
関
係
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
づ
け
－

［
1
亀
止
Φ
士
阿
昧
亨
め
ぐ
。
マ
r
］

水
　
野

建
雄

一
一
一

　
多
田
富
雄
は
『
免
疫
の
意
味
論
』
の
な
か
で
、
現
在
の
ア
レ
ル
ギ
ー
の

増
加
に
つ
い
て
、
小
児
の
気
管
支
喘
息
の
発
症
率
は
、
戦
後
問
も
な
く
の

頃
は
O
．
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
三
－
七
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
り
、
ま
た
、
花
粉
症
な
ど
は
戦
前
に
は
殆
ど
存
在
し
な
か
っ
た

が
、
現
在
で
は
杉
花
粉
症
だ
け
で
も
八
－
十
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
だ
と
語
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
レ
ル
ギ
ー
の
増
加
の
原
因
に
つ
い
て
は
大
気
汚
染

や
栄
養
過
多
な
ど
人
間
環
境
の
変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
最
も
重
要
な
の

は
、
「
子
供
の
鼻
や
喉
の
感
染
症
の
変
化
で
あ
る
」
と
し
て
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。
著
者
の
子
供
の
頃
は
鼻
の
下
に
二
本
の
青
い
洩
を
垂
ら

し
、
そ
れ
を
袖
口
で
拭
く
の
で
袖
口
は
テ
カ
テ
カ
に
な
っ
て
い
た
が
、
青

漠
に
は
緑
濃
菌
を
含
む
多
数
の
細
菌
が
い
て
、
こ
れ
が
鼻
や
喉
を
通
し
て

粘
膜
に
分
布
し
て
い
る
免
疫
系
を
強
く
刺
激
し
た
は
ず
で
あ
っ
て
、
実

は
、
こ
う
い
う
化
膿
菌
に
対
し
て
は
1
9
G
抗
体
は
作
ら
れ
る
が
1
9
E

抗
体
一
ア
レ
ル
ギ
ー
を
起
こ
す
抗
体
一
は
作
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
細

菌
感
染
は
、
1
9
E
抗
体
の
生
産
を
抑
制
す
る
。

　
「
漢
を
垂
ら
し
た
少
年
の
免
疫
系
は
、
恐
ら
く
副
鼻
腔
に
住
み
つ
い
た

細
菌
に
対
し
て
、
1
9
G
抗
体
生
産
を
中
心
と
す
る
免
疫
反
応
を
行
な
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
少
年
の
免
疫
系
は
精
一
杯
働
い
て
、

花
粉
の
よ
う
な
弱
い
抗
体
に
反
応
し
て
無
用
な
1
9
E
抗
体
を
生
産
す
る

よ
う
な
余
裕
は
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
レ
ル
ギ
ー
が
増
え
た
の

は
、
衛
生
状
態
の
改
善
と
抗
生
物
質
の
普
及
に
よ
つ
て
、
強
力
な
抗
原
で

あ
る
雑
菌
が
上
気
道
か
ら
駆
逐
さ
れ
た
結
果
、
無
菌
状
態
で
も
強
く
起
こ
る

1
9
E
の
生
産
が
高
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
」
ω
。

　
環
境
に
生
存
す
る
細
菌
と
の
間
断
の
な
い
戦
い
の
中
で
発
達
し
、
そ
れ

と
の
共
存
関
係
を
形
成
し
て
き
た
免
疫
系
が
、
衛
生
状
態
の
格
段
の
改
善

に
よ
つ
て
無
菌
状
態
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
か
え
っ
て
こ

れ
ま
で
の
共
存
関
係
を
崩
さ
れ
し
ま
い
、
あ
と
に
は
共
存
の
拒
否
の
論
理

だ
け
が
残
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
生
体
に
お
け
る
無
菌
状
態
が
免
疫
系

の
正
常
な
活
動
を
崩
す
。
　
「
じ
っ
さ
い
、
無
菌
飼
育
動
物
で
は
、
免
疫
系

の
発
達
は
著
し
く
阻
害
さ
れ
、
免
疫
グ
ロ
プ
リ
ン
の
濃
度
も
低
い
。
」
②

と
い
わ
れ
る
。

1



多
田
が
こ
の
著
作
の
な
か
で
展
開
し
て
い
る
実
に
興
味
深
い
免
疫
論

は
、
視
点
を
か
え
れ
ば
た
だ
ち
に
人
間
論
と
し
て
応
用
で
き
る
注
目
す
べ

き
論
稿
だ
と
思
う
。
例
え
ば
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た

固
定
し
た
シ
ス
テ
ム
と
区
別
し
て
、
免
疫
を
、
動
的
に
自
己
組
織
化
し
て

い
く
「
ス
ー
パ
ー
シ
ス
テ
ム
」
だ
と
す
る
提
言
は
、
認
識
論
に
お
け
る
理

性
や
意
識
に
よ
る
二
兀
主
義
を
克
服
す
る
視
点
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

事
実
、
人
問
の
意
識
の
問
題
に
関
し
て
も
、
意
識
一
心
）
を
「
ス
ー
パ
ー

シ
ス
テ
ム
」
と
と
ら
え
、
脳
を
中
心
に
し
て
そ
の
一
点
か
ら
全
体
が
支
配

を
受
け
る
よ
う
な
統
合
的
な
考
え
に
対
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の
シ
ス
テ
ム
が

並
行
し
均
衡
し
て
い
る
状
態
だ
と
と
ら
え
る
意
識
の
シ
ス
テ
ム
論
が
提
起

さ
れ
つ
つ
あ
る
㈹
。

　
こ
こ
で
は
と
く
に
、
多
田
が
述
べ
て
い
る
く
無
菌
状
態
に
よ
る
共
存
の

拒
否
V
と
い
う
免
疫
の
論
理
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
自
己
と

自
己
に
対
す
る
非
自
己
と
し
て
の
外
部
と
の
関
係
の
必
然
性
を
物
語
っ
て

い
る
。
こ
れ
を
、
「
関
係
の
論
理
」
と
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
う
。
こ
こ
で
は
、
　
「
無
菌
状
態
」
、
す
な
わ
ち
関
係
の
否
定
が
人
間

の
自
立
性
に
対
し
て
も
つ
意
味
を
、
つ
ま
り
人
間
の
自
立
性
に
と
っ
て
は

「
関
係
」
が
必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
、
関
係
論
と
し
て
、
と
く
に
へ
ー
ゲ

ル
の
媒
介
の
思
想
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
子
ど
も

の
自
立
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
。

（
二
一

ル
ソ
ー
が
『
エ
ミ
ー
ル
』

の
な
か
で
強
調
し
た
の
は
「
自
然
の
教
育
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
サ
ヴ
ォ
ア
の
助
任
司
祭
の
信
仰
告
白
」
の
章
で
、

「
神
聖
な
本
能
、
滅
び
る
こ
と
な
き
天
上
の
声
、
無
知
無
能
で
は
あ
る
が

知
性
を
も
つ
自
由
な
存
在
の
確
実
な
案
内
者
、
善
悪
の
誤
り
な
き
判
定

者
」
と
語
ら
れ
た
、
人
間
の
本
性
た
る
「
良
心
」
を
、
社
会
の
慣
習
や
臆

見
な
い
し
偏
見
か
ら
守
る
た
め
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
良
心
は
内
気
で

あ
り
、
世
間
か
ら
離
れ
た
静
か
な
と
こ
ろ
を
好
む
」
か
ら
で
あ
る
ω
。
だ

か
ら
人
間
的
自
然
を
守
る
た
め
に
、
少
年
エ
ミ
ー
ル
は
田
舎
で
育
て
ら
れ

る
。
教
育
の
基
本
は
こ
の
良
心
を
育
む
こ
と
に
あ
る
。
　
「
初
期
の
教
育
は

純
粋
に
消
極
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
美
徳
や
真
理
を
教
え
る

こ
と
で
は
な
く
、
心
を
不
徳
か
ら
、
精
神
を
誤
謬
か
ら
守
っ
て
や
る
こ
と

で
あ
る
」
⑤
。
ル
ソ
ー
が
『
エ
ミ
ー
ル
』
で
展
開
し
た
教
育
論
は
こ
う
し

た
こ
と
に
つ
き
な
い
豊
か
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
、
周
知
の
よ
う
に
、

『
学
問
芸
術
論
』
や
『
人
問
不
平
等
起
源
論
』
に
お
け
る
近
代
文
明
社
会

批
判
を
背
景
に
し
た
、
　
「
自
然
の
教
育
」
を
中
心
に
し
て
「
事
物
の
教

育
」
と
「
人
間
の
教
育
」
を
統
一
し
た
包
括
的
な
教
育
論
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
「
自
然
の
教
育
」
と
い
う
こ
と
に
へ
ー
ゲ
ル
が
か
み
つ
い
た
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
を
世
間
一
般
の
生
活
か
ら
遠
ざ
け
て
田
舎
で
育
成

し
よ
う
と
す
る
ル
ソ
ー
の
教
育
学
上
の
試
み
は
だ
め
だ
っ
た
と
述
べ
て
、

次
の
よ
う
な
ル
ソ
ー
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

　
「
人
間
を
世
間
一
般
の
生
活
か
ら
遠
ざ
け
て
田
舎
で
陶
冶
育
成
し
よ
う
と

い
う
教
育
学
上
の
試
み
（
ル
ソ
ー
の
『
エ
ミ
ー
ル
』
一
が
だ
め
だ
っ
た
の

は
、
人
間
を
世
間
の
捷
に
背
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
う
ま
く
い
く
は
ず
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
青
年
の
陶
冶
が
孤
独
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
て
も
、
精
神
界
の
息
吹
が
こ
の
孤
独
の
な
か
に
吹
き
渡
っ



て
く
る
こ
と
は
所
詮
あ
る
ま
い
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
し
、
こ
の
遠
隔
の

地
を
占
領
す
る
に
は
精
神
世
界
の
権
力
は
弱
す
ぎ
る
と
信
じ
て
は
い
け
な

い
。
」
㈹

　
へ
－
ゲ
ル
は
、
子
供
を
世
間
の
生
活
か
ら
遠
ざ
け
て
世
間
の
風
に
あ
て

な
い
よ
う
に
し
て
育
成
す
る
と
い
う
試
み
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
子
供
の
育
成
に
と
っ
て
世
間
か
ら
遠
ざ
け
る
の
が
よ
い
か
、
世

間
を
体
験
す
る
こ
と
こ
そ
が
大
切
な
の
か
、
と
い
う
レ
ベ
ル
は
こ
こ
で
は

問
題
で
は
な
い
。
遠
ざ
け
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
、
世
間
と
の
関
係

を
断
ち
切
る
こ
と
は
本
質
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
社
会
生
活

と
の
関
係
の
必
然
性
が
へ
ー
ゲ
ル
の
論
点
で
あ
る
。
だ
か
ら
へ
ー
ゲ
ル

は
、
子
供
へ
の
最
良
の
教
育
は
「
よ
い
法
律
を
も
っ
た
国
家
の
公
民
に
す

る
」
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
ω
。
個
人
を
自
立
的
な
人
間
と
し
て
育
成

す
る
た
め
に
は
他
者
と
の
関
係
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

た
と
え
、
世
■
間
か
ら
遠
ざ
け
る
か
社
会
を
体
験
す
る
か
が
問
題
と
な
る
と

し
て
も
、
そ
の
問
い
は
こ
の
必
然
性
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な

る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
自
立
性
は
無
菌
状
態
で
の
純
粋
培
養
を
通
じ
て

達
成
で
き
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
危
険
で
さ
え
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
教
育
論
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
へ
－
ゲ
ル
の
考
え
で
は
、
子
供
を
教
育
す
る
と
は
、
子
供
の
自
然
的
成

長
を
単
に
促
し
育
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
　
「
人
間
は
あ
る
べ
き

姿
を
、
本
能
的
に
具
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
努
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

そ
れ
を
か
ち
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
㈹
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
教
育

の
主
眼
点
は
、
感
性
的
で
自
然
的
な
本
性
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
子
供
の
自

由
を
懲
ら
し
め
子
供
の
我
意
を
砕
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
普
遍
的
な
も
の
を

子
供
の
意
識
と
意
志
の
な
か
へ
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
、
我

意
を
砕
く
行
為
（
瑛
一
．
は
こ
の
場
合
、
我
意
と
い
う
直
接
的
意
志
は
直
接

的
欲
望
の
ま
ま
に
行
動
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
単
に
穏
便
な
や
り
方

で
足
り
る
と
思
い
込
ん
で
は
な
ら
い
、
と
へ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
よ
う
な
行
為
は
教
育
だ
け
を
目
的
と
し
教
育
に
関
係
し
う
る
場
合
だ

け
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
教
育
と
無
関
係
に
そ
れ
だ
け

で
要
求
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
子
供
を
奴
隷
に
す
る
関
係
と
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
教
育
と
は
、
「
大
人
に
な
り
た
い
と
い
う
憧
れ
を

子
供
に
起
こ
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
従
属
感
」
を
養
う
こ
と
で
あ
る
⑨
。
子
供

の
自
由
意
志
の
尊
重
は
子
供
の
我
意
の
容
認
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ち
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
考
え
て
み
る
。

　
平
成
八
年
十
一
月
に
、
そ
の
悲
惨
が
印
象
に
残
る
家
庭
内
暴
力
の
記
事

が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
東
大
卒
の
父
親
が
中
学
生
の
息
子
の
家
庭
内
暴

力
に
耐
え
か
ね
て
息
子
を
金
属
バ
ッ
ト
で
殴
殺
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
件
に
つ
い
て
山
崎
哲
は
、
問
題
は
家
庭
内
に
あ
っ
た
と
し
て
、

「
両
親
が
か
れ
（
子
供
）
の
自
立
を
阻
ん
で
き
た
」
仰
、
す
な
わ
ち
「
わ

が
子
を
イ
ノ
セ
ン
ス
の
な
か
へ
囲
い
込
」
ん
だ
か
ら
だ
と
語
っ
て
い
る
仰
。

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
イ
ノ
セ
ン
ス
」
と
い
う
概
念
は
、
芹
沢
俊
介

の
『
現
代
〈
子
ど
も
〉
暴
力
論
』
に
出
て
く
る
子
ど
も
理
解
の
キ
ー
タ
ー

ム
で
あ
る
。
芹
沢
は
、
子
ど
も
が
自
ら
の
出
生
、
親
、
身
体
お
よ
び
性
な

ど
を
自
分
で
選
択
で
き
な
い
三
重
の
根
源
的
受
動
性
を
「
イ
ノ
セ
ン
ス
」

と
よ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
白
立
と
は
こ
の
イ
ノ
セ
ン
ス
を
捨
て
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
子
ど
も
が
大
人
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
本
質
で
あ
る
イ

ノ
セ
ン
ス
を
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
イ
ノ
セ
ン
ス
を
捨
て
る
と
い
う



こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た
三
重
の
不
自
由
を
自
ら
選
び
直
す
こ
と
を
意
味
す

る
。
三
重
の
不
自
由
は
三
重
の
暴
力
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
こ

の
選
び
直
し
の
過
程
は
、
子
ど
も
に
よ
る
三
重
の
対
抗
暴
力
と
化
す
こ
と

を
意
味
す
る
」
ω
。
子
ど
も
の
自
立
性
は
こ
の
対
抗
暴
力
と
し
て
発
現
す

る
以
上
、
暴
力
は
避
け
ら
れ
な
い
。
大
人
は
こ
の
子
ど
も
の
暴
力
を
受
け

と
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
子
ど
も
を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と

が
、
親
が
子
ど
も
に
む
け
て
最
初
に
ふ
る
っ
た
暴
力
な
の
だ
か
ら
だ
」

㈹
。
根
源
的
受
動
性
か
ら
の
白
己
解
放
が
お
と
な
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
以
上
、
親
に
対
し
て
ふ
る
わ
れ
る
最
大
の
暴
力
が
、
子
ど
も
に
と
っ

て
は
不
可
避
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
じ
る
こ
と
に
な

る
。
山
崎
は
こ
の
よ
う
な
イ
ノ
セ
ン
ス
論
に
立
脚
し
て
、
事
件
の
本
質
を

親
に
よ
る
イ
ノ
セ
ン
ス
の
囲
い
込
み
に
あ
る
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
イ
ノ
セ
ン
ス
論
に
対
し
て
、
小
浜
逸
郎
は
反
論
し
て
こ

う
言
っ
て
い
る
。
「
思
春
期
の
子
供
が
自
立
で
き
な
く
な
っ
て
暴
れ
た
り
引

き
こ
も
っ
た
り
も
が
き
苦
し
ん
だ
り
し
て
い
る
と
き
、
と
き
に
は
子
供
の

社
会
成
長
の
た
め
に
死
を
賭
し
て
で
も
あ
え
て
壁
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る

態
度
を
示
し
て
こ
そ
、
親
の
有
責
者
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
で
あ

ろ
う
。
全
部
お
前
を
こ
の
世
に
も
た
ら
し
た
私
が
悪
う
ご
ざ
い
ま
し
た
な

ど
と
い
う
「
謝
罪
外
交
」
が
い
い
効
果
を
も
た
ら
す
は
ず
が
な
い
の
だ
。
」

ω
と
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
謝
罪
外
交
」
と
い
う
の
は
直
接
に
は
、

こ
の
父
親
に
対
し
て
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
述
べ
た
と
い
わ
れ
る
「
暴
力
に
対

し
て
や
り
返
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
助
言
へ
の
批
判
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
同
時
に
、
芹
沢
俊
介
の
〈
子
ど
も
イ
ノ
セ
ン
ス
論
〉
に
対
す
る
批
判

で
あ
る
。
「
謝
罪
」
と
い
う
の
は
、
親
で
あ
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、

親
は
子
ど
も
に
対
す
る
加
害
者
で
あ
る
と
い
う
原
罪
を
背
負
っ
て
い
る
、

と
す
る
こ
と
か
ら
く
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
〈
小
浜
－
芹
沢
論
争
〉
そ

の
も
の
に
は
ふ
れ
な
い
が
、
芹
沢
流
に
事
件
を
解
釈
す
れ
ば
、
子
ど
も
の

暴
力
は
イ
ノ
セ
ン
ス
の
解
放
と
し
て
成
長
へ
の
必
然
で
あ
り
、
原
罪
を
負

う
親
は
子
ど
も
に
対
し
て
本
質
的
に
消
極
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
親
は
聖
な
る
専
制
君
主
た
る
子
ど
も
の
暴
力
に
対
し

て
奴
隷
で
あ
る
身
に
甘
ん
じ
て
、
暴
力
を
「
受
け
と
め
ね
ば
な
ら
い
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
は
わ
れ
わ
れ
は
子
ど
も
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
育
て
方
に
何
ら
か
の

後
ろ
め
た
さ
を
つ
ね
に
抱
い
て
い
る
。
だ
が
そ
う
で
あ
り
つ
つ
も
、
む
し

ろ
小
浜
の
い
う
よ
う
に
、
　
「
社
会
的
成
長
の
た
め
に
死
を
賭
し
て
で
も
あ

え
て
壁
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
態
度
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
暴
力
が
大
人
へ
の
自
立
と
い
う
点
で
意
味
を
も
つ
の
は
、

暴
力
の
単
な
る
許
容
で
は
な
く
、
そ
れ
が
壁
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
他
者

へ
の
反
抗
と
い
う
意
味
を
も
つ
と
き
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
イ
ノ
セ
ン
ス
か
ら
自
己
を
解
き
放
つ
暴
力
が
悲
劇
と
な
る
の

は
、
イ
ノ
セ
ン
ス
の
閉
じ
こ
め
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ

ノ
セ
ン
ス
か
ら
の
自
己
解
放
に
必
要
な
真
の
他
者
が
欠
如
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
あ
る
。
立
ち
は
だ
か
る
他
者
、
へ
ー
ゲ
ル
流
に
い
え
ば
我
意
を

砕
く
他
者
の
存
在
が
子
供
の
自
立
に
と
っ
て
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
子
ど

も
を
関
係
の
な
か
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
学
校
内
校
則
へ
の
反
抗
と
そ
こ
か
ら
の
暴
カ
ヘ
の
発
展
の
問
題

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
よ
う
に
思
え
る
。
イ
ノ
セ
ン
ス
論
か
ら

い
え
ば
、
学
校
は
、
自
立
を
妨
げ
て
イ
ノ
セ
ン
ス
を
囲
い
込
む
イ
ノ
セ
ン



ス
集
団
、
イ
ノ
セ
ン
ス
の
独
占
で
あ
る
。
芹
沢
に
よ
れ
ば
「
校
則
の
特
徴

は
、
教
師
集
団
が
自
分
の
手
で
決
め
て
お
き
な
が
ら
、
自
分
た
ち
は
そ
の

決
定
し
た
規
則
を
共
有
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
だ
け
が
規
則
と

向
き
合
い
、
そ
れ
を
内
面
化
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
教
師
集
団
は
あ
ら
か
じ
め
規
則
H
違
反
か
ら
白
分
た
ち
を
免
責
し
て

い
る
」
価
。
校
則
は
管
理
の
手
段
で
あ
り
、
権
力
を
も
つ
者
が
規
則
の
外

に
い
る
と
い
う
こ
と
は
民
主
主
義
の
崩
壊
に
も
つ
な
が
る
と
し
て
、
芹
沢

は
教
師
と
生
徒
が
共
に
守
れ
る
規
則
の
み
を
校
則
と
す
べ
き
で
あ
る
、
つ

ま
り
教
師
集
団
の
イ
ノ
セ
ン
ス
独
占
を
解
体
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
。
実
際
髪
型
や
服
装
や
校
内
の
行
動
様
式
を
規
定
し
て
い
る
校
則
を
め

ぐ
る
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
を
耳
に
し
て
、
そ
れ
が
子

供
の
自
由
を
抑
圧
す
る
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
作
用
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
教
師
と
生
徒
が
平

等
に
共
に
守
れ
る
校
則
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
教
育
の
場
で
原
理
的
に
教
師

と
生
徒
は
対
等
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
対
等
で
あ
る
と
し
て
、
生

徒
の
白
由
な
希
望
が
イ
ノ
セ
ン
ス
か
ら
の
解
放
と
し
て
全
面
的
に
認
め

ら
れ
る
と
い
う
原
則
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に
関
し
て
、
小
浜
が
校
則
に
つ
い
て
展
開
し
た
反

論
は
原
則
論
と
し
て
正
当
の
よ
う
に
思
え
る
。
小
浜
の
反
論
は
こ
う
で
あ

る
。
校
則
は
教
育
機
関
の
管
理
責
任
を
も
つ
教
師
が
、
教
育
の
受
手
で
あ

る
生
徒
の
集
団
的
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

生
徒
が
守
る
べ
き
規
則
で
あ
っ
て
教
師
が
守
る
べ
き
規
則
で
は
な
い
。
教

師
が
職
業
人
と
し
て
守
る
べ
き
規
則
は
別
の
次
元
で
し
っ
か
り
と
現
存
し

て
い
る
。
「
成
年
者
と
未
成
年
者
は
社
会
的
に
平
等
で
な
く
て
当
然
で
あ

る
。
－
：
純
粋
に
教
育
と
い
う
場
面
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
教
え
ら
れ
る

と
い
う
受
け
身
の
立
場
に
あ
る
人
間
が
、
原
則
と
し
て
、
教
え
る
と
い
う

能
動
的
立
場
に
あ
る
人
問
の
、
そ
の
面
で
の
権
力
を
承
認
す
る
の
は
当
然

で
あ
る
。
そ
の
権
力
（
非
対
等
性
）
を
認
め
な
け
れ
ば
、
学
校
と
い
う
社

会
的
機
能
そ
の
も
の
が
根
底
か
ら
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
」
㈹
。

　
校
則
の
場
合
に
も
、
先
に
述
べ
た
権
威
を
も
っ
て
立
ち
は
だ
か
る
他

者
、
我
意
を
砕
く
他
者
の
存
在
が
子
供
の
自
立
に
と
っ
て
不
可
欠
だ
と
い

う
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
子
ど
も
の
イ
ノ
セ
ン
ス
か
ら
の
解
放
は
媒
介
を

通
じ
て
の
解
放
で
な
け
れ
ば
解
放
H
暴
力
は
無
媒
介
に
容
認
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
子
ど
も
の
自
立
は
関
係
の
な
か
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
家

庭
や
学
校
の
み
な
ら
ず
一
般
に
子
ど
も
の
権
利
に
関
し
て
、
欧
米
の
自
由

主
義
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
善
悪
の
判
断
能
力
を
否
定
し
て
自
己
決
定

権
を
認
め
な
い
こ
と
が
、
子
ど
も
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
考

え
が
根
底
に
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
仰
。

　
こ
の
よ
う
に
子
ど
も
は
否
定
し
う
る
他
者
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
立
を
獲
得
す
る
。
も
し
否
定
性
が
そ
の
ま
ま
容
認
さ
れ
れ
ば
そ
れ
は
暴

力
の
容
認
に
な
る
し
、
ま
た
一
方
で
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
社
会
化
で

き
な
い
、
例
え
ば
本
来
的
自
己
の
追
求
と
い
う
よ
う
な
純
粋
自
己
に
と
ど

ま
る
こ
と
に
な
る
。
し
て
み
れ
ば
自
立
は
、
自
分
か
ら
否
定
し
そ
れ
に

よ
っ
て
自
己
も
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
他
者
を
媒
介
に
し
て
、
結
局
現
実
の

社
会
の
な
か
で
の
自
分
に
と
っ
て
の
最
良
の
関
係
を
選
択
し
て
そ
れ
を
彫

琢
し
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
小
浜
は
家
庭
内
暴
力
に
つ
い
て
、
そ

れ
が
社
会
の
豊
か
さ
や
共
同
体
の
伝
統
的
規
範
の
抑
圧
が
な
く
な
っ
た
こ

と
に
対
応
し
て
起
こ
っ
て
き
て
い
る
現
象
で
あ
る
と
し
て
、
こ
う
い
っ
て



い
る
。
　
「
家
庭
内
暴
力
現
象
の
共
通
基
盤
の
よ
う
な
も
の
を
求
め
る
な

ら
、
そ
れ
は
、
豊
か
な
現
代
杜
会
に
お
け
る
う
っ
す
ら
と
広
が
っ
た
生
活

満
足
感
と
、
そ
の
裏
側
に
漂
う
生
き
る
手
応
え
の
な
さ
、
激
し
い
反
抗
に

よ
っ
て
自
我
を
獲
得
す
る
契
機
の
喪
失
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
注
目
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
大
人
の
共
同
社
会
の
強
力
な
縛
り
と
い
っ
た
上
か
ら
の
権
力

意
志
的
な
も
の
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は
た
し
か
な
の
で

あ
る
。
」
㈹
と
。

　
こ
れ
ま
で
教
育
問
題
を
例
に
し
て
、
自
立
が
自
己
の
純
粋
性
へ
の
固
執

で
は
な
く
純
粋
性
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
こ
と
を
関
係
の
必
然
性
と
い
う
こ

と
か
ら
考
え
て
き
た
。
関
係
と
は
、
人
間
が
他
者
と
結
ぶ
関
係
、
す
な
わ

ち
所
謂
人
間
関
係
で
は
な
く
、
こ
の
関
係
に
み
ず
か
ら
が
関
係
す
る
こ
と

で
あ
る
。
だ
か
ら
関
係
の
自
己
へ
の
は
ね
か
え
り
、
へ
ー
ゲ
ル
流
に
い
え

ば
関
係
の
自
己
へ
の
反
省
一
寄
箒
邑
昌
一
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
を
通

し
て
自
立
の
道
が
開
か
れ
る
。
白
立
す
る
た
め
に
は
は
ね
か
え
り
一
反

省
）
を
強
い
る
か
ぎ
り
の
他
者
の
存
在
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
関
係
は
、
人
間
関
係
も
事
物
も
す
べ
て
が
〈
関
係
に
よ
る
限

定
〉
に
お
い
て
存
在
す
る
、
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
す
べ
て
の
存
在
は

〈
関
係
の
投
影
〉
に
あ
る
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
関
係
は
人
問
が
他
者

と
切
り
結
ぶ
人
間
関
係
や
こ
の
関
係
に
関
係
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
人

間
関
係
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
限
定
し
て
い
る
絶
対
性
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
次
に
、
へ
ー
ゲ
ル
に
し
た
が
っ
て
考
え
て
み
る
。

一
三
）

、
人
格
の
観
念
に
つ
い
て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
と
は
異
な
る
独
自
の
把

握
を
し
た
。
へ
ー
ゲ
ル
が
『
法
哲
学
』
で
述
べ
た
次
の
言
葉
を
考
え
て
み

る
。　

「
も
ろ
も
ろ
の
欲
求
も
そ
れ
を
満
た
す
労
働
も
、
い
ず
れ
も
相
互
依
存
的

関
係
に
あ
る
と
い
う
相
関
的
な
秩
序
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
そ
れ
自
身
の
内

面
へ
と
反
省
さ
れ
る
と
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
秩
序
は
ま
ず
、
総
じ
て
無
限

な
人
格
性
と
い
う
か
た
ち
、
（
抽
象
的
な
）
権
利
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
抽
象
的
な
権
利
に
現
存
在
を
与
え
る
も
の
こ
そ
、
こ
の
教

養
と
し
て
の
相
関
的
秩
序
の
圏
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
抽
象

的
な
権
利
は
、
普
遍
的
に
承
認
さ
れ
、
知
ら
れ
、
意
志
さ
れ
た
も
の
と
し

て
存
在
し
、
こ
の
よ
う
に
知
ら
れ
意
志
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
媒
介
さ
れ
て
、
効
力
と
客
観
的
現
実
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
」
㈹

　
こ
こ
で
は
、
欲
求
の
体
系
で
あ
る
近
代
市
民
社
会
が
舞
台
と
な
っ
て
い

る
。
〈
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
相
関
的
秩
序
〉
と
は
分
業
の
形
態
の
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
分
業
の
依
存
関
係
に
よ
つ
て
欲
求
は
相
互
に
満
た
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
〈
こ
の
秩
序
が
内
面
へ
と
反
省
さ
れ
る
と
人
格
性
、
権
利
と
い

う
か
た
ち
を
と
る
〉
と
い
う
の
は
、
こ
の
分
業
と
い
う
経
済
的
関
係
の
反

映
と
し
て
、
こ
れ
が
内
面
化
さ
れ
る
と
、
人
格
性
と
所
有
権
と
い
う
か
た

ち
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
格
と
所
有
権
が
こ
の
相
関
的
秩
序
の

中
で
承
認
さ
れ
意
志
さ
れ
て
効
力
を
持
つ
も
の
と
な
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
こ

こ
で
、
無
隈
な
人
格
性
、
つ
ま
り
尊
厳
を
も
つ
人
格
性
を
所
有
権
と
同
列



に
考
え
て
い
る
。
人
格
の
尊
重
と
い
う
こ
と
は
所
有
権
を
尊
重
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
物
の
所
有
権
を
尊
重
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
人
格
の

尊
厳
が
現
実
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
人
格
把
握
は
カ
ン
ト
と
は
異
な
る
。
カ
ン
ト
は
『
遣
徳
形
而
上
学

の
基
礎
づ
け
』
の
な
か
で
周
知
の
よ
う
に
、
人
格
は
理
性
的
存
在
者
と
し

て
尊
厳
で
あ
り
、
目
的
自
体
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
単
な
る
手
段

と
し
て
の
相
対
的
価
値
し
か
も
た
な
い
物
件
と
は
ち
が
っ
て
、
絶
対
的
価

値
を
も
つ
と
考
え
た
。
カ
ン
ト
は
人
格
の
尊
厳
そ
れ
自
体
を
絶
対
化
し
て

い
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
相
手
の
所
有
権
を
相
互
に
尊
重

す
る
こ
と
が
人
格
の
尊
厳
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
所
有
権

の
相
互
尊
重
と
い
う
こ
と
を
必
然
に
し
て
い
る
の
は
分
業
と
い
う
近
代
的

杜
会
関
係
な
の
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
人
格
概
念
を
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
本
来
的

に
内
属
す
る
性
質
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
近
代
市
民

杜
会
の
社
会
的
関
係
の
限
定
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
歴
史
的
概
念

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
人
格
は
関
係
の
な
か
で
の
限
定
な
の
で
あ
る
。

　
人
格
に
し
て
も
人
権
に
し
て
も
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
人

間
に
内
属
す
る
性
質
が
歴
史
の
進
展
と
と
も
に
次
第
に
あ
ら
わ
に
な
っ
て

き
た
と
は
考
え
ず
、
杜
会
の
方
が
人
間
に
そ
う
考
え
る
よ
う
に
仕
向
け
て

き
た
結
果
だ
と
考
え
る
。
人
間
関
係
も
そ
う
で
あ
る
。
奴
隷
や
君
主
も
、

卑
し
か
っ
た
り
偉
か
っ
た
り
す
る
か
ら
奴
隷
や
君
主
な
の
で
は
な
い
。

へ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
の
な
か
に
君
主
が
君
主
た
る
こ
と
の
意
味

に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
「
こ
の
個
別
者
た
る
君
主
が
、
こ
の
個
別
者
た
る
自
分
が
一
般
的
権
力

で
あ
る
の
を
知
る
の
は
、
貴
族
た
ち
が
た
だ
国
家
権
力
の
た
め
に
奉
仕
し

よ
う
と
心
構
え
を
し
て
い
る
か
ら
だ
け
で
な
く
、
装
飾
品
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
玉
座
を
め
ぐ
つ
て
貴
羅
星
の
ご
と
く
座
を
占
め
、
玉
座
の
上
に

坐
っ
て
い
る
も
の
に
向
っ
て
、
彼
が
何
で
あ
る
か
を
い
つ
も
言
う
こ
と
に

よ
っ
て
い
る
。
－
・
：
こ
の
貴
族
た
ち
の
君
主
称
賛
の
言
葉
が
国
家
権
力

自
身
に
お
い
て
両
極
を
連
結
す
る
精
神
で
あ
る
。
－
・
－
君
主
と
い
う
こ

の
現
実
的
な
自
己
意
識
が
自
分
を
権
力
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
の
は
、

こ
の
称
賛
の
言
葉
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
」
O
旧

　
君
主
あ
る
い
は
君
主
権
は
、
貴
族
た
ち
の
奉
公
と
称
賛
の
言
葉
あ
る
い

は
阿
諌
追
従
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
君
主
に
君

主
性
が
も
と
も
と
内
属
し
て
い
て
人
格
的
に
偉
い
か
ら
、
貴
族
が
平
伏
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
称
賛
し
阿
諌
追
従
す
る
関
係
そ
の
も
の
が
君
主
を

君
主
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
君
主
の
絶
対
性
は
君
主
を
君
主
た
ら
し
め

る
関
係
の
総
体
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
君
主
は
絶
対
的
機
能
を

持
つ
の
で
は
な
く
、
実
は
関
係
内
部
で
の
機
能
的
意
味
を
担
う
に
す
ぎ
な

い
。
だ
か
ら
、
貴
族
の
方
は
君
主
に
称
賛
と
阿
諌
追
従
を
繰
り
返
し
て
祭

り
上
げ
、
権
力
を
密
か
に
自
分
の
た
め
に
利
用
し
て
実
権
を
わ
が
物
に
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
君
主
も
貴
族
も
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
し
う
る

も
の
で
は
な
く
て
、
関
係
の
総
体
の
上
に
成
り
立
っ
相
対
的
存
在
に
す
ぎ

な
い
。
相
対
的
で
あ
る
以
上
つ
ね
に
転
換
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
あ
る
も
の
が
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。

す
べ
て
関
係
の
限
定
を
受
け
た
相
対
的
存
在
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
う
す

る
と
、
す
べ
て
の
存
在
は
相
互
に
拮
抗
状
態
に
あ
っ
て
つ
ね
に
他
に
転
換

し
う
る
可
能
性
を
は
ら
む
緊
張
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の

7



世
界
観
は
世
界
を
、
こ
う
し
た
緊
張
関
係
に
お
い
て
相
対
的
に
安
定
し
た

関
係
世
界
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
緊
張
関
係
に
あ
り
つ
つ
も
安
定
し
た

世
界
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
が
相
互
に
相
手
を
承
認
し
な
け

れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
「
相
互
承
認
」
の
思
想
は
こ
う
し
た

関
係
論
の
な
か
で
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
い
。

　
人
間
の
白
立
は
関
係
を
媒
介
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
、
特
定
の
個
人
を
特
定
の
個
人
た
ら
し
め
て
い
る
全
体
的
関
係
（
こ
れ

を
へ
ー
ゲ
ル
は
「
実
体
」
と
い
う
一
を
認
識
し
相
互
承
認
関
係
を
受
け
入

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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