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序

　

近
代
倫
理
学
者
和
辻
哲
郎
が
そ
の
人
間
存
在
論
に
お
い
て
展
開
し
た

解
釈
学
的
方
法
に
対
し
て
は
長
い
間
、
多
く
批
判
さ
れ
て
き
た
。

　

例
え
ば
、
嶺
秀
樹
に
よ
れ
ば
、
和
辻
に
お
け
る
人
間
存
在
へ
の
解
釈

は
、
た
だ
日
常
的
事
実
の
﹁
表
現
的
性
格
に
注
意
を
集
め
る
﹂
こ
と
に

す
ぎ
ず
、
日
常
の
平
板
の
次
元
に
の
み
視
野
を
限
定
し
た
こ
と
で
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
非
反
省
的
な
日
常
的
存
在
了
解
か
ら
そ
れ
を
可
能

に
し
て
い
る
根
源
的
な
存
在
理
解
の
次
元
に
ま
で
還
元
し
て
い
な
い
と

非
難
す
る︶

1
︵

。
存
在
論
的
認
識
の
問
題
で
あ
る
。

　

そ
し
て
近
代
日
本
の
解
釈
学
の
問
題
に
対
し
て
先
駆
的
批
判
を
行
っ

た
戸
坂
潤
も
和
辻
の
倫
理
学
に
お
い
て
は
﹁
一
切
の
歴
史
的
社
会
的
現

象
は
倫
理
学
現
象
に
還
元
さ
れ
﹂
て
お
り
、
そ
れ
は
歴
史
・
現
実
的
社

会
に
対
す
る
分
析
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
と
批
判
す
る︶

2
︵

。
す
な
わ
ち
和
辻

の
解
釈
学
的
倫
理
学
で
は
現
実
の
事
物
の
表
現
が
そ
の
恣
意
的
な
解
釈

に
よ
っ
て
、
一
切
何
ら
か
の
あ
る
種
の
倫
理
に
抽
象
化
・
同
質
化
さ
れ

て
し
ま
い
、
現
実
の
事
物
そ
れ
自
体
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
な
っ
て

い
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
こ
う
し
た
批
判
は
存
在
的
認
識
の
問
題
で

あ
り
、
他
者
理
解
の
問
題
で
も
あ
る
。
他
者
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

の
か
と
い
う
問
い
は
和
辻
の
理
論
の
限
界
性
に
差
し
迫
っ
て
い
る
。

　

右
の
和
辻
の
問
題
に
対
し
て
は
、
ま
た
近
年
の
、
倫
理
学
者
飯
島
裕

治
の
解
釈
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
新
し
い
和
辻
像
も
見
受
け
ら
れ
る
。
飯

島
は
和
辻
の
行
為
観
か
ら
そ
の
解
釈
学
的
倫
理
学
を
改
め
て
検
討
す

る
。
す
な
わ
ち
、
和
辻
の
倫
理
学
理
論
は
決
し
て
日
常
の
次
元
に
と
ど

ま
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
同
じ
く
現
に
行
わ
れ
て
い
る
日
常
的
行
為
の

成
立
構
造
を
掘
り
出
す
理
論
的
記
述
（
存
在
論
的
認
識
）
で
あ
る
。
そ

し
て
﹁
行
為
す
べ
き
﹂（
例
え
ば
い
わ
ば
他
者
の
存
在
を
正
し
く
理
解

す
る
べ
き
こ
と
）
と
い
っ
た
規
範
的
主
張
（
個
別
的
な
善
悪
観
に
関
す

る
存
在
的
認
識
）
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た

め
和
辻
の
行
為
論
に
対
し
て﹁
絶
対
的
な
他
者
の
存
在
を
考
慮
す
べ
き
﹂

で
あ
る
と
い
っ
た
批
判
は
、
存
在
論
的
認
識
と
存
在
的
認
識
の
混
同
で

　
　
　
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
的
倫
理
学
に
お
け
る
「
実
践
的
了
解
」
の
展
開

―
人
間
存
在
の
顕
示
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

―

李
　
　
　
　
　
璐
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あ
る
と
い
う︶

3
︵

。
つ
ま
り
﹁
当
為
﹂
の
問
題
を
中
心
と
す
る
一
般
的
な
倫

理
学
と
異
な
り
、
和
辻
の
倫
理
学
は
根
本
的
に
人
間
存
在
の
成
立
構
造

を
問
う
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
こ
の
三
者
の
議
論
を
比
較
す
る
と
、
和
辻
の
人
間
存

在
論
に
お
け
る
日
常
性
に
基
づ
く
存
在
論
的
認
識
に
対
し
て
齟
齬
が
生

じ
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
齟
齬
を
解
消
す
る

た
め
に
は
和0

辻0

の
人
間
存
在
論
に
お
け
る
存
在
論
的
認
識
を
改
め
て
確

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

認
す
る

0

0

0

作
業
が
必
要
で
あ
る
。

　

和
辻
哲
郎
は
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』（
一
九
三
四
年
）
に

お
い
て
、﹁
倫
理
学
が
人
間
存
在
の
一
つ
の
仕
方
に
お
い
て
そ
の
存
在

自
身
を
全
体
的
に
あ
ら
わ
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
﹂［9-

136

］
と
定
義
づ
け
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、倫
理
学
は
ま
さ
に
人
間
存
在

論
と
し
て
、
人
間
存
在
の
一
つ
の
行
為
に
お
け
る
根
本
的
構
造
を
追
究

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
全
体
的
構
造
を
顕
示
に
す
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
根
本
的
構
造
に
対
す
る
和
辻
の
追
究
の
骨

子
が
、﹁
実
践
的
了
解
﹂
の
構
造
に
あ
る
こ
と
が
本
稿
の
見
立
て
で
あ

る
。
要
す
る
に
和
辻
の
存
在
論
的
認
識
に
お
い
て
は
、
人
間
存
在
を
実

践
的
主
体
と
し
て
そ
の
行
為
的
構
造
の
根
本
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。

そ
の
上
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
存
在
了
解
﹂
分
析
を
批
判
的
に
受
容
し
た

上
で
、
そ
の
道
具
的
場
面
か
ら
間
柄
の
場
面
に
転
換
し
、
そ
こ
で
人
間

存
在
の
日
常
的
な
行
為
の
仕
方
を
可
能
に
す
る
﹁
実
践
的
了
解
﹂
の
構

造
こ
そ
が
、
人
間
存
在
論
の
根
本
で
あ
る
と
和
辻
は
主
張
す
る
。
し
か

し
こ
の
主
張
に
対
し
て
従
来
の
先
行
研
究
で
は
そ
の
﹁
実
践
的
了
解
﹂

の
構
造
が
和
辻
の
人
間
存
在
の
分
析
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
そ
の
倫
理

学
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
か
に
対
す
る
議
論
は
ま
だ
少
な
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

　

そ
の
た
め
、
存
在
論
的
認
識
の
枠
組
み
を
作
ろ
う
と
す
る
和
辻
の
倫

理
学
に
お
い
て
、
そ
の
﹁
実
践
的
了
解
﹂
の
概
念
の
展
開
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
、
本
発
表
の
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
説
明
す
る
方
法
の
手

順
と
し
て
は
、
和
辻
の
『
倫
理
学
』（
一
九
三
七
年
）
に
お
け
る
具
体

的
な
共
同
体
論
に
入
る
前
の
基
礎
的
な
人
間
存
在
論
の
分
析
を
考
察
範

囲
と
し
、
ま
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
存
在
了
解
﹂
や
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈

学
に
対
す
る
和
辻
の
批
判
的
受
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

﹁
実
践
的
了
解
﹂
の
概
念
や
構
造
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
こ
う
し
た

構
造
と
し
て
の
﹁
実
践
的
了
解
﹂
が
解
釈
学
的
方
法
に
よ
っ
て
、
人
間

存
在
の
倫
理
的
自
覚
に
つ
な
が
っ
て
い
く
過
程
を
確
認
す
る
。
そ
の
上

で
上
の
三
者
の
議
論
を
ま
た
検
討
す
る
。

　

一
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
了
解
」
に
対
す
る

　
　
和
辻
の
批
判
的
解
釈

　

和
辻
の
『
人
間
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
に
お
い
て
な
さ
れ
た
人
間
存

在
に
関
す
る
理
論
的
基
礎
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
論
の
受
容

に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
が
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘

（123）
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さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
和
辻
の
人
間
存
在
論
に
お
け
る
﹁
了
解
﹂
の
概

念
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
と
そ
の
﹁
存
在
了
解
﹂
概
念
を
多
く
受
容

し
て
い
る
た
め
、
ま
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
存
在
了
解
﹂
に
対
す
る
和
辻

の
議
論
を
説
明
し
て
お
く
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
で
の
課
題
は
簡
潔
に
言
え
ば
、
西
洋

哲
学
史
上
に
長
い
間
自
明
視
さ
れ
、
あ
る
い
は
忘
却
さ
れ
て
い
た
﹁
存

在
﹂（sein

）
の
概
念
を
改
め
て
問
い
直
し
、﹁
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何

を
意
味
す
る
の
か
﹂
と
い
う
﹁
存
在
の
問
い
﹂
に
対
し
、
我
々
現
存
在

の
日
常
的
な
存
在
了
解
を
分
析
す
る
こ
と
を
そ
の
﹁
問
い
﹂
へ
の
通
路

と
し
て
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
本
来
的
存
在
の
意
味
を
開
示
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
存
在
了
解
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
科
学
的

な
認
識
の
可
能
根
拠
と
し
て
の
先
験
的
理
解
で
あ
る
。
日
常
的
な
存
在

了
解
が
な
け
れ
ば
、
学
的
認
識
も
可
能
に
な
ら
な
い
。
要
は
存
在
の
意

味
の
開
示
の
た
め
、
学
問
以
前
の
存
在
了
解
の
基
礎
的
分
析
が
そ
の
前

提
条
件
と
な
る
と
い
う
。

　

ま
た
そ
の
存
在
了
解
の
地
平
を
あ
ら
わ
に
す
る
た
め
に
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
我
々
人
間
存
在
の
日
常
的
な
道
具
の
使
い
方
に
着
目
し
、
そ

の
道
具
使
用
は
、
日
常
的
経
験
に
お
い
て
無
自
覚
的
で
あ
る
が
、
そ

の
﹁
も
の
﹂
を
す
で
に
何
ら
か
の
仕
方
で
了
解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
可

能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
特
徴
的
で
あ
る
。﹁
し
て
み
れ
ば
、

存
在
の
意
味
は
、
何
ら
か
の
形
で
、
す
で
に
我
々
の
手
の
届
く
と
こ
ろ

に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
我
々
は
い
つ
も
す
で
に
存
在
了
解
の
中

で
動
き
回
っ
て
い
る
﹂
と
い
う︶

4
︵

。
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
は
﹁
存
在
﹂

が
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
ま
だ
意
識
し
て
い
な
い
が
、
す
で

に
お
の
ず
か
ら
非
主
題
化
的
・
平
均
的
（
あ
る
い
は
曖
昧
）
な
漠
然
と

し
た
存
在
了
解
の
中
に
身
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
従
来
の
主
観
的
存
在
論
に
反
し
て
、
い
つ
も
﹁
も
の
﹂

と
の
関
わ
り
に
お
け
る
全
体
的
な
暗
黙
知
と
し
て
の
存
在
了
解
を
存
在

へ
の
通
路
と
し
て
そ
れ
を
不
断
に
分
節
的
に
分
析
し
顕
在
化
し
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
理
解
の
可
能
的
地
平
を

開
示
し
現
存
在
の
本
来
的
な
存
在
の
全
体
的
可
能
性
を
目
指
す
こ
と

が
、
そ
の
基
礎
的
存
在
論
の
主
旨
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
日
常
的
な
暗
黙
知
と
し
て
の
存
在
了
解
と
そ
れ
を
通
路
と

す
る
存
在
論
に
対
し
て
、
和
辻
は
一
九
二
八
年
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
し

て
か
ら
初
め
て
書
い
た
倫
理
学
に
関
す
る
論
文
﹁
倫
理
学
﹂（（
初
稿
、

一
九
三
一
年
）
に
お
い
て
素
早
く
そ
こ
に
お
け
る
分
析
の
不
十
分
を
批

判
す
る
。

　
　

 ︹
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
︺
現
有
（
＝
現
存
在
）
は
そ
の
日
常
性

に
於
て
何
ら
か
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
於
て
有
る
。
即
ち
世
界
の

内
に
有
る
。
そ
れ
が
対
象
か
ら
お
の
れ
の
有
を
理
解
す
る
現
有
の

有
の
構
造
で
あ
る
⋮
⋮
そ
れ
な
ら
ば
お
の
れ
の
﹁
有
﹂
に
於
て
そ

の
﹁
有
﹂
を
理
解
す
る
現
有
は
、﹁
も
の
の
有
の
理
解
﹂
に
於
て

そ
の
﹁
有
の
理
解
﹂
を
更
に
理
解
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で

（122）
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あ
ろ
う
。
か
か
る
意
味
に
於
て
己
有
の
理
解
は
対
象
の
有
の
理
解

か
ら
区
別
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
己

有
の
理
解
を
対
象
の
有
の
理
解
の
中
に
解
消
さ
せ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
現
有
の
有
が
﹁
有
の
理
解
﹂
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
時
、
多

く
の
場
合
に
は
﹁
対
象
の
有
の
理
解
﹂
が
意
味
せ
ら
れ
る
。
⋮
⋮

我
々
は
こ
こ
に
彼
の
基
礎
有
論
の
限
界
を
見
出
す
。
そ
れ
は
対
象

的
な
る
有
論
の
基
礎
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
人

間
の
存
在
自
身
を
本
来
の
問
題
と
す
る
の
で
は
な
い
。［SR

-148, 
150

～1

］

こ
の
一
文
は
少
し
読
み
づ
ら
い
が
、
和
辻
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
存
在
の

問
題
に
対
し
て
存
在
論
に
最
も
遠
い
存
在
へ
の
通
路
を
、
現
存
在
の
存

在
論
以
前
の
存
在
了
解
の
根
本
的
分
析
に
お
い
て
認
め
る
が
、﹁
存
在

了
解
﹂
を
た
だ
﹁
も
の
の
有
の
理
解
﹂（
そ
の
時
、
和
辻
は
ま
だ
了
解

と
理
解
の
概
念
と
を
区
別
し
て
い
な
い
。）
と
の
み
見
做
し
た
こ
と
は
、

た
だ
﹁
存
在
了
解
﹂
分
析
の
一
面
し
か
眼
中
に
置
い
て
い
な
か
っ
た
と

批
判
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
問
題
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
日
常
的

な
﹁
存
在
了
解
﹂
の
分
析
に
お
い
て
、
世
界
に
お
け
る
物
へ
の
了
解
と

身
近
な
有
者
へ
の
了
解
に
分
け
て
も
両
方
と
も
現
存
在
自
身
に
お
い
て

同
じ
く
根
源
的
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
存
在
了

解
の
二
つ
の
根
源
的
契
機
に
対
し
て
和
辻
は
﹁
現
有
な
ら
ざ
る
も
の
の

有
の
理
解
が
畢
竟
も
の
に
反
射
す
る
自
己
の
理
解
に
他
な
ら
ぬ
と
し
て

も
、
己
有
の
直
接
の
理
解
と
も
の
に
反
射
せ
る
理
解
と
は
同
一
で
は
な

い
﹂［SR
-150

］
と
強
調
す
る
。

　

つ
ま
り
現
存
在
と
し
て
の
も
う
一
つ
の
主
体
か
ら
の
了
解
は
、
現
存

在
で
は
な
い
物
へ
の
了
解
と
は
決
し
て
同
じ
根
源
か
ら
出
た
も
の
で
は

な
い
と
和
辻
は
主
張
す
る
。
他
者
は
単
な
る
存
在
了
解
を
介
し
て
の
み

見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
我
々
は
他
の
主
体
を
了
解
し
て
い
る
と

同
時
に
、
他
の
主
体
も
動
的
に
我
々
を
了
解
し
て
い
る
。
物
へ
の
了
解

に
お
け
る
単
一
の
志
向
性
と
同
一
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
あ
く
ま
で
も
個
人
主
義
を
保
守
す
る
立
場
で
あ
っ
て
、
存
在
了

解
の
根
底
に
存
す
る
間
柄
の
相
互
性
に
ま
で
遡
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と

和
辻
は
考
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
が
主
客
対
立
の
立
場
を
克
服

し
、
人
間
存
在
を
客
体
的
対
象
と
し
て
認
識
す
る
従
来
の
主
観
的
存
在

論
と
異
な
る
こ
と
を
和
辻
は
評
価
す
る
。
人
間
存
在
の
主
体
を
ど
の
よ

う
に
把
握
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
お
い
て
和
辻
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら

多
く
の
示
唆
を
得
た
。
特
に
人
間
の
生
の
日
常
的
事
実
に
即
し
て
﹁
人

が
直
接
に
己
自
身
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
逆
に
対
象
的

な
る
も
の

0

0

か
ら
己
の
有
を
了
解
す
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。﹂［9-158

］

し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
了
解
は
﹁
も
の
﹂
と
の
関
わ
り
を
の
み
現

存
在
の
基
礎
的
分
析
の
視
野
と
見
做
し
て
、
人
間
存
在
の
交
渉
の
中
の

日
常
的
な
間
柄
的
実
践
的
連
関
の
場
面
に
基
づ
く
了
解
を
見
過
ご
し
て

し
ま
っ
た
。
こ
の
見
過
ご
し
を
解
決
す
る
策
と
し
て
、
和
辻
は
間
柄
的

（121）
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実
践
的
連
関
の
場
面
に
基
づ
く
了
解
を
実
践
的
了
解
と
名
付
け
て
、
そ

れ
を
人
間
存
在
の
構
造
の
存
在
根
底
と
し
て
自
分
な
り
の
人
間
存
在
論

を
展
開
し
て
い
く
。

二
、
間
柄
の
場
面
に
基
づ
く
「
実
践
的
了
解
」
の
概
念

　

和
辻
の
倫
理
学
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
影
響
の
重
要
性
に
つ
い
て
、

嶺
に
よ
れ
ば
、
当
時
同
じ
く
ド
イ
ツ
に
留
学
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
に

接
近
し
た
田
辺
元
と
九
鬼
周
造
と
比
べ
れ
ば
、
自
ら
の
思
想
の
構
築
上

で
も
っ
と
も
多
く
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
負
っ
て
い
た
の
は
和
辻
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
や
『
風
土
』
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
現
象
学
な
し
に
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
と
ま
で
強
調
す
る︶

5
︵

。

し
か
し
す
で
に
前
述
し
た
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
の
存
在
論
や
﹁
存
在

了
解
﹂
概
念
を
受
容
し
つ
つ
も
、
和
辻
は
ま
た
そ
れ
へ
の
対
決
と
し
て

独
自
の
人
間
存
在
論
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
、
生
の
日
常
的
事
実
の
基
礎
と
見
ら
れ
る
存
在
了
解
に
お

け
る
他
の
主
体
の
影
響
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
の
み
な
ら

ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
か
ら
の
離
脱
を
も
呼
び
か
け
て
い
る
。
そ

の
上
で
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
に
、
和
辻
は
人
間
学
と
し
て
の
倫
理

学
の
方
法
論
を
作
り
上
げ
る
際
に
、
現
象
学
的
方
法
よ
り
解
釈
学
的
方

法
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

 

彼
の
出
発
点
た
る
世
界
・
内
・
有
が
、
単
に
我
と
も
の
と
の
か
か

0

0

0

0

0

0

わ
り
0

0

で
あ
っ
て
、我
々
の
意
味
に
お
け
る
﹁
世
の
中
に
あ
る
こ
と
﹂

で
は
な
い
⋮
⋮
従
っ
て
﹁
有
る
と
こ
ろ
の
も
の

0

0

﹂
も
ま
た
原
始
的

に
は
我
れ
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
有
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間

0

0

に

有
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
の
有
り
方
が
根
差
す
の
は
人
の

0

0

存
在
0

0

で
あ
っ
て
、
人
間
存
在

0

0

0

0

で
は
な
い
。［9-158

～9

］（
和
辻

傍
点
）

こ
こ
で
は
前
述
の
批
判
と
比
べ
て
、
よ
り
徹
底
的
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
お
け
る
﹁
人
と
も
の
と
の
か
か
わ
り
﹂
と
い

う
志
向
性
の
構
造
を
保
留
し
つ
つ
そ
れ
を
存
在
了
解
の
先
験
的
な
内
容

と
す
る
方
法
は
不
適
合
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
そ
れ
な
ら
ば
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
世
界
内
存
在
と
し
て
の
現
存
在
は
道
具
と
の
関
わ
り
の
世
界
に

お
い
て
た
だ
﹁
我
れ
﹂
し
か
発
見
で
き
な
い
。
他
者
も
同
じ
く
道
具
の

あ
り
方
を
共
有
し
て
い
る
も
う
一
人
の
﹁
我
れ
﹂
で
あ
る
。
こ
う
し
て

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
共
同
世
界
﹂
は
、
た
だ
同
じ
く
道
具
の
仕
方
を
共
有

し
て
い
る
﹁
個
人
の
並
在
﹂
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
人

間
の
根
源
的
構
造
を
和
辻
の
﹁
世
の
中
﹂
に
お
け
る
人
と
人
と
の
間
柄

に
お
い
て
解
明
す
る
道
が
遮
断
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

和
辻
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
批
判
が
当
た
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は

本
稿
の
論
じ
う
る
範
囲
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
和
辻
が
主
張
し
た
い
の

は
、
基
礎
存
在
論
の
分
析
は
志
向
性
的
性
格
と
し
て
の
現
存
在
で
は
な

（120）
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く
間
柄
的
存
在
を
根
源
的
な
出
発
点
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
人
間
存
在
の
日
常
的
生
は
﹁
も
の
﹂
と
の

関
わ
り
で
は
な
く
、
間
柄
の
表
現
と
そ
の
了
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

と
指
摘
す
る
。

　
　

 

道
具
を
介
し
て
他
人
を
見
い
だ
す
と
い
う
の
は
、︿
我
﹀
か
ら
出

発
し
て
他
人
に
達
し
よ
う
と
す
る
思
索
の
順
序

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
実
践

的
行
為
的
な
る
人
間
存
在
の
事
実
で
は
な
い
。
我
々
は
現
実
に
お

い
て
道
具
を
見
い
だ
す
時
す
で
に
他
人
と
の
間
柄
に
立
っ
て
い

る
。
家
族
的
に
生
き
る
こ
と
な
し
に
は
家
具
と
の
交
渉
な
く
、
社

会
的
に
労
働
す
る
の
で
な
く
し
て
は
鎚
を
手
に
し
な
い
。
だ
か
ら

道
具
は
す
で
に
間
柄
の
表
現
で
あ
っ
て
、
単
に
我
の
︿
手
に
あ
る

物
﹀
で
は
な
い
。
か
く
し
て
人
間
存
在
へ
の
通
路
は
、
見
合
い
語

り
合
い
働
き
合
う
と
い
う
ご
と
き
日
常
的
な
存
在
の
表
現
や
、
さ

ら
に
こ
れ
ら
の
日
常
関
係
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
る
様
々
の
物
的
表

現
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
我
々
の
日
常
性
は
こ
れ

ら
の
表
現
の
了
解
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。［9-

162

］（
和
辻
傍
点
）

こ
の
一
文
か
ら
し
て
、
間
柄
の
関
係
は
﹁
も
の
﹂
と
人
の
関
係
に
根
源

的
に
は
優
先
的
で
あ
る
こ
と
は
人
間
存
在
の
事
実
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
道
具
は
単
に
我
の
︿
手
に
あ
る
物
﹀
で
は
な
く
、
間
柄
の
表
現
で

あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
日
常
生
活
に
お
い
て
人
と
人
と
の
行
為
的
連

関
が
な
け
れ
ば
道
具
的
存
在
者
は
表
現
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
社
会

的
に
労
働
し
合
う
か
ら
こ
そ
道
具
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

間
柄
的
行
為
の
仕
方
へ
の
﹁
了
解
﹂
に
よ
っ
て
の
み
道
具
が
存
在
化
で

き
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
の
上
で
和
辻
の
い
う
﹁
表
現
﹂
は
た
だ
物
的
表
現
の
み
な
ら
ず
、

身
振
り
や
話
し
な
ど
諸
々
の
日
常
的
な
間
柄
的
行
為
の
仕
方
を
も
指
し

て
い
る
。
従
っ
て
、
和
辻
の
い
う
﹁
了
解
﹂
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う

な
、
現
存
在
の
﹁
も
の
﹂
に
対
す
る
無
数
の
指
示
関
係
の
総
和
と
し
て

の
存
在
了
解
で
は
な
く
、
日
常
的
な
実
践
的
行
為
的
連
関
に
お
い
て
形

成
さ
れ
た
人
間
存
在
の
表
現
の
了
解
で
あ
る
。
間
柄
の
場
面
と
し
て
の

表
現
の
了
解
こ
そ
が
、
人
間
存
在
の
日
常
的
事
実
の
基
礎
で
あ
る
と
和

辻
は
考
え
る
。
人
間
は
行
為
的
連
関
の
表
現
に
お
い
て
自
己
の
存
在
の

仕
方
を
了
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
人
間
存
在
に
お
け
る
共
同
体
的
生
の

事
実
は
、
こ
う
し
た
表
現
と
そ
の
了
解
を
可
能
に
す
る
生
活
の
基
盤
で

あ
る
。

　

し
か
し
﹁
表
現
の
了
解
﹂
は
必
ず
し
も
た
だ
静
態
的
に
間
柄
の
表
現

に
お
い
て
自
己
を
了
解
す
る
も
の
で
は
な
く
、
根
源
的
に
は
間
柄
の
場

面
に
お
け
る
日
常
的
な
行
為
の
仕
方
の
表
現
を
ま
た
実
践
可
能
に
す
る

実
践
的
了
解
（
個
人
差
が
あ
る
が
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
主
に
彼

の
行
為
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（119）
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我
々
は
間
柄
を
志
向
作
用
か
ら
区
別
す
る
に
当
た
っ
て
、
見
る
と

い
う
ご
と
き
行
為

0

0

が
決
し
て
一
方
的
な
も
の
で
な
く
相
互
の
連
関

に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
た
。
し
か
ら
ば
盗
み
見
る
と

い
う
よ
う
な
見
方
は
す
で
に
相
手
の
一
定
の
態
度
に
つ
い
て
の
了

解
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
際
に
、
相
手
の
態
度

は
し
か
じ
か
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
明
白
に
成
立
し
て
い
る
と
は

限
ら
な
い
。
我
々
は
意
識
す
る
前
に
す
で
に
動
い
て
い
る
。
し
か

も
そ
の
動
き
は
決
し
て
盲
目
的
で
は
な
く
、
一
定
の
間
柄
を
形
成

す
る
よ
う
に
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て

我
々
は
実
践
的
行
為
的
な
連
関
が
す
で
に
実
践
的
了
解
を
含
む

と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。［10-37
～8
］（『
倫
理
学
』
上
巻
、

一
九
三
七
年
、
和
辻
傍
点
）

前
章
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
了
解
が
意
識
以
前
に
、
す
で
に
道
具
使

用
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
自
己
了
解
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て

い
る
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
。
こ
こ
で
の
和
辻
の
い
う
﹁
了
解
﹂
も

意
識
前
の
未
反
省
的
な
も
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
行
為
が
間
柄
の

地
盤
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
も
の
の
故
に
、
行
為
に
お
い
て
我
々
は
単

に
己
れ
の
意
志
を
了
解
す
る
の
み
で
は
な
く
、
す
で
に
相
手
の
態
度
に

つ
い
て
の
了
解
を
も
含
め
て
い
る
と
強
調
す
る
。
そ
の
上
で
こ
う
し
た

了
解
は
た
だ
﹁
盗
み
見
る
﹂
と
い
っ
た
一
つ
の
行
為
の
仕
方
に
対
す
る

了
解
で
は
な
く
、
そ
の
場
合
の
人
間
関
係
に
関
す
る
無
数
の
実
践
的
行

為
的
な
連
関
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め
了
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
た
日
常
的
な
実
践
的
行
為
的
連
関
を
可
能
に
す
る
全
体
的
実
践
知

と
し
て
の
了
解
を
、
和
辻
は
実
践
的
了
解
と
規
定
す
る
。

　

ま
た
和
辻
は
論
文
﹁
倫
理
学
﹂（
初
稿
）
に
お
い
て
、
す
で
に
了
解

の
意
味
を
規
定
し
て
い
る
。
了
解
は
﹁
意
識
以
前
の
実
践
的
な
理
解

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で

あ
っ
て
、
意
識
的
或
は
理
論
的
な
理
解
と
は
同
視
せ
ら
る
べ
き
で
な

い
。
⋮
か
か
る
意
味
に
於
て
人
間
の
社
会
的
存
在
は
、
人
間
と
自
然

と
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
実
践
的
理
解
に
充
た
さ
れ
た
る
存
在
で
あ
る
﹂

［SR
-38

］（
和
辻
傍
点
）
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
か
ら
し
て
、﹁
了

解
﹂
に
お
け
る
何
か
を
意
識
的
に
主
題
化
・
客
体
化
し
て
捉
え
る
科
学

的
認
識
を
可
能
に
す
る
先
験
性
と
、
そ
の
全
体
的
暗
黙
知
の
特
徴
と
に

お
い
て
、
和
辻
の
主
張
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
和
辻
の
い
う
﹁
実
践
的
了
解
﹂
に
お
い
て
暗
黙
的
全
体
的
な
実

践
知
と
い
う
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
決
し
て
動
物
的
本
能
で
は
な

い
。

　
　

 

人
間
が
人
間
と
な
っ
た
と
き
に
す
で
に
社
会
的
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
自
他
の
交
通
が
意
識
を
産
み
言
語
を
産
む
。
⋮
人
間
の
間

柄
は
そ
れ
が
意
識
や
言
語
と
し
て
発
展
す
る
と
こ
ろ
の
間
柄
で
あ

り
、
従
っ
て
分
肢
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
葉
と
な
る
べ
き
直
接

の
理
解
（
＝
実
践
的
了
解
）
を
本
来
す
で
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
然
る
に
動
物
の
自
他
の
関
係
は
、
そ
の
本
能
的
な
鋭
い
理
解

（118）
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（
と
云
え
る
な
ら
ば
）
に
も
拘
わ
ら
ず
、
意
識
や
言
語
に
発
展
す

べ
き
性
格
を
具
え
て
居
ら
な
い
。
即
ち
人
間
の
存
在
は
自
覚
的
で

あ
り
、
動
物
の
存
在
は
無
自
覚
的
で
あ
る
。［SR

-39

～40

］

こ
の
引
用
文
は
和
辻
の
マ
ル
ク
ス
の
社
会
的
存
在
と
動
物
と
の
区
別
に

対
す
る
解
釈
で
あ
る
が
、
和
辻
自
身
の
考
え
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
人

間
が
動
物
と
違
い
、
間
柄
的
実
践
的
連
関
に
お
い
て
分
節
化
し
う
る
理

解
（
＝
了
解
）
を
通
じ
て
言
語
や
意
識
に
発
展
し
、
自
覚
し
う
る
社
会

的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に

こ
こ
で
の
重
要
な
点
に
関
し
て
は
飯
島
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
和
辻
に
お

い
て
は
﹁
つ
ま
り
実
践
的
了
解
に
は
、
事
後
的
に
分
節
化
可
能
な
﹁
分

肢
﹂
構
造
が
潜
在
的
な
仕
方
で
あ
ら
か
じ
め
備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る︶

6
︵

。﹂
簡
単
に
言
え
ば
、﹁
分
肢
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
葉
と

な
る
べ
き
直
接
の
理
解
﹂
と
い
う
一
句
か
ら
し
て
、
我
々
は
実
践
的
了

解
に
よ
っ
て
無
意
識
的
に
日
常
生
活
の
言
葉
を
使
う
こ
と
を
可
能
に
す

る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
了
解
に
お
い
て
本
来
自
覚
的
分
節
的
説

明
の
可
能
性
も
備
わ
っ
て
い
る
。

　

従
っ
て
、
飯
島
は
和
辻
の
い
う
﹁
了
解
﹂
の
行
為
的
作
用
を
次
の
よ

う
に
二
つ
の
機
能
に
ま
と
め
て
い
る
。
一
つ
は
状
況
に
適
応
す
る
行
為

を
可
能
に
す
る
技
能
的
機
能
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
行
為
を
可
能
に
す

る
そ
の
了
解
内
容
を
ま
た
不
断
的
に
主
題
化
・
理
論
化
し
う
る
反
省
的

機
能
で
あ
る︶

7
︵

。
で
は
、
こ
う
し
た
機
能
を
持
つ
実
践
的
了
解
は
ど
の
よ

う
に
自
分
の
中
の
暗
黙
的
内
容
を
自
覚
的
に
分
節
化
す
る
可
能
性
を
実

現
す
る
の
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
に
和
辻
の
解
釈
学
的
性
格
を
分

析
す
る
。三

、
実
践
的
了
解
に
基
づ
く
「
表
現
―
自
覚
」

　
　
循
環
構
造
の
開
示
の
た
め
の
解
釈
学
的
方
法

　

前
述
の
話
か
ら
見
れ
ば
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
和
辻
も
ハ
イ
デ

ガ
ー
も
、
近
代
の
主
体
的
意
識
を
基
調
と
す
る
哲
学
的
理
論
と
対
決
し

つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
主
体
を
捉
え
て
そ
し
て
見
え
る
形
（
＝
解
釈
）
で

そ
の
存
在
の
全
体
的
可
能
性
を
顕
示
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
和

辻
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
存
在
了
解
﹂
に
お
け
る
全
体
的
先
験
的
な
暗
黙

知
や
分
節
的
可
能
性
に
同
感
し
つ
つ
も
、
そ
の
志
向
性
を
批
判
し
た
上

で
間
柄
を
人
間
存
在
の
基
盤
と
す
る
﹁
実
践
的
了
解
﹂
に
読
み
替
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
存
在
論
的
認
識
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
特

徴
は
日
常
性
か
ら
の
離
脱
の
場
面
の
開
示
を
目
指
す
の
に
対
し
、
和
辻

は
常
に
間
柄
的
日
常
的
な
交
渉
の
場
面
を
注
視
し
て
い
る
。

　
﹁
解
釈
﹂（H

erm
eneutik

）
と
い
う
語
義
に
つ
い
て
、
和
辻
は
ま
ず

ド
イ
ツ
の
古
典
文
献
学
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
ー
ク
の
﹁
解
釈
﹂
の
理
論
に

沿
っ
て
、
解
釈
は
す
な
わ
ち
思
想
表
現
の
意
味
の
再
構
成
と
し
て
の
、

﹁﹁
表
現
﹂
に
お
け
る
理
解
の
自
覚
﹂
に
他
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
そ

し
て
解
釈
に
お
い
て
は
、
正
し
い
理
解
と
か
論
理
的
な
思
惟
と
か
と
い

（117）
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う
如
き
も
の
は
、
最
初
に
す
で
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
日
常
的
に

無
意
識
的
な
熟
練
（
＝
実
践
的
了
解
）
に
基
づ
い
て
育
っ
て
き
た
技
術

で
あ
る
と
い
う
［9-170

］。
逆
に
﹁
理
論
の
価
値
は
、
人
が
無
意
識
に

遂
行
す
る
と
こ
ろ
を
意
識
に
も
た
ら
す
と
い
う
点
に
あ
る
。﹂［9-171

］

簡
単
に
言
え
ば
、
解
釈
す
る
こ
と
は
、
最
初
に
何
か
の
も
の
を
言
語
で

表
現
す
る
と
き
に
、
決
し
て
何
か
理
性
的
思
惟
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
ま
ず
あ
り
の
ま
ま
の
感
覚
的
な
﹁
し
る
し
﹂
を
部
分
的
に
言

い
表
し
、
そ
の
表
現
の
遂
行
を
通
じ
て
初
め
て
﹁
な
る
ほ
ど
自
分
は
そ

う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
た
﹂
と
い
う
自
分
の
意
識
に
明
確
的
に
言
葉

で
気
付
く
よ
う
に
な
っ
た
。
か
か
る
実
践
的
了
解
に
基
づ
く
部
分
的
な

解
釈
の
表
現
を
通
じ
て
初
め
て
自
己
理
解
の
全
体
性
を
自
覚
的
に
完
成

し
て
い
く
と
い
う
過
程
で
あ
る
。

　

し
か
し
前
述
の
和
辻
の
議
論
に
お
い
て
は
、
決
し
て
﹁
実
践
的
了

解
﹂
に
よ
る
解
釈
だ
け
で
正
し
い
理
論
へ
の
道
が
導
か
れ
て
く
る
こ
と

を
認
め
て
い
な
い
。
理
解
の
過
程
に
お
い
て
技
術
的
な
理
解
の
理
論
が

な
く
て
は
し
ば
し
ば
誤
解
に
陥
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
技
術
的
な
理

解
の
理
論
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
倣
い
、
歴
史
的
認
識
と
哲
学
的
理
解
の
鍛

錬
が
必
要
で
あ
る
と
和
辻
は
い
う
。﹁
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
、
外
か

ら
感
覚
的
に
与
え
ら
れ
た
﹁
し
る
し
﹂
に
よ
っ
て
内
な
る
も
の
を
認
識

す
る
過
程
が
、
理
解
で
あ
る
。﹂［
同
右
］。
外
と
は
、
す
な
わ
ち
歴
史

的
現
実
と
文
化
的
産
物
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
人
間
は
こ
う
い
う
外
と

し
て
の
他
者
に
お
い
て
の
み
自
己
を
理
解
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た

自
己
の
理
解
を
通
じ
て
さ
ら
に
表
現
・
解
釈
し
て
い
く
と
い
う
動
的
構

造
で
あ
る
。
人
間
の
生
の
解
釈
と
歴
史
的
連
関
は
相
互
の
存
立
の
根
底

で
あ
る
。

　

ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
﹁
表
現
﹂
概
念
も
和
辻
の
行
為
解
釈
に
お
い
て

多
く
受
容
さ
れ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
﹁
表
現
﹂
は
単
に
言
語
的
表
現
の

み
な
ら
ず
、
生
の
表
現
で
あ
る
。
生
の
表
現
と
は
﹁
概
念
・
判
断
の
如

き
論
理
的
表
現
と
行
為
と
、
体
験
の
表
現
﹂
と
い
う
三
大
別
で
あ
る
。

そ
の
概
念
の
展
開
に
お
い
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
違
い
、
人

間
の
行
為
を
積
極
的
に
そ
の
生
の
共
同
的
表
現
と
み
な
し
て
解
釈
す
る

方
法
を
和
辻
は
評
価
す
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ま
さ
に
﹁
歴
史
的
世
界
﹂

の
生
け
る
連
関
に
つ
い
て
の
知
識
の
可
能
性
、
及
び
そ
の
表
現
の
手
段

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
解
釈
学
的
任
務
と
す
る
。
こ
う
し
た
デ
ィ
ル

タ
イ
の
影
響
を
受
け
た
上
で
、
歴
史
的
現
実
と
し
て
の
生
に
お
け
る
行

為
の
表
現
、
特
に
そ
こ
で
意
識
さ
れ
な
い
生
の
深
み
（
和
辻
に
と
っ
て

の
実
践
的
了
解
）
は
解
釈
学
に
依
っ
て
の
み
そ
の
根
本
を
把
捉
さ
れ
る

と
和
辻
は
考
え
る
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
和
辻
は
、﹁
デ
ィ
ル
タ
イ
が
そ
の
方
法
を
解
く

と
き
に
は
、
そ
の
眼
中
に
た
だ
芸
術
や
哲
学
や
人
生
観
な
ど
の
歴
史
的

認
識
の
み
が
あ
っ
て
、
倫
理
の
認
識
は
問
題
で
な
か
っ
た
﹂［10-46

］

と
批
判
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
解
は
偉
大
な
作
品
に
よ
る
﹁
生
の
深
み

の
把
捉
で
あ
る
よ
り
さ
ら
に
日
常
的
な
身
振
り
や
会
話
の
了
解
﹂［
同

右
］
で
あ
る
。
そ
の
上
で
こ
の
了
解
は
た
だ
個
人
的
な
自
然
的
態
度
で

（116）
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は
な
く
、
実
践
的
連
関
に
お
い
て
他
者
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
故

に
他
者
と
は
す
で
に
一
定
の
仕
方
を
共
通
し
て
い
る
実
践
的
了
解
で
あ

る
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
解
釈
は
あ
く
ま
で
も
個
人
的
体
験
に

よ
る
理
解
に
留
ま
っ
て
、
間
柄
的
実
践
的
連
関
に
お
け
る
了
解
の
共
通

性
と
い
う
側
面
を
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
了
解

の
共
通
性
を
さ
ら
に
問
い
深
め
る
と
、
必
然
的
に
そ
の
共
通
性
に
影
響

を
与
え
る
共
同
体
的
な
仕
方
を
問
う
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ

イ
に
お
い
て
は
そ
の
点
へ
の
深
入
り
が
見
え
な
い
と
い
う
の
が
和
辻
の

批
判
で
あ
る
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
す
る
和
辻
の
批
判
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
、
本

稿
で
は
論
じ
う
る
範
囲
で
は
な
い
。
和
辻
の
視
点
で
は
、
生
の
表
現
は

ま
ず
﹁
間
柄
と
し
て
の
存
在
の
表
現
で
あ
り
、
そ
の
表
現
の
理
解
は
お

の
ず
か
ら
人
を
倫
理
に
導
く
﹂［9-175

］
の
で
あ
る
。
そ
の
理
解
は
了

解
に
基
づ
き
な
が
ら
、
さ
ら
に
間
柄
に
お
い
て
自
然
に
構
成
さ
れ
た
主

体
的
行
為
的
連
関
の
意
識
的
把
捉
に
発
展
し
う
る
。
理
解
は
す
な
わ
ち

了
解
に
お
け
る
高
次
的
形
式
で
あ
る
。﹁
了
解
﹂
に
基
づ
く
日
常
的
な

行
為
的
連
関
は
意
識
さ
れ
る
前
に
﹁
す
で
に
主
体
的
連
関
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
表
現
・
了
解
を
通
じ
て
意
識
に
転
じ
て
い
く
。﹂［9-176

］
こ

の
自
覚
的
意
識
に
よ
っ
て
さ
ら
に
行
為
の
仕
方
を
再
認
識
・
再
表
現
・

解
釈
し
て
い
く
。
な
お
こ
う
し
た
自
覚
的
過
程
を
繰
り
返
さ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
無
限
の
解
釈
を
求
め
る
こ
と
は
、
解
釈
学
的
循

環
か
ら
受
容
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

右
に
述
べ
た
和
辻
の
解
釈
学
的
方
法
の
重
点
は
す
な
わ
ち
実
践
的
主

体
に
お
い
て
、
日
常
的
表
現
と
そ
の
了
解
へ
の
理
解
を
通
じ
て
実
践
的

行
為
の
意
味
を
部
分
的
・
自
覚
的
に
解
釈
し
、
さ
ら
に
よ
り
よ
い
自
覚

的
行
為
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
絶
え
ず
転
換
す
る
と
い
う
循
環
的
構

造
を
築
く
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
な
お
和
辻
に
お
け
る
解
釈
学
と
倫

理
学
の
関
係
に
対
す
る
飯
島
の
指
摘
の
よ
う
に
、
和
辻
の
考
え
で
は

我
々
は
自
分
の
行
為
の
あ
り
方
を
自
覚
的
に
問
う
と
き
に
、﹁﹁
人
間
存

在
は
間
柄
と
し
て
存
在
し
て
い
る
﹂
と
い
う
倫
理
的
事
実
が
自
ず
と
主

題
化
さ
れ
問
題
化
さ
れ
て
く
る
故
に
、
日
常
的
表
現
を
介
し
て
の
自
己

解
釈
の
試
み
は
必
然
的
に
﹁
倫
理
学
﹂
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
く
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る︶

8
︵

。﹂

四
、「
当
為
」
に
対
す
る
「
倫
理
」
の
先
行

　

上
述
の
分
析
か
ら
見
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
了
解
の
認
知
様
式

と
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
を
批
判
的
に
受
容
し
た
上
で
和
辻
も
人
間
存

在
を
問
い
続
け
る
過
程
で
、
存
在
的
認
識
を
通
じ
て
存
在
論
的
認
識
に

向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
間
柄
の

表
現
と
そ
の
了
解
を
人
間
存
在
へ
の
通
路
と
し
て
、
そ
の
了
解
に
よ
っ

て
実
践
し
て
い
る
日
常
的
な
行
為
の
根
源
的
構
造
を
問
う
と
き
に
、
そ

れ
と
同
時
に
必
ず
自
身
に
は
す
で
に
存
し
て
い
る
具
体
的
共
同
体
的
倫

理
を
自
覚
的
に
問
う
て
く
る
と
い
う
道
筋
で
あ
る
。
し
か
し
実
践
的
了

（115）
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解
か
ら
自
分
に
す
で
に
存
す
る
具
体
的
な
共
同
体
的
倫
理
に
自
覚
的
に

向
か
う
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
和
辻
の

﹁
倫
理
﹂
概
念
を
分
析
し
て
お
く
。

　
﹁
倫
理
﹂
の
意
味
の
解
釈
に
つ
い
て
、
和
辻
は
ま
ず
儒
学
的
解
釈
に

則
し
て
言
え
ば
、﹁
倫
﹂
は
﹁
な
か
ま
﹂
と
し
て
の
共
同
体
を
意
味
し

つ
つ
、
同
時
に
共
同
体
を
支
え
る
﹁
人
倫
五
常
﹂
に
基
づ
く
不
変
的
な

秩
序
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。﹁
人
倫
五
常
と
は
、
つ
ま
り
人
の
間
柄

に
お
け
る
五
つ
の
不
変
な
る
こ
と
、
従
っ
て
不
変
な
る
道
を
意
味
す

る
。﹂［9-8

～9

］
そ
の
不
変
な
る
も
の
は
、
古
く
よ
り
風
習
と
し
て

把
捉
さ
れ
て
き
た
﹁
き
ま
り
﹂﹁
か
た
﹂
及
び
﹁
秩
序
﹂、﹁
道
﹂
で
あ

る
。
こ
う
し
た
も
の
が
あ
っ
て
初
め
て
共
同
体
の
可
能
根
柢
が
保
証
さ

れ
う
る
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
﹁
理
﹂
は
﹁
こ
と
わ
り
﹂
や
﹁
す
じ
道
﹂

の
意
味
で
あ
っ
て
、﹁
倫
﹂
に
お
け
る
人
間
の
道
の
意
義
の
強
調
で
あ

る
。﹁
倫
理
﹂、
す
な
わ
ち
人
間
共
同
態
の
存
在
根
柢
た
る
道
義
を
意
味

す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
単
に
倫
理
が
共
同
態
に
先
立
つ
と
い
う
意
味

で
は
な
い
。

　

和
辻
は
『
礼
記
』﹁
楽
記
﹂
篇
の
﹁
凡
音
者
生
於
人
心
者
也
。
楽
者

通
倫
理
者
也
。
是
故
知
声
而
不
知
音
者
、
禽
獣
是
也
。
知
音
而
不
知
楽

者
、
衆
庶
是
也
。
唯
君
子
為
能
知
楽
﹂
と
い
う
章
句
や
、『
朱
子
語
類
』

で
の
﹁
読
史
当
観
大
倫
理
大
機
会
大
治
乱
﹂
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
、

倫
理
と
は
歴
史
、
芸
術
や
風
習
に
表
現
せ
ら
れ
得
る
人
間
の
道
で
あ
る

と
い
う
。
つ
ま
り
倫
理
は
抽
象
的
理
論
に
意
識
さ
れ
る
前
に
、
す
で
に

歴
史
、
芸
術
や
風
習
な
ど
の
﹁
か
た
﹂
と
し
て
共
同
体
に
お
い
て
表
現

さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
﹁
倫
理
﹂
は
決
し
て
主
観
的
道
徳
意
識
か
ら

の
で
は
な
く
、共
同
体
の
地
盤
に
お
い
て
自
ず
と
形
成
さ
れ
た
﹁
か
た
﹂

で
あ
る
と
同
時
に
、
共
同
態
の
存
在
根
柢
と
し
て
、
種
々
の
共
同
態
に

実
現
せ
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
［9-12

～13

］。
人
間
共
同
体
の
中
に

は
す
で
に
倫
理
が
あ
っ
て
、
そ
の
共
同
体
の
中
の
﹁
我
々
﹂
の
日
常
的

な
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
﹁
倫
理
﹂
は
和
辻
に
よ
れ
ば
、
決
し
て
た
だ
す

で
に
実
践
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
﹁
か
た
﹂
の
み
な
ら
ず
、
共
同
体
的

倫
理
の
あ
り
方
を
問
う
﹁
当
為
﹂
で
も
あ
る
。
そ
し
て
﹁
か
た
﹂
と
言
っ

て
も
、
そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
の
行
為
の
仕
方
も
時
代
や
地
域
な
ど

の
状
況
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
。
例
え
ば
﹁
人
倫
五
常
﹂
の
思
想
の

中
で
の
、
友
達
共
同
体
に
お
け
る
﹁
信
﹂
と
い
う
特
定
の
倫
理
に
つ
い

て
、
和
辻
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

朋
友
は
﹁
信
﹂
に
お
い
て
朋
友
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、

朋
友
の
成
立
の
後
に
信
が
当
為
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
る
の
で
は
な

い
。
も
ち
ろ
ん
朋
友
は
信
の
根
柢
に
お
い
て
成
立
す
る
が
ゆ
え
に

ま
さ
に
信
の
欠
如
態
に
お
い
て
も
存
立
し
得
る
。
だ
か
ら
朋
友
の

共
同
態
の
根
柢
た
る
信
が
ま
た
当
為
と
し
て
の
意
味
を
も
帯
び
得

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
当
為
が
共
同
態
の
存
在
根
柢
に
基
づ

く
こ
と
は
明
白
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。［9-10

］
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こ
こ
で
は
す
な
わ
ち
倫
理
と
し
て
の
﹁
信
﹂
は
友
達
共
同
体
を
可
能

に
す
る
存
在
根
柢
で
あ
る
が
、
そ
の
友
達
に
な
っ
た
後
で
の
﹁
信
﹂
の

保
持
の
機
能
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
友
達
の
間
で
﹁
信
﹂
の

欠
如
態
が
発
生
し
た
と
き
に
、
友
達
と
し
て
の
﹁
我
々
﹂
に
お
い
て
は

改
め
て
そ
の
可
能
根
柢
と
し
て
の
﹁
信
﹂
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
こ
と

が
迫
っ
て
く
る
。
こ
う
い
う
時
に
﹁
倫
理
﹂
に
お
い
て
そ
の
あ
り
方
の

可
能
性
と
し
て
、﹁
当
為
﹂
が
問
わ
れ
て
く
る
。
ま
た
過
去
に
お
い
て
、

昔
主
君
と
家
人
の
君
臣
関
係
を
可
能
な
ら
し
め
る
﹁
奉
公
﹂
と
い
う
特

殊
な
道
徳
も
今
に
な
っ
て
、
上
司
と
部
下
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の

﹁
当
為
﹂
を
改
め
て
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

一
言
で
言
え
ば
、
和
辻
に
よ
れ
ば
﹁
倫
理
﹂
は
﹁
人
倫
五
常
﹂
の
枠

組
み
の
不
変
を
保
つ
た
め
に
、
諸
々
の
状
況
に
よ
っ
て
具
体
的
倫
理
か

ら
そ
の
行
為
の
可
能
性
を
問
う
﹁
当
為
﹂
に
発
展
し
て
い
く
動
的
構
造

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
和
辻
に
と
っ
て
は
﹁
当
為
﹂
を
問
う
前
に
、
ま

ず
そ
の
﹁
当
為
﹂
の
原
形
態
と
し
て
の
特
殊
な
﹁
倫
理
﹂
を
問
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
人
間
存
在
の
行
為
を
問
う
と
き
に
、
主
体
と

し
て
の
我
々
は
自
己
を
直
接
に
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
時
に
、
前
述
の
﹁
間
柄
の
表
現
﹂
と
そ
の
了
解
に
基
づ
く
解

釈
学
的
方
法
の
理
論
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
我
々
は
存
在
す
る
共
同

体
の
特
殊
な
実
現
し
た
﹁
か
た
﹂
で
あ
る
種
々
の
﹁
表
現
﹂（
歴
史
、

芸
術
、
風
習
な
ど
）
を
、
人
間
存
在
自
身
の
行
為
の
あ
り
方
を
問
う
通

路
と
し
て
出
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
特
殊
な
表
現
へ
の
理
解

を
通
じ
て
主
体
の
実
践
的
了
解
の
共
通
性
に
お
け
る
非
主
題
性
・
暗
黙

性
は
初
め
て
分
節
的
・
明
示
的
に
な
っ
て
き
て
、
さ
ら
に
主
体
の
行
為

の
可
能
性
を
自
覚
的
に
解
釈
・
表
現
し
て
い
く
。

　

こ
う
し
た
過
程
を
、
和
辻
は
ま
た
了
解
の
陳
述
の
図
式
と
し
て
理
論

化
し
た
。
実
践
的
了
解
に
お
い
て
本
来
分
節
化
す
る
べ
き
構
造
が
あ
る

こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
し
て
分
節
の
開
示
は
主
に
陳
述
で
あ
る
。

陳
述
は
、﹁
Ｓ
は
Ｐ
で
あ
る
﹂
と
い
う
形
式
で
あ
る
。﹁
Ｓ
は
Ｐ
で
あ
る

と
言
わ
れ
る
と
き
、
Ｓ
と
Ｐ
と
に
分
け
る
こ
と
が
す
で
に
了
解
の
本
来

の
統
一
の
自
覚
で
あ
る
が
故
に
、
両
者
は
﹁
で
あ
る
﹂
に
よ
っ
て
結
合

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
﹁
で
あ
る
﹂
の
結
合
は
、
分
離
に
お
い

て
自
覚
せ
ら
れ
た
統
一
の
表
示
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
統
一
・
分
離
・
結

合
・
連
関
に
お
い
て
初
め
て
統
一
の
自
覚
が
成
就
せ
ら
れ
る
﹂［9-150

］

と
説
明
し
て
い
る
。

　

端
的
に
言
え
ば
、
和
辻
は
実
践
的
了
解
の
陳
述
に
お
い
て
、﹁
統
一
・

分
離
・
結
合
の
連
関
に
お
け
る
統
一
の
自
覚
こ
そ
、
ま
さ
に
人
間
存
在

の
根
本
図
式
な
の
で
あ
る
﹂［
同
右
］
と
い
う
解
釈
学
的
倫
理
学
の
根

本
図
式
に
洗
練
す
る
。
こ
う
し
た
図
式
に
よ
っ
て
﹁
実
践
的
了
解
﹂
と

し
て
の
主
体
的
統
一
が
全
体
的
な
暗
黙
知
か
ら
本
来
的
自
覚
の
境
地
に

達
す
る
の
が
彼
の
倫
理
学
の
根
本
的
志
向
で
あ
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ

る
。
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以
上
の
分
析
を
ま
と
め
る
と
、
和
辻
は
人
間
存
在
を
実
践
的
主
体
と

し
て
捉
え
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
存
在
﹂
の
意
味
の
顕
示
へ
の
問

い
や
﹁
存
在
了
解
﹂
概
念
を
受
け
継
い
で
、
そ
の
道
具
的
場
面
を
間
柄

的
場
面
に
転
換
し
、
そ
こ
で
の
﹁
間
柄
の
表
現
﹂
と
そ
の
﹁
了
解
﹂
へ

の
不
断
的
理
解
を
通
じ
る
こ
と
で
人
間
存
在
の
﹁
実
践
的
了
解
﹂
に
基

づ
く
行
為
の
全
体
的
構
造
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
必
然
的
に
そ
の
倫
理

可
能
性
を
自
覚
的
・
理
論
的
に
顕
現
化
し
て
い
く
と
い
う
解
釈
学
的
倫

理
学
の
枠
組
み
を
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。

　

そ
の
中
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
同
じ
く
近
代
の
主
観
的
存
在
論
と
対
決

す
る
姿
勢
で
、
人
間
の
主
体
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
の
か
と
い
う
問

い
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
も
の
﹂
か
ら
自
己
の
存
在
を
了
解
す

る
と
い
う
手
法
は
評
価
す
る
も
の
の
、
そ
の
学
的
立
場
は
個
人
主
義
に

留
ま
っ
た
と
批
判
す
る
。
そ
の
上
で
間
柄
的
存
在
の
立
場
を
徹
底
に
推

進
す
る
た
め
、
和
辻
は
﹁
表
現
の
媒
介
﹂
に
基
づ
く
解
釈
学
に
接
近
す

る
。
さ
ら
に
そ
の
﹁
表
現
﹂
の
概
念
を
﹁
間
柄
の
表
現
﹂
と
見
做
す
こ

と
に
な
る
。
身
近
な
間
柄
の
表
現
（
周
り
の
他
者
、
歴
史
、
芸
術
や
風

習
な
ど
日
常
的
表
現
）
に
お
い
て
自
己
を
見
出
す
こ
と
は
主
体
的
存
在

へ
の
認
識
可
能
の
た
め
の
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
自

身
が
存
在
す
る
共
同
体
に
お
け
る
諸
々
の
特
殊
な
実
践
形
態
で
あ
る
倫

理
へ
の
理
解
も
必
然
的
に
、
人
間
存
在
へ
の
通
路
と
な
っ
て
く
る
と
い

う
。
そ
う
い
う
道
筋
で
和
辻
が
一
九
三
二
年
に
岩
波
講
座『
教
育
科
学
』

に
発
表
し
た
﹁
国
民
道
徳
論
﹂
に
お
い
て
﹁
普
遍
的
道
徳
は
た
だ
国

民
的
道
徳
を
通
じ
て
の
み
具
体
化
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
﹂［23-102

］

と
い
う
説
を
主
張
す
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

か
く
し
て
序
章
に
述
べ
た
嶺
秀
樹
の
批
判
の
通
り
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
基
礎
的
存
在
論
は
日
常
性
か
ら
の
離
脱
を
志
向
す
る
の
に
対
し
て
、

和
辻
は
主
に
日
常
的
事
実
に
お
け
る
表
現
的
性
格
に
注
意
を
集
め
る
。

そ
し
て
従
来
の
研
究
に
お
い
て
和
辻
の
倫
理
学
を
特
殊
な
日
本
倫
理
学

の
探
究
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
、
一
理
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ

れ
に
反
し
て
、
飯
島
は
和
辻
の
倫
理
学
が
﹁
時
代
や
知
識
に
よ
っ
て
そ

れ
ぞ
れ
に
特
殊
な
人
間
の
あ
り
方
に
関
す
る
﹁
存
在
的
認
識
﹂
を
重
視

す
る
一
方
で
、
そ
れ
を
そ
も
そ
も
成
り
立
た
せ
て
い
る
人
間
存
在
の
普

遍
的
存
在
構
造
に
関
す
る
﹁
存
在
論
的
認
識
﹂
も
同
時
に
目
指
し
て
い

た
の
だ
っ
た
﹂
と
い
う
。
ま
た
﹁
和
辻
に
と
っ
て
の
﹁
理
論
的
﹂
意
味

を
考
え
る
に
は
﹂、﹁
存
在
的
認
識
の
水
準
で
の
自
覚
と
、
存
在
論
的
認

識
の
水
準
で
の
自
覚
と
の
区
別
が
肝
要
と
な
る
﹂
と
指
摘
す
る

︵
９
︶
。
な
ぜ

な
ら
、
和
辻
が
﹁
間
柄
の
表
現
﹂
を
手
が
か
り
と
し
て
取
り
扱
う
と
き

に
、
そ
れ
に
対
す
る
選
択
を
も
強
調
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
過
ご

し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
和
辻
の
解
釈
学
的
方
法
の
応

用
に
お
い
て
、
倫
理
学
研
究
の
場
合
、
手
が
か
り
が
﹁
最
も
日
常
的
な

る
人
間
存
在
の
表
現
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
、﹁
歴
史
的
認
識
﹂
と
し
て

の
文
化
史
・
精
神
史
・
思
想
史
研
究
の
場
合
は
、﹁
優
れ
た
文
化
産
物
﹂
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が
﹁
代
表
的
な
表
現
﹂
と
し
て
選
択
的
に
そ
の
研
究
の
対
象
と
な
る
の

で
あ
る︶

10
︵

。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
和
辻
は
﹁
倫
理
学
﹂
に
お
い
て
存
在
論
的
認
識
の

水
準
で
特
殊
な
倫
理
あ
る
い
は
特
殊
な
表
現
へ
の
理
解
を
説
く
が
、
そ

れ
は
た
だ
人
間
存
在
の
全
体
的
構
造
を
顕
示
す
る
た
め
の
通
路
で
あ
る

一
切
の
日
常
的
表
現
の
一
つ
と
し
て
、
理
論
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。﹁﹁
有
る
も
の
﹂
が
す
で
に
﹁
有
る
こ
と
﹂
を
表
現
し
て
い

る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
手
引
き
と
し
て
有
を
把
捉
し
、
そ
の
地
盤
と
し

て
の
存
在
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
﹂［9-182

］
と
い
う
存
在
論
的

認
識
の
理
論
化
の
た
め
に
は
、
表
現
の
解
釈
と
し
て
の
解
釈
学
的
方
法

し
か
で
き
な
い
。
ま
た
主
体
的
存
在
へ
の
問
い
が
自
覚
的
に
発
起
す
る

と
、﹁
有
る
も
の
﹂（
他
者
、
道
具
的
存
在
者
）
へ
の
理
解
は
す
で
に
他

者
を
対
象
と
せ
ず
、
主
体
自
身
の
﹁
了
解
﹂
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た

﹁
有
る
こ
と
﹂
の
意
味
へ
の
自
覚
的
再
解
釈
を
目
指
す
こ
と
に
転
換
す

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
要
は
、
他
者
理
解
の
問
題
は
和
辻
に
と
っ

て
は
主
体
へ
の
存
在
論
的
認
識
の
範
囲
内
に
は
な
い
と
い
う
。
こ
う
し

た
検
討
で
、
飯
島
は
和
辻
の
倫
理
学
を
一
般
的
な
規
範
倫
理
学
と
区
別

し
た
上
で
、
人
間
存
在
論
に
基
づ
く
解
釈
学
的
倫
理
学
と
名
付
け
た
の

で
あ
る
。

　

右
の
両
者
と
、
序
章
に
述
べ
た
戸
坂
の
議
論
と
を
ま
と
め
る
と
、
嶺

や
戸
坂
は
存
在
論
的
認
識
に
お
い
て
そ
の
本
来
性
と
日
常
性
あ
る
い
は

事
実
性
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
和
辻
を
見
た
の
に
対

し
て
、
飯
島
は
、
和
辻
の
視
線
で
の
存
在
論
的
認
識
に
お
い
て
自
覚
者

の
立
場
を
想
定
し
た
上
で
、
本
来
性
へ
の
探
究
が
ま
さ
に
日
常
的
表
現

と
そ
の
実
践
的
了
解
へ
の
分
析
に
基
づ
い
て
し
か
発
展
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
と
い
う
理
論
的
水
準
ま
で
を
強
調
す
る
と
い
う
立
場
を
説
明
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
議
論
の
齟
齬
の
発
生
は
す
な
わ
ち
日

常
性
の
意
味
に
対
す
る
見
解
の
相
違
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。

　

今
ま
で
の
和
辻
研
究
に
お
い
て
は
和
辻
の
い
う
日
常
性
が
、
理
想
と

混
同
し
事
実
生
活
に
十
分
に
還
元
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
自

明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
我
々
は
、
行
為
の
全

体
的
可
能
性
を
問
う
に
は
日
常
性
の
み
な
ら
ず
、
日
常
性
を
超
え
る
想

像
力
の
構
造
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
認
め
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
前
述
し
た
こ
と
か
ら
、
和
辻
の
解
釈
学
的
方
法
に
基
づ

く
実
践
的
了
解
の
構
造
の
分
析
に
は
、
ま
ず
日
常
的
な
生
活
の
﹁
か

た
﹂
を
共
に
す
る
他
者
あ
る
い
は
隣
人
を
先
行
対
象
と
し
、
そ
し
て
そ

こ
か
ら
分
析
し
始
め
て
こ
そ
、
理
解
力
・
想
像
力
が
発
達
す
る
と
い
う

主
張
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し

実
際
に
は
、
実
践
的
了
解
の
形
成
の
土
台
を
作
る
日
常
的
な
生
活
の
場

面
に
は
、
単
に
﹁
か
た
﹂
を
共
有
し
て
い
る
他
者
や
隣
人
が
存
在
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
常
識
的
・
固
有
的
な
﹁
か
た
﹂
と

違
う
他
者
も
様
々
な
形
で
人
々
の
暗
黙
知
に
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
を

無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
和
辻
の
人
間
存
在
論
の
分
析
は
あ
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ら
か
じ
め
自
他
関
係
の
親
疎
に
よ
っ
て
枠
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
従
っ
て
、
和
辻
の
倫
理
学
的
意
義
を
問
い
直
す
前
に
、
和
辻
の

理
論
で
は
実
践
的
了
解
に
お
い
て
こ
う
し
た
日
常
性
が
自
覚
的
に
問
い

続
け
ら
れ
て
い
く
う
ち
に
果
た
し
て
想
像
力
が
発
達
で
き
る
の
か
、
ひ

い
て
は
日
常
性
と
い
う
も
の
は
和
辻
に
と
っ
て
は
何
を
意
味
し
て
い
る

の
か
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
る
。
し
か
し
、
す
で
に

紙
幅
も
尽
き
た
の
で
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
改
め
て
考

察
し
た
い
。

注
　

本
稿
に
お
け
る
和
辻
の
言
説
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
『
和
辻
哲
郎
全
集
』（
岩
波

書
店
、
一
九
八
九
年
～
一
九
九
二
年
）
か
ら
引
用
し
た
。
引
用
す
る
際
に
略
号
を
用

い
て
、
巻
数
と
頁
数
を
表
記
し
た
。
た
だ
和
辻
の
論
文
﹁
倫
理
学
﹂（
初
稿
）
か
ら

引
用
を
行
う
際
に
は
、
以
下
の
略
号
に
よ
っ
て
表
記
す
る
。

SR
:

『
初
稿
﹁
倫
理
学
﹂』（
和
辻
の
長
い
論
文
﹁
倫
理
学

︱
人
間
の
学
と
し
て
の
倫

理
学
の
意
義
及
び
方
法
﹂
の
編
集
版
、
編
者
苅
部
直
、
築
摩
書
房
、
二
〇
一
七

年
九
月
）。

（
1
） 

嶺
秀
樹
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
日
本
の
哲
学
︱
和
辻
哲
郎
、
九
鬼
周
造
、
田
辺

元
︱
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
十
月
）、
六
〇
頁
。

（
2
） 

戸
坂
潤
﹁
日
本
倫
理
学
と
人
間
学

︱
和
辻
倫
理
学
の
社
会
的
意
義
を
分
析
す

る
﹂（『
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
』、
一
九
七
七
年
十
月
）、
一
七
〇
～
一
七
一
頁
。

（
3
） 

飯
島
裕
治
『
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
的
倫
理
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
九
年
十
一
月
）
初
版
、
四
五
一
頁
。

（
4
） 

ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間　

上
』
細
谷
貞
雄
訳
（
築
摩
書
房
、
二
〇
〇
六

年
十
二
月
）、
三
四
頁
。

（
5
） 

嶺
、
九
頁
。

（
6
） 

飯
島
、
二
二
頁
。

（
7
） 

飯
島
、
二
四
～
二
五
頁
。

（
8
） 

飯
島
、
一
八
六
頁
。

（
9
） 

飯
島
、
一
八
〇
～
一
八
一
頁
。

（
10
） 

飯
島
、
一
八
一
頁
。

（
り
・
ろ　

筑
波
大
学
大
学
院
一
貫
制
博
士
課
程　
　
　

人
文
社
会
科
学
研
究
科
哲
学
・
思
想
専
攻
）
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