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真

、
西
谷
啓
治
の
思
想
に
お
け
る
身
体
論
の
意
義

　
西
谷
啓
治
は
、
大
谷
大
学
に
お
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
八
年
間
、
戦
後
に
三
十
九
年
間
、
講
義
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
昭

和
三
十
九
年
か
ら
昭
和
六
十
一
年
の
講
義
の
多
く
が
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
二
十
四
巻
か
ら
第
二
十
六
巻
に
か
け
て
収
録
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
彼
独
自
の
生
命
論
、
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
身
体
論
で
あ
る
。
西
谷

に
お
け
る
身
体
論
な
い
し
心
身
論
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
長
谷
正
當
氏
は
第
二
十
五
巻
の
月
報
で
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
「
意
外
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
〈
身
体
の
問
題
〉
は
ま
た
西
谷
先
生
が
深
く
か
か
わ
っ
て
来
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
空
」
に
つ
い
て

の
思
索
と
並
ん
で
先
生
の
う
ち
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
問
題
と
い
え
る
。
（
中
略
）
か
つ
て
武
内
義
範
先
生
は
西
谷
先
生
の
思
想

を
評
し
て
、
表
に
現
れ
て
い
る
の
は
ご
く
一
部
で
、
そ
の
大
部
分
は
ま
だ
地
下
に
隠
れ
て
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
鉱
脈
に
讐
え
ら
れ
て
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い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
先
生
は
そ
の
こ
と
を
　
度
な
ら
ず
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
武
内
先
生
が
西
谷
先
生
と
の
長
年
に

亙
る
接
触
か
ら
直
に
得
ら
れ
た
確
信
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
知
覚
や
構
想
力
に
つ
い
て
の
西
谷
先
生
の
考
え
は
そ
の
よ
う
な
地
下
に

隠
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
と
い
え
る
が
、
心
身
の
問
題
も
ま
た
そ
う
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
知
覚
や
構
想
力
の
問
題
は
そ
の
核
心
の

部
分
は
地
下
に
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
一
部
は
既
に
早
く
か
ら
地
表
に
姿
を
表
し
て
い
た
が
、
身
体
の
問
題
は
最
近
に
な
っ
て
漸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

く
『
大
谷
大
学
講
義
』
に
お
い
て
姿
を
表
し
て
来
た
の
で
あ
る
」
。

　
こ
の
報
告
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
1
、
身
体
の
問
題
は
、
「
空
」
の
思
想
と
並
ぶ
大
き
な
位
置
を
占
め
る
問
題
で
あ
る
こ
と
、
2
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
地
下
に
隠
れ
た
鉱
脈
の
よ
う
に
姿
を
表
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
『
大
谷
大
学
講
義
』
（
以
下
『
講
義
』
と
表
記
）
に
お
い

て
漸
く
姿
を
表
し
て
き
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
長
谷
氏
の
指
摘
が
正
し
け
れ
ば
、
『
講
義
』
に
お
け
る
身
体
の
問
題
は
、

地
表
に
姿
を
表
し
て
い
た
「
空
」
の
思
想
と
も
深
く
密
接
な
連
関
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
西
谷
啓
治
の
思
想
の
主
導
線
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
晩
年
の
彼
の
思
想
を
総
合
的
に
理
解
す
る
う
え
で
、
身
体
の
問
題
の
探
求
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
。
特
に
晩
年
の

大
き
な
論
文
で
あ
る
「
空
と
即
」
が
含
み
持
つ
思
想
に
は
難
解
な
部
分
が
多
い
が
、
『
講
義
』
に
お
け
る
身
体
の
問
題
の
探
求
を
通
じ

て
、
こ
の
論
文
の
理
解
の
た
め
の
ピ
ー
ス
を
嵌
め
こ
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
論
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
た
っ
て
、
『
講
義
』
に
お
い
て
「
漸
く
姿
を
表
し
て
き
た
」
「
身
体
の
問
題
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
西
谷
に
お
い
て
「
「
空
」
に
つ
い
て
の
思
索
」
と
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
を
探
求
し

て
み
た
い
。
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二
、
身
体
論
の
鍵
概
念
と
し
て
の
沼
罵

『
講
義
』
に
現
わ
れ
た
西
谷
の
身
体
論
の
鍵
概
念
は
、
。
。
Φ
開
（
日
本
語
で
は
「
そ
れ
自
身
」

　
　
（
2
）

（ba

轣
h
H
α
艀
）
、

「
自
己
」
（
悼
ら
“
Q
Q
曽
．
）
、
「
広
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い
意
味
の
自
性
」
（
b
っ
鮮
“
曽
」
．
）
、
「
自
」
、
「
自
ず
か
ら
」
（
塗
下
G
。
O
の
）
と
い
う
語
に
高
砂
さ
れ
る
）
で
あ
る
。
。
・
①
需
と
は
、
大
谷
大
学
講
義

を
通
じ
て
西
谷
思
想
に
お
け
る
、
「
生
き
て
い
る
物
」
の
特
別
な
在
り
方
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
「
生
」
の
概
念
と
い
っ
て
も
よ
い
。
昭
和

四
十
六
年
度
講
義
で
こ
の
概
念
が
初
め
て
現
れ
、
ま
だ
荒
削
り
で
は
あ
る
が
、
そ
の
本
質
的
特
徴
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
「
そ
こ
に
は
分
析
し
切
れ
な
い
、
割
れ
ば
必
ず
余
り
が
生
じ
る
、
分
析
し
て
も
分
析
し
尽
く
せ
な
い
処
が
必
ず
残
る
わ
け
で
す
。
閉
じ

た
統
一
の
あ
る
体
系
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
今
の
場
合
の
統
一
と
い
う
の
は
、
全
体
が
一
つ
で
あ
る
、
人
間
の
体
な
ら
ば
、

体
だ
と
い
う
全
体
が
一
個
の
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
で
す
。
そ
う
い
・
つ
場
合
、
全
体
と
い
う
の
は
部
分
の
寄
せ
集
め
と
し
て
考
え

ら
れ
る
よ
う
な
全
体
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
部
分
を
持
ち
寄
っ
て
い
く
ら
そ
れ
を
結
び
付
け
て
も
本
当
の
全
体
に
は
な
ら
な
い
よ

う
な
仕
方
で
全
体
が
一
つ
の
統
一
を
成
し
て
い
る
と
い
う
事
で
す
。
そ
う
い
う
統
一
に
。
。
9
暇
す
な
わ
ち
「
そ
れ
自
身
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
な
意
味
が
現
れ
て
来
る
わ
け
で
す
」
（
卜
。
野
嶺
蔭
h
）
。

　
人
間
の
体
は
、
た
だ
単
に
部
分
の
寄
せ
集
め
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
繋
ぎ
合
せ
た
だ
け
で
は
成
立
し
え
な

い
「
全
体
が
一
個
の
存
在
」
な
い
し
コ
つ
の
統
一
」
を
成
し
て
い
る
、
と
い
う
事
態
が
こ
こ
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
存

在
様
態
に
西
谷
は
q
。
①
罵
と
い
う
語
を
あ
て
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
ω
①
罵
は
生
き
て
い
る
物
の
部
分
を
「
生
き
る
」
と
い
う
目
的
へ
向
け

て
賃
σ
q
㊤
巳
。
に
統
合
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
内
に
閉
じ
た
。
ざ
。
。
①
島
な
体
系
」
と
し
て
「
個
物
を
個
物
と
し
て
成
り
立
」
た
せ
て
い
る
、

生
き
て
い
る
も
の
の
「
全
体
の
統
＝
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
）

　
西
谷
は
、
こ
の
霞
α
q
9
巳
。
な
統
一
の
存
在
様
態
の
要
素
と
し
て
、
「
他
の
も
の
と
共
通
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
面
」
（
卜
D
れ
”
μ
①
O
）

を
挙
げ
る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
段
階
が
あ
り
、
直
接
的
に
は
、
生
き
物
が
外
界
と
交
流
し
つ
つ
生
命
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
、
具
体
的
に

い
え
ば
「
水
と
か
空
気
と
か
食
べ
物
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
」
（
b
◎
心
旨
α
α
）
と
い
う
面
、
さ
ら
に
間
接
的

に
は
水
や
空
気
、
食
物
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
水
や
空
気
、
食
物
を
摂
取
す
る
他
の
生
物
と
繋
が
っ
て
い
る
側
面
が
挙
げ

ら
れ
る
。
。
。
㊦
霧
の
亀
σ
q
鋤
巳
。
な
統
一
に
お
い
て
は
、
単
な
る
物
質
と
異
な
り
、
必
然
的
に
こ
の
8
＠
q
①
夢
①
旨
Φ
ω
。
。
（
本
論
で
は
「
共
在
」

二
五
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と
訳
す
）
と
言
わ
れ
る
様
態
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
昭
和
四
十
六
年
度
講
義
に
お
い
て
は
、
ま
だ
。
。
①
開
概
念
は
未
分
化
で
、
①
α
q
o
や
「
魂
」
と
い
っ
た
概
念
と
対
比
し

つ
つ
概
念
の
画
定
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
ω
①
舅
の
一
形
態
な
い
し
一
段
階
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
例

え
ば
、
ω
o
開
は
普
遍
的
な
生
に
根
を
持
ち
つ
つ
、
個
別
化
さ
れ
た
身
体
を
全
体
的
に
統
一
し
て
い
る
自
己
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る

が
、
「
魂
」
は
「
生
と
い
う
事
と
、
そ
れ
か
ら
先
程
言
っ
た
純
粋
な
。
。
①
罵
と
い
う
事
と
の
中
間
の
段
階
」
（
b
Ω
蔭
」
窃
Q
Q
）
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ
り
、
「
個
々
の
個
が
↓
つ
の
世
界
の
中
で
共
通
し
た
地
盤
を
も
っ
て
い
る
、
或
い
は
、
個
々
の
個
が
そ
の
基
礎
に
お
い
て
、
大
地

に
す
っ
か
り
入
り
込
ん
で
大
地
の
中
で
他
の
色
々
な
も
の
と
区
別
な
し
に
、
区
別
以
前
の
処
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
そ
う
い
う
一

面
」
（
口
艀
”
H
①
O
）
と
さ
れ
る
。
こ
の
言
説
に
よ
れ
ば
、
ω
①
開
は
個
を
超
え
た
生
一
般
と
も
い
う
べ
き
「
大
地
」
に
根
付
い
て
お
り
、
そ
こ

か
ら
由
来
し
て
い
る
が
、
「
魂
」
は
そ
こ
と
「
純
粋
な
m
①
E
と
の
中
間
段
階
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
講
義
が
進
展
し
て
い
く
と
q
。
①
嗣

は
、
こ
の
「
魂
」
も
「
生
一
般
」
も
含
め
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
い
う
「
純
粋
な
の
①
E
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
個
別
の
生
命
体

に
お
け
る
生
の
存
在
様
態
で
あ
る
が
、
後
に
議
論
す
る
器
開
そ
の
も
の
は
個
体
以
前
の
「
生
」
に
根
差
し
て
お
り
、
そ
の
「
生
」
の
自

己
限
定
と
し
て
個
別
の
生
命
が
あ
る
、
と
い
う
着
想
が
す
で
に
こ
の
昭
和
四
十
六
年
講
義
で
現
れ
て
い
る
。

　
他
方
、
①
碧
は
「
。
。
①
開
と
い
う
も
の
の
対
自
性
」
（
b
っ
繕
“
ド
α
①
）
を
指
し
て
お
り
、
い
わ
ば
「
費
困
。
。
8
ゲ
な
。
。
①
屋
（
卜
。
嶋
旨
鶉
）
と
さ
れ

る
。
「
①
σ
q
o
と
い
う
の
は
我
の
立
場
の
徹
底
し
た
面
」
、
つ
ま
り
、
「
の
①
罷
の
｝
方
の
面
だ
け
が
非
常
に
は
っ
き
り
と
さ
せ
ら
れ
て
、
他
の

も
の
と
共
通
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
面
が
隠
れ
た
よ
う
な
形
」
（
b
。
心
」
①
O
）
と
さ
れ
る
。
対
自
的
な
ω
Φ
目
を
持
ち
う
る
の
は
人
周

だ
け
な
の
で
、
①
σ
q
o
は
入
間
に
お
け
る
特
殊
な
ω
①
需
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
σ
q
o
は
、
空
や
無
我
と
い
う
教
え
に
よ
っ
て
仏

教
が
、
「
自
然
の
世
界
の
中
で
他
の
も
の
と
切
り
離
せ
な
い
よ
う
な
形
で
、
自
他
の
区
別
を
超
え
た
形
で
、
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
面
」

（
b
っ
蔭
”
H
⑦
O
）
を
恢
復
す
る
た
め
に
克
服
す
べ
き
。
。
o
需
の
在
り
方
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ω
①
罵
は
、
「
体
の
中
に
滲
み
込
ん
で
生
き
て
働
い
て
い
る
」
、
生
の
在
り
方
そ
の
も
の
で
あ
り
、
「
部
分
を
持
ち
寄
っ
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て
い
く
ら
そ
れ
を
結
び
付
け
て
も
本
当
の
全
体
に
は
な
ら
な
い
よ
う
な
仕
方
」
で
の
全
体
的
な
一
つ
の
統
一
で
あ
る
。
ま
た
。
。
①
罵
は

「
魂
」
と
同
じ
よ
う
に
「
感
覚
の
主
体
」
と
し
て
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
身
体
と
い
う
外
に
晒
さ
れ
て
い
る
も
の
を
介
し
て
、
自
然

の
世
界
の
中
で
他
の
も
の
と
切
り
離
せ
な
い
よ
う
な
形
で
、
自
他
の
区
別
を
超
え
た
形
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
昭
和
四
十
六
年
度
講
義
に

お
け
る
。
・
①
篤
概
念
の
原
型
は
さ
し
あ
た
り
こ
の
よ
う
な
も
の
と
い
え
る
。

三
、
「
心
」
と
「
体
」
の
関
係

真小 野

　
で
は
、
こ
の
ω
¢
需
概
念
を
基
礎
と
し
て
、
西
谷
は
「
心
」
と
「
身
体
」
の
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
昭

和
四
十
九
年
度
講
義
で
は
、
感
覚
性
を
心
と
身
体
の
結
節
点
と
み
て
、
感
覚
は
肉
体
と
は
切
り
離
せ
な
い
一
方
で
、
「
も
の
」
に
つ
い
て

の
広
い
意
味
で
の
意
識
で
も
あ
り
、
心
の
問
題
で
も
あ
る
、
と
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
「
「
心
」
と
い
う
の
は
、
感
覚
に
お
い
て
体
と
切
り
離
せ
な
い
、
始
め
か
ら
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
が
あ
る
わ
け
で
す
」
（
b
。
由

bo

?
F
9
b
っ
臼
認
b
臼
自
駅
）
。

　
「
心
」
と
「
体
」
と
い
う
二
つ
の
別
の
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
て
、
そ
れ
の
結
合
を
考
え
る
と
い
う
よ
り
、
「
体
の
い
ろ
い
ろ
な
働

き
、
感
ず
る
働
き
、
感
覚
の
働
き
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
事
も
含
め
て
、
非
対
象
的
な
⇔
9
、
そ
う
い
う
作
用
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
事
で

考
え
ら
れ
な
い
か
ど
う
か
」
（
b
o
心
墨
b
o
O
日
）
、
つ
ま
り
、
「
「
体
」
が
同
時
に
。
。
①
罵
・
自
分
だ
」
（
㊦
げ
α
●
）
と
い
う
こ
と
で
考
よ
う
と
し
て
い

る
。
こ
う
い
つ
た
心
と
体
と
の
働
き
は
、
「
器
篤
と
い
う
対
象
化
で
き
な
い
事
」
、
あ
る
い
は
「
作
用
と
い
う
事
」
か
ら
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
働
き
と
い
う
事
だ
と
、
い
わ
ゆ
る
「
体
」
の
働
き
と
言
わ
れ
る
も
の
と
「
心
」
の
働
き
が
「
生
き
て
い
る
と
い
う
事
の
中
で
結
び

つ
く
」
（
b
っ
禽
”
ト
っ
㊤
b
っ
）
。
器
円
概
念
は
こ
こ
で
は
曽
9
（
作
用
）
と
し
て
考
え
ら
れ
、
身
体
を
物
理
的
に
動
か
す
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
感
覚
す
な
わ
ち
「
感
ず
る
働
き
」
を
も
通
じ
て
貫
い
て
い
る
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
、
。
。
①
属
は
身
体
内
で
起
こ
っ
て
い
る
生
命
作
用
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二
入

一
般
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
u
・
①
開
が
「
非
対
象
的
」
な
も
の
、
「
対
象
化
で
き
な
い
事
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
西
谷
に
よ

れ
ば
、
直
近
の
昭
和
四
十
九
年
度
講
義
で
は
、
こ
の
対
象
化
さ
れ
な
い
在
り
方
こ
そ
が
「
「
生
き
物
」
の
有
」
（
b
。
舟
ω
O
O
）
で
あ
り
、

「
存
在
が
存
在
自
身
の
内
部
か
ら
そ
の
存
在
を
保
ち
、
ま
た
、
展
開
さ
せ
る
」
（
①
げ
傷
・
魯
卜
3
継
…
卜
。
㊤
㊤
）
と
い
う
在
り
方
と
さ
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
。
。
①
需
は
生
き
物
を
生
き
物
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
に
対
す
る
存
在
論
的
な
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
体
」
に
も
「
心
」
に
も
区
別

な
く
展
開
さ
れ
て
い
る
生
命
作
用
そ
の
も
の
で
あ
る
。
昭
和
五
十
年
度
講
義
で
は
、
非
対
象
的
な
碧
什
で
あ
る
。
・
①
開
が
体
そ
の
も
の
を

滲
透
し
つ
つ
、
生
き
物
を
生
か
し
て
い
る
事
柄
が
さ
ら
に
発
展
的
に
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
「
生
物
が
生
物
そ
の
も
の
と
し
て
そ
こ
で

成
り
立
っ
て
い
る
処
」
、
生
命
の
コ
種
の
中
心
の
よ
う
な
処
」
で
あ
る
。
。
①
罵
は
、
生
物
の
体
と
い
う
「
形
有
る
も
の
の
全
体
の
何
処
に

で
も
行
き
渡
っ
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
自
身
は
形
を
も
た
な
い
」
（
脂
血
”
G
Q
心
①
）
。

　
そ
う
い
う
も
の
が
「
生
物
体
の
構
造
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
身
体
は
そ
う
い
っ
た
。
。
①
開
の
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
「
直
接

の
環
境
」
な
い
し
「
第
一
次
環
境
」
で
あ
る
。
「
体
と
い
う
そ
こ
の
処
に
生
命
そ
の
も
の
が
端
的
に
現
れ
て
い
る
」
（
卜
。
県
。
。
ら
Φ
）
が
、
身

体
は
一
面
。
。
Φ
罵
が
「
外
か
ら
の
環
境
を
、
い
わ
ば
刻
ん
で
、
自
分
の
物
に
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
一
種
の
環
境
」
で
、
身
体
全
体
は

コ
面
外
的
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
外
が
内
に
な
っ
て
い
る
」
「
内
的
環
境
」
（
卜
。
心
“
Q
Q
蔭
刈
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
。
。
①
需
そ
の
も
の
が

そ
こ
く
身
体
V
へ
自
分
を
直
接
に
①
×
鷺
雷
ω
し
て
い
る
」
（
卜
⊃
心
一
こ
Q
艀
刈
）
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
体
は
「
自
然
界
の
一
面
」
で
あ

り
、
「
形
」
を
持
ち
つ
つ
も
、
「
自
己
す
な
わ
ち
「
自
」
と
か
「
自
性
」
と
か
「
そ
れ
自
身
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
、
対
象
化
で
き
な

い
本
当
の
「
内
か
ら
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
」
（
卜
。
舟
こ
。
ミ
）
に
属
し
て
い
る
。
ま
た
、
体
と
い
う
内
的
環
境
を
媒
介
と
し
て
、
。
。
①
舅

は
外
的
環
境
で
あ
る
自
然
と
も
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
「
こ
こ
で
は
、
体
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
外
の
世
界
と
言
う

か
自
然
界
と
言
わ
れ
る
も
の
と
、
そ
う
い
う
も
の
が
全
部
一
つ
の
繋
が
り
を
な
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
」
（
課
”
Q
。
ミ
）
。
。
。
Φ
罵
「
身
体

（
内
的
環
境
）
一
自
然
（
外
的
環
境
）
と
い
っ
た
連
関
ま
で
見
渡
し
て
初
め
て
「
生
き
て
い
る
と
い
う
在
り
方
の
構
造
」
（
b
。
劇
鱒
。
。
ら
。
。
）
が
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考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
世
界
全
体
を
映
す
身
体
－
「
局
所
性
（
§
定
芽
）
」
の
概
念

真小 野

　
こ
の
身
体
を
ω
。
円
の
内
的
環
境
と
捉
え
る
問
題
は
、
昭
和
五
十
三
年
度
講
義
で
さ
ら
に
展
開
さ
れ
、
。
。
①
嗣
と
世
界
全
体
と
の
関
係
の

問
題
へ
展
開
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
体
と
い
う
の
は
、
内
的
環
境
で
す
が
、
生
物
に
と
っ
て
の
外
的
環
境
、
体
を
取
り
巻
い

て
い
る
環
境
を
延
ば
し
て
行
く
と
、
全
世
界
、
宇
宙
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
広
が
っ
て
い
く
」
（
b
っ
α
”
H
α
①
）
。

　
身
体
は
こ
の
よ
う
な
自
然
界
の
中
の
一
つ
の
物
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
同
時
に
外
界
と
自
分
と
の
問
に
一
つ
の
線
と
い
う
か
枠
を

持
っ
た
物
と
し
て
生
き
て
い
る
。
「
生
き
る
と
い
う
働
き
、
或
い
は
生
命
と
い
う
事
か
ら
言
う
と
、
身
体
と
い
う
の
は
外
界
に
属
し
て
い

な
が
ら
、
同
時
に
外
界
で
は
な
い
」
。
こ
れ
を
仮
に
内
的
環
境
と
い
っ
て
い
る
が
、
内
的
環
境
と
外
的
環
境
に
は
交
通
が
あ
る
。
そ
の
交

通
を
仕
切
り
、
交
流
の
場
に
な
っ
て
い
る
の
が
「
皮
膜
」
で
あ
る
（
凹
α
”
H
α
の
℃
　
O
肺
　
b
り
α
”
b
り
悼
こ
Q
）
。
皮
膜
に
よ
っ
て
内
と
外
が
仕
切
ら
れ
る

が
、
「
そ
こ
で
、
も
う
一
歩
進
め
て
言
う
と
、
そ
こ
に
生
き
物
の
全
体
性
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
働
き
と
い
う
事

が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
も
う
一
つ
遡
る
と
、
体
が
一
つ
の
全
体
だ
と
い
う
の
は
、
前
か
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ

こ
に
宇
宙
全
体
、
或
い
は
世
界
全
体
が
自
分
を
写
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
姿
な
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
」
（
ト
っ
α
”
H
α
刈
）
。
身
体

は
、
。
。
①
目
が
世
界
全
体
か
ら
そ
れ
自
身
を
個
別
化
し
つ
つ
も
、
世
界
と
の
交
流
と
い
う
働
き
に
よ
っ
て
、
そ
の
働
き
の
呼
応
か
ら
世
界
全

体
を
映
す
場
で
も
あ
る
。
逆
か
ら
い
え
ば
、
生
き
て
い
る
と
い
う
「
働
き
そ
の
も
の
に
一
個
の
生
き
物
で
あ
る
と
い
う
事
の
全
体
性
が
現

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
身
体
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
」
（
ト
っ
α
」
α
Q
o
）
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
「
世
界
が
全
体
性
と
し
て
映
っ
て

い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
に
く
世
界
が
〉
自
分
自
身
を
現
わ
し
て
い
る
、
現
わ
れ
て
い
る
」
（
b
。
α
…
H
①
O
）
。

　
身
体
に
お
い
て
世
界
の
全
体
性
が
映
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
の
論
点
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
の
講
義
に
お
い
て
、
「
局
所
性
（
ざ
8
7
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三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

一
網
）
」
の
問
題
へ
と
洗
練
さ
れ
る
。
「
局
所
性
」
の
問
題
意
識
の
端
緒
は
、
す
で
に
昭
和
四
十
九
年
度
講
義
に
見
ら
れ
る
。
あ
る
存
在
は
、

他
の
色
々
な
存
在
と
の
繋
が
り
の
上
で
、
し
か
も
、
そ
の
繋
が
り
は
何
ら
か
の
意
味
で
「
自
然
界
と
い
う
全
体
の
中
で
決
ま
っ
て
く
る
こ

と
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
何
ら
か
の
意
味
の
世
界
、
そ
し
て
、
そ
の
世
界
と
い
う
の
は
他
の
事
物
と
の
繋
が
り
の
上
に
現
れ
て
い
て
、
そ
の

繋
が
り
の
上
で
そ
の
「
も
の
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
存
在
と
存
在
と
の
関
係
の
間
の
中
で
、
そ
の
「
も
の
」
は
一
つ
の
所
を

得
て
い
る
、
所
を
持
っ
て
い
る
」
（
b
つ
ら
”
Q
Q
O
蒔
）
。
こ
こ
で
は
、
「
局
所
性
」
に
展
開
さ
れ
る
事
態
が
「
所
を
得
る
」
と
い
う
語
で
表
現
さ

れ
て
い
る
。
「
何
か
「
も
の
」
が
有
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
そ
う
い
う
自
分
の
存
在
の
場
な
い
し
所
と
い
う
も
の
が
、
他
の
色
々

な
「
も
の
」
と
の
繋
が
り
の
中
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
事
、
そ
こ
で
有
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
」
（
b
o
艀
”
Q
Q
O
劇
）
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
。
単
純
な
空
間
の
中
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
昭
和
五
十
年
度
講
義
の
華
厳
的
な
言
葉
で
い
え
ば
、
「
す
べ
て
の

も
の
の
相
依
相
入
」
（
b
つ
ら
”
G
◎
こ
Q
α
）
、
「
お
互
い
に
支
え
合
っ
て
、
存
在
そ
の
も
の
の
中
に
他
の
も
の
の
存
在
が
映
さ
れ
て
い
る
と
か
、
話
鷲
甲

。・

ｳ
口
け
さ
れ
て
い
る
」
（
凶
艀
”
G
o
こ
Q
①
）
と
い
う
仕
方
で
の
在
り
方
で
あ
る
。

　
こ
の
「
所
を
得
る
」
と
い
う
問
題
は
、
「
身
体
の
空
間
性
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
「
局
所
性
」
と
い
う
表
現
に
言
い
か
え
ら
れ
て

い
く
（
O
h
　
卜
⊃
α
”
凶
①
①
）
。
「
局
所
」
と
い
う
の
は
、
外
的
環
境
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
個
体
と
し
て
の
固
有
な
空
間
性
で
、
身
体
の
空
間

性
の
こ
と
で
あ
り
、
身
体
が
今
こ
こ
に
有
る
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
持
つ
「
局
所
性
」
と

は
、
物
質
（
例
え
ば
石
こ
ろ
）
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
箱
の
中
に
並
ん
で
い
る
と
い
う
「
存
在
の
形
」
と
は
異
な
る
。
外
的
環
境
と
は
区
別
さ
れ

つ
つ
も
、
「
一
つ
一
つ
の
「
も
の
」
は
全
体
を
担
っ
て
い
る
、
全
体
を
映
し
て
い
る
」
（
b
。
α
”
卜
。
①
①
）
と
い
う
在
り
方
で
あ
る
。
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五
、
世
界
全
体
が
映
る
場
と
し
て
の
「
感
覚
性
」

昭
和
五
十
六
年
度
講
義
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
局
所
性
（
ざ
。
9
。
洋
網
）
」
の
着
想
は
、
「
感
覚
性
」
の
問
題
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
ロ
。
。
巴
－
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詳
団
が
ざ
。
呂
爵
と
し
て
A
の
内
に
現
れ
て
来
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
事
が
、
A
な
ら
A
と
い
う
生
物
が
感
覚
を
持
つ
と
い
う
こ
と
な
ん

で
す
ね
」
（
卜
D
α
”
蔭
図
b
っ
）
。
局
所
性
と
感
覚
性
が
呼
応
す
る
こ
と
は
や
や
唐
突
で
は
あ
る
が
、
こ
の
着
想
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
生
き
て
い
る
も
の
は
「
局
所
性
」
と
い
う
在
り
方
で
世
界
全
体
と
互
い
に
映
し
合
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
現
象
を
対
象
的

に
見
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
個
体
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
そ
れ
が
実
現
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
ま
さ
に
内
的
環
境
と
し
て
の
身
体
と
外
的
環
境
と
の
結
節
点
で
あ
る
感
覚
性
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
身
体
は
「
世
界
全
体
の
開

け
の
局
所
」
（
図
α
…
ら
b
D
Q
◎
）
で
あ
り
、
感
覚
性
を
通
じ
て
、
生
き
て
い
る
も
の
は
、
外
の
世
界
と
と
も
に
、
外
の
世
界
に
感
応
す
る
自
分

を
感
覚
と
し
て
受
け
る
。
生
き
て
い
る
も
の
の
「
存
在
の
根
本
構
造
に
感
覚
性
」
が
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
の
事
態
は
端
的
に
次
の
よ
う

に
語
ら
れ
る
。
「
感
覚
と
い
う
も
の
は
、
外
の
物
と
の
関
係
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
す
ね
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
は
、
其
の
関
係
が

A
自
身
の
中
に
反
映
し
て
、
A
が
A
自
身
の
内
に
自
分
を
映
す
と
い
う
形
で
成
り
立
つ
わ
け
で
す
ね
」
（
卜
○
α
”
艀
博
悼
）
。

　
つ
ま
り
、
外
の
物
を
感
覚
す
る
と
い
う
事
柄
の
う
ち
に
、
同
時
に
外
の
物
と
自
分
と
の
関
係
性
も
感
じ
取
ら
れ
、
そ
こ
に
自
分
を
含
め

た
世
界
全
体
が
映
し
だ
さ
れ
る
。
こ
の
外
の
物
と
自
分
と
の
関
係
性
は
、
A
に
外
の
物
を
受
け
取
る
と
い
う
能
動
性
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
感
覚
さ
れ
る
。
こ
の
事
態
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
「
外
か
ら
の
働
き
か
け
が
A
に
受
け
取
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
A
に
受
け
取
ら

れ
る
と
い
う
事
、
言
い
換
え
る
と
、
A
が
そ
れ
を
受
け
取
る
と
い
う
事
の
中
に
、
A
の
能
動
性
が
含
ま
れ
て
い
る
」
（
b
σ
α
”
蔭
ト
っ
Q
Q
）
。
感
覚

に
は
、
外
の
物
と
の
「
受
動
能
動
と
い
う
関
係
」
が
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
能
動
性
（
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
か
）
の
過
程
を
、
西
谷
は

昭
和
五
十
三
年
度
講
義
で
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。

　
「
感
覚
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
事
か
と
言
う
と
、
明
ら
か
に
外
の
も
の
が
内
へ
一
議
胃
。
ω
ω
す
る
、
内
が
外
の
も
の
に
よ
っ
て
一
白
箕
①
。
。
ω

さ
れ
る
、
外
の
物
が
力
を
内
ま
で
押
し
込
む
、
そ
う
い
う
一
ヨ
箕
①
器
ざ
昌
と
い
う
事
で
す
ね
。
（
中
略
）
一
日
箕
①
。
・
巴
8
と
い
う
の
は
、
ど

う
い
う
事
か
と
言
う
と
、
こ
れ
は
や
は
り
内
か
ら
出
る
力
が
抵
抗
し
て
、
外
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
跳
ね
返
さ
れ
て
、
中
心
に
向
か
っ
て
押

し
返
さ
れ
て
く
る
事
に
よ
っ
て
だ
と
言
え
ま
す
ね
」
（
b
り
α
”
H
Q
o
H
導
O
h
b
o
α
”
昌
Q
Q
O
h
）
。

＝
＝
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一
二
二

　
感
覚
の
根
源
、
あ
る
い
は
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
根
底
に
は
、
「
衝
動
的
な
一
種
の
力
」
（
ト
っ
α
匹
刈
b
◎
）
が
あ
り
、
そ
れ
が
外
の
物

と
ぶ
つ
か
る
境
の
一
つ
が
感
覚
性
で
あ
り
、
外
の
物
を
感
じ
る
と
と
と
も
に
、
常
に
そ
の
反
作
用
と
し
て
の
自
分
を
知
り
、
ま
た
自
分
の

内
の
生
の
力
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
こ
の
生
き
て
い
る
こ
と
の
根
底
に
あ
る
力
は
感
覚
だ
け
に
作
用
す
る
の
で
は
な

い
。
生
き
て
い
る
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ
の
種
が
持
つ
構
造
も
、
こ
の
力
と
外
的
環
境
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
な
か
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
花
と
い
う
も
の
の
構
造
は
、
「
内
か
ら
出
た
力
が
何
か
抵
抗
に
ぶ
つ
か
る
と
、
そ
の
時
に
、
そ
の
抵
抗
を
感
じ
た
も
の
が
内
へ
跳
ね

返
っ
て
く
る
。
内
へ
の
振
動
と
言
う
か
、
そ
の
働
き
が
内
へ
反
響
す
る
。
（
中
略
）
そ
う
い
う
一
種
の
反
響
と
い
う
も
の
が
花
な
ら
花
と

い
う
も
の
の
構
造
を
形
成
す
る
と
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
」
（
b
。
α
”
H
Q
。
O
沸
）
花
の
咲
こ
う
と
い
う
力
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
が
外
的

環
境
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
か
ら
花
の
構
造
を
形
成
し
て
い
く
。

　
こ
う
い
つ
た
。
。
①
篤
の
持
つ
力
は
、
昭
和
五
十
一
年
度
講
義
で
は
、
周
り
の
世
界
と
繋
が
り
つ
つ
「
生
物
自
身
が
自
分
の
中
か
ら
展
開

し
て
く
る
碧
皇
（
b
。
㎝
μ
㎝
）
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
「
「
生
き
て
い
る
力
は
、
自
分
が
生
き
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
自
分
で
獲
得
し
た
と
か
、

一
つ
こ
う
い
う
力
を
ど
っ
か
か
ら
取
り
寄
せ
て
こ
よ
う
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
（
中
略
）
生
き
物
が
自
分
で
自
分
の
内
か
ら

生
き
る
と
い
う
場
合
に
、
そ
う
い
う
在
り
方
自
身
が
ど
う
し
て
成
り
立
ち
う
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
一
番
根
本
の
処
、
o
巳
管
昌
と

い
う
か
、
一
番
源
の
処
で
は
自
分
の
力
に
よ
っ
て
と
は
言
え
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
処
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
つ
ま
り
そ
う
い
う
風
に

自
分
の
力
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
在
り
方
が
自
分
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」
（
誤
匹
ρ
亀
卜
。
合
。
。
刈
。
。
響
悼
α
臣
α
”
謡
団
①
。
。
】
b
。
①
“

卜。

g
㊤
）
と
さ
れ
、
ω
①
開
の
淵
源
が
な
ん
ら
か
の
力
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
昭
和
五
十
三

年
度
講
義
で
は
、
こ
の
力
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
個
体
自
身
の
内
か
ら
の
力
で
あ
り
つ
つ
も
、
同
時
に
種
的
な
力
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
、

「
種
と
種
と
を
結
ぶ
背
後
」
の
「
全
体
を
包
む
生
命
」
で
も
あ
り
う
る
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
逆
に
そ
う
い
う
大
き
な
生
命
と
い

う
も
の
が
有
っ
て
、
そ
れ
が
段
々
人
間
に
ま
で
限
定
さ
れ
て
来
て
、
そ
れ
が
又
個
体
の
生
命
と
し
て
独
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
」

（卜。

ｿ
旨
Q
。
N
亀
卜
。
α
“
卜
⊃
①
G
。
）
。
種
と
し
て
の
花
の
構
造
、
さ
ら
に
人
間
の
身
体
と
い
う
も
の
は
こ
の
よ
う
な
大
き
な
生
命
の
自
己
限
定
で

351
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あ
り
、
「
外
か
ら
来
る
太
陽
や
何
か
、
そ
う
い
う
外
か
ら
来
る
働
き
と
呼
応
し
合
っ
て
と
言
う
か
、
応
え
合
っ
て
い
る
」
（
b
⊃
α
旨
Q
。
じ
。
）
。

　
そ
し
て
、
昭
和
五
十
四
年
度
講
義
で
は
「
存
在
す
る
「
も
の
」
が
自
分
の
存
在
を
あ
く
ま
で
維
持
し
て
行
く
、
存
在
が
自
分
自
身
を
維

持
し
て
行
く
そ
の
力
、
そ
れ
は
そ
の
も
の
自
身
の
内
部
に
、
先
程
言
っ
た
泉
の
よ
う
に
、
そ
の
力
の
源
が
そ
れ
自
身
の
内
部
、
存
在
そ
の

も
の
の
内
部
に
あ
る
と
い
う
事
」
（
凶
α
…
ト
り
凹
H
”
O
h
図
α
”
H
刈
蔭
）
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ω
Φ
罵
は
、
「
生
物
自
身
の
内
部
か
ら
発
動
し
て
来
る
衝
動
的
な
一
種
の
力
」
で
あ
り
、
内
か
ら
の
条
件
の
一
番
基
本

的
な
も
の
で
あ
る
「
種
」
を
因
と
し
て
、
ま
た
、
環
境
と
の
や
り
と
り
を
縁
と
し
て
（
O
h
　bo

ｿ
”
H
刈
刈
）
個
体
と
し
て
の
身
体
を
形
成
す

る
。
身
体
は
、
内
部
か
ら
泉
の
よ
う
に
発
動
す
る
力
に
よ
っ
て
、
外
か
ら
の
抵
抗
に
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
、
種
と
し
て
の
形
と
結
び
付
き
な

が
ら
も
、
そ
の
形
を
絶
え
ず
破
っ
て
い
く
、
と
い
う
仕
方
で
自
分
の
存
在
を
維
持
す
る
（
o
｛
「
　
b
り
α
”
H
刈
ら
）
。
こ
の
力
に
つ
い
て
は
、
西
谷

は
、
や
や
神
秘
的
に
「
全
体
を
包
む
生
命
」
、
「
大
い
な
る
生
命
」
と
表
現
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ω
①
開
を
背
後
か
ら
支
え
生
か
し
て
い
る
こ
の
「
生
命
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
生
か

さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
柄
の
根
本
は
、
「
生
命
と
い
う
の
は
、
自
分
が
自
ら
を
維
持
し
生
き
て
行
く
と
い
う
事
」
（
卜
。
α
“
ミ
）
で
あ
り
、

そ
の
生
命
を
生
か
す
も
の
は
、
「
個
々
の
生
物
の
中
に
一
つ
の
中
心
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
か
ら
の
力
と
で
も
い
う
ふ
う

な
も
の
が
発
動
し
て
い
る
」
（
卜
⊃
α
”
H
置
）
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
抽
象
的
な
生
命
一
般
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の

個
々
の
生
物
の
中
か
ら
発
動
す
る
生
き
る
力
そ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
「
生
き
て
い
る
と
い
う
事
の
根
本
の
力
」

で
あ
る
「
生
む
と
い
う
事
」
（
卜
⊃
α
”
ド
刈
Q
Q
）
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
く
、
と
も
さ
れ
て
い
る
の
で
、
最
初
の
生
命
の
と
こ
ろ
に
ま
で
遡

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
。
。
Φ
嗣
が
存
在
論
的
な
概
念
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
核
心
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
生
命
」
も

存
在
論
的
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
生
む
」
こ
と
に
よ
る
「
力
」
の
伝
達
と
い
う
物
理
的
な
現
象
と
の
存
在
論
的
な
差
異
を

ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
西
谷
の
「
大
い
な
る
生
命
」
の
概
念
に
は
ま
だ
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
が
残

っ
て
い
る
。

三
三
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三
四

六
、
身
体
と
超
越
性
の
問
題
1
「
土
」
の
概
念
を
介
し
て
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さ
て
、
以
上
の
の
①
需
概
念
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
西
谷
は
更
に
身
体
を
「
土
」
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
直
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
±
」
の
概
念
を
媒
介
と
し
て
、
身
体
と
超
越
性
な
い
し
宗
教
性
の
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
。

　
西
谷
は
、
昭
和
五
十
一
年
度
講
義
で
、
身
体
な
い
し
ω
の
開
の
問
題
の
う
ち
で
、
「
生
き
て
い
る
と
い
う
事
が
、
生
か
さ
れ
て
成
り
立
っ

て
い
る
、
背
後
か
ら
生
か
さ
れ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
存
在
の
構
造
」
（
b
っ
α
”
ド
Q
Q
）
を
「
土
と
い
う
問
題
」
と
し
て
考

え
よ
う
と
試
み
る
（
O
h
　トり

ｿ
”
H
刈
h
）
。
「
±
」
の
概
念
は
、
昭
和
四
十
七
年
度
講
義
か
ら
西
谷
の
問
題
意
識
の
中
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
人
一
人
は
身
体
を
単
位
と
し
て
個
体
、
個
人
に
な
る
。
い
わ
ば
、
身
体
は
個

体
化
の
原
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
個
体
は
身
体
を
媒
介
に
し
て
、
呼
吸
す
る
こ
と
や
水
を
飲
む
こ
と
に
お
い
て
「
大
き
な
自
然
の
中
へ

す
っ
か
り
嵌
め
こ
ま
れ
て
」
（
卜
。
癖
”
卜
◎
蔭
①
）
、
自
然
や
他
の
生
き
物
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
言
葉
が
「
土
（
ど
）
」

で
あ
り
、
身
体
は
そ
の
よ
う
な
構
造
と
し
て
の
「
土
」
に
根
付
い
て
い
る
。
昭
和
五
十
一
年
度
講
義
で
は
、
自
然
な
い
し
世
界
全
体
に
根

差
し
つ
つ
、
「
人
間
が
体
を
持
っ
て
、
或
い
は
体
と
し
て
、
身
体
と
し
て
、
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
そ
の
場
が
土
と
い
う
こ
と
の
一
番
根

本
的
な
理
解
の
仕
方
」
（
b
っ
α
”
o
Q
ゆ
）
で
あ
り
、
「
生
き
て
い
る
と
い
う
存
在
の
構
造
の
中
に
入
っ
て
く
る
要
素
」
（
三
半
Q
。
）
と
さ
れ
る
。

そ
れ
は
「
生
き
て
い
る
も
の
の
存
在
し
て
い
る
場
」
（
b
o
α
”
卜
O
H
）
と
い
う
こ
と
で
、
抽
象
的
に
言
え
ば
「
共
在
」
（
8
σ
q
①
荘
①
ヨ
①
器
）
と
し

て
の
「
存
在
の
空
間
性
」
（
ト
っ
α
”
ト
っ
目
）
で
あ
る
。

　
こ
の
「
土
」
と
し
て
の
「
場
」
は
、
生
き
物
の
存
立
基
盤
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
存
在
構
造
の
一
部
を
な
し
て
お
り
、
存
在
論

的
な
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
有
る
物
は
必
ず
場
を
持
つ
。
場
と
い
う
概
念
が
、
だ
か
ら
有
る
と
い
う
事
自
身
の
構
造
の
中
に

属
し
て
い
る
」
（
b
⊃
α
叫
Q
。
Q
。
舞
馬
脳
Q
。
9
b
。
勢
こ
。
Q
。
鴇
卜
。
①
誌
）
。
要
す
る
に
、
「
土
」
と
は
「
有
る
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
時
に
は
、
何
時
で
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も
場
と
結
び
つ
い
て
、
或
る
場
を
占
め
て
、
存
在
し
て
来
る
」
と
い
う
「
存
在
の
理
法
」
で
あ
る
。

　
「
土
」
の
問
題
は
、
本
質
的
に
は
、
今
ま
で
確
認
し
た
器
開
の
「
共
在
」
（
8
㎎
①
夢
①
旨
①
。
・
の
）
の
問
題
と
重
畳
す
る
が
、
西
谷
は
あ
え

て
、
「
土
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
で
、
身
体
と
社
会
、
政
治
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
超
越
性
と
の
関
係
の
問
題
を
論
じ
よ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
＞

つ
ま
り
、
「
土
」
と
い
う
概
念
か
ら
「
仏
の
国
土
と
か
神
の
国
と
か
い
う
問
題
」
（
b
っ
窃
”
蔭
①
）
が
出
て
来
る
。
超
越
的
な
次
元
は
、
此
岸
に

お
け
る
身
体
と
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
現
在
我
々
が
生
き
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
事
の
根
本
に
含
ま
れ
て
い
る
問
題
だ
と
い

っ
て
い
い
」
（
b
。
α
」
。
。
α
h
）
。
こ
の
事
を
含
意
し
て
、
「
土
」
な
い
し
「
身
土
」
と
い
う
概
念
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
谷
の

身
心
論
は
究
極
的
に
は
、
「
土
」
と
し
て
の
超
越
性
の
問
題
の
「
手
掛
か
り
」
（
ト
っ
α
…
ら
刈
）
と
し
て
考
え
る
意
味
を
持
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
で
は
、
身
体
論
に
お
け
る
「
土
」
の
概
念
は
ど
の
よ
う
に
し
て
超
越
性
の
問
題
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
昭
和
五
十
三
年

度
と
昭
和
五
十
四
年
度
講
義
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
言
及
さ
れ
て
い
る
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
「
生
き
て
い
る
」
こ
と
と

し
て
の
。
。
Φ
罵
は
、
「
土
」
な
い
し
「
場
」
と
し
て
の
身
体
性
を
介
し
て
、
存
在
論
的
に
「
超
越
的
な
も
の
」
、
「
超
越
的
な
次
元
と
い
う

か
、
超
越
的
な
世
界
と
結
び
つ
い
て
い
る
」
（
卜
。
α
…
H
Q
o
H
）
。
こ
の
超
越
的
な
世
界
と
い
う
の
は
「
こ
の
世
界
と
は
違
っ
た
世
界
」
で
あ
る

が
、
や
は
り
、
そ
れ
は
「
至
る
も
の
が
世
界
の
内
に
有
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
事
の
根
本
構
造
の
問
題
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
自
覚
的
存
在
で
あ
る
人
間
が
、
根
本
的
に
死
を
考
え
た
場
合
、
「
今
生
き
て
い
る
と
い
う
事
の
中
に
、
前
の
世

と
か
後
の
世
と
言
わ
れ
る
次
元
と
言
う
か
世
界
が
、
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
」
（
b
っ
α
…
H
Q
Q
Q
o
）
が
自
覚
さ
れ
る
。
我
と
い
う
存

在
を
見
る
人
間
の
視
線
は
地
平
的
で
あ
り
、
「
無
限
な
広
が
り
が
、
し
か
も
境
目
を
持
っ
て
現
れ
て
い
る
」
（
b
。
臼
b
。
刈
㊤
）
。
限
定
を
も
っ

た
自
分
の
生
と
そ
の
場
所
で
あ
る
身
体
と
し
て
の
「
此
の
世
」
を
考
え
た
と
き
に
、
ど
う
し
て
も
「
彼
の
世
」
と
の
境
目
が
問
題
と
な
っ

て
く
る
。
「
生
ま
れ
る
前
の
世
と
か
死
ん
だ
後
の
世
は
「
彼
の
世
」
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
出
て
く
る
」
（
ト
っ
α
』
Q
。
O
）
。
「
死
の
問
題
は
、

何
ら
か
の
意
味
で
超
越
の
次
元
と
い
っ
た
問
題
を
呼
び
起
こ
す
」
（
b
O
臼
H
Q
Q
卜
⊃
）
。

　
も
っ
と
も
、
超
越
の
次
元
や
永
遠
の
世
界
を
考
え
る
こ
と
は
、
こ
の
世
界
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
前
後
や
後

三
五
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先
、
彼
此
と
い
っ
た
時
間
的
空
間
的
な
表
象
が
す
で
に
入
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
超
越
的
な
世
界
を
捉
え
ら
れ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
永
遠
と
い
う
の
は
、
時
間
と
空
薫
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
本
当
に
考
え
る
の
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い

う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
そ
こ
で
、
現
在
の
身
体
を
介
し
た
「
土
（
ど
と
、
神
の
国
、
浄
土
、
仏
国
土
の
土
が
問
題
と
な
る
。
神
の
国
と

い
う
の
は
、
「
神
と
の
結
び
付
き
と
い
う
も
の
が
、
人
間
の
存
在
の
中
に
ハ
ッ
キ
リ
立
て
ら
れ
て
い
る
処
」
（
b
っ
α
…
H
。
。
隣
）
、
信
仰
に
よ
っ

て
開
か
れ
る
場
所
で
あ
り
、
「
超
越
的
な
も
の
、
神
や
仏
と
い
う
も
の
と
の
結
び
付
き
が
人
間
の
在
り
方
自
身
の
中
に
実
現
さ
れ
て
き
た

と
い
う
意
味
」
（
ト
っ
α
”
H
Q
Q
α
）
を
示
唆
し
て
い
る
。
む
し
ろ
人
間
の
存
在
が
、
そ
う
い
う
結
び
付
き
を
含
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
き
た
と
言

っ
て
も
い
い
し
、
そ
れ
は
「
本
来
そ
れ
で
あ
る
は
ず
の
も
の
、
本
来
の
在
り
方
に
立
ち
戻
っ
た
」
と
い
う
見
方
も
出
来
る
。
と
す
れ
ば
、

神
の
国
や
仏
国
土
と
い
う
の
は
、
現
在
の
問
題
で
も
あ
り
、
こ
の
世
の
問
題
で
も
あ
り
、
ま
た
人
間
の
住
む
世
界
と
い
う
こ
の
世
の
世
界

の
根
底
を
映
し
た
も
の
に
な
る
。

　
で
は
、
こ
れ
ら
の
論
点
の
連
関
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
此
岸
に
お
い
て
人
間
は
、
「
自
覚
を
も
っ
た
存
在
」
で

あ
り
、
「
わ
れ
有
り
」
と
い
う
意
識
を
持
つ
。
そ
の
「
わ
れ
有
り
」
を
掘
り
下
げ
て
行
く
と
、
上
に
見
た
よ
う
に
「
無
限
な
広
が
り
が
、

し
か
も
、
境
目
を
持
っ
て
現
れ
て
」
（
悼
α
”
曽
㊤
）
く
る
。
「
此
の
世
」
の
境
と
と
も
に
「
彼
の
世
」
の
地
平
が
現
れ
、
彼
の
世
の
神
と
か

仏
と
か
と
い
う
色
々
な
問
題
が
現
れ
て
く
る
。
た
だ
こ
の
地
平
は
、
「
絶
え
ず
何
処
ま
で
行
っ
て
も
限
界
が
あ
っ
て
、
限
界
は
何
処
ま
で

行
っ
て
も
そ
の
彼
方
」
（
卜
o
O
”
卜
9
◎
Q
卜
。
）
と
い
う
性
格
を
含
ん
で
き
て
、
「
わ
れ
有
り
」
と
い
う
人
間
の
存
在
の
根
本
に
含
ま
れ
る
問
題
を
呈

示
す
る
。
つ
ま
り
、
「
わ
れ
有
り
」
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
の
根
本
に
空
無
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
く
る
。
「
「
わ
れ
有

り
」
な
ど
と
い
う
事
は
全
く
根
拠
の
無
い
事
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
く
る
」
（
図
α
”
ト
っ
◎
o
h
）
。
そ
こ
か
ら
翻
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
「
自
性
」
と

い
う
事
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
「
土
」
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
生
き
物
は
個
で
あ
っ
て
、
他
の
物
と
絶
対
に
代
わ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

し
か
し
、
同
時
に
そ
の
個
に
「
世
界
が
全
体
性
と
し
て
映
っ
て
い
る
」
、
換
言
す
れ
ば
「
そ
こ
に
く
世
界
が
〉
自
分
自
身
を
現
わ
し
て
い

る
」
（
b
◎
α
“
H
①
O
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
自
性
と
い
う
事
を
徹
底
す
る
と
、
そ
れ
は
世
界
と
一
つ
だ
か
ら
、
つ
ま
り
全
体
性
と
し
て
の
世
界
が
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そ
こ
に
映
っ
て
い
る
と
い
う
事
だ
か
ら
、
自
性
は
同
時
に
無
自
性
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
世
界
と
い
う
立
場
を
空
と
い
う
場
合
、

し
か
し
同
時
に
そ
れ
が
無
自
性
空
だ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
個
々
の
事
象
、
事
々
物
々
の
事
象
の
根
本
で
あ
る
。
自
性
は
、
根
本
的
に
無

自
性
」
（
b
。
α
旨
O
b
O
）
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
「
焦
土
」
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
る
「
浄
土
」
や
「
神
の
国
」
は
、
「
我
有
り
」
の
否
定
契
機
と
し
て
現
前
す
る
。
「
世
界
の

開
け
」
を
対
象
的
な
世
界
と
し
て
で
は
な
し
に
、
「
自
性
と
い
う
か
自
の
世
界
」
そ
の
も
の
の
中
に
入
っ
て
見
て
み
る
。
そ
う
す
る
と

「
そ
の
も
の
自
性
、
自
然
（
じ
ね
ん
）
の
世
界
に
自
分
自
身
も
入
っ
て
見
る
世
界
」
は
無
自
性
で
あ
り
、
空
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
の

世
界
の
超
越
性
が
自
覚
さ
れ
て
く
る
。
「
我
有
り
」
と
自
覚
す
る
器
罵
の
作
用
そ
の
も
の
が
、
生
か
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
、
世
界
全
体
を
映
し
つ
つ
。
。
①
需
が
作
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
「
我
」
が
「
我
」
を
超
越
し
た
も
の
に
よ
っ

て
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
く
る
。
ω
①
開
の
持
つ
「
土
」
と
い
う
在
り
方
そ
の
も
の
に
「
我
」
を
超
え
る
契
機
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
谷
は
明
確
に
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
人
間
が
存
在
し
て
い
る
世
界
と
い
う
も
の
の
根
本
は
、
宗

教
的
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
」
（
卜
⊃
α
”
H
Q
Q
①
）
。

　
本
論
は
、
冒
頭
に
示
し
た
長
谷
氏
の
指
摘
に
基
づ
い
て
西
谷
の
身
体
論
と
「
空
」
の
思
想
の
関
連
を
推
測
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
西
谷

に
お
い
て
身
体
の
問
題
は
、
究
極
的
に
は
、
仏
土
や
神
の
国
と
い
っ
た
超
越
的
次
元
の
問
題
、
宗
教
的
な
次
元
の
問
題
へ
と
、
さ
ら
に
は

「
無
自
性
」
や
「
空
」
の
問
題
と
の
必
然
的
連
関
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

西
谷
は
こ
こ
の
箇
所
で
は
ω
①
罷
と
「
逆
の
面
」
（
卜
⊃
幽
旨
α
α
）
と
も
い
っ
て
い
る
。
純
粋
に
物
理
的
な
過
程
と
し
て
科
学
的
に
観
察
す
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
も
な
り
う
る
。

「
空
間
性
」
と
「
局
所
性
」
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
物
質
と
有
機
体
（
「
個
体
と
し
て
の
生
物
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
世
界
と
が
切
り
離
せ
な

い
」
）
と
の
違
い
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
五
十
四
年
度
講
義
第
十
四
講
（
b
り
α
…
b
⊃
①
α
”
　
b
り
α
…
卜
⊃
O
⑩
鴇
　
卜
⊃
α
…
こ
Q
Q
◎
①
）
参
照
。
「
局
所
性
」
は

「
と
こ
ろ
」
、
「
有
の
開
け
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
（
9
b
O
野
自
こ
。
）
。
ざ
α
q
①
匪
Φ
之
迄
。
。
の
問
題
は
結
局
は
＝
即
多
、
多
即
こ
の
問
題

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
（
O
h
ト
り
α
一
鼻
O
蔭
曲
［
）
。

す
で
に
昭
和
四
十
八
年
度
講
義
に
お
い
て
、
生
と
死
と
い
う
事
の
一
番
の
基
本
の
事
と
し
て
「
土
」
が
考
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
宗

教
的
な
次
元
に
お
い
て
は
、
椴
土
、
仏
土
、
仏
国
土
、
神
の
国
と
い
っ
た
概
念
と
直
結
し
て
い
る
（
6
b
図
躰
”
b
Q
艀
b
ρ
）
。
。
。
①
需
の
人
間
に
お
け

る
自
意
識
な
側
面
を
強
調
す
る
と
、
純
粋
な
体
を
超
え
た
㊦
σ
q
o
の
問
題
に
な
る
が
、
「
体
に
と
っ
て
は
土
に
還
る
、
土
と
い
う
言
葉
で
死

が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
①
σ
q
o
と
い
う
事
を
問
題
に
す
る
と
、
こ
れ
は
や
は
り
空
に
帰
す
る
、
無
に
帰
す
る
、
す
っ
か
り
無
く

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
が
出
て
来
る
」
（
b
っ
軽
”
門
下
b
⊃
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
死
と
い
う
問
題
は
、
人
間
の
存
在
の
場
合
に
は
、
生
物
と
し
て

は
土
と
い
う
問
題
、
そ
れ
か
ら
自
我
と
い
う
問
題
で
は
、
空
と
い
う
問
題
に
な
る
」
（
卜
◎
膳
…
b
O
恥
G
Q
）
た
だ
、
宗
教
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、

「
生
と
か
死
と
か
と
い
う
事
を
絶
対
に
越
え
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
面
が
ど
う
し
て
も
要
求
さ
れ
る
」
（
博
軽
一
N
蔭
α
）
。
「
土
と
か
、
そ
れ
を

も
っ
と
深
め
た
虚
無
と
か
無
」
を
考
え
、
「
体
と
い
う
事
と
か
、
Φ
σ
q
o
と
い
う
事
を
越
え
出
る
と
い
う
立
場
」
が
宗
教
的
な
意
味
の
死
を
考

え
る
立
場
と
さ
れ
、
表
現
は
違
う
が
、
や
は
り
「
土
」
に
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
土
や
神
の
国
に
繋
が
る
こ
と
が
思
念
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
五
十
一
年
度
講
義
で
は
、
野
土
の
問
題
、
す
な
わ
ち
人
聞
の
存
在
の
場
の
問
題
は
、
裾
野
で
は
、
有
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
存
在
の

場
と
い
う
問
題
に
ま
で
広
が
り
、
「
頂
点
で
は
仏
の
国
と
い
う
、
そ
う
い
う
問
題
に
ま
で
結
び
つ
い
て
く
る
」
（
憩
α
鱒
ミ
）
と
さ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
「
仏
の
国
と
い
う
の
は
、
人
間
の
有
る
べ
き
在
り
方
の
一
番
の
究
極
の
処
と
い
う
意
味
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
」
（
①
ぴ
e
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
講
義
で
の
身
土
と
仏
国
土
の
関
係
の
問
題
は
、
「
死
」
や
「
我
」
の
問
題
を
媒
介
と
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
ま
だ
、

荒
削
り
で
あ
る
。
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