
シ
エ

リ
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グ
に
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け
る
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的
直
観

－
1
『
哲
学
と
宗
教
』
を
中
心

に
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シ
ェ
リ
ソ
グ
は
『
哲
学
と
宗
教
』
　
（
一
八
〇
四
）
序
文
で
、
こ
の
著
作
の
目

的
を
「
宗
教
の
独
断
論
や
、
信
仰
と
い
う
非
哲
学
が
わ
が
も
の
と
し
て
し
ま
っ

て
い
る
諾
対
象
を
理
性
と
哲
学
へ
返
還
す
る
よ
う
要
求
す
る
企
て
」
で
あ
る
と

　
（
1
）

述
べ
る
。
こ
の
前
年
に
、
「
哲
学
を
学
ぶ
ま
で
に
至
っ
た
人
が
そ
く
ざ
に
負
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
は
、
本
性
上
絶
対
老
の
認
識
で
あ
る
よ
う
な
唯
一
の

真
の
認
識
を
、
総
体
性
に
達
す
る
ま
で
、
そ
し
て
ま
た
す
べ
て
を
一
な
る
も
の

に
お
い
て
完
全
に
把
握
す
る
ま
で
、
追
求
し
た
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

　
（
2
）

で
あ
る
」
と
規
定
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
カ
ソ
ト
の
認
識
批
判
以
来
哲

学
か
ら
奪
い
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
経
験
的
対
象
と
は
な
り
え
た
い
も
の
こ
そ
、

哲
学
が
真
に
探
求
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
哲
学
の
前
提
と
た
る
の
は
、

「
端
的
に
た
だ
一
な
る
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
知
識
を
包
括
し
て
た
だ
一
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
無
条
件
た
知
と
い
う
理
念
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

す
な
わ
ち
「
根
本
知
と
い
う
理
念
」
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
知
は
主
観
的
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
一
致
で
あ
る
」
と
い
う
古
輿
的
定
義
に
従
っ
て
、
シ

エ
リ
ソ
グ
は
こ
の
無
条
件
的
肢
知
を
「
無
条
件
に
観
念
的
な
も
の
と
無
条
件
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

実
在
的
な
も
の
の
本
質
的
統
一
」
と
見
た
し
、
こ
れ
を
「
自
已
に
関
し
て
は
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

念
が
存
在
で
も
あ
る
と
い
う
絶
対
老
の
理
念
」
で
あ
る
と
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
知

は
何
か
に
つ
い
て
の
知
で
た
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
か
ぎ
り
で
こ
の
「
何
か
」

と
い
う
実
在
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
た
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
、
何
ら
か
の
形

で
絶
対
老
と
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
知
の
体
系
と
し
て
の
哲
学
は
、
こ
の

よ
う
な
根
本
知
を
前
提
し
、
発
見
し
て
、
そ
れ
を
体
系
の
出
発
点
と
し
な
く
て

は
た
ら
な
い
。
そ
の
と
き
の
手
段
と
な
る
の
は
、
「
本
性
上
絶
対
老
の
認
識
で

あ
る
よ
う
た
、
唯
一
の
真
の
認
識
」
、
す
な
わ
ち
カ
ソ
ト
が
「
人
間
の
よ
う
た

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

存
在
老
に
は
属
さ
な
い
」
、
あ
る
い
は
「
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い
う
こ
と
さ
え
知
り
え
な
い
」
と
し
た
知
的
直
観
ま
些
県
g
2
⑦
＞
冨
o
訂
崖
§
σ
q

で
あ
る
。

　
カ
ソ
ト
は
「
信
仰
の
た
め
に
場
所
を
開
げ
る
し
と
述
べ
て
、
認
識
の
適
用
範

囲
を
経
験
的
対
象
、
有
隈
的
事
物
に
の
み
隈
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
た
立
場
か
ら

す
れ
ぱ
、
む
し
ろ
絶
対
者
こ
そ
哲
学
が
本
来
的
に
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す

る
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
思
想
は
、
人
問
の
有
限
的
精
神
の
越
権
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
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う
。
し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
は
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
の
最
良
の
理
解
者
と
し
て
思
索

を
開
始
し
た
最
初
期
（
一
七
九
四
5
）
か
ら
、
－
」
の
『
哲
学
と
宗
教
』
の
時
期

ま
で
、
カ
ソ
ト
の
そ
う
し
た
理
性
批
判
を
十
分
承
知
し
た
う
え
で
、
た
と
え
ば

中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
的
直
観
の
よ
う
な
き
わ
め
て
信
仰
篤
い
人
の
特
殊
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

能
力
と
し
て
で
は
な
く
、
「
わ
れ
わ
れ
の
誰
に
で
も
備
わ
っ
た
神
秘
な
能
力
」

と
し
て
、
文
字
ど
お
り
知
的
直
観
を
固
持
し
て
い
る
。
そ
・
」
で
、
本
稿
で
は
、

シ
ェ
リ
ソ
グ
の
主
張
す
る
知
的
直
観
が
、
わ
れ
わ
れ
の
誰
に
で
も
備
わ
り
た
が

ら
「
本
性
上
絶
対
者
の
認
識
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の

か
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
知
的
直
観
の
思
索
が
、
『
哲
学
と
宗

教
』
以
後
の
、
神
と
し
て
の
絶
対
者
を
積
極
的
に
解
明
L
よ
う
と
す
る
後
期
哲

学
と
の
関
連
に
お
い
て
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

絶
対
的
自
我
の
自
已
認
識
と
絶
対
的
認
識

　
ま
ず
、
知
的
直
観
に
関
す
る
論
究
が
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
た
『
哲
学
の
原
理

と
し
て
の
自
我
に
つ
い
て
』
（
一
七
九
五
、
以
下
『
自
我
に
つ
い
て
』
と
略
記
）

を
見
る
と
、
シ
ェ
リ
ソ
グ
が
知
的
直
観
を
主
張
す
る
の
は
、
実
在
性
と
観
念
性

を
か
ね
そ
な
え
た
知
が
な
げ
れ
ぱ
な
ら
た
い
か
ら
で
あ
る
。
「
何
か
を
知
ろ
う

と
す
る
者
は
、
同
時
に
そ
の
知
が
実
在
性
を
も
つ
一
」
と
を
望
む
。
実
在
性
を
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

い
た
知
は
、
知
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
「
実
在
性
と
い
う
究
極
の
一
点
が
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

在
す
る
の
で
は
た
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』

（
一
七
九
四
）
に
触
発
さ
れ
た
こ
の
論
文
は
、
知
が
出
発
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
無
制
約
的
な
原
理
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
。
他
か
ら
実
在
性
を
与
え
ら
れ
る

よ
う
な
も
の
は
、
無
制
約
的
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら

ゆ
る
知
の
出
発
点
と
な
る
べ
き
原
理
は
、
無
制
約
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、

自
己
自
身
の
う
ち
に
実
在
性
を
も
っ
て
い
な
く
て
は
た
ら
な
い
。
シ
ェ
リ
ソ
グ

は
、
ま
ず
フ
ィ
ヒ
テ
の
影
響
下
で
、
こ
の
「
実
在
性
と
い
う
究
極
の
一
点
」
を
、

絶
対
的
自
我
に
求
め
る
。

　
あ
る
何
ら
か
の
知
に
到
達
す
る
に
は
、
何
か
別
の
知
を
介
さ
な
く
て
は
な
ら

な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
媒
介
さ
れ
た
知
は
制
約
さ
れ
た
知
で
あ
っ
て
、
他
の
知

に
依
存
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
さ
れ
た
知
が
何
ら
か
の
仕

方
で
連
関
を
な
す
と
す
れ
ぱ
、
こ
の
知
の
連
関
を
ま
と
め
る
究
極
の
一
点
が
な

く
て
は
た
ら
な
い
。
こ
の
究
極
の
一
点
は
、
無
制
約
的
で
あ
る
ぱ
か
り
で
な
く
、

制
約
不
可
能
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
知
の
体
系
と
し
て
の
哲
学
は
こ
の

よ
う
な
制
約
不
可
能
た
も
の
を
前
提
し
な
く
て
は
、
学
と
し
て
成
立
す
る
こ
と

　
　
　
（
蝸
）

が
で
き
な
い
。
で
は
こ
の
制
約
不
可
能
な
も
の
と
は
何
か
。
「
制
約
す
る
」

げ
＆
臣
σ
q
豊
と
は
、
物
冒
轟
に
す
る
こ
と
、
客
体
と
す
る
｝
」
と
で
あ
る
。
。
レ

た
が
っ
て
、
制
約
不
可
能
な
も
の
計
ω
¢
臣
＆
ぎ
σ
q
箒
と
は
、
物
に
た
ら
た
い

も
の
（
¢
箏
1
げ
叩
察
謁
よ
①
）
、
絶
対
に
客
観
と
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
ま
牟
主
観
も
何
ら
か
の
客
観
に
対
す
る
主
観
で
あ
り
、
客
観
の
相
関
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

で
あ
る
か
ら
、
無
制
約
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
無
制
約
的
で
あ
り
う
る

の
は
、
唯
一
絶
対
的
自
我
の
み
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
何
も
の
も
自
已
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

に
よ
っ
て
物
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら
、
物
と
な
り

え
な
い
の
は
、
こ
の
他
か
ら
は
決
し
て
物
と
し
て
定
立
さ
れ
た
い
も
の
、
す
な

わ
ち
自
我
に
ほ
か
な
ら
た
い
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
自
我
は
、
存
在
す
る
か
ぎ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

で
思
惟
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
思
惟
す
る
か
ぎ
り
で
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

無
制
約
者
と
し
て
の
絶
対
的
自
我
は
、
自
ら
の
思
惟
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
生

み
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
絶
対
的
自
我
は
「
自
我
は
存
在
す
る
」
と
い

う
無
制
約
的
な
命
題
に
よ
っ
て
し
か
表
現
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
H
亭
げ
ぎ

μ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

は
、
自
我
の
端
的
な
自
已
措
定
を
表
す
一
般
的
表
現
と
し
て
、
＞
”
＞
と
表
現

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
た
絶
対
的
自
我
が
、
知
の
実
在
性
の
根
拠
で

あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
根
底
に
は
、
決
し
て
客
観
と
は
な
り
え
な
い
無
制
約

的
た
絶
対
者
の
自
已
措
定
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
＞
1
1
＞
は

絶
対
的
な
も
の
が
自
ら
を
「
我
」
と
し
て
措
定
し
た
瞬
間
に
成
立
す
る
、
絶
対

者
の
自
已
認
識
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
絶
対
者
が
自
己

を
対
象
化
し
て
、
そ
れ
を
ふ
た
た
び
自
已
自
身
と
し
て
認
識
し
た
、
と
い
う
意

味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
＞
1
1
＞
は
、
た
る
ほ
ど
形
式
論
理
学
の
第
一
命
題
で

あ
り
、
こ
の
命
題
に
表
現
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
こ
と
に
は
、
A
の
自
已
同
一
の

ほ
か
何
の
情
報
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
命
題
の
A
は
「
A
」
で

は
た
く
、
「
B
」
で
あ
っ
て
も
、
「
い
」
で
あ
っ
て
も
、
単
な
る
同
一
性
命
題
と

し
て
は
同
じ
よ
う
に
成
立
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
命
題
が
示
し
て
い
る
こ
と
が

ら
そ
の
も
の
は
、
絶
対
者
の
自
已
措
定
と
い
う
動
的
な
事
態
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
提
え
方
は
＞
1
1
＞
を
、
単
な
る
主
観
と
し
て
の
自
我
の
単
肢
る
客
観
と

し
て
の
自
我
の
反
省
の
徴
表
で
あ
る
「
私
H
私
」
と
し
て
、
自
己
同
一
性
の
主

張
や
、
自
已
認
識
の
宣
言
と
見
る
の
で
は
た
く
、
知
の
無
限
な
運
動
と
捉
え
た

と
き
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
自
我
が
捉
え
る
の
は
、
自
已
自
身
の
無
隈
な
知
の

運
動
で
あ
り
、
＞
1
1
＞
は
、
自
已
自
身
を
そ
の
よ
う
な
す
が
た
に
お
い
て
自
已

措
定
し
て
い
る
自
我
自
身
の
総
合
を
表
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
命
題

は
、
任
意
の
客
観
や
、
A
（
主
観
）
と
A
（
客
観
）
の
分
析
的
同
一
性
で
は
な
く
、

．
．
＞
臼
＞
，
、
と
い
う
ひ
と
つ
の
全
体
と
し
て
の
自
我
の
主
観
と
客
観
を
総
合
す
る

働
き
そ
の
も
の
を
意
味
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
た
働
き
と
し
て
の
自
我
の
存
在
を

動
的
に
表
現
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
命
題
は
、
唯
一
無
制

約
的
な
命
題
と
し
て
の
知
の
体
系
の
出
発
点
に
あ
り
、
ま
た
唯
一
の
無
制
約
的

た
事
態
を
表
現
し
、
ま
た
観
念
的
な
も
の
の
実
在
的
た
も
の
と
の
絶
対
的
同
一

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
さ
れ
た
知
の
根
底
に
あ
っ
て
そ
れ
を
支
え
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
有
隈
的
な
経
験
的
自
我
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
根
底
に
は
常
に
こ

の
絶
対
的
自
我
が
自
已
認
識
し
、
自
已
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
絶
対
者
と
は
そ
れ
に
対
立
す
る
何
も
の
を
も
前
提
と
し
な
い
も

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
認
識
は
概
念
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
悟
性
認
識
で
は
た

く
、
ま
た
す
で
に
存
在
し
て
い
る
客
観
的
対
象
に
向
か
う
感
性
的
直
観
で
も
あ

り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
絶
対
者
の
自
已
認
識
は
、
自
已
自
身
の
知
的
直
観

で
あ
る
。

　
自
已
自
身
の
思
惟
に
よ
っ
て
自
已
自
身
を
生
み
出
す
と
い
う
『
自
我
に
つ
い

て
』
で
の
こ
の
よ
う
た
知
的
直
観
は
、
『
先
験
的
観
念
論
の
体
系
』
（
一
八
○

O
）
で
は
、
自
已
自
身
を
客
観
と
た
す
産
出
行
為
と
定
式
化
さ
れ
る
。
知
的
直

観
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
在
と
し
て
の
客
観
が
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
観

的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
表
象
と
、
客
観
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
存
在
と
が
一
致

す
る
た
め
に
は
、
表
象
さ
れ
た
も
の
が
同
時
に
表
象
す
る
・
」
と
で
あ
り
、
直
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

さ
れ
た
も
の
が
同
時
に
直
観
す
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
た
い
。
さ
ら
に
絶
対

的
自
我
は
、
自
己
自
身
の
ほ
か
に
何
の
媒
介
も
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
認
識
と
は
何
に
よ
っ
て
も
媒
介
さ
れ
た
い
、
ま
た
何
に
よ
っ
て
も
制
約
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

れ
な
い
、
直
接
的
で
絶
対
的
に
自
由
な
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
的
直

観
と
は
、
自
已
自
身
を
白
由
に
客
観
と
し
て
産
出
す
る
行
為
で
あ
り
、
そ
こ
で

産
出
さ
れ
た
も
の
と
産
出
す
る
も
の
が
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
よ
う
な
行
為

　
（
2
0
）

で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
同
一
と
は
、
産
出
さ
れ
た
も
の
と
、
産
出
す
る
も
の

の
単
た
る
合
成
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ぼ
、
産
田
す
る
も
の
す
な
わ
ち

白
我
か
ら
、
産
出
さ
れ
た
も
の
す
な
わ
ち
非
我
が
外
化
し
た
と
た
ん
に
そ
の
両
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者
は
異
質
な
も
の
と
な
り
、
何
か
第
三
の
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
な
く
て
は

再
統
一
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
産
出
す
る
と
い
う

こ
と
が
、
絶
対
的
自
我
の
ひ
と
つ
の
働
き
に
す
ぎ
ず
、
絶
対
的
自
我
の
う
ち
に

何
ら
か
別
の
統
一
す
る
働
き
が
あ
る
と
考
え
た
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ

う
で
は
な
く
、
産
出
さ
れ
た
も
の
と
産
出
す
る
も
の
と
、
さ
ら
に
産
出
す
る
行

為
そ
の
も
の
が
同
一
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
絶
対
的
自
我
が
産
出
行
為
そ
の

も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
知
的
直
観
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
自
己
自
身
を
客
観
化
し
て
非
我
と
し
、
L
か
し
そ
の
非
我
を
も
凌

た
非
－
我
と
し
て
ふ
た
た
び
客
観
的
な
我
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え

ぼ
非
我
の
主
観
化
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
絶
対
的
自
我
に
よ
る
非
我
と
し
て

の
事
物
の
産
出
を
唱
え
た
だ
げ
で
怯
｝
」
の
立
場
は
「
自
我
に
よ
る
、
自
我
に

と
っ
て
の
、
自
我
の
世
界
」
と
い
う
独
我
論
に
陥
り
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
非
我

は
単
に
「
自
我
i
で
は
な
い
も
の
」
と
い
う
否
定
的
で
抽
象
的
な
観
念
性
を
し

か
も
た
な
い
こ
と
に
た
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
間
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
知
的
直
観
は
ま
ず
第
一
義
的
に
は
絶
対
的
自
我
の
自

己
産
出
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が
絶
対
者
だ
げ
が
行
う
行
為
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、

カ
ソ
ト
の
理
性
批
判
と
同
じ
結
論
し
か
も
た
ら
す
こ
と
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

J
。
バ
リ
オ
ソ
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
有
限
老
の
認
識
は
あ
く
ま
で
有
限
者
が

有
隈
的
な
も
の
を
捉
え
る
有
隈
的
認
識
で
あ
り
、
無
制
約
的
事
態
に
到
達
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

｝
」
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
知
一
般
が
無
条
件
的
な
原

理
と
の
関
係
を
失
う
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
つ
ど
の
わ
れ
わ
れ
の
知
が
実
在
的

を
知
を
根
底
に
ひ
そ
ま
せ
な
が
ら
も
、
実
在
性
を
欠
い
た
知
で
し
か
な
い
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
知
は
必
ず
「
何
か
あ
る
も
の
」
に
つ
い
て
の
知

で
た
く
て
は
知
と
し
て
の
内
容
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
知
的
直
観
を
主
張

し
な
が
ら
そ
れ
が
絶
対
者
の
自
己
認
識
で
し
か
な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
も
そ
も

絶
対
者
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
の
究
極
の
一
点
と
し
て
の
絶
対
知
も
無
意
味
た
も
の
に
た
る
で
あ
ろ
う
。

　
フ
ィ
ヒ
テ
、
あ
る
い
は
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
理
解
に
よ
れ
ぱ
、
ヵ
ソ
ト
の
超
越
論

的
統
覚
こ
そ
、
絶
対
的
自
我
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ソ
グ
に
よ
れ
ば
、
カ
ソ
ト
の
場

合
、
超
越
論
的
統
覚
を
統
制
的
理
念
と
し
、
意
識
が
客
観
を
前
提
す
る
よ
う
に
、

認
識
の
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
知
的
直
観
と
い
う
考
え
は
お
よ
そ
現
れ
よ
う

　
（
2
2
）

が
た
い
。
し
か
し
、
カ
ソ
ト
が
認
識
の
第
一
の
も
の
で
あ
る
が
最
低
の
段
階
で

も
あ
る
と
し
た
直
観
は
、
「
人
問
精
神
に
お
げ
る
最
高
の
も
の
、
わ
れ
わ
れ
の

他
の
認
識
が
そ
れ
に
よ
っ
て
価
値
と
実
在
性
を
貸
し
与
え
ら
れ
る
最
高
の
も
の

　
（
2
3
）

で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
知
的
直
観
は
、
絶
対
者
の
自
己
認
識
で
あ
る
だ
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

で
は
た
く
、
絶
対
的
な
認
識
と
し
て
、
直
接
的
た
直
観
的
認
識
の
能
力
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

わ
れ
わ
れ
に
「
確
実
な
確
信
を
与
え
る
」
、
「
学
間
的
精
神
一
般
と
、
知
の
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

て
の
部
分
に
お
け
る
制
約
で
あ
る
」
。
な
ぜ
な
ら
、
「
す
べ
て
の
直
観
は
、
思
惟

と
存
在
の
等
置
で
あ
る
。
そ
し
て
、
直
観
一
般
に
お
い
て
の
み
実
在
性
が
あ

（
2
7
）

る
」
か
ら
で
あ
る
。
対
象
を
実
在
的
に
、
す
な
わ
ち
「
在
る
も
の
」
と
し
て
定

立
す
る
働
き
が
先
行
し
て
い
な
く
て
は
、
い
か
た
る
学
間
的
認
識
も
成
立
せ
ず
、

そ
れ
ば
か
り
か
、
日
常
的
に
何
か
に
つ
い
て
知
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
く
な

る
。
知
の
基
準
は
真
理
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
在
る
も
の
」
と
完
全
に
一
致
し

た
知
こ
そ
、
人
間
の
持
ち
う
る
最
高
の
知
た
の
で
あ
る
。
「
思
惟
と
存
在
が
絶

対
的
に
等
置
さ
れ
る
の
は
、
直
観
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直

観
は
絶
対
者
そ
の
も
の
を
表
現
し
、
同
時
に
絶
対
老
の
本
質
の
表
現
と
な
る
。

わ
れ
わ
れ
が
こ
の
直
観
を
知
的
と
名
づ
け
る
の
は
、
そ
れ
が
理
性
直
観
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

同
時
に
認
識
と
し
て
認
識
の
対
象
と
絶
対
的
に
ひ
と
つ
だ
か
ら
で
あ
る
」
、
と
言

蝸



わ
れ
る
よ
う
に
、
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
、
絶
対
者
が
自
ら
の
本
質
を
客
観
化
す
る
と

い
う
存
在
論
的
事
態
と
、
主
観
と
客
観
の
一
致
と
い
う
認
識
論
的
事
態
と
を
二

重
写
し
に
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
絶
対
的
な
も
の
に
と
っ
て
は
自
由
な
自
己
産
出
で
あ
り
、
存
在

論
的
な
働
き
そ
れ
自
体
で
あ
る
知
的
直
観
が
、
人
間
の
場
合
、
認
識
の
最
高
段

階
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
意
識
行
為
に
お
い
て
し
か
直
観
を
行
う

切
」
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
絶
対
老
を

非
我
と
し
て
産
出
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
ひ
と
っ
の
回
避
策
で

は
あ
っ
た
が
、
か
え
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
は
思
惟
と
存

在
の
同
一
性
で
あ
っ
た
は
ず
の
知
的
直
観
は
、
存
在
の
定
立
で
は
な
く
、
在
る

も
の
を
実
在
的
な
も
の
と
し
て
定
立
す
る
思
惟
に
ほ
か
た
ら
な
く
た
り
、
対
象

と
し
て
の
根
源
的
た
働
き
へ
向
か
う
ひ
と
つ
の
志
向
性
と
考
え
な
げ
れ
ぼ
た
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
知
に
は
実
在
性
が
な
く
て
は
な
ら
た
い
、
と
い
う
大
前

提
か
ら
始
め
た
以
上
、
実
在
性
を
備
え
た
知
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
第
一
原
理
を

前
提
し
て
、
そ
の
第
一
原
理
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
知
一
般
に
実
在
性
が
備

わ
る
か
を
問
わ
ざ
る
を
え
た
い
た
め
、
『
先
験
的
観
念
論
の
体
系
』
で
定
式
化

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
客
観
的
な
も
の
を
第
一
の
も
の
と
し
て
、
い
か
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

主
観
的
た
も
の
が
客
観
的
な
も
の
に
至
り
、
そ
れ
と
一
致
す
る
か
を
間
う
」
か
、

あ
る
い
は
「
主
観
的
た
も
の
を
第
一
の
も
の
と
し
て
、
い
か
に
し
て
客
観
的
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

も
の
が
そ
れ
に
至
り
、
そ
れ
と
一
致
す
る
か
と
い
う
課
題
」
を
負
う
か
の
い
ず

れ
か
の
道
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
思
惟
即
存
在
は
、
思
惟
と
、
思

惟
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
存
在
の
合
成
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

二
、
直
観
と
反
省

　
本
来
存
在
論
的
な
事
態
で
あ
る
は
ず
の
知
的
直
観
を
自
我
－
非
我
と
い
う
意

識
の
領
域
で
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
惟
と
存
在
の
同
一
性
と
い
う
シ
ェ

リ
ソ
グ
の
前
提
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
知
的
直
観
が
、
絶
対

者
の
自
已
直
観
と
い
う
性
格
と
、
有
隈
老
の
本
質
直
観
と
い
う
二
重
の
意
味
を

も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
確
か
に
絶
対
者
は
自
已
自
身
の
ほ
か

何
も
の
を
も
直
観
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
有
限
者
の
知
的
直

観
は
、
有
限
的
な
も
の
、
と
い
う
制
約
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
自
已
自
身
に
向
か

う
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
絶
対
老
が
「
自
我
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
知

的
直
観
の
働
き
た
し
に
は
成
立
し
恋
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
は
や
自
我
を
絶
対

的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
た
い
こ
と
に
た
る
。

　
根
源
的
事
態
が
自
由
た
自
已
産
出
と
い
う
行
為
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
た
と

き
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
そ
こ
に
、
ふ
た
た
び
差
異
を
見
い
だ
し
て
ゆ
く
。
こ
の

行
為
の
な
か
に
は
、
根
源
的
な
も
の
と
、
そ
の
自
己
客
観
化
と
い
う
働
き
と
、

客
観
と
し
て
産
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
三
つ
の
契
機
が
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に

実
在
的
に
は
た
だ
ひ
と
つ
の
事
態
で
あ
る
が
、
こ
の
根
源
的
な
も
の
が
絶
対
的

自
我
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
産
出
さ
れ
た
客
観
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
自
我
に
と
っ

て
の
客
観
で
し
か
な
く
、
客
観
化
の
働
き
そ
の
も
の
は
根
源
的
な
自
我
に
属
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
と
し
て
の
自
我
は
、
働
く
も
の
、
動
的
な
も
の
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
根
源
的
自
我
の
働
き
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
「
死
せ
る

も
の
」
と
さ
れ
て
L
ま
う
の
で
あ
る
。
「
フ
ィ
ヒ
テ
は
言
う
。
自
我
性
は
自
我

性
自
身
の
行
良
↓
で
あ
り
、
自
我
性
自
身
の
行
為
饒
竃
宗
匡
に
す
ぎ
な
い
。

白
我
性
は
、
こ
の
行
為
を
無
視
す
れ
ぼ
無
で
あ
り
、
自
已
自
身
に
と
っ
て
轟
H

47　シェリソグに一おげる知的直観



碗
げ
げ
㎝
①
宇
終
の
み
あ
り
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
實
ω
一
庄
色
げ
黒
あ
る
の
で
は

た
い
。
絶
対
者
の
う
ち
に
で
は
た
く
、
単
に
自
已
自
身
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と

し
て
の
全
有
隈
性
の
根
拠
が
こ
れ
以
上
明
確
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
。
い
ま
や
シ
ェ
リ
ソ
グ
に
と
っ
て
、
自
我
は
無
制

約
的
た
も
の
で
は
た
く
、
隈
定
す
る
働
き
、
す
な
わ
ち
有
隈
化
の
原
理
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
絶
対
的
自
我
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
自
身
矛
盾
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
『
哲
学
と
宗
教
』
で
は
、
自
我
と
非
我
で
は
な
く
、
絶
対
者
と
有

限
者
と
い
う
二
項
の
も
と
で
議
論
が
進
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
主
張
さ
れ
る
知
的

直
観
の
規
定
は
、
自
我
の
自
已
直
観
で
は
た
く
、
絶
対
的
な
も
の
の
絶
対
的
直

観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
絶
対
的
た
も
の
が
自
ら
を
直

観
す
る
こ
と
と
、
有
隈
的
た
も
の
が
絶
対
的
な
も
の
を
絶
対
的
に
直
観
す
る
こ

と
の
二
重
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
知
的
直
観
は
、
有
限
者
を
と
お
し
て
の
絶

対
者
の
自
己
産
出
で
あ
り
、
自
已
直
観
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
知
的
直

観
と
い
う
事
態
に
お
い
て
、
絶
対
者
と
、
有
隈
的
な
自
我
が
直
接
に
結
び
つ
げ

ら
れ
る
。

　
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
ま
ず
、
序
文
の
な
か
で
、
一
八
〇
三
年
の
自
著
『
ブ
ル
ー

ノ
』
を
批
判
し
て
、
絶
対
的
な
も
の
は
信
仰
に
よ
る
直
接
知
で
L
か
捉
え
ら
れ

な
い
か
ら
、
悟
性
に
よ
っ
て
有
限
的
な
も
の
だ
げ
を
扱
う
べ
き
哲
学
は
信
仰
に

よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
く
て
は
た
ら
な
い
と
す
る
ユ
ヅ
シ
ェ
ソ
マ
イ
ヤ
ー
を
再
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

判
し
た
が
ら
、
絶
対
知
と
有
隈
的
認
識
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
解
説
し
て
ゆ
く
。

も
し
、
エ
ッ
シ
ェ
ソ
マ
イ
ヤ
ー
（
お
よ
び
、
信
仰
の
立
場
と
哲
学
の
立
場
を
峻

別
し
よ
う
と
す
る
、
西
欧
の
一
方
の
伝
統
に
立
つ
人
々
）
の
言
う
よ
う
に
、
哲

学
は
絶
対
者
に
直
面
し
て
挫
折
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
上
位
に
あ
る
知
的
営
み

と
し
て
の
信
仰
に
場
を
譲
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
と
き
、
そ
こ
で
言

わ
れ
て
い
る
哲
学
と
は
、
い
わ
ゆ
る
悟
性
的
反
省
の
立
場
で
あ
る
。
ご
く
単
純

に
理
解
す
れ
ぱ
、
反
省
の
立
場
に
お
い
て
は
、
外
界
の
事
物
の
実
在
性
を
懐
疑

し
て
い
る
我
そ
の
も
の
の
実
在
性
は
疑
い
え
な
い
、
と
い
う
デ
カ
ル
ト
的
立
場
、

あ
る
い
は
、
よ
り
一
般
的
に
、
理
性
そ
れ
自
身
を
批
判
す
る
理
性
と
い
う
カ
ソ

ト
的
立
場
に
お
い
て
は
、
直
接
的
な
志
向
性
を
も
っ
て
い
る
自
我
が
、
そ
れ
を

反
省
し
て
い
る
自
我
の
客
観
と
な
る
と
い
う
自
我
の
二
重
性
が
現
れ
て
く
る
。

し
た
が
っ
て
反
省
す
る
自
我
主
観
は
、
自
ら
が
志
向
す
る
も
の
を
客
観
と
し
て

対
象
化
し
て
や
ま
た
い
た
め
、
反
省
と
い
う
作
用
に
お
い
て
す
べ
て
は
、
あ
く

ま
で
も
対
象
化
さ
れ
、
事
物
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
無
制
約
的
な
も

の
は
反
省
に
よ
っ
て
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
シ
ェ
リ
ソ
グ
も
、

こ
の
よ
う
た
常
識
的
な
理
解
は
保
ち
つ
づ
げ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
間
題
な
の
は
、
反
省
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
観
念
性
と
実

在
性
の
関
係
で
あ
る
。
一
般
に
反
省
と
は
、
自
ら
の
意
識
作
用
に
つ
い
て
の

反
省
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」
と
い
う
と
き
、
デ

カ
ル
ト
自
身
こ
の
命
題
を
、
「
考
え
る
た
め
に
は
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

こ
と
を
私
は
き
わ
め
て
明
自
に
み
る
し
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
の
、

『
近
世
哲
学
史
講
義
』
（
一
八
三
三
／
三
四
）
の
デ
カ
ル
ト
の
項
で
、
シ
ェ
リ
ン

グ
は
こ
の
「
思
惟
す
る
」
こ
と
と
「
存
在
す
る
」
｝
」
と
を
分
析
し
て
、
デ
カ
ル

ト
の
第
一
命
題
で
あ
る
自
我
の
確
実
性
を
批
判
す
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
思
惟
す

る
こ
と
即
存
在
す
る
・
」
と
、
私
が
思
惟
し
て
い
る
以
上
、
私
は
存
在
す
る
、
と

い
う
思
惟
と
存
在
の
直
接
的
同
一
性
を
自
我
に
関
し
て
発
見
し
た
の
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脳
）

が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
｝
」
の
直
接
的
同
一
性
に
さ
ら
に
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
。

こ
の
命
題
の
意
味
す
る
も
の
は
、
「
私
は
思
惟
す
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
」

に
す
ぎ
な
い
。
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
の
仕
方
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
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そ
の
意
味
で
は
、
実
在
性
を
疑
わ
れ
た
外
界
の
事
物
も
、
「
実
在
性
を
疑
わ
れ

て
い
る
」
と
い
う
仕
方
で
存
在
す
る
圭
言
え
る
、
と
ま
で
言
わ
れ
る
。
逆
に
言

え
ぱ
、
あ
る
一
定
の
仕
方
で
し
か
存
在
し
た
い
も
の
は
、
事
物
と
同
様
疑
わ
し

い
。
確
実
性
を
も
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
存
在
が
無
条
件
的
で

た
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
も
し
思
惟
し
て
い
る
と
す
れ
ぱ
、
私
は
存
在
す
る
」

と
思
惟
す
る
｝
」
と
は
自
已
矛
盾
だ
か
ら
で
あ
る
。
思
惟
し
て
い
る
こ
と
と
、
無

条
件
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
は
決
し
て
直
接
に
結
び
つ
げ
ら
れ
た
い
の
で

あ
る
。

　
シ
ェ
リ
ン
グ
が
デ
カ
ル
ト
の
根
本
命
題
（
で
あ
る
ぱ
か
り
で
は
た
く
、
近
世

哲
学
の
第
一
命
題
）
を
「
私
は
思
惟
す
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
」
と
読
み
か

え
た
と
き
、
反
省
と
い
う
思
考
手
段
の
特
徴
は
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

外
界
の
対
象
に
向
か
う
直
接
的
な
志
向
性
を
さ
ら
に
「
私
の
思
惟
」
と
し
て
思

惟
す
る
反
省
が
、
｝
」
の
「
私
は
思
惟
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
知
の
統
一
点
を
設

定
す
る
と
す
れ
ぱ
、
知
を
支
え
る
究
極
の
一
点
は
、
外
界
の
事
物
同
様
疑
わ
し

い
実
在
性
を
し
か
持
た
な
い
「
我
」
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
統
一
点
は
「
思
惟
す
る
と
い
う
仕
方
で
存
在
し

て
い
る
我
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
、
思
惟
す
る
と
い
う
存

在
の
仕
方
と
、
そ
の
思
惟
す
る
我
の
存
在
そ
の
も
の
と
が
分
裂
し
て
L
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
逆
に
言
え
ぼ
、
反
省
と
は
、
思
惟
を
存
在
か
ら
引
き

離
す
作
用
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
「
い
ま
だ
有
隈
性
の
う
ち
に
と
ら
わ
れ
て

い
る
者
も
、
生
来
絶
対
的
な
も
の
を
求
め
る
よ
う
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
彼
が
こ
れ
を
反
省
に
対
」
て
固
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
そ

れ
は
彼
か
ら
消
え
失
せ
て
し
ま
う
。
（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
相
克
の
た
か
で
、

主
観
的
な
働
き
が
か
の
客
観
的
な
も
の
と
予
期
せ
ぬ
調
和
を
な
す
あ
る
瞬
間
に

の
み
、
…
…
絶
対
的
た
も
の
は
魂
の
前
に
現
れ
出
る
。
だ
が
、
こ
の
調
和
が
作

ら
れ
る
や
い
な
や
、
反
省
が
入
っ
て
き
て
、
こ
の
現
象
は
逃
げ
去
っ
て
し
ま

（
3
5
）

う
L
。
予
期
せ
ぬ
調
和
と
は
、
信
仰
に
お
い
て
啓
示
を
受
げ
た
一
瞬
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
か
L
こ
れ
は
ま
さ
に
一
瞬
の
－
」
と
で
あ
っ
て
、
啓
示
さ
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

が
ら
は
す
ぐ
に
反
省
の
作
用
を
被
っ
て
し
ま
う
。
「
無
常
な
姿
に
お
け
る
宗
教
」

と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
L
た
が
っ
て
、
「
真
の
思
惟
は
、
む
し
ろ
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

を
反
省
す
る
主
観
か
ら
独
立
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
、
と
『
近
世
哲
学
史
講

義
』
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
思
惟
が
単
な
る
直
接
的
な
志
向
性
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
は
な
く
、
反
省
が
有
限
的
た
自
我
の
思
惟
行
為
で
あ
り
、
本
来
的
た

思
惟
は
そ
の
よ
う
た
有
限
性
か
ら
独
立
に
、
観
念
性
と
実
在
性
を
そ
れ
自
身
の

う
ち
に
統
合
し
た
絶
対
的
な
思
惟
、
す
た
わ
ち
知
的
直
観
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
反
省
的
思
惟
は
無
意
味
な
の
で
は
た
く
、
｝
」

の
よ
う
た
知
的
直
観
や
そ
れ
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
記
述
、

す
な
わ
ち
哲
学
的
著
述
の
手
段
は
、
知
的
直
観
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
反
省
で

な
く
て
は
た
ら
な
い
。
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
、
絶
対
者
を
表
現
す
る
形
式
を
、
定
言

的
形
式
（
絶
対
老
は
1
あ
れ
で
も
な
い
ー
こ
れ
で
も
な
い
ミ
＆
9
1
≠
O
監
∀

仮
言
的
形
式
（
も
し
ひ
と
つ
の
主
観
と
ひ
と
つ
の
客
観
が
あ
れ
ば
　
　
絶
対
者

は
両
者
の
等
し
い
本
質
で
あ
る
）
。
選
言
的
形
式
（
絶
対
者
は
　
　
主
観
で
も

な
く
客
観
で
も
な
い
が
、
し
か
し
同
時
に
両
者
の
同
一
で
あ
る
ω
O
峯
◎
雪
－
崇
1

　
（
3
8
）

＞
g
プ
）
の
三
種
に
分
類
す
る
が
、
こ
の
う
ち
定
言
的
形
式
は
恋
ん
の
積
極
的

主
張
も
も
た
ず
、
「
こ
の
空
虚
を
生
産
的
直
観
が
満
た
し
て
よ
う
や
く
、
あ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

で
も
た
い
1
・
」
れ
で
も
な
い
に
積
極
的
な
も
の
が
提
供
さ
れ
る
L
よ
う
な
形

式
で
あ
り
、
ま
た
仮
言
的
形
式
は
絶
対
者
固
有
の
表
現
様
式
で
は
な
く
、
そ
の
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（
ω
）

ほ
か
の
何
に
で
も
適
用
さ
れ
、
「
∫
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
」
と
い
う
限
定
を

残
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
反
省
的
か
つ
消
極
的
た
形
式
で
あ
る
。
第
三
の
選

言
的
形
式
は
前
二
者
の
結
合
で
あ
り
、
反
省
的
な
形
式
で
あ
る
一
」
と
に
は
変
わ

り
が
な
い
が
、
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
こ
こ
に
い
く
ら
か
の
発
展
の
余
地
を
残
し
て
い

る
。
こ
れ
は
た
と
え
ぼ
神
の
存
在
論
的
証
明
で
よ
く
使
わ
れ
る
形
式
で
あ
り
、

「
神
は
一
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

惟
が
存
在
を
、
理
念
が
実
在
性
を
伴
っ
て
い
る
」
と
い
う
と
き
、
こ
れ
は
積
極

的
な
主
張
で
あ
り
、
「
｝
」
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
L

（
傍
線
筆
老
）
「
端
的
に
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
神
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
、
そ

れ
以
上
の
媒
介
な
し
に
、
ま
た
端
的
に
実
在
的
で
も
あ
る
、
と
い
う
｝
」
と
で
あ

（
4
2
）

る
L
。
こ
の
積
極
的
な
反
省
的
表
現
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
か
ぎ
り
の
・
」
と
は
、

「
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
」
そ
の
も
の
の
内
容
で
は
た
く
、
内
容
の
説
明
な

い
し
記
述
な
の
で
あ
る
。
「
観
念
的
で
あ
り
直
接
に
実
在
的
で
あ
る
も
の
の
本

質
そ
れ
自
体
は
、
説
明
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
直
観
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ

う
る
。
な
ぜ
な
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
記
述
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
う
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

で
あ
っ
て
、
単
純
な
も
の
は
直
観
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
」
。

単
純
な
も
の
、
す
な
わ
ち
無
制
約
的
な
も
の
は
、
記
述
そ
の
も
の
の
表
面
に
は

現
れ
る
こ
と
が
で
き
た
い
。
「
哲
学
者
が
絶
対
者
の
理
念
に
つ
い
て
与
え
る
記

述
に
よ
っ
て
そ
の
理
念
に
到
達
し
ょ
う
と
す
る
人
は
、
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
は

常
に
絶
対
者
の
制
約
さ
れ
た
認
識
を
し
か
得
ら
れ
ず
、
し
か
し
、
無
制
約
的
な

も
の
に
つ
い
て
の
制
約
さ
れ
た
認
識
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
ほ
と

ん
ど
必
然
的
に
こ
の
誤
謬
（
絶
対
老
を
絶
対
的
と
し
て
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

同
時
に
実
在
的
な
神
と
し
て
は
認
め
な
い
こ
と
）
に
陥
る
」
（
括
弧
内
筆
者
）
。

自
ら
知
的
直
観
を
行
う
こ
と
な
く
、
反
省
を
手
段
と
す
る
記
述
に
よ
っ
て
絶
対

的
な
も
の
に
到
達
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
は
、
絶
対
性

と
い
う
観
念
性
に
す
ぎ
ず
、
デ
カ
ル
ト
の
O
◎
σ
q
ぎ
胃
α
q
◎
竃
冒
に
対
す
る
批

判
に
傲
っ
て
い
え
ぱ
、
絶
対
的
た
仕
方
で
存
在
す
る
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

そ
の
よ
う
な
絶
対
的
存
在
者
は
、
な
る
ほ
ど
神
の
存
在
論
的
証
明
に
お
い
て
は

実
在
性
を
是
認
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
存
在
論
的
証
明
も
ま
た
、
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

エ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
証
明
で
は
な
く
、
説
明
で
あ
り
、
記
述
で
あ
る
。
｝
」
こ
で

シ
ェ
リ
ソ
グ
が
念
を
押
そ
う
と
L
て
い
る
の
は
、
や
は
り
実
性
在
と
観
念
性
の

統
一
で
あ
る
。
記
述
は
こ
、
の
実
在
性
を
観
念
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
実

在
性
を
あ
り
の
ま
ま
に
現
出
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
ら
思

惟
せ
ず
、
記
述
さ
れ
た
こ
と
に
だ
け
頼
っ
て
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
す
る
者
、
す
た

わ
ち
反
省
に
よ
っ
て
の
み
絶
対
者
を
患
惟
す
る
者
は
、
決
し
て
生
き
生
き
と
し

た
実
在
的
な
絶
対
老
は
把
握
す
る
こ
と
も
近
づ
く
こ
と
も
で
き
ず
、
単
な
る
絶

対
性
と
い
っ
た
よ
う
な
概
念
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

三
、
自
我
性
の
棄
却
と
し
て
の
知
的
直
観

　
「
絶
対
者
と
い
っ
た
よ
う
な
対
象
に
ふ
さ
わ
し
い
唯
一
の
機
関
O
拐
弩
は
、

同
様
に
絶
対
的
な
認
識
様
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
指
導
し
た
り
教
授
し
た
り
す

る
こ
と
に
ょ
っ
て
は
じ
め
て
魂
に
つ
け
加
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
魂
の
真
の
実

体
で
あ
り
、
魂
の
永
遠
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
本
質
が
た
だ
直

接
に
の
み
認
識
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
絶
対
的
実
在
性
で
あ
る
よ
う
な
絶
対
的
観

念
性
で
あ
る
よ
う
に
、
魂
の
本
質
も
、
端
的
に
実
在
的
な
も
の
す
な
わ
ち
神
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
な
認
識
だ
か
ら
で
あ
る
」
。

　
反
省
的
表
現
の
当
の
内
容
そ
の
も
の
の
実
在
性
は
、
知
的
直
観
に
よ
っ
て
し

か
与
え
ら
れ
な
い
。
存
在
を
証
明
す
る
と
称
す
る
い
か
な
る
命
題
も
、
存
在
に
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対
す
る
直
観
を
前
提
と
し
て
い
る
。
反
省
は
実
在
性
を
与
え
る
知
的
直
観
の
表

現
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
有
限
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
必
ず
絶

対
的
な
働
き
で
あ
る
知
的
直
観
が
先
行
し
、
そ
れ
を
支
え
て
い
な
く
て
は
た
ら

な
い
、
そ
し
て
、
そ
の
両
者
が
相
伴
っ
て
は
じ
め
て
真
の
哲
学
と
言
え
る
、
と

い
う
の
が
、
『
哲
学
と
宗
教
』
の
導
入
部
に
お
げ
る
ツ
ェ
リ
ソ
グ
の
主
張
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
直
観
に
至
る
以
前
の
哲
学
は
、
「
一
切
の
有
限
的
対

立
が
空
虚
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
魂
を
問
接
的
に
無
隈
た
も
の
の
直
観
へ
と
導

（
4
7
）

く
」
、
と
い
う
役
割
し
か
も
た
た
い
。
「
こ
の
直
観
に
達
し
た
と
き
、
魂
は
絶
対

者
の
単
た
る
否
定
的
な
記
述
と
い
う
こ
の
手
段
を
お
の
ず
か
ら
見
捨
て
、
も
は

や
そ
の
よ
う
な
手
段
が
必
要
で
な
く
な
る
や
い
な
や
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
ゆ
く

　
　
（
蝸
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

の
で
あ
る
」
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
葉
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な

こ
の
宣
言
は
、
し
か
し
シ
ェ
リ
ソ
グ
自
身
の
哲
学
的
思
惟
に
沈
黙
を
要
求
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
引
用
申
の
魂
と
は
、
絶
対
老
が
自
已
自
身
を
客
観
化
し
、
そ
・
」
に
自
已
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

を
見
る
よ
う
な
、
「
絶
対
老
の
対
像
Ω
晶
塞
竃
｛
」
で
あ
る
。
こ
・
」
で
、
さ
き
に

シ
ェ
リ
ソ
グ
が
知
的
直
観
の
う
ち
に
区
別
し
た
三
っ
の
契
機
が
現
れ
て
い
る
。

こ
の
「
対
像
」
は
、
内
容
的
に
は
第
一
の
根
源
的
な
絶
対
者
に
等
し
い
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肌
）

「
も
う
ひ
と
つ
の
他
の
絶
対
老
」
で
あ
る
が
、
絶
対
老
の
自
已
認
識
と
い
う
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

式
の
帰
結
と
し
て
L
か
成
立
し
な
い
「
永
遠
に
他
な
る
も
の
」
、
す
な
わ
ち
、

形
式
に
よ
っ
て
樹
約
さ
れ
た
、
有
限
的
に
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
絶
対
老
の

自
己
認
識
と
し
て
の
知
的
直
観
は
、
こ
の
絶
対
者
に
と
っ
て
の
永
遠
に
他
な
る

も
の
で
あ
る
第
二
の
絶
対
者
を
産
出
す
る
行
為
で
あ
り
、
絶
対
者
の
認
識
お
よ

び
認
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
も
う
ひ
と
つ
の
絶
対
老
の
形
式
と
し
て
、
ま
た
絶

対
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
実
在
。
観
念
論
の
立
場
か
ら
規
定
す
れ
ぱ
、

第
一
の
絶
対
老
は
純
粋
に
観
念
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
観
念
的
で
あ
る
こ
と
が

実
在
的
で
あ
る
よ
う
な
絶
対
者
で
あ
り
、
第
二
の
絶
対
者
は
観
念
的
な
も
の
に

よ
っ
て
隈
定
さ
れ
た
実
在
的
な
も
の
、
す
た
わ
ち
、
観
念
的
で
あ
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
実
在
的
で
あ
る
よ
う
な
絶
対
者
、
そ
し
て
、
両
者
を
媒
介
す
る
限
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

形
式
が
知
的
直
観
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
契
機
ぽ
、
絶
対
者
と
し
て
、
自
体
的

に
は
同
一
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
永
遠
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ま
ず
、
こ
の
対
像
を
産
出
す
る
知
的
直
観
に
お
い
て
、
そ
の
対
像

を
も
う
ひ
と
つ
の
他
の
絶
対
老
と
す
る
た
め
に
、
第
一
の
絶
対
者
は
、
自
ら
が

唯
一
の
絶
対
老
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
く
て
は
た
ら
た
い
。
つ
ま
り
、
第
一

の
絶
対
者
は
、
自
ら
を
絶
対
的
た
絶
対
老
と
い
う
観
念
的
な
側
面
と
絶
対
的
な

内
容
を
持
っ
た
絶
対
者
と
い
う
実
在
的
な
側
面
に
分
か
ち
、
そ
の
実
在
的
側
面

を
第
二
の
絶
対
者
と
す
る
と
い
う
絶
対
性
の
分
与
を
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
い

ず
れ
の
側
面
に
お
い
て
も
絶
対
者
は
一
に
し
て
絶
対
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
絶
対
性
の
否
定
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
絶
対
者
が
絶

対
的
た
産
出
老
で
あ
る
た
め
に
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
自
ら
の
唯
一
性
の
否

定
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
知
的
直
観
は
新
た
に
、
絶
対
老
の
自
已

放
棄
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
初
期
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
主
張
し
た
絶
対
的
自

我
の
自
已
颪
観
は
、
根
源
的
な
無
制
約
者
の
直
観
と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
す
で

に
、
自
我
の
放
棄
と
い
う
帰
結
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
方
「
も
う
ひ
と
つ
の
絶
対
者
」
は
、
第
一
の
絶
対
者
に
よ
っ
て
直

観
さ
れ
、
産
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
第
一
の
絶
対
者
に
依
存
し
て
い
る
が
、
し

か
し
産
出
行
為
に
よ
っ
て
第
一
の
絶
対
者
と
同
じ
本
質
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か

ぎ
り
で
、
ま
っ
た
く
自
立
的
な
「
他
な
る
も
の
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
第
二
の
絶
対
者
は
、
自
ら
の
本
質
を
同
じ
く
し
て
い
る
第
一
の
絶
対
者
の
本
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質
の
う
ち
に
あ
り
、
同
時
に
、
自
立
性
を
も
っ
た
絶
対
的
な
有
隈
者
と
し
て
自

ら
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
た
い
。
こ
の
「
同
時
に
し
の
根
拠
と

な
る
の
は
、
第
一
の
絶
対
者
に
よ
る
第
二
の
絶
対
者
の
産
出
で
あ
る
知
的
直
観

　
（
5
4
）

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
の
絶
対
者
の
自
已
客
観
化
の
う
ち
に
あ
っ
て
の
み
、

す
な
わ
ち
、
隈
定
さ
れ
て
あ
っ
て
の
み
、
実
在
的
な
も
の
は
自
立
的
で
あ
り
う

る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
第
二
の
絶
対
老
が
真
に
第
一
の
絶
対
老
の
自

己
客
観
化
で
あ
り
、
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
「
自
ら
の
観
念
性
を

実
在
性
に
転
じ
、
観
念
性
を
特
殊
な
形
式
に
お
い
て
客
観
化
す
る
力
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

第
二
の
産
出
を
す
る
力
が
与
え
ら
れ
て
い
た
く
て
は
な
ら
た
い
。
生
き
生
ぎ
と

し
た
根
源
的
統
一
が
、
自
己
に
等
し
く
産
出
し
た
も
の
は
、
や
は
り
生
き
生
き

と
し
た
産
出
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
の
絶
対
者
か
ら
自
立

し
て
い
る
こ
の
有
限
的
な
絶
対
者
は
、
自
由
た
産
出
者
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ソ
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
二
の
産
出
は
第
一
の
産
出
と
一
な
る
産
出
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
第
二
の
絶
対
者
の
行
う
産
出
は
、
自
已
自
身
の
な
か
に
あ
る
第
一
の
絶

対
者
か
ら
与
え
入
れ
ら
れ
た
も
の
の
客
観
化
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
何
も
客
観

化
し
う
る
材
料
を
こ
の
も
う
ひ
と
つ
の
絶
対
者
は
持
っ
て
い
た
い
か
ら
で
あ
る
。

す
る
と
、
こ
の
第
二
の
絶
対
者
の
行
っ
て
い
る
産
出
と
は
、
自
已
の
う
ち
に
あ

っ
て
、
自
已
を
他
な
る
も
の
と
L
て
い
る
当
の
も
の
の
本
質
を
客
観
化
す
る
こ

と
で
あ
る
。
す
る
と
、
第
二
の
絶
対
者
は
、
白
已
の
う
ち
に
あ
る
自
已
た
ら
ぬ

も
の
を
、
自
已
と
し
て
、
自
由
に
産
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
ぎ
、
第
二

の
絶
対
老
、
す
な
わ
ち
魂
は
、
「
自
已
を
永
遠
性
と
い
う
形
式
の
も
と
に
直
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

し
つ
つ
、
本
質
そ
の
も
の
を
直
観
」
て
い
る
」
。
い
い
か
え
れ
ぼ
、
魂
が
自
己

を
知
的
直
観
す
る
こ
と
に
、
第
一
の
絶
対
者
を
知
的
直
観
す
る
｝
」
と
で
あ
る
。

そ
L
て
そ
の
と
き
、
魂
の
「
自
己
」
と
は
、
自
已
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
第

二
の
、
有
隈
的
絶
対
者
も
、
知
的
直
観
と
い
う
働
き
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
自

由
に
お
い
て
自
已
自
身
を
退
げ
、
自
ら
と
は
別
の
絶
対
者
を
そ
こ
に
容
れ
な
く

て
は
た
ら
た
い
。
魂
は
、
自
由
な
絶
対
者
と
し
て
は
、
自
已
を
第
一
の
も
の
と

し
て
、
第
一
の
絶
対
老
を
あ
く
ま
で
拒
絶
し
て
、
そ
れ
と
の
統
一
を
外
れ
、
自

己
自
身
だ
げ
で
存
在
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
と
き
「
た
だ
自

我
性
の
棄
却
と
、
そ
の
観
念
的
統
一
へ
の
還
帰
に
よ
っ
て
の
み
、
魂
は
ふ
た
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

び
神
的
な
も
の
を
直
観
し
、
絶
対
的
な
も
の
を
産
出
し
う
る
よ
う
に
な
る
」
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
自
我
性
の
棄
却
そ
れ
自
体
が
、
知
的
直
観
に
ほ
か
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　
い
っ
た
ん
絶
対
者
が
自
已
を
産
出
す
る
－
」
と
と
、
有
隈
者
が
絶
対
者
の
認
識

す
る
一
」
と
と
い
う
二
義
性
に
お
い
て
提
え
ら
れ
た
知
的
直
観
は
、
こ
の
よ
う
に

解
釈
し
て
き
た
と
き
、
自
已
自
身
と
は
別
の
絶
対
者
の
た
め
の
自
ら
の
自
我
性

の
棄
却
と
し
て
、
統
一
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
は
や
知
的
直
観
は
、

認
識
の
最
高
段
階
と
い
う
だ
げ
で
は
な
く
、
存
在
の
仕
方
そ
れ
自
体
で
あ
り
、

何
か
に
つ
い
て
の
知
と
い
う
認
識
の
間
題
か
ら
、
自
由
な
存
在
の
仕
方
と
い
う

存
在
論
的
、
実
存
的
た
間
題
へ
の
移
行
を
、
　
『
自
我
に
つ
い
て
』
か
ら
『
哲
学

と
宗
教
』
に
い
た
る
知
的
直
観
の
間
題
は
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
と

も
な
っ
て
、
知
的
直
観
と
い
う
認
識
論
的
な
用
語
は
「
脱
自
固
π
募
巴
と
い

亘
言
葉
に
言
い
替
え
ら
れ
て
ゆ
く
。

　
　
　
　
（
5
9
）

　
こ
の
「
脱
自
」
が
ど
の
よ
う
た
こ
と
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
た
背

景
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
前
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
第
一
の

も
の
で
あ
る
絶
対
者
と
の
関
係
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、
人
間
が
自
由
な
自
立

的
存
在
者
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
巡
っ
て
、
新
た
な
思
索
を
開
始
す
る
。
有

限
的
で
あ
り
な
が
ら
絶
対
的
で
あ
る
人
間
が
、
有
隈
化
の
原
理
と
し
て
の
自
我
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性
を
棄
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
著
の
う
ち
に
単
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
わ

ず
、
真
に
自
立
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
存
在
の
仕
方
な
の

か
、
そ
れ
が
『
哲
学
と
宗
教
』
以
後
の
主
題
と
た
、
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

　
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
引
用
は
以
下
に
よ
り
、
巻
数
、
頁
数
の
み
を
記
し
た
。
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直
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概
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存
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全
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