
『
死
に
至
る
病
』

に
お
け
る
信
押
の
定
義
に
つ
い
て
の
考
察

序
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
は
、
「
死
に
至
る
病
」
の
な
か
で
、
同
一
の
信
仰

の
定
義
を
繰
り
返
し
記
し
て
い
る
(
匂
同
~
ニ
ゲ
ロ

O
L
A
5
L
R
L浅
い
お

参
照
一
桝
田
訳
司
・

8
w
g唱

2
w
H
g
w
Nお
参
照
)
。
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ひ

と
つ
を
引
用
す
れ
ば
、
信
仰
と
は
、
「
自
己
自
身
に
関
係
し
'
自
己
自
身

で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
に
際
し
て
、
自
己
が
自
己
を
措
定
し
た
力
の
う

ち
に
透
明
に
基
礎
を
置
く
一
民
営
吾
♀
含
己
m
g
忍
州
諸
}
〈
。
m
~
ぇ

ir

〈
月

3ω
円

m
z
o
r
m
E包
q
m
o古
川
同
也

3
5
5丘
町
志
向
円
二

g
玄
ω
m
Y
8
5

ω
差
。
門
凶
作
件
」
(
旬
同
句

HYNお
一
桝
田
訳
同
u

・
N品
ω)

こ
と
で
あ
る
。
絶
望
を

主
題
と
す
る
吋
死
に
至
る
病
」
の
全
体
が
じ
つ
は
信
仰
へ
と
向
け
て
「
舵

取
り
」
(
初
旬
G
H
Y
5
9
桝
田
訳
U
・
5ω)
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合

わ
せ
れ
ば
、
こ
の
信
仰
の
定
義
が
伺
を
意
味
す
る
か
を
理
解
す
る
こ
と

は
「
死
に
至
る
病
」
の
全
体
像
を
捉
え
る
た
め
に
必
須
の
こ
と
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
の
う
ち
に
は
、
こ
の
定
義
に
つ

い
て
の
部
分
的
あ
る
い
は
藍
感
的
な
解
釈
は
多
く
散
見
さ
れ
る
も
の

鈴

祐

丞

木

の
、
そ
れ
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
た
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ

こ
で
、
本
積
で
は
、
こ
の
信
仰
の
定
義
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を

解
明
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

以
下
で
は
、
上
述
の
信
抑
の
定
義
を
前
半
部
分
(
「
自
己
自
身
に
関

係
し
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
に
際
し
て
」
)
と
後
半
部
分
(
「
自

己
が
自
己
を
措
定
し
た
力
の
う
ち
に
透
明
に
基
礎
を
置
く
」
)
の
二
つ

に
分
け
た
う
え
で
、
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を

考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
そ
れ
ら
を
総
合
す
る

こ
と
に
よ
り
信
仰
の
定
義
の
全
体
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
考
え

て
み
た
い
。

「
自
己
自
身
に
関
係
し
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
に
贈
附

し
て
」

は
じ
め
に
、
吋
死
に
至
る
病
同
の
信
仰
の
定
舗
の
う
ち
、
「
自
己
自
身

に
関
係
し
'
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
に
際
し
て
」
と
は
何
を
意
味

における信揮の定義についての考察f死に至る69 



す
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
を
理

解
す
る
た
め
に
は
、
学
%
に
至
る
病
』
全
体
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
構

成
さ
れ
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
論

(
h
R
U
H
Y

お
や
お
9
桝
田
訳

3
・N

吋
z
N
∞
)
に
つ
い
て
の
理
解
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
自
己

識
は
、
京
ん
に
至
る
病
」
中
に
は
藍
接
的
に
提
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ん
の
思
想
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世

界
観
の
う
ち
で
眺
め
ら
れ
る
と
き
、
は
じ
め
て
そ
の
全
体
的
な
意
味
合

い
が
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
!
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
に
つ
い
て
概
観
し
、
つ
い
で
「
死

に
至
る
病
い
に
お
け
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
の
自
己
論
に
つ
い
て
の
本
稿

の
解
釈
を
記
す
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
「
自
己
自
身
に

瞬
間
孫
し
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
に
際
し
て
」
が
意
味
し
て
い
る

こ
と
が
ら
を
導
き
出
し
た
い
。

一
・
一
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ん
の
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ん
は
同
哲
学
的
断
片
」
の
な
か
で
自
身
の
キ
リ
ス
ト

教
的
世
界
観
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。
同
蓄
を
手
が
か
り
に
す
れ

ば
、
そ
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
の
世
界
観
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
神
が
万
物
を
無
か
ら
創
造
し
主
宰
し
て
い

る
(
こ
う
し
た
考
え
は
、
「
哲
学
的
断
片
」
に
藍
接
的
に
述
べ
ら
れ
て

は
い
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
神
概
念
で
あ
り
、
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
!
ん
も
是
認
す
る
考
え
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
)
。
そ
し
て
、
神
に
よ

り
創
造
さ
れ
た
人
間

(
h
~
G
仏

wNNω

参
照
一
大
谷
訳
℃
-Nω

参
照
)
は

も
と
も
と
神
と
の
た
だ
し
い
関
係
の
う
ち
に
あ
り
永
遠
の
浄
福
(
「
永

遠
の
真
理
」

u
b
p
N
宏
一
大
谷
訳
℃
・

8)
を
享
受
し
て
い
た

(MS

F
N
N
中
将
恥
参
照
一
大
谷
訳

3
・
N
ω
a
R
参
照
)
。
し
か
し
、
人
間
は
、

自
ら
の
賛
め
に
よ
り
永
遠
の
滞
福
か
ら
断
絶
さ
れ
罪
の
う
ち
に
あ
り
、

そ
し
て
自
力
で
は
罪
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
に
い
る

(
h
~
a
p
N
N
ω
'
N
N
A
F
参

照
一
大
谷
訳
司
・
民
心
的
参
照
)
。
そ
こ
で
、
神
は
愛
ゆ
え
に
そ
う
し
た

人
間
を
救
う
こ
と
を
決
意
す
る

(
h
~
a
p
N
ω

巳
ω
N
参
照
一
大
谷
訳

3
・

ωφ
ミ
参
照
)
。
そ
の
瞭
神
は
人
と
な
る
こ
と
を
選
び
、
こ
こ
に
絶
対
的

逆
説
た
る
神
人
キ
リ
ス
ト
が
出
現
す
る
こ
と
と
な
る

(
h
~
a
p
N
ω
∞
参

照
一
大
谷
訳
℃
・
合
参
照
)
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
は
人
間
に
永
遠
の
浄
福

へ
と
回
帰
す
る
道
を
示
す
(
め
同
hhTNNω

参
照
一
大
谷
訳
忍
-NωBピ
参

照
)
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
と
は
、
キ
リ
ス
ト
に
し
た
が
っ
て
永
遠
の

浄
福
へ
と
回
帰
す
る
よ
う
に
神
に
よ
り
求
め
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は

そ
う
で
き
る
か
否
か
を
関
わ
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ

マ
令
。

70 

一
・
ニ
吋
死
に
至
る
病
い
に
お
け
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
の
自
己
論

さ
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観

を
背
景
と
し
な
が
ら
、
人
間
そ
れ
自
身
は
い
か
な
る
あ
り
方
を
し
て
い

る
の
か
を
、
吋
死
に
至
る
病
」
第
一
一
編
冒
頭
で
つ
ぎ
の
よ
う
な
自
己
論

と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。



人
間
と
は
精
神

krg己
で
あ
る
。
し
か
し
精
神
と
は
侍
か
?
精

神
と
は
自
己
∞
め
ざ
止
で
あ
る
。
し
か
し
自
己
と
は
何
か
?
自

己
と
は
関
係
自
身
に
関
録
す
る
関
係

3
吾
o
E
で
あ
る
、
あ
る

い
は
自
己
と
は
関
係
に
お
い
て
関
係
が
関
係
自
身
に
関
係
す
る

こ
と
で
あ
る
。
自
己
と
は
関
係
で
は
な
い
、
そ
う
で
は
な
く
、

関
係
が
関
係
自
身
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
、
有
限

性

c
g己
丘
町
ち
怠
と
無
限
性
何
足
。
出
向

Y
E
の
、
時
間
的
な
も
の

与
え
国
2
0日
日
常
と
永
遠
な
も
の
与
え
開
i
問
。
の
、
自
由

3
・5
怠

と

必
然

Z
E
S
D島
岡
山
戸
主
の
、
総
合
∞
苫
吾
2
0
で
あ
る
、
よ
う
す

る
に
人
間
と
は
総
合
な
の
で
あ
る
。
総
合
と
は
二
つ
の
も
の
の
あ

い
だ
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
で
も
、
人
障
は
い
ま

だ
自
己
で
は
な
い
。
/
二
つ
の
も
の
の
あ
い
だ
の
欝
係
に
お
い
て

は
、
関
係
は
消
極
的
な
統
一
と
し
て
の
第
三
者
で
あ
る
、
そ
れ
ら

二
つ
の
も
の
が
関
係
に
間
関
係
す
る
の
で
あ
り
、
関
係
に
お
い
て
関

係
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
心
の
規
定
の
下
で
は
、
心

と
身
体
の
あ
い
だ
の
関
係
は
そ
う
し
た
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
間
関
係
が
関
係
自
身
に
関
係
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
関
係
は

穣
極
的
な
第
三
者
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
'
自
己
な
の
で
あ
る

0

・

/
こ
う
し
た
派
生
さ
れ
措
定
さ
れ
た
関
係
が
、
人
間
の
畠
己
で
あ

り
、
関
係
自
身
に
関
係
し
そ
し
て
関
係
自
身
に
関
係
す
る
こ
と
に

お
い
て
他
者
へ
と
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
。
(
切
阿
川
町
己
・
お
む
g
H
ω
C
一

桝
田
訳

3
・N
吋
B
N

∞)

で
は
、
こ
う
し
た
「
死
に
至
る
病
』
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
の
自
己
論

は
い
か
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
本
稿
に
お
け
る
こ

の
自
己
論
の
解
釈
を
記
す
。

ま
ず
、
こ
の
自
己
論
は
、
下
記
の
三
つ
の
階
麗
的
な
命
題
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

1 

「
人
間
は
、
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
な
も
の
と
い
う
こ
つ
の
も
の

の
あ
い
だ
の
関
係
(
総
合
)
で
あ
る
」
。

「
そ
う
し
た
二
項
の
あ
い
だ
の
関
係
(
総
合
)
が
そ
れ
自
身
に
関

係
(
態
度
決
定
)
す
る
こ
と
と
し
て
あ
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
人

間
は
自
己
と
言
い
う
る
」
。

「
こ
う
し
た
関
係
(
総
合
)
に
た
い
し
て
関
係
(
態
度
決
定
)
す

る
こ
と
と
し
て
の
自
己
は
、
あ
る
他
者
に
よ
り
措
定
さ
れ
た
」
。

2 3 
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
三
つ
の
合
題
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
解

釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

l 

「
人
間
は
、
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
な
も
の
と
い
う
こ
つ
の
も
の

の
あ
い
だ
の
関
係
(
総
合
)
で
あ
る
」
。
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ま
ず
、
人
間
は
、
「
時
間
的
な
も
の
」
と
「
永
遠
な
も
の
」
と
い
う

二
墳
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
存
在
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

ら
の
う
ち
、
ま
ず
、
入
閣
に
お
け
る
「
時
間
的
な
も
の
」
(
「
人
間
的
な

も
の
乱
立
区

85ω
宮口問。」

qs・
〈
回
日
出
尽
∞
申
)
、
「
地
上
的
な
も

の
号
こ
0
円門出
ω寄
」
(
己
G
F
5
w
桝
田
訳
旬

-S)
と
も
呼
ば
れ
る
)

と
は
、
人
間
が
と
の
世
で
の
生
を
終
え
る
と
き
に
失
わ
れ
る
も
の
の
こ

と
と
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
異
体
的
に
は
心
と
身
体
の
双
方
が
含

ま
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
つ
ぎ
に
、
人
間
に
お
け
る

「
永
遠
な
も
の
」
(
「
神
的
な
も
の
門
目
立
の
己
注
c
g
gめ
出
向
。
」
(
可
お
も
・
〈
同
町

出
尽
∞
も
と
も
呼
ば
れ
る
)
と
は
、
人
間
が
こ
の
世
で
の
生
を
終
え
る

と
き
に
も
存
在
し
続
け
る
府
内
か
の
こ
と
と
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
人
間
の
う
ち
な
る
、
永
遠
の
命
に
与
る
部
分
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
人
間
と
は
こ
う
し
た
二
項
か
ら
な
る
関
係
(
総
合
)
と
し
て
の
存

在
な
の
で
あ
る
。

2 

「
そ
う
し
た
こ
項
の
あ
い
だ
の
関
係
(
総
合
)
が
そ
れ
自
身
に
関

保
(
態
度
決
定
)
す
る
こ
と
と
し
て
あ
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
人

間
は
自
己
と
一
言
い
う
る
」
。

つ
ぎ
に
、
た
し
か
に
人
間
は
上
述
の
よ
う
に
永
遠
な
も
の
と
時
間
的

な
も
の
と
い
う
こ
項
か
ら
構
成
さ
れ
た
関
係
(
総
合
)
と
し
て
存
在
す

る
の
だ
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
関
係

(
総
合
)
と
し
て
の
人
間
自
身
が
そ
の
関
係
(
総
合
)
を
い
か
に
あ
ら

し
め
る
か
能
動
的
に
関
係
(
態
度
決
定
)
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
人

絹
は
そ
の
よ
う
に
自
ら
に
た
い
し
て
関
係
(
態
度
決
定
)
す
る
こ
と
と

し
て
あ
る
と
き
に
は
じ
め
て
そ
の
本
来
的
な
あ
り
方
と
し
て
す
な
わ
ち

「
自
己
」
と
し
て
生
き
て
い
る
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
考

え
て
み
た
い
。
関
係
(
総
合
)
と
し
て
の
人
聞
を
構
成
す
る
一
方
の
項

た
る
時
間
間
的
な
も
の
(
心
と
身
体
)
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
人
間
の
死

に
よ
っ
て
す
べ
て
が
終
結
す
る
時
間
的
な
世
界
に
属
し
、
時
隠
的
な
さ

ま
ざ
ま
な
事
物
(
富
・
名
誉
・
近
し
い
人
び
と
な
ど
)
に
価
値
を
置
く
。

他
方
で
、
関
係
(
総
合
)
と
し
て
の
人
聞
を
構
成
す
る
も
う
一
方
の
項

た
る
、
永
遠
な
も
の
(
永
遠
の
命
に
与
る
部
分
)
は
、
ご
の
世
に
お
け
る

人
間
の
死
に
よ
っ
て
は
終
結
す
る
こ
と
の
な
い
永
遠
の
生
に
属
し
、
永

遠
の
浄
福
へ
の
回
帰
に
価
値
を
置
く
。
そ
し
て
、
「
だ
れ
も
、
二
人
の

主
人
に
仕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
を
増
ん
で
他
方
を
愛
す
る

か
、
一
方
に
親
し
ん
で
他
方
を
軽
ん
じ
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
あ

な
た
が
た
は
、
神
と
富
と
に
仕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
「
マ
タ
イ
に

よ
る
謡
音
書
」
仲
立
)
。
す
な
わ
ち
、
時
間
倒
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
(
富
・

名
誉
・
近
し
い
人
び
と
な
ど
)
に
重
き
を
富
こ
う
と
す
る
時
間
的
な
も

の
(
心
と
身
体
)
の
も
つ
錨
値
観
と
、
永
遠
の
浄
福
へ
の
呂
帰
に
重
き

を
置
こ
う
と
す
る
永
遠
な
も
の
(
永
遠
の
生
に
与
る
部
分
)
の
も
つ
価

値
観
は
、
両
立
し
得
え
ず
矛
盾
し
あ
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
関
係

(
総
合
)
と
し
て
の
人
間
を
構
成
す
る
こ
項
の
も
っ
こ
う
し
た
矛
庸
し
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あ
う
価
値
観
を
ま
え
に
、
関
係
(
総
合
)
と
し
て
の
人
間
自
身
が
、
ど

ち
ら
の
価
値
観
に
重
き
を
撞
い
て
生
き
る
の
か
を
た
え
ず
態
度
決
定
し

て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
態

度
決
定
を
じ
っ
さ
い
に
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
に
意
識
的
に
態
度
決

定
し
て
生
き
る
人
間
こ
そ
が
そ
の
本
来
的
な
あ
り
方
と
し
て
す
な
わ
ち

自
己
と
し
て
生
き
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

3 

「
こ
う
し
た
関
係
(
総
合
)
に
た
い
し
て
関
係
(
態
度
決
定
)
す

る
こ
と
と
し
て
の
自
己
は
、
あ
る
他
者
に
よ
り
措
定
さ
れ
た
」
。

そ
し
て
、
人
間
は
、
あ
る
他
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
関
係
(
総

合
)
自
身
に
関
係
(
態
慶
決
定
)
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
自
己
と
し
て
、

措
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
左
に
引
用
す
る
「
死
に
至
る
病
い
の

草
稿
か
ら
、
自
己
を
措
定
し
た
「
他
者
」
と
は
神
の
こ
と
で
あ
る
こ
と

が
開
明
確
に
知
ら
れ
る
。

こ
れ
が
す
な
わ
ち
絶
望
が
ま
っ
た
く
存
さ
な
く
な
っ
た
状
態
を
表

す
公
式
で
あ
る
一
自
己
が
、
自
己
自
身
に
関
係
し
自
己
自
身
で
あ

ろ
う
と
欲
す
る
に
際
し
て
、
自
己
を
措
定
し
た
力
の
う
ち
に
(
神

の
う
ち
に
)
透
明
に
基
礎
を
置
く
。
(
宮
、
・

5
弓
出
口
O
N
)

す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
神
に
よ
っ
て
、
関
係
(
総
合
)
自
身
に
関
係

(
態
度
決
定
)
す
る
自
己
と
し
て
措
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
人
間
は
喪
失
し
た
永
遠
の
浄
福
へ
と
回
帰
す
る

か
否
か
を
神
に
よ
り
関
わ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
時
間

的
な
も
の
と
永
遠
な
も
の
と
い
う
こ
項
の
関
係
(
総
合
)
た
る
人
間
が

そ
の
盟
関
係
(
総
合
)
自
身
を
い
か
に
あ
ら
し
め
る
べ
く
関
係
(
態
度
決

定
)
す
る
か
の
う
ち
に
そ
う
し
た
神
に
よ
る
問
い
か
け
に
た
い
す
る
人

間
の
回
答
が
本
来
的
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
意
味
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
「
死
に
至
る
病
』

の
本
稿
の
解
釈
で
あ
る
。

の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
の
自
己
論
に
つ
い
て

「
自
己
自
身
に
関
係
し
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
に

際
し
て
」
と
は
伺
を
意
味
す
る
か

さ
て
、
上
述
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
と
自
己

論
に
つ
い
て
の
解
釈
か
ら
、
吋
死
に
至
一
る
病
」
の
信
仰
の
定
義
の
う
ち

の
前
半
部
分
「
自
己
自
身
に
関
係
し
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
に

際
し
て
」
が
意
味
す
る
こ
と
が
ら
を
導
き
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も

の
と
忠
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
永
遠
な
も
の
と
時
間
的
な
も

の
と
い
う
こ
項
か
ら
な
る
関
係
(
総
合
)
自
身
に
関
係
(
態
度
決
定
)

す
る
こ
と
と
し
て
(
す
な
わ
ち
自
己
と
し
て
)
神
に
よ
り
措
定
さ
れ
た

入
閣
が
、
じ
っ
さ
い
に
そ
の
関
係
(
総
合
)
を
い
か
に
あ
ら
し
め
る
か

一. 
一一一
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能
動
的
に
関
係
(
態
度
決
定
)
し
よ
う
と
欲
す
る
に
際
し
て
、
と
い
う

ご
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
述
の
具
体
例
に
の
っ
と
っ
て
考

え
て
み
た
い
。
人
間
は
、
時
間
的
な
も
の
(
心
と
身
体
)
と
、
永
遠
な
も

の
(
永
遠
の
生
に
与
る
部
分
)
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
そ
し
て
、
時
間
的

立
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
(
富
・
名
誉
・
近
し
い
人
び
と
な
ど
)
に
重
き
を

撞
こ
う
と
す
る
時
間
的
な
も
の
(
心
と
身
体
)
の
も
つ
価
値
観
と
、
永

遠
の
津
器
へ
の
由
帰
に
重
き
を
置
こ
う
と
す
る
永
遠
な
も
の
(
永
遠
の

生
に
与
る
部
分
)
の
も
つ
錨
値
観
は
、
両
立
し
得
ず
矛
盾
し
あ
う
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
之
の
矛
盾
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
何
ら
か
の
仕

方
で
矛
臆
に
対
処
し
て
生
き
よ
う
と
欲
す
る
に
あ
た
っ
て
、
と
い
う
こ

と
が
、
管
仰
の
定
義
の
前
半
部
分
で
意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ

る。

「
畠
己
が
昌
己
を
撞
定
し
た
力
の
う
ち
に
透
明
に

基
礎
を
鐘
く
」

つ
ぎ
に
、
信
仰
の
定
義
の
後
半
部
分
「
自
己
が
自
己
を
措
定
し
た
力

の
う
ち
に
透
明
に
基
礎
を
置
く
」
が
侭
を
意
味
す
る
か
考
え
る
こ
と
に

す
る
。
な
お
、
こ
の
部
分
の
う
ち
、
「
自
己
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か

に
つ
い
て
、
ま
た
「
自
己
を
措
定
し
た
力
」
が
神
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
前
章
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
、
本
節
で
は
「
透
明
に

基
礎
を
撞
く
」
(
こ
の
う
ち
と
く
に
「
透
明
に
」
)
と
は
侭
を
意
味
す
る

か
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
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そ
れ
で
は
、
永
遠
な
も
の
と
時
間
的
な
も
の
と
い
う
こ
項
の
関
係

(
総
合
)
自
身
に
関
係
(
態
度
決
定
)
す
る
こ
と
た
る
自
己
が
、
そ
の

よ
う
に
自
己
を
措
定
し
た
神
の
う
ち
に
、
「
透
明
に
也

g
s自
己
主
同
こ

基
礎
を
置
く
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
先
行
研
究
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
信
仰
の
定
義
に
お
け
る

「
透
明
に
」
が
何
を
意
味
す
る
か
に
か
ん
し
て
、
少
な
く
と
も
二
つ
の

相
違
す
る
見
解
が
存
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ひ
と
つ
は
、
「
透
明

に
」
に
よ
っ
て
「
我
意
を
な
く
し
て
」
と
い
う
よ
う
な
意
昧
が
表
さ
れ

て
い
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
谷
愛
人
・
泉
治
典
は
、

「
透
明
に
」
と
は
、
「
神
み
ず
か
ら
が
人
間
の
た
め
に
誼
い
た
関
銘
に
人

間
が
合
わ
さ
れ
る
こ
と
」
「
反
抗
を
捨
て
て
信
仰
の
従
頗
に
よ
っ
て
立

つ
こ
と
」
(
大
谷
愛
人
・
泉
治
典

sgw也
-
g∞
)
と
解
し
て
い
る
。
他

方
は
、
「
透
明
に
」
に
よ
っ
て
「
最
高
度
の
自
己
意
識
を
も
っ
て
」
と
い
っ

た
意
味
が
表
さ
れ
て
い
る
と
す
る
晃
解
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
本
忠

義
は
、
「
自
己
意
識
が
上
昇
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
透
明
度
(
純
度
)

も
増
し
て
い
く
」
(
山
本
忠
義

sgw七
・
口
∞
)
と
述
べ
て
い
る
。

「
死
に
至
る
病
い
に
お
け
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
の
「
透
明
」
と
い
う

語
の
用
法
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
信
仰
の
定
義
に
お
け
る
「
透
明
に
」

は
「
絶
対
的
な
意
識
を
も
っ
て
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ

て
そ
れ
は
上
述
の
二
つ
の
見
解
の
う
ち
「
最
高
度
の
自
己
意
識
を
も
っ



て
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
(
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
)
こ
と
が
、
明
ら

か
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
が
「
死
に
至
る

病
」
第
一
一
端

(ν
出
「
意
識
と
い
う
規
定
の
も
と
に
見
ら
れ
た
絶
望
」

の
冒
頭
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
導
出
さ
れ
る
。

悪
魔
の
絶
望
は
最
強
度
の
絶
望
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
悪
魔

は
純
粋
な
精
神
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
絶
対
的
な
意
識

与

g
z
p
i宏
吾
急
で
あ
り
透
明
性

2
8
5自
己
主
宰
主
で
あ

る
か
ら
だ
。
(
匂
~
G
H
Y
E
?
桝
田
訳
円
)
・
∞
H)

す
な
わ
ち
、
こ
の
箇
所
の
叙
述
か
ら
、
「
透
明
性
」
と
は
「
絶
対
的
な

意
識
」
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ

の
箇
所
に
お
い
て
「
透
明
性
」
す
な
わ
ち
「
絶
対
的
な
意
識
」
と
は
「
純

粋
な
精
神
」
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i

ル
は
門
死
に
至
る
病
」
の
第
一
一
編
(
U
W

∞L
「
絶
望
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
知
ら
な
い
絶
望
、
あ
る
い
は
自
己
と
永
遠
な
自
己
を
持
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
の
絶
望
的
な
無
知
」
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
叙
述

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
ら
を
神
の
ま
え
で
個
人
的
に
精
神
と
し
て
意
識
し
て
い
な
い
あ

ら
ゆ
る
人
間
的
実
存
は
、
そ
れ
ゆ
え
透
明
に
神
の
う
ち
に
基
礎
を

置
か
な
い
:
・
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
実
存
は
・
:
絶
望
し
て
い
る
の
で
あ

る

(
h
h
h
H
F
H
∞
行
桝
田
訳
℃
・
∞
∞
)

す
な
わ
ち
、
こ
の
笛
所
に
お
い
て
、
「
透
明
に
」
が
「
絶
対
的
な
意
識
」

と
同
義
で
あ
る
「
精
神
と
し
て
」
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

と
察
せ
ら
れ
、
か
っ
こ
こ
で
は
「
透
明
に
」
が
信
仰
の
定
義
に
お
い
て

と
ま
っ
た
く
同
一
の
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
ら
二

つ
の
箆
所
に
お
け
る
叙
述
を
論
拠
に
、
信
仰
の
定
義
に
お
け
る
「
透
明

に
」
と
は
「
絶
対
的
な
意
識
を
も
っ
て
」
を
意
味
す
る
と
結
論
付
け
る

こ
と
は
、
不
合
理
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
「
絶
対
的
な
意
識
を
も
っ
て
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
「
死
に
至
る
病
」
に
お
い
て
は
、
意
識
の
度
が
増
し
て
ゆ
く

こ
と
と
は
、
「
自
己
自
身
に
か
ん
す
る
明
瞭
さ
」
(
め
同
め
ロ

W
5
N…
桝
田

訳
℃
・

2)
が
深
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
絶

対
的
な
意
識
を
も
っ
て
」
と
は
「
自
己
自
身
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
明
瞭

に
な
っ
て
」
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

先
述
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
の
自
己
論
を
考
え
い
れ
る
な
ら
ば
、
「
絶
対

的
な
意
識
を
も
っ
て
」
と
は
、
人
間
が
永
遠
な
も
の
と
時
間
的
な
も
の

と
い
う
こ
項
か
ら
な
る
関
係
(
総
合
)
自
身
に
関
係
(
態
度
決
定
)
す

る
こ
と
と
し
て
(
す
な
わ
ち
自
己
と
し
て
)
神
に
よ
り
措
定
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
ま
っ
た
く
明
瞭
に
な
っ
て
、
と
い
う
事
態
を
意
味
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
こ
で
、
「
死
に
至
る
病
」

の
信
仰
の
定
義
に
お
け
る
「
透
明

f死に至る病jにおける信仰の定義についての考察75 



に
」
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
本
稿
の
解
釈
を
支
持
し
、
さ
ら
に
そ

の
解
釈
を
深
め
る
も
の
と
惑
わ
れ
る
先
行
研
究
に
触
れ
て
お
き
た

い
。
ワ
ト
キ
ン
(
巧
mw
持

F
H
)
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
の
「
透
明
性

2
8
5
5
ω
r
E
5
E」
と
い
う
概
念
の
用
法
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て

い
る
(
巧
呉
E
F凶

8
2
お
よ
び
ワ
ト
キ
ン
・
』
忌
お
参
照
)
。
ワ
ト
キ

ン
は
、
ま
ず
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ん
の
同
時
代
に
流
布
し
て
い
た
デ
ン

マ
ー
ク
諮
辞
典
に
記
さ
れ
た
「
透
明
性
」
の
意
味
に
も
と
づ
い
て
、
キ
ェ

ル
ケ
ゴ

i
ん
に
お
け
る
「
透
明
性
」
の
基
本
的
意
味
を
「
伺
か
の
内
と

さ
ら
に
拭
そ
の
何
か
を
越
え
て
晃
る
と
と
の
可
能
性
を
作
り
出
す
清
澄

さ
」
(
巧
山
野
戸
H
N
O
C
H
-
N
山
∞
)
と
規
定
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
ワ
ト
キ

ン
誌
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
が
じ
っ
さ
い
に
こ
の
基
本
的
意
味
を
踏
ま
え

て
「
透
明
性
」
と
い
う
概
念
を
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

用
い
て
い
る
こ
と
を
実
証
す
る
(
ま
P

N

山
中
自
由
参
照
)
。
そ
し
て
、

ワ
ト
キ
ン
は
、
下
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
手
先
に
至
る
病
い
の
信
仰
と

い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
「
透
明
性
」
が
、
そ
の
基
本
的
意

味
を
踏
ま
え
て
、
自
己
の
内
と
自
己
を
越
え
て
神
を
見
る
こ
と
の
可
能

性
を
作
り
出
す
清
澄
さ
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
、
解
し
て
い

7
9
0
 

ひ
と
が
自
己
の
内
を
よ
り
溝
澄
に
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
ひ
と
は
、

彼
の
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
気
づ
き
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
向

こ
う
に
神
を
よ
り
清
澄
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
宮
山
P

N
印
匂
)

こ
の
よ
う
な
ワ
ト
キ
ン
の
見
解
は
、
ま
ず
、
「
透
明
に
」
に
つ
い
て
の

上
述
の
本
稿
の
解
釈
(
「
絶
対
的
な
意
識
を
も
っ
て
」
す
な
わ
ち
「
自

己
自
身
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
明
瞭
に
な
っ
て
」
)
を
支
持
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
ワ
ト
キ
ン
の
見
解
は
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

る
「
透
明
に
」
が
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
明
瞭
な
意
識
を
も
つ
こ
と

と
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
自
己
を
措
定
し
た
神
に
ま
で
意
識
が
及

ぶ
と
い
う
こ
と
の
重
層
的
な
意
味
合
い
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
、
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
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以
上
か
ら
、
信
仰
の
定
義
の
後
半
部
分
「
自
己
が
自
己
を
措
定
し
た

力
の
う
ち
に
透
明
に
基
礎
を
撞
く
」
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
態
を
意

味
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
永
遠
な
も
の
と
時
間
的
な
も

の
と
い
う
二
項
か
ら
な
る
関
係
(
総
合
)
自
身
に
関
係
(
態
度
決
定
)

す
る
こ
と
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
自
己
が
、
そ
の
よ
う
に
自
己
を
措

定
し
た
神
の
う
ち
に
、
自
己
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
神
に
よ
り
措

定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
明
瞭
に
な
っ
て
、
基

礎
を
置
く
、
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

結
び

以
上
の
本
稿
の
論
述
を
ま
と
め
れ
ば
、
「
死
に
至
る
病
」
に
お
け
る



信
仰
の
定
義
「
自
己
自
身
に
関
係
し
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
に

捺
し
て
、
自
己
が
自
己
を
措
定
し
た
力
の
う
ち
に
透
暁
に
基
礎
を
置

く
」
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
永
遠
な
も
の
と
時
間
的
な
も
の
と
い
う
こ
項
か
ら
な
る
関
係
(
総

合
)
自
身
に
関
係
(
態
度
決
定
)
す
る
こ
と
と
し
て
(
す
な
わ
ち
自
己

と
し
て
)
神
に
よ
り
措
定
さ
れ
た
人
間
が
、
じ
っ
さ
い
に
そ
の
関
係
(
総

合
)
を
い
か
に
あ
ら
し
め
る
か
能
動
的
に
関
係
(
態
度
決
定
)
し
よ
う

と
欲
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
よ
う
に
自
己
を
措
定
し
た
神
の
う
ち
に
、

自
己
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
神
に
よ
り
措
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
明
瞭
に
な
っ
て
、
基
礎
を
置
く
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
た
た
び
先
述
の
具
体
例
を
用
い
て
捉
え
な

お
し
て
み
よ
う
。
人
間
は
、
時
間
的
な
も
の
(
心
と
身
体
)
と
永
遠
な

も
の
(
永
遠
の
生
に
与
る
部
分
)
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
そ
し
て
、
時
間
間

的
な
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
(
寓
・
名
誉
・
近
し
い
人
び
と
な
ど
)
に
重
き

を
置
こ
う
と
す
る
時
間
的
な
も
の
(
心
と
身
体
)
の
も
つ
価
値
観
と
、

永
遠
の
浄
福
へ
の
由
婦
に
重
き
を
置
こ
う
と
す
る
永
遠
な
も
の
(
永
遠

の
生
に
与
る
部
分
)
の
も
つ
価
値
観
は
、
両
立
し
得
ず
矛
盾
し
あ
う
。

こ
の
矛
盾
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
何
ら
か
の
仕
方
で
矛
盾
に
対
処
し

て
生
き
よ
う
と
欲
す
る
と
き
に
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
を
抱
え
た
も
の
と

し
て
措
定
さ
れ
た
自
己
に
つ
い
て
明
瞭
な
意
識
を
た
え
ず
も
ち
つ
つ
、

そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
け
っ
き
ょ
く
は
そ
の
よ
う
に
自
己
を
措

定
し
た
神
に
ま
で
た
え
ず
意
識
を
及
ぼ
し
つ
つ
、
我
意
に
も
と
づ
い
て

で
は
な
く
神
意
に
も
と
づ
い
て
そ
の
矛
活
に
対
処
す
る
。
こ
の
よ
う
な

自
己
が
信
仰
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
い
ご
に
ひ
と
つ
付
言
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、

『
死
に
至
る
病
」
の
信
仰
の
定
義
に
お
け
る
「
透
明
に
」
と
は
、
「
絶
対

的
な
意
識
を
も
っ
て
」
「
純
粋
な
精
神
と
し
て
」
「
自
己
自
身
に
つ
い
て

ま
っ
た
く
明
瞭
に
な
っ
て
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
「
透
明
に
」

を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
態
を
合
意
す

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
的
な
意
識
を
も
た
ず

に
(
す
な
わ
ち
純
粋
な
精
神
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
自
己
自
身

に
か
ん
ぜ
ん
に
は
明
練
に
な
っ
て
い
な
い
な
が
ら
)
神
に
基
礎
を
置
く

こ
と
は
、
信
仰
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
間
間
的
な
も
の
(
心

と
身
体
)
の
も
つ
価
値
観
と
永
遠
な
も
の
(
永
遠
の
生
に
与
る
部
分
)

の
も
つ
価
値
観
が
矛
盾
し
あ
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

矛
盾
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
し
て
入
聞
は
神
に
よ
り
措
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
多
少
で
も
不
明
嫌
で
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
い
く
ら
神
意

に
も
と
づ
い
た
生
を
送
ろ
う
と
も
、
そ
の
生
は
信
仰
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
信
仰
と
は
、
そ
の
よ
う
な
自
己
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
明
瞭
に
な
っ

た
う
え
で
神
意
に
も
と
"
つ
い
て
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
事
態
を
言
い
換
え
れ
ば
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
に
と
っ
て
は
、
た
と
え

ば
・
自
己
の
も
つ
矛
盾
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
意
識
を
し
た
こ
と
が
な
い
な

が
ら
神
意
に
も
と
づ
い
て
生
き
る
こ
と
(
大
雑
把
に
言
え
ば
、
子
ど
も

の
生
)
は
信
仰
と
は
呼
び
え
ず
、
自
己
の
も
つ
矛
活
に
つ
い
て
か
ん
ぜ
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ん
に
意
識
し
そ
の
矛
盾
が
生
み
出
す
苦
協
に
甚
面
し
た
う
え
で
神
意
に

も
と

m

つ
い
て
生
さ
る
こ
と
(
す
な
わ
ち
「
反
省
の
あ
と
の
直
接
性
」

(h~G

N
o
w
ω
s
w
怒
ら
)
こ
そ
が
信
仰
な
の
で
あ
る
。

文
献キ

ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
の
馨
作
お
よ
び
日
誌
か
ら
の
引
用
は
、
「
批
評
的
新
版
全
集
」

(
同
署
警
器
開
司
法
町
内
む
ね
可
決
訟
3
L
4
S
U
E
-
5
P
同
S
S
E
5
5
2
8
・
)
に
拠
り
、
略
号

(
h
h

門
担
、
巻
数
、
頁
数
の
婚
に
記
し
た
。
そ
の
隙
、
可
能
な
限
り
邦
訳
の
頁
数
も
併

記
し
た
。
な
お
、
手
前
穴
訳
全
集
』

(ι8.q官
官
宅
忌
翠
44宮
h
h
u
g
]・
H
s
N
F
M
V
E
n
o
gロ

冨吋∞・

5φ
伊
)
か
ら
の
引
用
の
場
合
は
、
略
号
(
同
ぎ
、
巻
数
、
頁
数
の
頗
に
記
し

た
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
の
草
稿
か
ら
の
引
用
は
、
「
日
誌
・
遺
稿
集
』
(
第
二

躍
)
(
E
S
忠
実
bmhQQ昼
、
む
を
.
若
手

Et当
三
官
ぴ
g
E
3
5率
三
∞
・
)
に
拠
り
、

略
号
(
言
、
・
)
、
巻
数
、
内
容
分
頬
詑
号
、
記
述
番
号
の
般
に
記
し
た
。

大
谷
愛
人
・
泉
治
興
(
一
九
八

O
)
「
キ
ル
ケ
ゴ

i
ル
死
に
い
た
る
病
」
、
有
斐
閣

大
谷
長
訳
(
一
九
八
九
)
「
哲
学
的
断
片
或
い
は
一
一
断
片
の
哲
学
」
、
制
嘗
社

鈴
木
祐
丞
(
二

O
O九
)
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
の
信
仰
観
に
つ
い
て
の
一
考
察
i
「反

省
の
あ
と
の
直
接
性
」
と
は
舟
か

l
H
『
新
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
研
究
」
、
第
7
号、

℃
H
Y
N
(
γ
ω

。

鈴
木
祐
丞
(
二

O
一
O
)
「
「
死
に
至
る
病
』
に
お
け
る
「
絶
望
の
弁
証
法
」
に
つ
い

て
の
考
察
」
、
「
新
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
研
究
」
第
9
号
、
準
備
中

桝
自
警
三
郎
訳
・
註
(
一
九
九
六
)
「
死
に
い
た
る
病
』
、
ち
く
ま
文
庫
(
初
出
は

一
九
六
三
)

マ
ラ
ン
チ
ュ
ク
・

G
(大
谷
長
訳
)
(
一
九
八
回
)
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
弁
証
法
と

実
存
』
、
東
方
出
版

マ
ラ
ン
チ
ユ
ク
・

G
(藤
木
誕
一
二
訳
)
(
一
九
七
六
)
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル

作
の
構
造
」
、
ヨ
ル
ダ
ン
.
挫

そ
の
著

山
本
忠
犠
(
一
九
九
八
)
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
の
「
罪
」
理
解
|
『
死
に
至
る
病
』

を
手
掛
か
り
に
i
」
、
吋
基
督
教
学
研
究
竺
第
凶
号
、
若
・
見
m
r
g
N

ワ
ト
キ
ン
・

j

(
中
里
巧
訳
)
(
一
九
九
八
)
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
の
著
作
活
動
に
お

け
る
「
透
明
性
」
概
念
」
、
宕
ホ
教
と
倫
理
|
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
に
お
け
る
実
存

の
諸
諸
性

i
h
B
-
広

E
呂
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版

問
。
ぴ
号
門
的
、
同

-
n・
2mv∞吋
)
¥
J
d
ゅ
の
詰
呂
田
買
え

ω山
口
問
同
日
仏
門
町
ゆ
打
。
ロ
の
め
円
}
吉

ω
-
C
E
q
o同

叫割問
v

辺
町
除
達
協
同
さ
え
。
匂
向
。
$
J
H誌
な
司
法
ぬ
た
む
き
同
一
割
問
尋
問
内
む
ね
悼
式

n
o
s
s
s
E
w
u
~
H
U
Z

訟
円
除
法

maNhwH円。
b
h
b
s
w
室
。
吋
わ
ぬ
吋
巴
巳
〈

0
3日
々

3
・
mm印
ゆ
。
日
)
・
民
間

THOO-

者
え
E
D
W
〕

(
N
O
O
H
)
"
s
h
吉
之
内
ミ
り
た
に
も
ま
ミ
ミ
自
由
込
mhQhqh目

、
伺

~u
p
凡
な
さ
豆
、
.

印

n
R
2
5
4売
却
mw
加印・
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注
(1)
絶
望
を
金
網
棚
の
主
題
と
す
る
「
死
に
至
る
病
』
が
信
仰
へ
と
「
舵
取
り
」
さ

れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
絶
望
の
う
ち
に
弁
証
法
的
な
性
格
が
存
す
る

か
ら
で
あ
る
。
「
死
に
至
る
病
」
に
お
け
る
絶
望
の
弁
証
法
的
性
格
が
い
か

な
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

N
O
E
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(2)
以
下
本
稿
で
は
、
引
用
文
中
に
現
れ
て
い
る
三
組
の
自
己
を
構
成
す
る
矛
盾

的
二
項
の
う
ち
、
「
時
間
的
な
も
の
」
と
「
永
遠
な
も
の
」
の
組
に
だ
け
焦

点
を
合
わ
せ
て
論
じ
る
。
こ
れ
は
、
分
量
的
・
内
容
的
に
「
死
に
至
る
病
」

の
中
心
で
あ
る
第
一
編
C
、
B
以
下
の
叙
述
(
そ
の
う
ち
に
本
校
の
考
察
の

対
象
で
あ
る
信
仰
の
定
義
が
現
れ
る
)
に
お
い
て
、
自
己
を
構
成
す
る
三
組

の
矛
盾
約
二
項
の
う
ち
「
時
間
的
な
も
の
」
と
「
永
遠
な
も
の
」
の
紐
だ
け

が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

(3)
こ
の
命
題
を
構
成
す
る
根
拠
と
な
る
の
は
上
掲
の
「
死
に
至
る
病
』
の
自
己

論
の
う
ち
つ
ぎ
の
部
分
で
あ
る
。
「
人
聞
は
、
有
限
牲
と
無
摂
性
の
、
時
間

的
な
も
の
と
、
永
遠
な
も
の
の
、
自
由
と
必
然
の
、
総
合
で
あ
る
、
よ
う
す
る

に
人
間
と
は
総
合
な
の
で
あ
る
。
総
合
と
は
二
つ
の
も
の
の
あ
い
だ
の
関
係

で
あ
る
」
(
知
同
M
H
Y
Z
S
。

(4)
こ
の
命
題
を
構
成
す
る
根
拠
と
な
る
の
は
上
掲
の
「
死
に
至
る
病
」
の
自
己



論
の
う
ち
つ
ぎ
の
部
分
で
あ
る
。
「
人
間
と
は
精
神
で
あ
る
。
し
か
し
精
神

と
は
侭
か
?
精
神
と
は
自
己
で
あ
る
。
し
か
し
自
己
と
は
何
か
?
自

己
と
は
関
係
自
身
に
翻
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
、
あ
る
い
は
自
己
と
は
関
係
に

お
い
て
関
係
が
関
係
自
身
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
と
は
関
係
で
は

な
い
、
そ
う
で
は
な
く
、
関
係
が
関
係
自
身
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
」

(
h
h
h
己
w
z
c
)
、
「
こ
れ
に
対
し
、
関
保
が
関
係
自
身
に
間
関
係
す
る
な
ら
ば
、

こ
う
し
た
関
係
は
積
極
的
な
第
三
者
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
自
弓
な
の
で
あ

る
」
(
h
h
h
H
Y
見。)。

(5)
こ
の
命
題
を
構
成
す
る
根
拠
と
な
る
の
は
上
掲
の
「
死
に
至
る
病
」
の
自
己

論
の
う
ち
つ
ぎ
の
部
分
で
あ
る
。
?
」
う
し
た
派
生
さ
れ
措
定
さ
れ
た
関
係

が
、
人
間
の
自
己
で
あ
り
、
関
係
自
身
に
間
関
係
し
そ
し
て
関
係
自
身
に
関
係

す
る
こ
と
に
お
い
て
他
者
へ
と
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
」
(
u
h
h
H
r
z
o
)
。

(6)
本
稿
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
晴
円
悲
劇
〈
臣
官
の
記
述
は
い
ず
れ
も
「
死
に
至
る

病
」
の
草
構
に
該
当
す
る
。

(7)
こ
の
解
釈
は
マ
ラ
ン
チ
ユ
ク
に
拠
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ラ
ン
チ
ユ
ク
は
「
永

遼
な
も
の
」
を

Z
E
と
捉
え
る
(
マ
ラ
ン
チ
ユ
ク
忌
忍
w
B
-
M
N
B
M
ω
参
照
)
。

(8)
心
と
身
体
が
「
死
に
至
一
る
病
」
の
自
己
論
に
お
け
る
人
間
を
構
成
す
る
こ
っ

の
儲
揺
(
す
な
わ
ち
、
無
捜
性
・
永
遠
な
も
の
・
自
由
と
、
有
限
性
・
時
間

的
な
も
の
・
必
然
)
と
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
i
ル
は
明
確
な
こ
と
を
述
べ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
マ
ラ
ン
チ
ュ
ク
の

考
え
に
従
い
、
「
時
間
的
な
も
の
」
に
心
と
身
体
の
双
方
を
配
し
た
(
マ
ラ

ン
チ
ュ
ク
邑
笠
℃
・

ω
g
参
照
)
。

(9)
「
関
係
」
と
訳
さ
れ
る
デ
ン
マ
ー
ク
語

4
0吾
O
]
円
は
、
「
関
係
」
(
ド
イ
ツ
語

の

4
2・7
と
芝
ヘ
)
と
い
う
意
と
と
も
に
「
態
度
」
(
ド
イ
ツ
語
の

d
q
y弘
芯
同
円
)

と
い
う
意
も
併
せ
持
っ
て
い
る
(
桝
田
啓
三
郎
訳
・
注

5
8
U
3・呂
φ
ミ
参

照)。

(
叩
)
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
!
ル
は
こ
う
し
た
自
己
を
「
精
神
〉
き
仏
(
英
訳
で
は
岳
広
三
巴
て

話
"
お
)
)
」
と
も
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
自
己
こ
そ
が
永
遠
の

命
を
生
き
る
主
体
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
人
簡
を
構
成
す
る
こ
項
の
う
ち

永
遠
な
も
の
が
そ
う
し
た
'
自
己
の
存
在
論
的
な
基
盤
で
あ
る
こ
と
が
、
う
か

が
い
知
ら
れ
る
。
な
お
、
精
神
・
自
己
の
基
盤
が
人
間
を
構
成
す
る
こ
項
の

う
ち
永
遠
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
マ
ラ
ン
チ
ユ
ク
に
従
う
(
マ
ラ
ン

チ
ユ
ク
忌
ま
己
・

8φ
参
照
)
。

(
日
)
こ
こ
で
、
な
ぜ
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
自
己
を
措
定
し
た
「
他
者
」
と
は
神
の

こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
念
が
わ
く
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ロ
パ
!
ツ
の
研
究
(
問
。
ぴ
2
3・M
N

・
n・

5
∞
吋
)
が
示
唆
に
富
む
。
す
な
わ
ち
、
ロ
パ
!
ツ
に
よ
れ
ば
、
自
己
が
神
に

よ
り
措
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
ず
「
他
者
」
に
よ
り
措
定
さ
れ
た
と
記

さ
れ
る
「
死
に
至
る
病
』
の
第
一
編
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
を
つ
う
じ
て

の
啓
示
に
よ
る
神
概
念
は
現
れ
て
お
ら
ず
(
そ
れ
は
第
二
編
に
お
い
て
は
じ

め
て
現
れ
る
)
、
た
だ
「
自
己
知
か
ら
生
成
さ
れ
る
神
概
念
」

(
E
P
E
C
)

す
な
わ
ち
「
自
然
神
学
的
な
神
概
念
」

(
F
E
-
E
C
)
だ
け
が
現
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
が
神
に
よ
り
措
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
を
つ
う
じ
て
の
啓
示
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
ロ
)
「
死
に
至
る
病
」
全
体
に
お
い
て
「
透
明
・
:
」
と
和
訳
し
う
る
可
能
性
の
あ

る
笛
所
(
す
な
わ
ち
ぜ

gロ
og--・3

と
い
う
単
語
)
は
お
個
あ
る
。
そ
れ
ら

の
う
ち
、
信
仰
の
定
義
に
お
け
る
「
透
明
に
」
の
意
味
の
解
明
に
寄
与
し
う

る
箇
所
は
、
本
稿
で
取
り
扱
う
ニ
癌
所
だ
け
で
あ
る
。

(
日
)
宮

O}gnv・(
V

・

a・
3
∞ω
ω
L
∞詔

)wbghboミ
F
も
や
む

σggg-

(
比
)
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

i
ル
は
、
『
宛
に
至
る
荊
』
の
執
筆
と
関
じ
時
期
(
一
八
四
八

年
春
)
に
記
さ
れ
た
日
誌
の
な
か
で
、
自
身
が
「
反
省
の
あ
と
の
藍
接
性
」

と
い
う
信
仰
に
到
達
し
た
旨
を
記
し
て
い
る
(
h
h
h
N
o
w
ω
s
w
ω
宮
参
照
)
。

そ
の
「
反
省
の
あ
と
の
直
接
性
」
と
い
う
信
仰
の
境
地
が
い
か
な
る
も
の
か

に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
稿
N
O
O
む
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
本
稿
で
は
、
言
色
自
訟
の
甘
口
F
の
の
日
本
語
音
写
を
「
マ
ラ
ン
チ
ユ
ク
・

G
」

に
統
一
し
た
。(

す
ず
き
-
ゅ
う
す
け
筑
波
大
学
大
学
続
博
士
課
程

人
文
社
会
科
学
研
究
科
哲
学
・
思
想
専
攻
)

f死に至る病jにおける信仰の定義についての考察79 
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