
序
 
 

「
人
間
は
い
か
な
る
存
在
な
の
か
、
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
と
い
う
問
 
 

題
は
、
現
に
生
き
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
根
本
的
な
問
い
で
あ
る
。
哲
学
 
 

者
・
西
田
幾
多
郎
と
田
辺
元
は
束
洋
文
化
の
精
神
を
も
っ
て
西
洋
哲
学
と
 
 

対
決
す
る
と
き
、
各
自
の
独
特
な
立
場
に
立
っ
て
こ
う
し
た
問
題
に
莫
撃
 
 

に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
意
味
で
近
代
日
本
思
想
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
 
 

め
て
い
る
。
 
 
 

田
辺
は
西
田
を
哲
学
の
導
師
と
し
て
仰
ぎ
、
そ
の
哲
学
を
伝
承
し
て
発
 
 

展
さ
せ
、
漸
次
に
西
田
哲
学
と
の
矛
盾
対
立
に
達
者
し
た
。
田
辺
は
「
西
 
 

田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
」
 
二
九
三
〇
年
）
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

其
理
を
追
求
す
る
道
に
お
い
て
そ
の
師
と
決
裂
し
、
自
ら
の
哲
学
思
想
体
 
 

系
・
「
種
の
論
理
」
を
構
築
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
時
代
趨
勢
に
し
た
 
 

が
っ
て
つ
い
に
理
性
の
支
離
滅
裂
に
直
面
し
、
そ
の
極
限
に
他
力
信
仰
に
 
 

よ
っ
て
「
憤
悔
道
哲
学
」
を
根
底
に
置
い
た
宗
教
哲
学
の
立
場
に
転
ぜ
ら
 
 

れ
た
。
田
辺
哲
学
は
、
敗
戦
の
直
前
ま
で
西
田
哲
学
と
は
連
続
的
な
関
係
 
 

を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
身
が
持
つ
二
律
背
反
に
達
者
 
 

伝
承
と
創
造
の
弁
証
法
 
 

1
田
辺
元
か
ら
見
た
西
田
哲
学
 
 

し
て
西
田
哲
学
と
は
非
連
続
の
関
係
を
持
つ
に
至
る
＝
。
田
辺
に
と
っ
て
、
 
 

か
か
る
西
田
哲
学
と
自
己
の
旧
き
哲
学
と
の
断
絶
は
他
力
信
仰
に
よ
る
自
 
 

己
否
定
に
思
い
至
っ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己
否
定
の
断
絶
 
 

は
断
絶
に
止
ま
ら
ず
、
絶
対
他
力
に
よ
る
自
己
肯
定
に
転
換
せ
ら
れ
、
非
 
 

連
続
か
ら
連
続
に
、
つ
ま
り
新
た
な
境
地
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
 
 

お
い
て
、
両
哲
学
の
相
適
性
は
、
師
弟
間
に
お
け
る
「
伝
承
と
創
造
」
と
 
 

い
う
人
間
行
為
の
形
態
と
し
て
、
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
 
 
 

本
論
の
目
的
は
、
両
者
の
思
索
と
交
渉
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
相
適
性
 
 

を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
行
為
に
お
け
る
「
伝
承
と
創
造
」
の
成
 
 

立
根
拠
と
そ
の
意
義
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
以
下
で
は
、
存
在
と
当
為
と
 
 

が
両
哲
学
に
お
い
て
い
か
に
展
開
さ
れ
た
の
か
を
追
い
な
が
ら
、
田
辺
の
 
 

敗
戦
後
に
お
け
る
西
田
哲
学
批
判
を
究
明
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
両
者
の
間
 
 

に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
「
伝
承
と
創
造
」
の
弁
証
法
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
 
 

一
、
存
在
と
当
為
－
西
田
哲
学
を
め
ぐ
っ
て
 
 

西
田
は
最
終
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
ご
一
九
四
五
年
 
 

欽
 
彬
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四
月
、
完
了
。
一
九
四
六
年
、
単
行
本
に
お
い
て
公
表
）
 
に
お
い
て
、
自
 
 

ら
の
宗
教
哲
学
を
展
開
し
つ
つ
、
田
辺
の
憾
悔
や
親
鸞
解
釈
に
も
言
及
し
 
 

た
 
（
N
岩
・
巴
○
を
参
照
）
一
じ
 
こ
こ
で
は
西
田
の
当
時
に
お
け
る
田
辺
哲
学
 
 

批
判
を
手
が
か
り
に
存
在
と
当
為
を
め
ぐ
る
彼
の
最
晩
年
の
思
想
に
つ
い
 
 

て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
を
検
討
す
る
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
西
田
が
務
義
 
 

理
作
に
送
っ
た
書
簡
に
あ
る
闇
辺
の
 
「
ザ
ン
ゲ
」
に
対
す
る
批
判
を
見
て
 
 

み
よ
う
。
 
 

田
辺
は
仏
を
唯
遠
い
天
上
に
見
て
こ
れ
に
何
処
ま
で
も
近
づ
く
様
に
 
 

の
ぼ
っ
て
行
こ
う
と
い
う
の
だ
。
あ
の
人
の
ザ
ン
ゲ
と
い
う
の
は
ザ
 
 

ン
ゲ
で
は
な
く
し
て
後
悔
な
の
だ
。
唯
自
力
で
進
ん
で
行
こ
う
と
す
 
 

る
の
だ
。
単
に
道
徳
だ
。
ザ
ン
ゲ
と
い
う
こ
と
ば
自
己
の
生
命
の
根
 
 

源
に
反
省
し
て
生
れ
要
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
『
西
田
幾
 
 

多
郎
全
集
』
第
十
九
巻
、
旧
版
第
三
版
、
三
六
八
貢
）
刷
 
 

酉
闇
は
田
辺
の
俄
悔
と
い
う
概
念
伸
を
自
力
や
理
性
に
よ
る
自
己
否
定
 
 

の
概
念
と
見
な
し
、
そ
れ
を
俄
悔
と
い
う
も
単
な
る
道
徳
か
ら
の
要
論
で
 
 

し
か
な
い
た
め
、
未
だ
信
仰
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
批
 
 

判
す
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
西
田
の
憾
悔
と
は
自
己
と
い
う
生
の
直
接
態
 
 

よ
り
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
自
己
の
生
命
の
根
源
に
反
省
し
て
生
れ
変
る
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
笠
仰
の
根
源
と
は
何
か
ご
j
れ
に
関
し
て
、
 
 

西
田
は
論
文
「
生
命
」
 
（
一
九
四
四
～
四
五
年
）
 
に
、
「
我
々
の
生
命
は
、
 
 

主
体
が
環
境
を
、
瑠
璃
が
主
体
を
、
主
体
と
環
境
と
の
相
互
限
定
に
あ
る
 
 

の
で
あ
る
」
 
（
2
－
？
N
ひ
○
）
 
と
い
い
、
「
生
命
は
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
の
 
 

世
界
か
ら
発
生
す
る
の
で
あ
る
」
 
（
N
－
○
∴
㌫
盟
 
と
い
う
。
我
々
の
生
命
 
 

は
我
と
現
実
世
界
と
の
相
互
否
定
か
つ
相
互
媒
介
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
 
 

も
、
そ
れ
は
絶
対
が
現
在
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
絶
対
性
を
否
定
 
 

し
、
現
在
に
現
成
し
て
表
す
現
実
世
界
か
ら
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
西
田
 
 

は
か
か
る
我
々
の
生
命
の
根
源
を
絶
対
現
在
と
し
て
規
定
す
る
。
西
田
の
 
 

俄
悔
は
我
々
の
生
命
の
根
源
で
あ
る
絶
対
視
在
に
反
省
し
て
発
せ
ら
れ
る
 
 

宗
教
的
行
為
で
あ
る
。
 
 
 

慨
悔
に
つ
い
て
、
西
田
は
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
 
に
お
い
 
 

て
 
「
宗
教
的
俄
悔
即
ち
輿
の
慨
悔
に
於
て
は
、
そ
れ
は
自
己
の
根
源
に
対
 
 

し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
父
な
る
神
、
母
な
る
仏
に
対
し
て
で
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
」
 
（
N
－
〇
・
∽
N
望
 
と
述
べ
る
。
上
述
し
た
田
辺
の
よ
う
な
 
 

道
徳
的
立
場
か
ら
我
と
い
う
生
の
直
接
態
に
よ
っ
て
、
社
会
に
自
己
の
悪
 
 

を
及
ぼ
す
こ
と
に
対
す
る
俄
悔
や
後
悔
を
行
う
と
い
う
道
徳
的
憐
情
と
は
 
 

対
照
的
に
、
西
田
は
宗
教
的
憤
惰
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
西
田
に
お
い
 
 

て
貴
の
俄
悔
と
は
、
我
々
の
自
己
 
（
生
命
）
 
の
根
源
に
、
換
言
す
れ
ば
神
 
 

や
仏
の
自
己
限
定
 
（
絶
対
現
在
）
 
に
対
し
て
自
己
と
い
う
生
の
直
接
態
を
 
 

否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
宗
教
的
憐
憫
は
我
々
の
宗
教
心
か
ら
 
 

発
起
せ
ら
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
、
西
田
は
い
う
。
 
 
 

で
は
、
宗
教
心
と
は
何
か
、
U
西
田
が
「
我
々
の
宗
教
心
と
云
う
の
は
、
 
 

我
々
の
自
己
か
ら
起
る
の
で
は
な
く
し
て
、
神
文
は
仏
の
呼
声
で
あ
る
じ
 
 

神
文
は
仏
の
働
き
で
あ
る
、
自
己
成
立
の
根
源
か
ら
で
あ
る
」
（
N
写
u
N
豊
 
 

と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
神
や
仏
の
自
己
限
定
の
働
き
か
ら
で
あ
る
。
我
々
 
 

の
宗
教
心
は
我
々
自
己
か
ら
で
は
な
く
、
我
々
自
己
を
し
て
自
己
た
ら
し
 
 

め
る
所
以
の
も
の
、
す
な
わ
ち
神
の
愛
や
仏
の
慈
悲
に
応
じ
て
現
れ
る
も
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の
で
あ
る
。
西
田
の
慨
悔
は
宗
教
的
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
た
だ
絶
対
 
 

者
と
相
対
者
と
の
相
互
否
定
か
つ
相
互
煤
介
の
関
係
に
お
い
て
の
み
で
あ
 
 

る
〔
〕
宗
教
的
憐
情
は
人
や
社
会
に
対
し
て
で
は
な
く
、
絶
対
者
の
応
現
 
 

（
自
己
の
根
源
）
 
に
対
し
て
自
己
を
投
げ
捨
て
、
自
己
の
存
在
を
恥
じ
る
 
 

こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
自
己
の
根
源
を
照
ら
す
こ
と
、
つ
ま
り
自
 
 

己
の
内
に
あ
る
絶
対
者
を
観
る
こ
と
で
も
あ
る
 
（
N
－
〇
・
∽
N
∽
を
参
照
）
。
 
 

か
く
し
て
、
我
々
の
存
在
は
必
然
に
絶
対
者
の
働
き
に
よ
っ
て
自
己
の
存
 
 

在
を
否
定
し
っ
つ
も
、
自
己
の
根
源
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
矛
盾
に
直
 
 

面
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
自
己
を
否
定
す
る
に
も
か
 
 

か
わ
ら
ず
、
な
お
自
己
の
中
に
自
己
の
根
源
を
見
る
と
い
う
二
律
背
反
で
 
 

あ
る
。
「
絶
対
的
自
己
矛
盾
そ
の
こ
と
が
、
自
己
の
存
在
理
由
な
る
が
故
 
 

で
あ
る
」
 
（
N
岩
・
∽
N
巴
 
と
い
う
よ
う
に
、
我
々
の
存
在
は
た
だ
絶
対
者
 
 

と
相
対
老
と
の
相
互
否
定
か
つ
相
互
蝶
介
の
関
係
に
お
い
て
自
己
の
根
源
 
 

を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
う
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

西
田
に
お
い
て
、
慨
悔
は
宗
教
心
に
よ
る
行
為
で
あ
る
以
上
、
絶
対
者
 
 

か
ら
の
所
与
で
あ
る
た
め
、
絶
対
者
が
我
に
応
現
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
 
 

で
あ
る
。
こ
の
絶
対
者
が
自
己
を
限
定
し
て
我
に
応
現
す
る
時
点
に
お
い
 
 

て
、
我
は
自
己
否
定
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
逆
に
絶
 
 

対
者
の
自
己
限
定
が
我
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
か
か
る
絶
対
 
 

者
と
相
対
老
と
の
互
い
を
限
定
し
、
結
合
す
る
関
係
、
換
言
す
れ
ば
絶
対
 
 

者
と
相
対
者
と
の
逆
限
定
、
逆
対
応
の
関
係
に
お
い
て
自
己
の
中
の
根
 
 

源
、
つ
ま
り
自
己
の
内
に
あ
る
絶
対
者
を
認
識
す
る
こ
と
を
通
じ
て
の
 
 

み
、
我
々
の
存
在
根
拠
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
い
か
な
る
存
 
 

在
な
の
か
。
西
田
に
従
え
ば
、
人
間
は
上
述
し
た
絶
対
的
自
己
矛
盾
を
抱
 
 え

つ
つ
も
、
自
己
の
存
在
を
自
覚
し
掩
得
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
 
 

の
よ
う
に
、
人
間
は
宗
教
的
立
場
に
お
い
て
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
存
 
 

在
で
あ
る
と
貰
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
 
 
 

さ
て
、
宗
教
的
立
場
に
お
い
て
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
存
在
で
あ
り
 
 

つ
つ
、
現
実
社
会
に
い
る
我
々
は
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
い
か
に
生
く
 
 

べ
き
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
西
田
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。
 
 

西
田
は
宗
教
問
題
と
道
徳
問
題
と
の
区
別
を
示
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
 
 

云
う
ま
で
も
な
く
、
道
徳
は
人
間
の
最
高
の
価
値
で
あ
る
。
併
し
宗
 
 

教
は
必
ず
し
も
道
徳
を
媒
介
と
し
、
道
徳
を
通
路
と
す
る
と
云
う
の
 
 

で
は
な
い
。
我
々
の
自
己
が
、
我
々
の
自
己
の
生
命
の
根
源
た
る
絶
 
 

対
者
に
対
す
る
宗
教
的
関
係
に
於
て
は
、
智
者
も
愚
者
も
、
菩
人
も
 
 

悪
人
も
同
様
で
あ
る
。
（
N
－
〇
・
∽
N
盟
 
 

右
の
示
す
と
お
り
、
西
田
は
我
々
の
存
在
に
つ
い
て
あ
く
ま
で
宗
教
的
 
 

立
場
か
ら
論
述
す
る
。
我
々
は
自
己
の
中
の
根
源
、
自
己
の
内
に
あ
る
絶
 
 

対
者
を
発
現
す
る
と
き
、
「
宗
教
は
絶
対
の
価
値
顛
倒
で
あ
る
」
 
（
N
－
〇
・
 
 

∽
N
盟
以
上
、
生
来
の
差
別
を
問
わ
ず
、
み
な
平
等
で
あ
る
。
か
か
る
生
来
 
 

の
性
質
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
み
な
平
等
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
 
 

世
界
で
は
、
も
は
や
道
徳
を
通
路
と
す
る
必
要
も
な
く
、
相
対
界
の
価
値
 
 

や
秩
序
、
乃
至
道
徳
・
倫
理
も
無
意
味
と
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
立
場
に
お
け
る
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
 
 

人
間
存
在
が
、
他
者
と
共
に
い
か
に
現
実
社
会
に
生
く
べ
き
か
と
い
う
当
 
 

為
の
言
説
は
、
西
田
に
よ
っ
て
い
か
に
提
起
さ
れ
る
の
か
。
ま
ず
、
そ
れ
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と
の
連
関
か
ら
西
田
の
行
為
的
直
観
に
注
目
さ
れ
た
い
。
西
田
は
 
「
私
の
 
 

行
為
的
直
観
と
云
う
の
は
、
何
処
ま
で
も
意
識
的
自
己
を
越
え
た
自
己
の
 
 

立
場
か
ら
物
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
の
根
底
に
は
、
何
処
ま
 
 

で
も
意
識
的
自
己
を
越
え
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
」
 
（
N
－
○
∴
誠
た
 
と
 
 

い
う
。
「
意
識
的
自
己
を
越
え
た
自
己
」
と
は
、
宗
教
を
根
底
に
も
つ
絶
 
 

対
矛
盾
的
自
己
同
山
的
我
々
の
存
在
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
 
 

の
自
己
の
根
底
に
ど
こ
ま
で
も
「
意
識
的
自
己
を
越
え
た
も
の
」
、
す
な
 
 

わ
ち
絶
対
者
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
か
か
る
絶
対
 
 

矛
盾
的
自
己
同
一
的
自
己
の
立
場
か
ら
物
を
見
、
現
実
世
界
を
映
し
、
そ
 
 

れ
と
交
渉
す
る
の
で
あ
る
U
西
田
に
お
い
て
は
、
我
々
が
宗
教
的
自
己
の
 
 

立
場
か
ら
物
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
相
対
界
の
物
を
客
観
的
に
観
 
 

照
す
る
こ
と
 
（
知
的
直
観
）
 
を
意
味
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
自
己
を
対
 
 

象
化
し
て
見
る
こ
と
 
（
芸
術
的
直
観
）
 
を
意
味
す
る
の
で
も
な
く
、
そ
こ
 
 

に
我
と
い
う
主
観
存
在
と
物
と
い
う
客
観
存
在
と
の
相
互
を
限
定
す
る
媒
 
 

介
関
係
が
あ
る
と
い
う
事
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
田
の
 
 

い
わ
ゆ
る
行
為
的
直
観
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
行
為
的
直
観
は
か
か
る
我
と
物
と
の
関
係
に
限
ら
ず
、
ま
た
 
 

我
と
他
者
と
の
関
係
を
も
示
す
。
西
田
は
〟
方
、
「
我
々
の
自
己
は
働
く
 
 

も
の
で
あ
る
」
 
（
N
－
○
∴
消
苛
）
 
と
し
、
「
働
く
も
の
は
、
何
れ
も
自
己
自
身
 
 

が
一
つ
の
世
界
と
し
て
、
他
の
一
つ
の
世
界
に
対
す
る
の
で
あ
る
、
U
私
が
 
 

い
つ
も
個
が
個
に
対
す
る
と
云
う
の
は
、
之
に
他
な
ら
な
い
」
（
N
－
？
N
笠
）
 
 

と
い
い
、
我
と
他
者
と
の
相
働
く
世
界
を
主
張
す
る
。
他
方
、
「
我
々
の
 
 

自
己
が
意
識
的
に
働
く
と
云
う
の
は
、
我
々
の
自
己
が
世
界
の
一
表
現
点
 
 

と
し
て
、
世
界
を
自
己
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
形
成
す
る
こ
 
 

と
で
あ
る
」
 
（
N
－
○
∴
遥
望
 
と
述
べ
、
我
が
働
く
と
は
、
世
界
を
自
己
に
 
 

お
い
て
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
人
間
の
行
為
や
活
動
を
制
作
、
創
 
 

造
と
し
て
明
示
す
る
。
酉
由
は
さ
ら
に
、
我
々
の
自
己
は
「
世
界
を
自
己
 
 

に
映
す
と
共
に
、
絶
対
の
他
に
於
て
自
己
を
有
つ
の
で
あ
る
〓
N
－
？
∽
○
－
）
 
 

と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
行
為
的
直
観
は
我
と
物
と
の
相
 
 

互
限
窟
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
ま
た
我
と
他
者
と
の
相
互
限
定
の
関
係
を
 
 

も
表
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
こ
で
上
述
し
た
言
説
に
 
 

従
っ
て
、
行
為
的
直
観
を
単
な
る
芸
術
的
制
作
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
 
 

同
士
の
社
会
的
活
動
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
我
と
他
者
と
の
関
 
 

係
性
に
お
け
る
道
徳
的
秩
序
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
 
 

道
徳
の
問
題
つ
い
て
は
、
西
田
が
 
「
宗
教
的
意
識
と
云
う
の
は
、
我
々
の
 
 

生
命
の
根
本
的
事
実
と
し
て
、
学
問
、
遺
徳
の
基
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
」
 
（
N
－
0
∴
㍍
と
 
と
い
う
よ
う
に
、
当
為
は
宗
教
的
意
識
を
前
提
と
せ
 
 

ず
に
は
到
底
成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
い
か
な
る
道
徳
的
行
 
 

為
も
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
宗
教
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
 
 

は
次
の
言
説
か
ら
も
明
白
に
示
さ
れ
る
。
 
 

我
々
の
自
己
が
絶
対
愛
に
包
ま
れ
る
と
云
う
こ
と
か
ら
、
轟
に
我
々
 
 

の
自
己
の
心
の
底
か
ら
当
為
と
云
う
も
の
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
 
 

人
は
愛
と
云
う
こ
と
に
つ
い
て
、
寅
に
理
解
し
て
い
な
い
。
愛
と
云
 
 

う
の
は
、
本
能
的
と
云
う
こ
と
で
は
な
い
。
本
能
的
な
る
も
の
は
、
 
 

愛
で
は
な
い
、
私
欲
で
あ
る
。
黄
の
愛
と
云
う
の
は
、
人
格
と
人
格
 
 

と
の
、
我
と
汝
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
。
絶
対
的
当
為
の
裏
面
に
は
、
絶
対
の
愛
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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黙
ら
ざ
れ
ば
当
為
は
法
律
的
た
る
に
過
ぎ
な
い
ち
 
（
N
－
○
∴
道
立
 
 

酉
田
に
お
い
て
、
寅
の
当
為
は
絶
対
の
愛
に
包
ま
れ
る
我
々
の
絶
対
矛
 
 

盾
的
自
己
同
一
的
存
在
か
ら
出
て
来
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
 
 

た
が
っ
て
、
「
人
間
は
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
に
直
面
す
る
 
 

と
き
、
酉
m
の
場
合
、
現
実
世
界
の
当
為
は
、
宗
教
的
愛
に
包
ま
れ
る
我
々
 
 

の
自
己
に
内
包
さ
れ
る
当
為
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
当
為
 
 

が
宗
教
を
通
路
と
す
る
必
然
性
が
説
か
れ
る
。
 
 

二
、
自
己
批
判
1
種
個
類
を
め
ぐ
っ
て
 
 

上
述
し
た
酉
閏
哲
学
に
お
け
る
存
在
と
当
為
に
つ
い
て
、
Ⅲ
辺
は
い
か
 
 

な
る
対
応
を
し
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
特
に
『
穐
の
論
理
の
弁
証
法
』
（
一
 
 

九
四
ヒ
年
）
 
お
け
る
田
辺
の
穫
個
顆
に
関
す
る
断
た
な
思
索
と
彼
の
酉
Ⅲ
 
 

哲
学
批
判
と
の
連
関
を
議
論
の
範
囲
と
す
る
じ
四
辺
は
轡
種
の
論
理
の
弁
 
 

証
法
』
 
の
序
に
、
そ
れ
を
執
筆
し
た
動
機
は
『
憾
梅
迫
と
し
て
の
哲
学
』
 
 
 

（
一
九
四
六
午
）
 
を
眼
底
に
、
敗
戦
前
に
自
ら
が
国
家
を
絶
対
化
し
た
 
 

「
械
の
論
理
」
の
行
き
過
ぎ
▼
加
を
修
正
し
て
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
と
址
ハ
に
、
 
 

日
本
最
高
の
主
流
哲
学
・
西
田
哲
学
と
の
対
決
を
二
層
推
進
す
る
こ
と
を
 
 

目
的
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と
告
白
す
る
。
 
 
 

周
知
の
よ
う
に
、
田
辺
は
昭
和
十
九
牛
十
月
に
、
「
偶
悔
迫
」
を
公
の
 
 

域
で
講
演
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
批
判
や
国
家
の
不
正
不
義
、
或
は
 
 

時
代
へ
の
批
判
㈱
を
行
っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
四
辺
は
す
で
に
親
鸞
の
 
 

他
力
念
仏
門
に
導
か
れ
、
従
来
の
理
性
的
な
る
哲
学
、
す
な
わ
ち
行
き
過
 
 

ぎ
た
「
械
の
論
理
」
へ
の
批
判
に
至
ら
し
め
ら
れ
た
。
か
か
る
自
力
哲
学
 
 

が
そ
れ
自
身
が
持
つ
二
律
背
反
に
連
署
し
、
そ
の
果
て
に
他
力
の
不
可
恩
 
 

誠
に
催
起
さ
れ
て
他
力
哲
学
に
転
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
他
力
行
信
に
よ
る
転
 
 

換
は
、
四
辺
を
し
て
過
去
の
哲
学
や
所
行
に
対
す
る
総
決
算
を
せ
し
め
た
。
 
 

田
辺
は
こ
れ
を
絶
対
他
力
に
よ
る
憤
悔
と
い
う
。
慨
悔
は
単
に
絶
対
他
力
 
 

に
促
さ
れ
て
自
己
否
定
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
、
却
っ
て
絶
対
転
換
に
お
い
て
 
 

自
己
宵
定
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
る
往
相
行
に
止
ま
ら
ず
、
同
時
に
そ
の
救
済
 
 

さ
れ
た
証
と
し
て
絶
対
の
慈
悲
や
恩
寵
の
他
者
救
済
に
協
力
せ
し
め
ら
れ
 
 

る
還
相
行
で
も
あ
る
。
田
辺
は
こ
の
自
他
救
済
、
往
還
二
相
廻
向
を
包
含
 
 

す
る
憾
悔
の
論
理
構
造
を
時
間
の
概
念
に
関
連
付
け
て
歴
史
哲
学
と
緊
密
 
 

な
関
係
を
も
つ
宗
教
哲
学
を
構
築
し
て
い
る
甘
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
要
 
 

約
で
き
る
。
過
去
に
お
け
る
自
己
の
哲
学
や
所
行
に
対
し
て
俄
悔
を
行
う
 
 

と
い
う
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
絶
対
の
慈
悲
や
恩
寵
、
検
言
す
れ
ば
現
在
 
 

の
信
心
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
過
去
に
対
す
る
俄
悔
の
斧
 
 

痛
が
苦
痛
に
終
ら
ず
に
、
現
在
の
信
心
に
よ
っ
て
必
然
に
未
来
へ
の
欲
生
 
 

や
寄
与
の
歓
啓
に
転
ぜ
ら
れ
る
じ
そ
れ
と
同
時
に
、
絶
対
へ
の
感
謝
と
し
 
 

て
そ
の
他
者
救
済
の
事
業
に
参
与
せ
ら
れ
、
他
者
救
済
に
よ
る
自
己
救
済
 
 

の
証
明
を
得
せ
し
め
ら
れ
る
に
至
る
。
か
く
て
、
過
去
に
対
す
る
慨
怖
が
 
 

現
在
の
信
心
に
よ
っ
て
消
極
的
な
自
己
否
定
の
行
為
に
止
ま
ら
ず
、
却
っ
 
 

て
穏
健
的
な
自
他
筒
覚
の
行
為
、
つ
ま
り
未
来
約
款
生
へ
の
寄
与
に
躍
進
 
 

す
る
。
で
は
、
田
辺
は
 
『
橙
の
論
理
の
弁
証
法
』
 
に
お
い
て
、
い
か
な
る
 
 

論
理
の
展
開
に
よ
っ
て
過
去
の
哲
学
や
所
行
に
対
す
る
清
算
を
行
っ
た
の
 
 

か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
田
辺
が
国
家
を
絶
対
化
 
 

し
た
理
由
を
見
て
み
よ
う
。
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個
人
と
対
立
し
て
之
を
権
力
を
以
て
拘
束
し
強
制
す
る
国
家
社
会
 
 

は
、
そ
の
特
殊
な
る
慣
習
法
制
に
於
て
、
個
人
の
良
心
に
訴
え
人
類
 
 

的
普
通
の
理
性
に
照
ら
し
て
承
認
す
る
こ
と
能
わ
ぎ
る
如
き
特
殊
性
 
 

を
内
容
と
し
、
特
に
単
な
る
民
族
の
種
的
相
対
的
全
体
を
以
て
人
顆
 
 

の
絶
対
的
全
体
に
擬
し
、
後
者
を
否
定
し
て
前
者
に
後
者
の
絶
対
性
 
 

を
僧
せ
し
め
る
傾
向
を
有
す
る
。
（
、
ヨ
・
N
詮
）
 
 

元
来
、
個
人
は
国
家
社
会
に
直
接
存
在
性
 
（
生
命
）
 
を
事
け
、
そ
れ
に
 
 

拘
束
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
自
由
の
意
志
 
（
槙
原
 
 

悲
）
 
を
持
つ
。
し
か
る
に
、
国
家
社
会
は
人
類
の
絶
対
的
全
体
の
媒
介
と
 
 

せ
ず
に
、
そ
れ
の
絶
対
性
、
普
遍
性
を
奪
取
す
る
こ
と
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
 
 

必
然
に
そ
の
中
に
生
き
る
個
人
の
自
由
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
 
 

に
、
闇
辺
は
個
を
育
ん
で
は
脅
か
す
種
に
頬
的
普
遍
性
を
も
た
ら
さ
ぎ
る
 
 

を
得
な
か
っ
た
理
由
を
、
戦
争
中
の
滅
私
奉
公
の
風
潮
に
堀
結
し
た
。
な
 
 

ぜ
な
ら
、
個
が
そ
の
対
立
存
在
で
あ
る
種
を
完
全
に
否
定
し
た
な
ら
ば
、
 
 

自
ら
の
生
命
の
根
源
が
断
絶
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
却
っ
て
械
の
 
 

た
め
に
個
を
犠
牲
に
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
田
辺
は
 
 

上
述
し
た
 
「
種
の
論
理
」
を
修
正
し
て
種
の
有
即
無
性
を
次
の
よ
う
に
述
 
 

べ
る
。
 
 

種
は
私
の
存
在
を
超
越
す
る
実
在
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
私
が
私
自
 
 

身
を
否
定
し
て
自
ら
絶
対
無
の
媒
介
に
転
ぜ
ら
れ
る
と
共
に
、
種
も
 
 

そ
れ
と
相
関
的
に
絶
対
現
実
即
理
想
に
従
い
変
革
せ
ら
れ
、
絶
対
無
 
 

の
否
定
的
媒
介
と
し
て
理
体
 
（
イ
デ
ヤ
）
 
化
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
、
ヨ
・
山
霊
）
 
 

田
辺
は
こ
こ
で
穐
が
持
つ
現
実
と
理
想
と
い
う
二
重
性
を
指
摘
し
、
そ
 
 

の
弁
証
法
的
存
在
の
性
格
を
示
し
て
い
る
。
機
は
個
を
抑
圧
す
る
実
際
存
 
 

在
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
個
の
絶
対
無
に
よ
る
自
己
否
定
と
共
に
、
絶
対
 
 

無
の
否
定
媒
介
と
し
て
自
ら
を
否
定
せ
ら
れ
る
。
種
よ
り
生
命
を
享
け
、
 
 

そ
れ
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
個
は
、
絶
対
の
慈
悲
や
恩
寵
に
よ
っ
て
、
つ
ま
 
 

り
「
絶
対
転
換
の
薬
理
に
拠
っ
て
、
無
を
原
理
と
す
る
存
在
、
無
即
有
の
 
 

復
活
的
存
在
と
な
る
」
 
（
↓
べ
∴
㌫
－
）
。
こ
れ
に
対
し
、
個
に
制
限
を
与
え
、
 
 

そ
れ
に
胃
定
さ
れ
る
べ
き
種
は
、
絶
対
無
の
否
定
媒
介
と
し
て
自
ら
の
実
 
 

在
を
否
定
せ
ら
れ
、
却
っ
て
あ
る
べ
き
理
想
の
形
態
に
転
ぜ
ら
れ
、
有
即
 
 

無
の
方
便
的
存
在
と
な
る
。
か
か
る
個
と
種
に
つ
い
て
、
田
辺
は
進
ん
で
 
 

「
個
は
こ
の
種
の
有
性
を
自
ら
の
無
即
有
た
る
否
定
的
媒
介
性
に
依
っ
て
 
 

無
に
媒
介
し
、
有
即
無
た
ら
し
め
る
り
斯
く
て
極
は
絶
対
無
の
媒
介
と
し
 
 

て
方
便
的
存
在
性
を
櫓
得
す
る
の
で
あ
る
」
 
（
」
コ
・
N
巴
）
 
と
い
う
。
 
 
 

個
は
個
で
あ
る
た
め
に
、
換
言
す
れ
ば
無
即
有
の
復
活
的
存
在
性
を
得
 
 

る
た
め
に
、
絶
対
無
の
媒
介
に
よ
っ
て
自
己
を
否
定
し
、
櫻
を
無
に
帰
せ
 
 

し
め
る
り
種
は
個
に
よ
る
否
定
を
通
じ
て
自
己
を
否
定
し
、
有
即
無
の
方
 
 

便
的
存
在
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
個
の
無
即
有
と
は
、
絶
対
無
に
よ
る
自
 
 

己
否
定
を
行
う
と
同
時
に
、
種
の
拘
束
を
突
破
し
て
そ
れ
を
頬
的
普
遍
に
 
 

帰
せ
し
め
る
個
人
が
、
種
と
種
と
の
対
立
を
超
え
た
た
め
、
他
の
種
に
属
 
 

す
る
個
人
と
共
に
顆
的
普
遍
性
を
獲
得
し
て
新
た
な
理
想
的
境
地
に
達
す
 
 

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
種
の
有
即
無
と
は
、
種
が
個
人
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に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
絶
対
否
定
行
に
よ
っ
て
自
ら
 
（
稽
）
 
の
 
 

閉
ぎ
さ
れ
た
性
格
を
棄
却
し
、
顆
の
開
か
れ
た
性
格
を
も
つ
に
至
る
と
い
 
 

う
こ
と
で
あ
る
 
（
、
コ
・
∽
念
を
参
照
）
。
田
辺
に
お
い
て
は
、
個
と
篤
と
の
 
 

相
即
関
係
に
種
の
蝶
介
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
種
と
篤
と
の
相
即
関
係
 
 

に
個
の
蝶
介
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

田
辺
は
さ
ら
に
 
「
個
の
主
体
が
主
体
と
し
て
成
立
し
、
無
の
媒
介
と
し
 
 

て
の
有
と
し
て
立
せ
ら
る
る
こ
と
は
、
反
面
に
於
て
そ
れ
の
種
的
基
体
へ
 
 

の
転
落
の
傾
向
を
含
意
す
る
か
ら
、
此
根
原
意
に
対
す
る
不
断
の
憐
憫
が
、
 
 

行
信
の
基
礎
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
種
の
基
体
の
転
換
性
は
、
 
 

個
の
主
体
の
慨
惰
性
と
相
即
す
る
所
以
で
あ
る
」
 
（
J
J
・
山
笠
）
 
と
論
じ
、
 
 

樺
と
個
と
の
相
即
関
係
に
両
者
の
全
体
的
普
遍
（
類
）
 
に
上
昇
す
る
た
め
 
 

の
不
断
な
る
惰
悔
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
 
 

種
即
個
、
個
即
種
と
い
う
相
即
関
係
に
は
、
絶
対
無
に
よ
る
憾
悔
の
否
定
 
 

媒
介
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
田
辺
は
か
か
る
種
個
隼
の
論
理
関
係
を
 
 

他
力
念
仏
門
の
往
還
二
相
廻
向
に
関
連
付
け
て
こ
う
語
る
。
 
 

有
即
無
と
い
う
弁
証
法
の
往
相
的
轟
実
は
、
斯
か
る
種
の
基
体
に
 
 

依
っ
て
体
現
せ
ら
れ
、
無
即
有
の
還
相
的
真
実
が
之
を
媒
介
と
し
て
 
 

個
の
無
性
に
主
体
化
せ
ら
れ
る
。
此
意
味
に
於
て
種
と
個
と
は
飽
く
 
 

ま
で
否
定
的
に
対
立
し
、
た
だ
そ
の
交
互
転
換
に
於
て
絶
対
無
を
現
 
 

成
せ
し
め
る
。
（
、
コ
・
N
望
）
 
 

こ
こ
で
田
辺
は
種
に
お
い
て
体
現
せ
ら
れ
る
有
の
無
化
、
つ
ま
り
往
相
 
 

的
其
実
と
、
個
に
お
い
て
主
体
化
せ
ら
れ
る
無
の
有
化
、
す
な
わ
ち
遥
相
 
 

的
其
実
と
の
相
即
不
離
の
関
係
に
、
絶
対
無
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
主
張
 
 

す
る
。
国
家
社
会
は
有
の
無
化
と
し
て
、
〓
旦
人
璃
の
絶
対
的
全
体
に
上
 
 

昇
、
往
相
す
る
と
い
う
に
し
て
も
、
そ
れ
は
個
人
が
無
の
有
化
と
し
て
、
 
 

絶
対
の
他
者
救
済
の
事
業
に
参
与
す
る
還
相
行
が
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
 
 

い
。
な
ぜ
な
ら
、
退
相
は
往
相
の
成
立
す
る
証
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
種
 
 

の
自
己
否
定
 
（
憾
悔
）
を
通
じ
な
け
れ
ば
、
偶
の
種
的
制
限
か
ら
の
解
放
 
 

も
、
他
者
に
対
す
る
還
相
行
の
実
現
、
換
言
す
れ
ば
相
対
省
間
の
 
「
愛
す
 
 

べ
し
」
と
い
う
愛
の
当
為
も
成
立
し
得
な
い
。
元
来
、
浄
土
仏
教
の
他
者
 
 

救
済
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
 
「
汝
、
愛
す
べ
し
」
と
い
う
、
種
性
と
結
び
つ
 
 

く
誠
命
の
よ
う
な
当
為
を
持
た
な
い
は
ず
で
あ
る
（
↓
－
？
〕
∽
を
参
照
）
。
に
 
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
田
辺
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
 
 

而
し
て
宗
教
に
於
け
る
遊
相
は
、
直
接
神
と
個
人
と
の
救
済
関
係
と
 
 

し
て
の
往
相
の
後
に
結
果
と
し
て
起
る
と
は
限
ら
ず
、
寧
ろ
却
て
神
 
 

が
或
個
人
に
は
た
ら
き
か
け
る
の
は
、
そ
の
個
人
に
対
し
同
一
社
会
 
 

の
先
進
者
た
る
他
の
既
に
救
済
せ
ら
れ
た
個
人
を
媒
介
す
る
の
で
 
 

あ
っ
て
、
直
接
に
神
が
一
個
人
に
は
た
ら
く
の
で
は
な
い
か
ら
、
還
 
 

相
は
往
相
の
条
件
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
撃
寛
救
済
が
個
人
 
 

の
集
団
と
し
て
既
存
す
る
国
家
社
会
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
外
な
ら
 
 

ぬ
。
（
、
コ
・
N
怒
）
 
 

田
辺
は
他
者
救
済
を
、
種
と
個
と
を
有
の
固
定
化
と
種
か
ら
の
拘
束
と
 
 

か
ら
解
放
す
る
た
め
の
条
件
と
す
る
。
そ
れ
が
条
件
で
あ
る
以
上
、
必
須
 
 

の
意
味
を
も
つ
故
、
こ
の
こ
と
ば
責
務
で
あ
る
。
こ
こ
で
田
辺
が
他
者
救
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済
の
遭
相
行
を
愛
の
当
為
と
見
な
す
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
 

愛
の
当
為
は
我
々
の
自
力
行
為
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
 
 

自
力
で
費
務
を
尺
、
く
し
て
も
、
な
お
果
た
し
き
れ
な
い
支
離
滅
裂
の
と
き
、
 
 

絶
対
他
力
に
起
さ
れ
た
憫
悔
行
を
通
じ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
う
る
の
で
 
 

あ
る
。
人
間
は
い
か
に
生
く
べ
き
か
。
田
辺
の
場
合
、
現
実
世
界
の
当
為
 
 

は
、
た
だ
往
還
二
相
の
回
転
呼
応
に
よ
る
自
他
救
済
の
う
ち
に
現
れ
る
の
 
 

み
で
あ
る
。
 
 
 

田
辺
は
か
く
し
て
「
種
の
論
理
」
を
修
正
す
る
た
め
に
、
自
他
救
済
、
 
 

往
還
二
相
廻
向
を
包
含
す
る
憶
悔
と
い
う
否
定
の
論
理
 
（
絶
対
弁
証
法
の
 
 

論
理
）
を
唱
え
た
。
絶
対
弁
証
法
の
性
格
を
有
す
る
「
種
の
論
理
」
に
お
 
 

い
て
、
存
在
は
否
定
媒
介
と
し
て
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
故
に
、
そ
の
論
 
 

理
は
当
然
存
在
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
 
 

と
、
人
間
と
は
い
か
な
る
存
在
な
の
か
と
い
う
問
題
を
田
辺
哲
学
の
立
場
 
 

か
ら
考
察
す
れ
ば
、
人
間
存
在
と
は
、
他
力
哲
学
を
基
底
に
も
つ
種
個
顆
 
 

の
三
一
的
統
一
態
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
。
か
か
る
存
 
 

在
は
た
だ
種
と
個
と
の
慨
悔
行
、
つ
ま
り
個
々
人
の
自
己
犠
牲
の
還
相
行
 
 

（
愛
の
当
為
）
 
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
田
辺
に
お
 
 

い
て
両
者
の
関
係
は
、
存
在
即
当
為
、
当
為
即
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 
 

ヽ
l
■
 
ロ
 
 
 

t
 
 
 

西
田
哲
学
は
往
々
に
し
て
、
絶
対
者
と
相
対
者
と
の
相
即
関
係
を
表
す
 
 

論
理
に
傾
斜
し
が
ち
で
あ
り
、
相
対
者
間
、
或
は
相
対
者
と
現
実
世
界
 
 

（
国
家
社
会
）
 
と
の
関
係
に
関
す
る
具
休
的
言
説
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
 
 

る
。
（
小
坂
国
継
『
西
田
幾
多
郎
』
 
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
屑
、
山
九
九
五
年
、
 
 

三
一
∩
∵
～
三
一
一
員
を
参
照
）
。
こ
の
傾
向
に
対
し
、
田
辺
は
西
田
哲
学
 
 

の
抽
象
性
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
素
数
に
対
す
る
政
治
 
 

の
媒
介
は
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
神
の
国
と
か
仏
国
と
か
い
う
宗
教
の
観
念
 
 

が
、
国
家
の
政
治
的
構
造
を
比
論
的
に
保
存
す
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
。
 
 

個
人
と
個
人
と
が
教
化
救
済
を
取
交
す
い
わ
ゆ
る
避
相
の
宗
教
社
会
的
関
 
 

係
は
、
本
来
人
間
の
集
団
生
活
に
成
立
す
る
国
家
社
会
の
政
治
的
組
織
を
 
 

媒
介
と
す
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
た
る
の
で
あ
る
」
 
（
、
コ
・
N
采
～
N
宕
）
 
 

と
い
う
よ
う
に
、
絶
対
に
よ
る
救
済
で
あ
っ
て
も
、
個
人
の
生
命
よ
り
先
 
 

に
存
在
す
る
国
家
社
会
と
い
う
現
実
存
在
を
否
定
媒
介
と
し
な
い
限
り
、
 
 

相
対
省
間
の
愛
の
当
為
は
到
底
成
立
し
得
な
い
た
め
で
あ
る
。
 
 

三
、
時
代
批
判
－
西
田
哲
学
批
判
 
 

そ
れ
で
は
、
も
し
田
辺
の
 
「
欄
の
論
理
」
 
に
対
す
る
修
正
が
西
田
哲
学
 
 

に
お
け
る
種
の
欠
如
に
対
す
る
批
判
に
繋
が
る
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
敗
戦
 
 

後
に
お
け
る
田
辺
の
西
田
哲
学
批
判
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
。
既
 
 

述
の
よ
う
に
、
田
辺
の
自
己
批
判
は
時
代
批
判
、
つ
ま
り
現
在
の
信
心
に
 
 

よ
っ
て
未
来
的
欲
生
へ
の
寄
与
を
も
た
ら
す
過
去
に
対
す
る
批
判
で
あ
 
 

る
。
そ
れ
は
敗
戦
前
後
の
日
本
に
お
い
て
、
主
流
を
な
し
て
い
た
哲
学
で
 
 

あ
っ
た
西
田
哲
学
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
敗
戦
後
、
 
 

日
本
を
廃
城
か
ら
復
興
さ
せ
、
人
心
の
安
定
を
図
る
の
に
相
応
し
い
社
会
 
 

的
実
践
の
論
理
を
西
田
哲
学
に
求
め
る
の
が
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
 
 

が
っ
て
、
田
辺
の
西
田
哲
学
批
判
は
、
現
在
の
信
心
に
よ
る
古
き
も
の
の
 
 

新
し
き
も
の
へ
の
転
換
、
換
言
す
れ
ば
過
去
に
お
け
る
古
き
日
本
哲
学
の
 
 

否
定
に
よ
る
未
来
へ
と
寄
進
す
る
新
し
き
日
本
哲
学
の
誕
生
を
意
味
す
る
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の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
田
辺
は
こ
の
時
期
に
お
い
て
新
し
い
 
「
種
の
論
理
」
を
踏
ま
え
 
 

な
が
ら
、
西
田
哲
学
の
い
か
な
る
概
念
を
具
体
的
に
批
判
し
て
い
る
の
か
。
 
 

こ
れ
に
関
し
て
は
、
『
種
の
論
理
の
弁
証
法
』
 
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
 
 

田
辺
の
西
田
哲
学
批
判
は
、
専
ら
行
為
的
直
観
に
集
約
さ
れ
る
。
田
辺
は
 
 

西
田
の
行
為
的
直
観
を
批
判
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
行
為
を
次
の
よ
う
 
 

に
理
解
す
る
。
 
 

そ
の
行
為
的
と
い
う
規
定
は
、
論
理
的
に
対
象
界
と
主
体
と
の
関
係
 
 

を
蝶
介
す
る
為
に
、
対
象
界
か
ら
の
限
定
を
否
定
的
媒
介
と
す
る
こ
 
 

と
に
よ
り
、
主
体
の
環
境
を
形
成
同
化
す
る
行
為
が
、
い
わ
ゆ
る
作
 
 

ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
の
転
換
に
於
て
成
立
す
る
こ
と
を
意
 
 

味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
か
ら
限
定
せ
ら
れ
な
が
ら
世
界
を
 
 

限
定
す
る
弁
証
法
の
論
理
の
主
体
性
を
表
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
 
 

る
。
（
、
コ
・
M
【
の
～
〕
－
ゴ
 
 

か
く
し
て
、
主
体
 
（
我
）
 
と
対
象
界
 
（
物
事
）
 
と
の
相
互
限
定
か
つ
相
 
 

互
媒
介
の
関
係
を
表
す
弁
証
法
の
論
理
は
、
主
体
の
行
為
か
ら
見
出
さ
れ
 
 

る
。
し
か
し
、
田
辺
は
引
き
続
き
、
こ
う
し
た
主
体
の
行
為
は
 
「
哲
学
体
 
 

系
の
要
求
す
る
全
体
を
観
る
」
 
（
、
コ
・
㌍
ゴ
 
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
明
す
 
 

る
。
な
ぜ
な
ら
、
田
辺
に
よ
れ
ば
、
西
田
の
 
「
行
為
的
弁
証
法
は
縦
被
限
 
 

定
即
能
限
定
の
転
換
を
成
立
せ
し
め
る
媒
介
と
し
て
絶
対
無
を
思
念
す
る
 
 

も
、
そ
れ
が
無
に
し
て
能
く
有
を
限
定
す
る
の
に
は
、
そ
の
主
体
性
を
具
 
 

体
化
す
る
為
に
、
環
境
世
界
を
形
成
す
る
媒
介
と
し
て
、
世
界
を
個
性
的
 
 に

観
る
直
観
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
 
ヨ
・
〕
－
ゴ
 
か
ら
で
あ
る
。
し
た
 
 

が
っ
て
、
西
田
に
と
っ
て
直
観
は
行
為
を
限
定
す
る
の
で
あ
り
、
「
直
観
 
 

は
行
為
の
為
に
あ
る
」
 
（
、
コ
・
㌍
ゴ
 
と
、
田
辺
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
か
 
 

か
る
西
田
の
行
為
的
直
観
の
説
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
直
観
主
義
に
近
い
 
 

も
の
の
、
そ
れ
と
は
反
対
の
構
造
を
有
す
る
と
田
辺
は
指
摘
す
る
。
す
な
 
 

わ
ち
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
直
観
主
義
に
お
い
て
、
「
行
為
は
直
観
の
為
に
 
 

存
す
る
」
 
（
、
コ
・
∽
－
3
 
の
で
あ
る
。
田
辺
は
、
観
照
は
物
を
作
る
行
為
の
 
 

た
め
に
あ
る
と
い
う
西
田
の
行
為
的
直
観
の
立
場
と
、
物
を
作
る
行
為
は
 
 

観
照
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
直
観
主
義
の
立
場
と
を
取
 
 

り
上
げ
、
東
洋
と
西
洋
と
に
お
け
る
芸
術
主
義
の
相
通
の
一
形
態
を
浮
き
 
 

彫
り
に
す
る
。
 
 
 

田
辺
は
さ
ら
に
、
西
田
の
世
界
形
成
の
行
為
は
、
「
技
術
の
習
得
的
習
 
 

慣
性
」
 
（
】
J
・
∽
－
豊
を
媒
介
と
す
る
点
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
制
 
 

作
行
為
と
は
異
な
る
と
主
張
す
る
。
田
辺
は
一
方
、
こ
う
し
た
西
田
の
行
 
 

為
的
直
観
を
評
価
し
、
他
方
、
制
作
の
知
識
（
技
術
）
 
は
単
な
る
知
識
の
 
 

み
な
ら
ず
、
同
時
に
習
慣
的
徳
性
を
も
含
む
と
考
え
、
西
田
に
お
け
る
制
 
 

作
行
為
と
、
知
識
を
失
う
習
慣
と
の
弁
証
法
的
関
係
に
疑
問
を
抱
く
。
な
 
 

ぜ
な
ら
、
田
辺
に
お
い
て
行
為
と
直
観
と
は
相
互
に
対
立
し
っ
つ
も
、
一
 
 

方
が
他
方
を
包
摂
し
な
い
統
一
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 

つ
ま
り
、
田
辺
は
、
両
者
が
不
一
不
二
の
弁
証
法
的
関
係
に
あ
る
も
の
で
 
 

あ
る
と
考
え
、
知
識
を
失
う
習
慣
を
、
直
観
と
い
う
知
的
活
動
と
同
一
視
 
 

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
 
〔
ヨ
・
∽
N
O
を
参
照
）
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
も
し
直
 
 

観
か
ら
知
識
を
引
き
離
し
た
な
ら
ば
、
直
観
は
単
な
る
職
人
の
習
得
、
習
 
 

慣
に
す
ぎ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
行
為
の
主
体
は
、
も
は
や
知
識
を
媒
介
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と
す
る
必
要
も
な
く
な
り
、
直
ち
に
絶
対
と
合
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
 
 

を
作
り
、
世
界
を
形
成
す
る
こ
と
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
相
対
 
 

と
絶
対
と
の
直
接
無
媒
介
な
る
結
合
の
直
観
は
、
主
体
の
制
作
行
為
を
主
 
 

導
す
る
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
か
か
る
西
田
の
行
為
 
 

的
直
観
は
、
明
ら
か
に
神
の
世
界
創
造
に
擬
す
る
芸
術
的
制
作
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
に
基
づ
け
ば
、
西
田
の
行
為
的
直
観
は
一
見
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
行
 
 

よ
り
も
観
と
い
う
立
場
を
超
え
、
観
よ
り
も
行
と
い
う
立
場
に
転
ず
る
に
 
 

見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
は
依
然
と
し
て
行
為
の
主
体
が
自
力
で
自
 
 

己
の
知
識
を
放
棄
す
る
と
い
う
理
性
主
義
の
立
場
に
属
し
て
い
る
た
め
、
 
 

未
だ
他
力
信
仰
の
立
場
に
は
達
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
が
却
っ
 
 

て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
直
観
主
義
の
立
場
に
転
落
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
田
 
 

辺
が
西
田
の
直
観
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
観
と
を
比
較
す
る
文
脈
か
ら
見
出
 
 

す
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

田
辺
は
、
西
田
の
直
観
を
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
観
か
ら
峻
別
し
、
プ
ロ
テ
ィ
 
 

ノ
ス
の
観
と
は
、
親
ら
れ
る
一
者
と
観
る
我
と
の
二
者
対
立
よ
り
、
む
し
 
 

ろ
「
全
く
我
を
脱
し
て
山
者
に
婦
人
す
る
、
或
は
寧
ろ
一
者
に
包
み
込
ま
 
 

れ
る
」
 
（
、
コ
・
∽
墓
）
 
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
の
に
射
し
、
西
田
の
直
観
 
 

と
は
、
我
が
絶
対
に
包
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
対
立
す
る
我
と
 
 

絶
対
と
の
無
媒
介
な
る
合
一
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
田
辺
は
さ
 
 

ら
に
、
こ
う
し
た
西
日
の
直
観
は
世
界
形
成
を
な
す
主
体
の
行
為
を
含
意
 
 

し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
神
の
世
界
創
造
に
擁
す
る
の
み
で
、
未
だ
他
力
信
 
 

仰
に
よ
る
自
己
犠
牲
の
還
相
行
に
至
っ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
と
い
う
 
 

の
は
、
自
己
救
済
の
往
相
行
に
あ
た
る
西
田
の
直
観
は
、
他
力
信
心
に
よ
っ
 
 

て
自
己
犠
牲
の
還
相
行
を
媒
介
と
し
な
い
限
り
、
絶
対
の
普
適
性
や
無
性
 
 

を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
田
辺
に
と
っ
 
 

て
、
西
田
に
お
け
る
絶
対
は
無
と
い
う
も
、
そ
の
無
性
を
裏
付
け
る
還
相
 
 

行
が
欠
落
し
、
有
に
下
降
す
る
動
性
を
失
う
た
め
、
却
っ
て
有
に
止
ま
る
 
 

も
の
と
な
る
。
か
か
る
絶
対
を
有
と
し
た
西
田
の
行
為
的
直
観
は
、
プ
ロ
 
 

テ
ィ
ノ
ス
の
一
老
㈱
の
発
出
論
に
他
な
ら
な
い
。
田
辺
に
お
い
て
、
西
田
 
 

の
行
為
的
直
観
の
説
は
、
無
の
直
観
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
有
と
し
て
の
 
 

直
観
に
よ
っ
て
指
導
せ
ら
れ
た
我
と
い
う
主
体
の
行
為
に
よ
る
世
界
形
成
 
 

の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
自
力
で
行
為
の
源
泉
で
あ
る
直
観
か
 
 

ら
知
識
を
取
り
除
い
て
絶
対
と
の
合
一
を
目
猫
し
て
も
、
所
詮
自
力
行
為
 
 

に
よ
る
結
果
で
あ
り
、
完
全
な
る
他
力
信
仰
に
よ
る
自
己
犠
牲
の
週
相
行
 
 

で
は
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
、
田
辺
は
こ
う
語
る
。
 
 

そ
れ
に
反
し
行
為
的
直
観
の
説
は
一
方
に
於
て
人
間
の
相
対
的
立
場
 
 

を
脱
し
よ
う
と
す
る
宗
教
的
要
求
を
強
く
も
ち
つ
づ
け
な
が
ら
、
他
 
 

方
そ
の
自
力
に
対
す
る
執
着
の
故
に
、
自
己
を
直
ち
に
神
と
同
一
化
 
 

し
て
、
神
の
世
界
創
造
に
擬
す
る
世
界
形
成
の
芸
術
制
作
的
行
為
を
、
 
 

人
間
の
最
高
目
的
と
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
ヨ
・
∽
N
N
）
 
 

行
為
の
主
体
と
絶
対
と
の
無
蝶
介
な
る
結
合
に
よ
る
世
界
形
成
は
、
明
 
 

ら
か
に
行
為
の
主
体
の
延
長
拡
大
で
あ
り
、
絶
対
へ
の
冒
涜
で
あ
る
。
田
 
 

辺
は
か
か
る
人
間
の
倣
憎
を
批
判
し
、
「
た
と
い
行
為
と
い
う
も
芸
術
的
制
 
 

作
と
同
一
視
せ
ら
れ
、
社
会
的
実
践
に
於
け
る
友
愛
の
避
相
行
と
な
ら
な
 
 

い
」
 
（
↓
？
∽
訟
）
 
と
述
べ
、
西
田
の
行
為
的
直
観
は
あ
く
ま
で
国
家
社
会
 
 

と
い
う
種
の
否
定
媒
介
を
無
視
し
、
他
者
救
済
の
避
相
行
を
欠
く
個
人
の
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往
相
行
で
あ
る
と
し
、
我
と
絶
対
者
と
の
合
一
を
目
指
す
芸
術
的
表
現
形
 
 

成
の
自
力
行
為
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
へ
）
 
こ
れ
と
は
反
対
に
、
「
一
方
的
 
 

に
行
為
の
為
に
直
観
す
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
直
観
が
否
定
的
に
行
の
 
 

媒
介
と
な
り
、
知
と
行
と
が
相
交
錯
し
有
と
無
と
が
相
媒
介
す
る
の
で
あ
 
 

る
以
上
は
、
た
だ
行
の
自
覚
が
あ
る
ば
か
り
で
自
己
同
一
な
る
直
観
は
あ
 
 

り
得
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
 
（
、
⊇
・
∽
告
 
と
い
う
よ
う
に
、
田
辺
に
 
 

と
っ
て
行
為
と
直
観
と
は
、
あ
く
ま
で
相
即
不
離
の
弁
証
法
的
関
係
に
あ
 
 

る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

田
辺
は
「
直
観
の
特
色
は
、
対
象
と
主
体
と
の
対
立
的
自
己
同
一
と
い
 
 

う
こ
と
に
あ
る
」
 
（
↓
叫
∴
芯
－
）
 
と
考
え
、
そ
れ
を
「
生
の
直
観
、
自
己
形
 
 

成
の
直
観
」
 
（
磨
・
∽
皇
と
い
う
。
行
為
は
、
単
な
る
作
為
や
形
成
で
も
 
 

な
け
れ
ば
、
自
力
の
立
場
に
属
す
る
目
的
論
的
自
己
放
棄
で
も
な
い
。
そ
 
 

れ
は
作
為
形
成
の
支
離
滅
裂
に
立
ち
現
れ
る
絶
対
他
力
に
よ
る
自
己
否
定
 
 

即
筒
定
の
死
復
活
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
死
を
行
ず
る
自
 
 

覚
（
行
）
 
と
生
を
表
す
直
観
（
知
）
 
と
は
、
相
互
に
否
定
媒
介
す
る
行
即
 
 

知
、
知
即
行
の
弁
証
法
的
関
係
を
持
つ
に
至
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
有
と
 
 

し
て
の
直
観
に
よ
る
世
界
創
造
と
い
う
西
田
の
行
為
的
直
観
の
説
は
、
発
 
 

出
論
で
あ
り
、
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
の
論
理
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
 

田
辺
が
 
「
行
為
的
直
観
の
主
体
に
死
復
活
が
あ
る
か
。
死
復
活
を
経
由
せ
 
 

ず
し
て
宗
教
的
無
の
立
場
に
立
つ
こ
と
が
出
来
る
か
。
そ
こ
で
は
我
の
否
 
 

定
、
絶
対
へ
の
奉
仕
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
∃
・
 
 

∽
N
盟
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
行
為
を
形
成
と
解
す
る
西
田
の
行
為
的
直
観
 
 

に
は
、
絶
対
の
慈
愛
に
よ
っ
て
国
家
社
会
を
否
定
媒
介
と
す
る
個
人
の
自
 
 

己
否
定
即
肯
定
、
つ
ま
り
絶
対
へ
の
奉
仕
と
他
者
救
済
も
な
け
れ
ば
、
個
 
 人

と
個
人
と
の
教
化
救
済
や
還
相
の
宗
教
社
会
的
関
係
も
な
い
。
 
 
 

以
上
に
基
づ
け
ば
、
田
辺
が
修
正
し
た
「
種
の
論
理
」
に
、
確
か
に
西
 
 

田
が
主
張
す
る
絶
対
と
相
対
と
の
、
我
と
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
相
互
 
 

限
定
か
つ
相
互
媒
介
の
論
理
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

し
か
し
、
西
田
の
論
理
に
は
、
国
家
社
会
と
い
う
種
の
否
定
媒
介
に
よ
る
 
 

個
人
と
個
人
と
の
間
の
往
逆
二
相
の
回
転
呼
応
、
す
な
わ
ち
人
間
同
士
の
 
 

間
に
お
け
る
教
化
救
済
や
宗
教
社
会
的
関
係
は
包
含
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
 
 

こ
に
他
者
愛
の
還
相
行
が
欠
如
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
田
は
絶
対
 
 

現
在
を
生
命
の
根
源
と
し
、
田
辺
は
国
家
社
会
を
生
命
の
根
源
と
規
定
す
 
 

る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
西
田
は
粍
と
個
と
の
、
個
と
物
と
 
 

の
、
個
と
個
と
の
関
係
を
垂
硯
す
る
結
果
、
種
を
軽
視
し
て
し
ま
う
の
に
 
 

対
し
、
田
辺
は
そ
れ
ら
の
関
係
に
種
の
否
定
媒
介
を
堅
持
し
、
そ
れ
に
よ
 
 

る
宗
教
社
会
に
お
け
る
愛
の
当
為
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

だ
か
ら
こ
そ
、
倫
理
は
宗
教
を
通
路
と
す
る
が
、
宗
教
は
必
ず
し
も
倫
 
 

理
を
通
路
と
し
な
い
と
い
う
西
田
の
主
張
に
対
し
、
田
辺
は
あ
く
ま
で
倫
 
 

理
は
宗
教
を
通
路
と
し
、
宗
教
は
倫
理
を
通
路
と
す
る
と
い
う
宗
教
即
倫
 
 

理
、
倫
理
即
素
数
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
倫
 
 

理
が
宗
教
に
向
上
せ
し
め
ら
れ
て
向
上
す
る
往
相
面
は
、
素
数
が
倫
理
に
 
 

媒
介
せ
ら
れ
て
そ
れ
に
降
下
す
る
還
相
面
と
、
表
裏
相
即
し
て
分
離
せ
ら
 
 

れ
る
こ
と
が
な
い
」
 
雷
・
∽
∽
望
と
い
う
よ
う
に
、
倫
理
を
否
定
蝶
介
と
 
 

し
な
い
宗
教
は
、
現
実
世
界
に
生
き
る
衆
生
へ
の
愛
を
具
体
的
に
表
す
こ
 
 

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
む
ろ
ん
相
対
の
選
相
行
 
 

の
実
現
も
不
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
田
辺
の
西
田
哲
学
に
お
け
る
当
為
と
 
 

し
て
の
遅
相
行
の
欠
如
を
厳
し
く
批
判
し
た
理
由
で
あ
る
。
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結
 
論
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
存
在
と
当
為
と
は
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
あ
く
ま
 
 

で
宗
教
的
立
場
か
ら
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
人
間
存
在
の
う
ち
に
、
 
 

当
為
が
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
論
述
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
 
 

田
辺
哲
学
に
お
い
て
、
存
在
と
当
為
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
同
時
相
即
の
弁
 
 

証
法
的
関
係
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
両
哲
学
の
も
っ
と
も
顕
 
 

著
な
相
違
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
種
の
論
理
」
 
の
有
無
に
よ
る
も
の
で
 
 

あ
る
。
閏
辺
は
、
西
田
哲
学
批
判
を
行
う
と
き
、
専
ら
そ
れ
に
お
け
る
械
 
 

の
畜
産
蝶
介
の
欠
如
に
よ
る
神
秘
主
義
的
傾
向
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
′
）
 
 

西
田
哲
学
は
、
国
家
社
会
と
い
う
種
の
否
定
媒
介
を
棄
却
し
て
、
た
だ
単
 
 

に
絶
対
者
と
相
対
者
と
の
、
或
は
相
対
省
間
の
相
互
否
定
か
つ
相
互
蝶
介
 
 

の
関
係
を
説
く
に
し
て
も
、
国
家
社
会
の
現
実
に
合
わ
せ
る
改
革
に
言
及
 
 

し
な
い
な
ら
ば
、
撃
龍
敗
戦
後
の
日
本
の
情
況
に
適
用
す
る
よ
う
な
哲
学
 
 

で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
に
は
、
社
会
改
革
に
よ
る
其
の
自
他
救
済
が
欠
 
 

落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

田
辺
哲
学
は
敗
戦
後
、
現
在
の
信
心
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
過
去
を
批
判
 
 

す
る
と
同
時
に
未
来
的
欲
生
へ
の
寄
与
を
含
意
す
る
他
力
哲
学
を
『
慨
悔
 
 

道
と
し
て
の
哲
学
』
を
は
じ
め
と
す
る
著
書
で
披
渡
し
た
。
か
か
る
転
換
 
 

は
、
同
時
に
そ
の
思
想
史
的
発
展
を
も
示
す
。
田
辺
は
西
田
か
ら
伝
承
し
 
 

て
き
た
哲
学
を
過
去
の
も
の
と
し
て
絶
対
他
力
に
よ
っ
て
否
定
せ
ら
れ
、
 
 

却
っ
て
過
去
の
哲
学
に
終
わ
ら
せ
ず
に
未
来
へ
と
発
展
さ
せ
、
創
造
す
る
 
 

の
で
あ
る
。
田
辺
の
西
田
哲
学
批
判
は
、
単
に
西
田
哲
学
を
批
判
の
対
象
 
 と

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
継
承
し
、
自
力
で
発
展
さ
せ
て
き
た
自
ら
 
 

の
哲
学
が
理
性
の
二
律
背
反
に
行
き
着
く
と
き
、
絶
対
他
力
に
よ
っ
て
否
 
 

産
せ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
力
信
仰
に
よ
る
自
己
否
定
が
、
却
っ
 
 

て
自
己
背
走
に
転
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
田
辺
は
西
田
哲
学
を
批
判
 
 

的
に
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
田
辺
の
西
田
哲
学
批
判
は
、
過
去
に
対
す
る
 
 

時
代
批
判
で
あ
る
が
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
現
在
の
他
力
信
仰
に
よ
る
自
 
 

己
の
哲
学
へ
の
批
判
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
単
に
西
田
哲
学
、
或
は
過
 
 

去
の
哲
学
へ
の
自
己
同
一
的
復
興
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
田
辺
が
 
 

『
実
存
と
愛
と
実
践
』
 
「
九
四
七
年
）
 
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
弁
証
 
 

法
思
想
を
中
期
と
後
期
と
に
分
け
る
の
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
に
対
す
る
 
 

批
判
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
自
己
批
判
に
よ
る
結
果
で
あ
る
と
論
ず
る
と
 
 

こ
ろ
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
む
田
辺
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
を
叙
述
 
 

し
な
が
ら
、
そ
れ
に
自
ら
の
心
情
を
重
ね
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
 
 

…
…
む
し
ろ
中
期
対
話
簾
の
思
想
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
感
化
の
下
に
、
 
 

プ
ラ
ト
ン
自
身
の
採
っ
た
所
で
あ
り
、
し
か
の
み
な
ら
ず
、
師
の
説
 
 

い
た
所
を
更
に
自
ら
発
展
せ
し
め
た
も
の
、
従
っ
て
ど
こ
ま
で
が
ソ
 
 

ク
ラ
テ
ス
に
属
し
、
ど
こ
か
ら
が
彼
に
固
有
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
 
 

か
、
今
日
区
別
分
界
す
る
こ
と
が
困
雉
な
る
も
の
と
解
す
ぺ
き
で
は
 
 

な
い
か
。
斯
か
る
思
想
の
連
続
的
発
展
が
、
漸
次
そ
の
内
合
す
る
所
 
 

の
矛
盾
に
よ
っ
て
推
進
せ
し
め
ら
れ
た
極
限
に
於
て
、
遂
に
非
連
続
 
 

的
に
そ
れ
を
否
定
す
る
立
場
へ
翻
転
飛
躍
し
た
も
の
が
、
後
期
弁
証
 
 

法
に
外
な
ら
な
い
。
雷
・
亭
T
ふ
昌
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右
に
よ
れ
ば
、
田
辺
哲
学
の
西
用
哲
学
か
ら
の
連
続
的
発
展
は
、
理
性
 
 

の
支
離
滅
裂
に
直
面
し
た
果
て
に
、
つ
い
に
他
力
信
心
に
起
さ
れ
た
自
己
 
 

否
定
に
よ
っ
て
、
非
連
綿
的
に
他
力
哲
学
の
局
面
に
飛
躍
し
た
と
い
う
こ
 
 

と
が
わ
か
る
。
田
辺
哲
学
は
こ
こ
に
お
い
て
西
田
哲
学
と
の
連
続
か
ら
非
 
 

運
絶
に
入
る
じ
 
し
か
し
、
そ
れ
は
現
在
の
信
心
に
よ
っ
て
行
ぜ
し
め
ら
れ
 
 

る
以
上
、
必
然
に
未
来
的
欲
生
へ
の
寄
与
に
転
ぜ
ら
れ
る
た
め
、
却
っ
て
 
 

非
連
続
か
ら
連
続
に
至
ら
し
め
ら
れ
る
っ
田
辺
は
弁
証
法
の
発
展
が
プ
ラ
 
 

ト
ン
か
ら
キ
リ
ス
ト
の
福
音
信
仰
に
下
り
、
さ
ら
に
東
洋
に
至
る
の
を
語
 
 

り
、
そ
し
て
そ
れ
へ
の
主
体
的
参
与
を
も
っ
て
、
「
こ
れ
は
畢
産
世
界
歴
 
 

史
の
思
想
史
的
発
展
の
自
覚
的
追
究
に
外
な
ら
な
い
」
 
〇
d
・
た
翌
 
と
告
 
 

白
す
る
。
か
か
る
「
非
連
続
の
連
続
」
と
い
う
世
界
歴
史
的
思
想
発
展
は
、
 
 

田
辺
一
人
の
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
り
 
そ
れ
は
 
 

師
弟
間
に
お
け
る
自
己
同
一
の
論
理
に
よ
る
連
続
な
る
「
伝
承
＝
創
造
」
 
 

の
関
係
で
は
な
く
、
た
だ
絶
対
弁
証
法
の
論
理
に
よ
る
非
連
続
の
連
続
な
 
 

る
「
伝
承
と
創
造
」
の
関
係
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
し
な
 
 

ぜ
な
ら
、
思
想
の
発
展
運
動
が
成
立
す
る
た
め
に
、
自
己
固
∵
的
持
続
が
 
 

す
な
わ
ち
自
己
否
定
的
た
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
 

田
辺
哲
学
は
現
に
生
き
て
い
る
我
々
に
よ
っ
て
い
か
に
伝
承
さ
れ
、
そ
 
 

し
て
創
造
さ
れ
て
い
く
の
か
む
 
こ
の
大
き
な
課
題
に
直
面
し
つ
つ
、
今
日
 
 

の
我
々
は
い
か
な
る
行
動
を
取
る
に
し
て
も
、
先
に
自
己
や
自
己
の
属
す
 
 

る
社
会
を
考
え
る
の
み
で
、
未
だ
絶
対
の
愛
や
慈
悲
に
よ
る
社
会
改
革
と
 
 

自
己
犠
牲
と
を
通
過
し
て
自
他
救
済
の
理
想
的
境
地
に
至
っ
て
い
な
い
の
 
 

が
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
我
々
は
常
に
自
ら
の
行
動
を
省
み
る
必
要
が
 
 

あ
る
。
た
と
え
ば
、
我
々
は
芸
術
創
作
に
取
り
掛
か
っ
て
も
、
他
者
愛
を
 
 

無
視
し
て
絶
対
と
の
合
一
の
み
を
め
ざ
す
と
い
う
芸
術
主
義
的
、
文
化
主
 
 

凝
的
傾
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
い
か
な
る
行
動
を
取
る
に
し
て
も
、
 
 

自
己
の
欲
望
を
瀾
た
し
、
自
己
に
の
み
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
自
己
中
 
 

心
主
義
的
、
功
利
主
義
的
傾
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
し
或
は
、
何
を
し
 
 

て
も
効
率
を
求
め
、
あ
る
目
的
に
適
進
す
る
と
い
う
実
用
的
、
目
的
論
的
 
 

傾
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
傾
向
は
い
ず
れ
も
自
己
救
済
の
 
 

み
で
、
他
者
救
済
、
つ
ま
り
隣
人
愛
と
い
う
愛
の
当
為
ま
で
含
ん
で
い
な
 
 

い
た
め
、
上
述
し
た
 
「
伝
承
と
別
造
」
と
い
う
人
間
行
為
の
形
態
に
よ
っ
 
 

て
容
赦
な
く
批
判
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 

※
『
田
辺
元
全
集
』
 
（
筑
摩
沓
屠
、
第
二
版
）
 
と
『
酉
田
幾
多
郎
全
集
』
 
 
 

（
岩
波
書
店
、
新
版
）
 
か
ら
の
引
用
に
際
し
、
そ
れ
ぞ
れ
 
（
T
巻
畠
∵
 
 
 

員
数
）
、
（
N
巻
号
・
員
数
）
 
と
略
記
し
、
旧
邦
字
と
旧
版
名
遣
い
は
新
 
 
 

字
に
改
め
た
。
 
 

注
 
 

申
 
開
辺
哲
学
は
確
か
に
「
種
の
論
理
」
 
の
形
成
に
つ
れ
て
酉
田
哲
学
か
 
 

ら
離
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
∴
異
国
家
を
絶
対
化
し
た
故
、
 
 

論
理
の
破
綻
を
迎
え
た
。
そ
れ
は
 
「
穫
の
論
理
」
 
は
未
だ
他
力
信
仰
 
 

に
よ
る
自
己
否
定
 
（
慨
悔
）
 
に
至
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
た
 
 

が
っ
て
、
田
辺
哲
学
と
西
田
哲
学
と
の
完
全
な
る
断
絶
は
 
「
慨
梅
迫
 
 

哲
学
」
 
の
形
成
を
待
た
ざ
る
を
得
な
い
。
 
 

け
 
田
辺
元
文
庫
の
『
哲
学
論
文
集
第
七
』
 
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
六
年
）
 
 

l
 
 

に
傍
線
や
批
評
が
あ
る
ゎ
 
こ
れ
に
よ
っ
て
本
論
は
田
辺
が
西
田
の
最
 
 
1
6
 
 
 



終
論
文
を
踏
ま
え
、
敗
戦
後
の
著
作
群
で
顕
著
な
西
田
哲
学
批
判
を
 
 

行
っ
た
と
す
る
立
場
を
取
る
。
本
論
の
議
論
は
主
に
両
哲
学
に
お
け
 
 

る
最
後
の
応
酬
を
中
心
と
す
る
。
 
 

㈱
 
新
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
 
の
書
簡
に
関
す
る
部
分
は
未
刊
で
あ
る
 
 

た
め
、
書
簡
の
引
用
は
旧
版
を
使
う
こ
と
に
す
る
。
 
 

㈲
 
慨
悔
と
い
う
吉
葉
は
「
永
遠
・
歴
史
∵
行
為
」
 
（
血
九
四
〇
年
）
 
に
 
 

見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
「
往
相
即
遼
相
」
 
の
転
換
を
含
意
し
、
 
 

「
自
力
即
他
力
」
の
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
の
概
念
規
定
や
変
 
 
 

遷
は
拙
論
「
『
慨
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
－
敗
戦
前
後
の
慨
悔
と
三
 
 

願
転
入
を
め
ぐ
っ
て
1
」
 
『
哲
学
・
思
想
論
叢
』
第
二
十
四
号
（
筑
 
 

波
大
学
哲
学
・
思
想
学
会
、
二
〇
〇
六
年
）
 
に
て
詳
述
し
た
。
 
 

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

国
家
を
絶
対
無
の
応
現
的
存
在
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
 
 
 

応
現
存
在
の
類
的
普
遍
性
を
主
張
し
、
国
家
を
絶
対
化
し
た
。
 
 

㈱
 
田
辺
は
こ
の
時
点
で
は
、
す
で
に
絶
対
他
力
に
よ
っ
て
自
己
批
判
、
 
 

換
言
す
れ
ば
過
去
に
お
け
る
自
己
の
哲
学
と
所
行
に
対
す
る
批
判
を
 
 

行
ぜ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
の
ず
と
彼
が
生
き
た
時
代
へ
の
 
 
 

批
判
に
も
繋
が
る
。
し
た
が
っ
て
、
田
辺
の
自
己
批
判
は
ま
た
時
代
 
 

批
判
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
 
 

聞
 
こ
れ
に
つ
い
て
、
拙
論
「
田
辺
元
に
お
け
る
浄
土
寅
宗
の
歴
史
哲
学
 
 
 

－
『
慨
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
 
に
お
け
る
三
顧
転
入
と
三
心
釈
を
中
 
 

心
に
ー
」
 
『
倫
理
学
』
第
二
十
二
号
 
（
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
、
 
 

二
〇
〇
六
年
）
 
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

㈱
 
田
辺
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
一
者
に
つ
い
て
、
「
一
者
は
一
切
の
根
源
で
 
 

あ
っ
て
、
而
も
〓
切
は
そ
れ
を
求
め
そ
れ
へ
選
ら
ん
と
す
る
。
万
物
 
 

の
一
者
を
観
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
一
省
か
ら
の
溢
出
陣
下
 
 

が
即
、
一
老
へ
の
還
帰
向
上
で
あ
る
」
 
（
、
コ
・
∽
○
∞
）
 
と
説
明
す
る
。
 
 

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