
み
な
ら
ず
、
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
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
田
辺
哲
学
の
核
 
 

心
は
存
在
、
行
為
、
絶
対
無
三
者
の
増
記
法
的
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 

ゆ
え
に
、
田
辺
に
お
い
て
、
存
在
、
行
為
、
絶
対
無
は
相
対
立
し
つ
つ
も
 
 

相
即
不
離
の
関
係
を
保
っ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

結
論
 
 

我
々
人
間
は
い
か
な
る
存
在
な
の
か
、
い
か
な
る
行
為
に
よ
っ
て
自
立
 
 

し
う
る
の
か
。
久
松
と
田
辺
は
こ
の
問
題
に
直
面
す
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
 
 

自
ら
の
宗
教
的
な
立
場
か
ら
積
極
的
に
答
え
よ
う
と
し
た
。
久
松
が
主
張
 
 

す
る
存
在
と
行
為
は
「
絶
対
主
体
道
」
 
の
思
想
に
よ
っ
て
頬
個
一
如
、
つ
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ま
り
絶
対
無
が
個
人
と
な
っ
て
自
在
無
碍
に
現
実
世
界
の
小
切
を
創
造
 
 

し
、
い
か
す
と
い
う
形
式
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
 
 

は
、
久
松
の
い
う
存
在
と
行
為
は
決
し
て
単
な
る
頬
個
一
触
の
形
式
で
は
 
 

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
久
松
は
常
に
自
ら
の
存
在
論
と
実
践
論
を
、
 
 

大
学
、
禅
道
場
、
茶
会
な
ど
と
い
う
種
的
社
会
の
場
や
茶
道
と
い
う
日
本
 
 

社
会
の
総
合
的
な
文
化
体
系
に
お
い
て
主
張
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
 
 

久
松
に
お
け
る
存
在
と
行
為
は
常
に
類
、
種
、
個
と
い
う
三
つ
の
形
式
に
 
 

よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
形
式
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
在
無
 
 

碍
の
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

そ
れ
に
対
し
て
、
田
辺
の
い
う
存
在
と
行
為
は
、
絶
対
無
を
絶
対
媒
介
 
 

と
す
る
種
即
個
、
個
即
種
の
碑
定
法
的
構
造
を
も
つ
 
「
樽
の
論
理
」
に
 
 

よ
っ
て
、
種
、
個
、
顆
と
い
う
三
一
的
統
一
の
形
式
と
し
て
現
れ
て
い
 
 

る
。
田
辺
の
 
「
種
の
論
理
」
は
国
家
社
会
、
或
い
は
種
的
共
同
体
と
個
人
 
 

と
の
相
対
宜
し
っ
つ
も
結
合
す
る
と
い
う
種
と
個
と
の
蹄
憲
法
的
関
係
を
 
 

拭
う
思
想
で
あ
る
。
「
種
の
論
理
」
は
絶
対
無
の
絶
対
媒
介
な
き
論
理
 
 

（
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
）
 
と
な
っ
て
、
一
旦
我
々
人
間
の
種
、
個
、
放
 
 

と
い
う
三
つ
の
形
式
を
も
つ
存
在
と
行
為
の
展
開
を
断
た
せ
た
。
そ
う
し
 
 

た
「
種
の
論
理
」
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
田
辺
は
日
本
仏
教
の
結
合
 
 

態
・
「
念
仏
禅
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
社
会
的
救
済
論
、
或
い
は
策
 
 

践
論
を
唱
え
出
し
た
。
こ
の
社
会
的
実
践
論
は
「
慨
悔
道
哲
学
」
に
他
な
 
 

ら
な
い
。
後
期
田
辺
哲
学
は
絶
対
無
の
絶
対
蝶
介
を
徹
底
し
た
存
在
と
行
 
 

為
の
哲
学
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
単
に
論
理
的
破
綻
を
 
 

来
た
し
た
哲
学
を
救
う
た
め
の
論
理
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
我
々
に
社
会
 
 

的
実
践
の
論
理
を
も
提
供
し
て
く
れ
た
。
 
 
 

周
知
の
よ
う
に
、
敗
戦
後
の
田
辺
の
寮
教
哲
学
の
展
開
は
主
と
し
て
現
 
 

実
世
界
に
直
接
的
に
関
わ
り
を
持
た
な
い
山
荘
生
酒
を
背
景
と
し
た
。
そ
 
 

れ
ゆ
え
に
、
田
辺
哲
学
の
社
会
的
救
済
論
の
実
践
性
は
彼
自
身
の
社
会
的
 
 

参
与
の
実
践
性
と
は
比
論
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
田
 
 

辺
の
実
践
哲
学
に
は
彼
自
身
の
実
践
が
具
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
 
 

し
な
い
。
た
と
え
田
辺
の
社
会
的
実
践
は
久
松
の
社
会
的
実
践
ほ
ど
で
は
 
 

な
い
に
し
て
も
、
田
辺
は
社
会
的
救
済
や
実
践
の
論
理
を
提
示
す
る
こ
と
 
 

に
よ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
そ
の
論
理
を
実
践
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
一
 
 

方
、
久
松
は
自
ら
の
宗
教
哲
学
を
、
社
会
の
文
化
的
建
設
や
宗
教
的
な
集
 
 

団
の
交
わ
り
（
道
場
や
茶
会
で
の
交
流
）
に
お
い
て
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
、
か
え
っ
て
そ
の
社
会
的
救
済
や
実
践
の
論
理
を
間
接
的
に
構
築
す
る
 
 

こ
と
に
な
る
。
 
 
 

久
松
と
田
辺
の
い
う
存
在
と
行
為
に
は
、
必
然
的
に
絶
対
無
を
蝶
介
と
 
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
田
辺
は
存
在
と
行
為
と
の
 
 

関
係
を
、
種
、
個
、
懲
と
い
う
形
式
を
も
つ
論
理
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
。
 
 

久
松
の
主
張
は
、
田
辺
の
議
論
で
は
い
さ
さ
か
欠
け
て
い
る
種
的
社
会
の
 
 

域
と
種
的
行
為
の
具
体
的
側
面
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
 
 

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 

※
 
『
久
松
英
一
著
作
笈
㌫
 
（
理
想
社
、
昭
和
版
）
 
と
『
田
辺
元
全
集
』
 
（
筑
 
 
 

摩
番
虜
、
第
二
版
）
 
と
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 
（
H
拳
 
 
 

骨
・
真
数
）
、
苛
巻
号
・
頁
数
）
 
と
記
し
、
旧
溺
字
と
旧
仮
名
適
い
は
 
 
 

新
字
に
改
め
た
。
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注  

久
松
の
手
に
よ
っ
て
番
か
れ
た
 
『
起
信
の
課
踵
』
 
の
内
容
は
 
「
嚢
確
 
 

論
」
ま
で
で
あ
る
が
、
後
に
そ
の
続
き
の
 
「
現
象
論
」
、
「
認
識
論
」
、
 
 

「
実
践
論
」
は
常
盤
義
仲
氏
と
東
専
一
邸
氏
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
。
 
 

こ
の
両
氏
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
 
『
起
信
の
課
題
』
 
（
理
想
社
、
山
 
 

九
八
三
牛
）
 
の
原
稿
は
上
梓
に
付
さ
れ
る
前
に
、
久
松
に
源
さ
れ
た
 
 

が
、
久
松
に
は
も
は
や
そ
れ
を
校
正
す
る
余
力
が
な
か
っ
た
。
ゆ
え
 
 

に
、
本
論
は
基
本
的
に
久
松
が
番
い
た
 
「
実
在
論
」
ま
で
の
 
『
起
債
 
 

の
課
題
』
 
の
内
容
の
み
を
拭
う
。
 
 

『
久
松
鼻
一
著
作
集
』
第
一
巻
の
 
「
一
東
洋
的
無
」
と
第
二
巻
の
 
 

「
一
絶
対
主
体
道
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
著
『
東
洋
的
無
』
 
（
弘
 
 

文
堂
）
 
と
 
『
絶
対
主
体
追
払
 
（
弘
文
堂
）
 
と
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
掲
 
 

載
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
詳
細
は
第
二
 
二
巻
の
後
記
を
参
照
 
 

さ
れ
た
い
。
な
お
、
両
者
の
思
想
的
推
移
に
つ
い
て
、
阿
部
正
雄
氏
 
 

は
「
旧
著
『
絶
対
主
体
道
』
 
に
は
…
…
最
初
の
著
作
『
東
洋
的
無
』
 
 

の
立
場
を
ふ
ま
え
て
の
、
著
者
の
思
想
の
新
た
な
展
開
、
立
場
の
よ
 
 

り
積
極
的
な
主
張
が
み
ら
れ
る
」
 
（
H
N
・
窒
息
 
と
言
い
、
さ
ら
に
 
 
 

「
そ
れ
は
、
旧
著
『
東
洋
的
無
』
 
発
刊
の
後
も
な
お
沈
潜
練
磨
を
重
 
 

ね
て
お
ら
れ
た
久
松
先
生
が
、
太
平
洋
戦
争
の
戦
局
の
緊
迫
、
さ
ら
 
 

に
は
わ
が
国
の
敗
戦
と
い
う
破
局
的
事
態
を
通
し
て
、
遂
に
「
起
動
」
 
 

さ
れ
た
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
 
（
H
N
・
空
也
 
と
指
摘
す
る
。
 
 

こ
れ
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
久
松
が
 
『
十
牛
図
捷
綱
』
 
（
昭
和
二
 
 

十
七
年
に
別
時
学
道
で
捷
綱
さ
れ
、
昭
和
三
十
二
年
に
雑
誌
『
風
信
』
 
 

に
掲
載
さ
れ
た
も
の
）
 
に
お
い
て
、
「
第
八
 
（
人
牛
惧
忘
）
 
ま
で
の
 
 

と
こ
ろ
は
、
言
わ
ば
浄
土
教
な
ど
で
申
し
ま
す
往
柏
の
方
向
で
あ
 
 

り
、
華
厳
な
ど
で
は
過
源
門
に
当
た
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
第
九
以
 
 

下
は
週
相
と
か
、
あ
る
い
は
起
動
門
と
か
苫
わ
れ
る
方
向
に
相
当
す
 
 

る
の
で
あ
り
ま
す
」
 
（
〓
醜
・
m
－
り
括
弧
は
筆
者
注
）
 
と
語
っ
て
い
る
 
 

と
こ
ろ
か
ら
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
の
主
旨
は
久
松
に
 
 

お
け
る
禅
浄
双
修
や
そ
の
華
厳
宗
理
解
を
探
究
す
る
こ
と
で
は
な
い
 
 

た
め
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
 
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
田
辺
元
の
戦
時
下
の
歴
史
観
－
歴
史
、
 
 

宗
教
、
国
家
を
め
ぐ
っ
て
憂
」
 
（
『
比
較
思
想
研
究
』
3
3
号
、
別
冊
、
 
 

二
〇
ロ
六
年
）
 
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

こ
の
講
演
資
料
は
上
田
泰
淳
氏
の
手
書
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
現
 
 

在
、
群
馬
大
学
の
田
辺
元
文
庫
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
 
 

こ
れ
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
「
絶
対
は
自
己
否
定
を
通
じ
、
相
 
 

対
の
自
立
を
零
し
、
相
対
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
依
っ
て
の
み
莫
に
 
 

絶
対
た
る
の
で
あ
る
。
足
れ
絶
対
が
無
た
る
所
以
で
あ
る
。
而
し
て
 
 

相
対
と
の
蝶
介
に
於
て
自
ら
の
絶
対
無
性
を
実
現
す
る
も
の
と
し
 
 

て
、
相
対
の
自
立
存
在
を
自
発
的
に
根
底
附
け
る
原
理
で
あ
る
か
ら
、
 
 

そ
れ
は
愛
に
外
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
愛
は
無
我
で
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

ぬ
。
す
な
わ
ち
愛
は
無
で
あ
る
。
同
時
に
無
は
愛
で
あ
る
。
或
は
大
 
 

非
即
大
悲
で
あ
る
。
こ
れ
は
絶
対
蝶
介
の
自
覚
的
具
体
的
内
容
に
外
 
 

な
ら
ぬ
」
 
（
↓
？
N
念
～
N
金
）
 
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
看
取
す
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
 
 

田
辺
は
、
禅
に
は
浄
土
輿
宗
の
避
相
思
想
に
含
ま
れ
る
悲
の
思
想
が
 
 
6
1
 
 
 



希
薄
で
あ
る
と
考
え
、
禅
で
い
う
平
常
心
定
道
、
無
事
党
費
人
（
『
臨
 
 

済
録
』
）
 
な
ど
と
い
う
絶
対
無
の
境
地
を
表
す
吉
葉
が
、
「
無
分
別
へ
 
 

の
往
相
的
一
面
に
偏
し
て
、
分
別
の
還
相
面
を
希
薄
な
ら
し
め
る
こ
 
 

と
も
避
け
難
い
」
 
（
、
⊇
こ
澄
）
 
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
「
他
力
念
 
 

仏
門
が
余
り
に
多
く
対
他
的
人
格
的
関
係
を
弥
陀
と
衆
生
と
の
間
に
 
 

設
定
す
る
な
ら
ば
、
信
仰
が
神
話
的
に
傾
き
最
早
対
自
的
媒
介
の
立
 
 

場
で
自
覚
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
よ
う
に
な
る
。
憐
情
遊
ば
こ
こ
に
至
 
 

る
こ
と
を
防
ぐ
」
 
（
磨
こ
澄
～
－
設
）
 
と
言
い
、
本
腰
ぽ
こ
り
の
弊
 
 

害
や
仏
を
絶
対
な
る
他
者
と
み
な
す
神
秘
主
義
的
傾
向
を
避
け
て
い
 
 

る
。
 
 

（
り
ょ
う
・
き
ん
ひ
ん
 
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
）
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