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の
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北
　
野
裕
通

　こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
我
々
が
新
た
に
構
想
す
る
「
自
覚
の
現
象
学
」
の
現
段
階
で
の
素
描
と
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い

る
諸
問
題
の
提
示
に
す
ぎ
な
い
。
と
言
う
の
は
、
我
々
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
ま
だ
着
想
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
上
、
提
示
さ

れる
諸
問
題
は
い
ず
れ
も
こ
の
構
想
の
根
本
、
あ
る
い
は
基
本
に
か
か
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
解
決
は
、
　
　
　
一

別
個
の
研
究
を
要
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
問
題
は
出
さ
れ
る
が
、
解
決
は
わ
ず
か
に
そ
の
方
向
が
示
さ
れ
る
程
度
に
終
わ
っ
て
い
　
　
　
4
7

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
残
さ
れ
た
問
題
は
、
「
自
覚
の
現
象
学
」
の
今
後
の
課
題
に
属
す
る
。
小
論
は
そ
の
た
め
の
覚
え
書
き
の
よ
う
な
も
　
　
　
　
一

の

であ
る
。

一
、
根
本
問
題

我
々
は
自
ら
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　こ
れ
は
西
田
哲
学
の
自
覚
に
つ
い
て
の
考
え
を
手
引
き
と
し
て
、
一
つ
の
哲
学
的
な
宗
教
現
象
学
が
企
図
で
き
な
い
か
と
い
う
試
み

　
であ
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
我
々
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
、
個
々
の
具
体
的
な
宗
教
的
生
の
全
道
程
、
す
な
わ
ち
回
心
の
出

　来
事
を
中
心
に
回
心
前
と
回
心
後
の
全
過
程
を
説
明
し
う
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
的
生
の
全
道
程
を
自

　覚
か
ら
見
よ
う
と
す
る
の
は
、
我
々
が
宗
教
の
第
一
義
を
く
真
の
自
己
を
知
る
∨
自
覚
の
事
柄
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想



「自
覚
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の
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想

　
こ
こ
に
は
「
自
覚
の
現
象
学
」
が
如
何
な
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
す
で
に
重
要
な
幾
つ
か
の
点
に
触
れ
ら
れ

て

いる
。
改
め
て
そ
れ
ら
の
点
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
、
（
一
）
西
田
哲
学
の
自
覚
の
考
え
を
手
引
き
と
す
る
、

（二
）
一
つ
の
哲
学
的
宗
教
現
象
学
た
ろ
う
と
す
る
、
（
三
）
宗
教
的
生
の
全
道
程
を
取
り
扱
お
う
と
す
る
、
（
四
）
宗
教
の
本
質
を
〈
真

の自
己
を
知
る
〉
自
覚
の
事
柄
と
考
え
る
、
の
四
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
諸
点
は
決
し
て
自
明
で
は
な
い
。
逆
に
そ
れ
ら
は
、
そ

の

意味
あ
る
い
は
可
能
性
に
関
し
て
大
い
に
問
題
を
孕
ん
で
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
こ
に
立
て
ら
れ
る
問
い
は
、
上

に

取り
出
さ
れ
た
四
点
が
い
ず
れ
も
「
自
覚
の
現
象
学
」
の
根
本
的
性
格
と
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
そ
の
根
本
問
題
の
性
格
を
有
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
か
し
、
す
で
に
断
っ
て
お
い
た
よ
う
に
、
我
々
は
今
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
根
本
的
問
題
の
一
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
詳
し
く
論
述
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
「
自
覚
の
現
象
学
」
の
上
記
の
四
つ
の
根
本
的
性
格
に
わ
た
っ
て
、
意
味
に
暖
昧
性
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
少
し
で
も
よ
り
明
確
化
し
、
可
能
性
が
問
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
可
能
性
の
根
拠
を
　
　
　
　
「

簡単
に
示
し
て
お
く
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。
本
論
の
意
図
は
、
我
々
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
が
右
の
よ
う
な
根
本
的
性
格
を
具
え
て
　
　
　
4
8

い
る
と
す
る
と
、
そ
の
場
合
に
、
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
か
、
何
が
問
題
で
あ
る
か
、
を
ま
ず
予
め
知
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
一

　
では
、
問
題
は
ど
こ
に
考
え
ら
れ
る
か
。

　
（
一
）
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
西
田
哲
学
の
自
覚
に
つ
い
て
の
考
え
を
手
引
き
と
す
る
と
言
わ
れ
た
が
、
西
田
の
自
覚
の
考
え
と
は
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

よ
う
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
自
覚
は
『
自
覧
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
以
来
、
最
も
重
要
な
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
…

そ
の
意
味
は
西
田
哲
学
の
展
開
と
と
も
に
少
し
ず
つ
転
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
予
備
的
考
察
と
し
て
、
ま
ず
西
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

哲
学
全般
を
通
じ
て
、
自
覚
の
意
味
の
検
討
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
西
田
哲
学
の
自
覚
の
考
え
に
最
も
基
本

的
と
考
え
ら
れ
る
点
の
み
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
西
田
は
自
覚
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
普
通
に
自
覧
と
云
へ
ば
、
軍
に

知る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
が
一
つ
と
考
え
ら
れ
が
、
私
は
眞
の
自
覧
は
自
分
の
中
に
於
て
自
分
を
知
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
と
思
ふ
。

…
…
自
覧
の
意
識
の
成
立
す
る
に
は
「
自
分
に
於
て
」
と
い
ふ
こ
と
が
附
加
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
四
－
一
二
七
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第



四巻
一
二
七
頁
を
示
す
。
以
下
も
同
じ
）
。
自
覚
は
通
常
、
「
自
己
が
自
己
を
知
る
」
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「自
己
が
自
己
に
於
て
自
己
を
知
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ら
に
「
自
己
に
於
て
」
の
契
機
を
付
け
加
え
る
と
こ
ろ
に
、
自
覚
に
つ
い
て

の

西
田

哲学
に
独
自
の
考
え
が
現
わ
れ
て
い
る
。
自
覚
に
お
け
る
「
自
己
に
於
て
」
の
契
機
は
西
田
哲
学
の
い
わ
ゆ
る
「
場
所
」
を
指
し

示す
が
、
自
覚
が
こ
の
よ
う
に
場
所
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
自
覚
が
場
所
の
自
己
限
定
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に

西
田
に

おけ
る
自
覚
の
考
え
の
第
一
の
特
色
が
あ
る
。
次
に
、
場
所
は
そ
の
つ
ど
重
層
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
つ
の
場

所を
考
え
れ
ば
、
さ
ら
に
そ
の
場
所
を
包
む
場
所
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
場
所
は
西
田
哲
学

の

展開
と
と
も
に
、
そ
の
中
心
を
我
々
の
自
己
か
ら
世
界
へ
と
移
し
て
い
く
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
自
覚
の
意
味
が
転
じ
て
い
く
の
も

そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
覚
は
場
所
の
重
層
性
と
多
面
性
に
対
応
し
て
多
義
的
で
あ
る
こ
と
が
第
二
の
特
色
で
あ
る
。
し
か
し
、

西田
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
場
所
は
、
重
層
的
か
つ
多
面
的
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
最
終
的
に
は
無
限
の
開
け
に
開
　
　
　
一

か

れ
て

い
る
。
立
体
的
に
考
え
れ
ば
、
場
所
は
い
わ
ば
底
な
き
底
を
底
と
す
る
よ
う
な
深
淵
性
を
そ
な
え
て
い
る
。
無
限
の
開
け
、
あ
る
　
　
　
4
9

いは
底
な
き
底
が
、
西
田
哲
学
の
い
わ
ゆ
る
絶
対
無
の
場
所
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
自
覚
は
場
所
の
開
け
あ
る
い
は
深
さ
に
相
関
的
　
　
　
　
一

に

深化
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
の
自
覚
は
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
絶
対
無
に
お
け
る
自
覚
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
三
の
、
そ
し
て
最
大
の
特

色
であ
る
。
我
々
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
、
自
覚
に
関
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
西
田
哲
学
の
考
え
に
依
拠
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
ろ
う
（
こ
の
点
よ
り
し
て
も
、
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
一
つ
の
西
田
哲
学
研
究
の
意
味
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
）
。

　
「
自
覚
の
現
象
学
」
が
西
田
哲
学
の
自
覚
の
考
え
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
我
々
も
ま
た
真
の
自
覚
を
絶
対
無
に
お
け
る
自
覚
だ
と

考え
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
普
通
に
自
覚
を
考
え
て
い
る
立
場
か
ら
は
異
議
が
で
る
だ
ろ
う
。
自
覚
は
「
自
己
が
自

己を
知
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
故
に
絶
対
無
の
場
所
を
必
要
と
す
る
か
と
。
我
々
は
い
ま
真
の
自
覚
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

簡単
に
そ
の
異
議
に
答
え
て
み
た
い
。
自
己
が
真
に
自
己
を
知
る
場
合
、
「
自
己
が
」
の
自
己
は
何
か
主
観
的
な
も
の
を
混
入
し
た
も
の
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
知
ら
れ
る
自
己
は
主
観
的
混
入
物
に
よ
っ
て
曇
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
真
の

「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想



「自
覚
の
現
象
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の
構
想

自
己
は
知
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
自
己
が
」
の
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
透
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
を
そ
の
ま
ま
映
す
鏡
と
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
自
己
が
」
の
自
己
が
絶
対
の
無
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
の
無
に
し
て
、
よ
く
真
の
自
己
を
映
し
え
る

と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
西
田
の
「
有
る
も
の
は
何
か
に
於
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
四
ー
二
〇
八
）
と
い
う
考
え
、
並
び
に
「
場
所

が自
己
を
限
定
す
る
」
（
四
⊥
一
二
三
）
と
い
う
場
所
の
自
己
限
定
の
考
え
を
導
入
す
れ
ば
、
絶
対
に
無
な
る
自
己
が
絶
対
無
の
場
所
に
於
い

てあ
る
こ
と
は
必
定
で
あ
ろ
う
。
（
真
の
自
覚
を
「
自
分
の
中
に
於
て
自
分
を
知
る
」
と
言
わ
れ
る
場
合
に
は
、
「
自
分
の
中
に
於
て
」
と

言
わ
れ
る
場
所
が
絶
対
無
の
場
所
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）
。
我
々
が
西
田
と
と
も
に
自
覚
を
絶
対
無
の
場
所
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
の

は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

　
（
二
）
と
（
三
）
に
つ
い
て
。
我
々
は
前
に
、
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
個
々
の
具
体
的
な
宗
教
的
生
の
全
道
程
を
取
り
扱
う
、
と
語
っ
た
。
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ヘ
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ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

こ
れ
は
「
自
覚
の
現
象
学
」
の
〈
理
念
〉
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
宗
教
的
生
の
歩
む
道
程
を
、
自
覚
の
深
化
す
る
諸
　
　
　
　
一

ヘ

　
　　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

段階
と
し
て
、
宗
教
科
学
的
に
で
は
な
く
宗
教
哲
学
的
に
叙
述
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
が
単
に
抽
象
的
と
な
ら
な
い
た
め
　
　
　
5
0

に
、
可
能
か
か
苦
か
個
々
の
具
体
的
な
宗
教
的
生
の
営
み
が
我
々
の
反
省
の
材
料
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
（
西
田
哲
学
の
随
所
に
見
ら
れ
　
　
　
　
一

る
宗
教
へ
の
言
及
1
ー
宗
教
論
の
み
な
ら
ず
ー
は
、
そ
の
有
力
な
材
料
の
一
つ
と
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

宗
教
的
生
の
全
体
を
視
野
に
収
め
よ
う
と
す
る
我
々
の
立
場
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
材
料
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
我
々

の

「自
覚
の
現
象
学
」
が
西
田
哲
学
を
越
え
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
点
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
）
。
か
く
し
て
「
自
覚
の
現
象
学
」

は
、
一
つ
の
哲
学
的
な
宗
教
現
象
学
た
ろ
う
と
す
る
。

　
「
自
覚
の
現
象
学
」
が
「
哲
学
的
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
以
上
、
そ
れ
は
原
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
〈
原
理
〉
は
絶
対
無
で
あ

る
（
原
理
と
し
て
の
絶
対
無
に
つ
い
て
は
、
こ
の
言
葉
の
性
格
上
も
は
や
説
明
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
開
明
の
学
と
し
て
の
哲
学
は
、

そ
れ
を
も
何
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
指
示
し
う
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
絶
対
無
に
つ
い
て
先
に
言
わ
れ
た
「
無
限
の
開
け
」
や

「
底
な
き
底
」
は
、
そ
れ
を
指
示
す
る
象
徴
言
語
で
あ
る
。
「
自
覚
の
現
象
学
」
の
原
理
と
し
て
の
絶
対
無
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
指
示
が



必要
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
象
徴
に
よ
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
）
。
現
象
学
と
言
う
言
葉
は
、
現
在
な
お
多
義
的
に
使
用
さ
れ
る
が
、
我
々
が
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「自
覚
の
現
象
学
」
と
呼
ぶ
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
論
が
「
精
神
の
現
象
学
」
と
呼
ば
れ
る
の
と
同
じ
用
法
で
あ

る
。　

（
四
）
我
々
は
宗
教
の
本
質
を
∧
真
の
自
己
を
知
る
〉
自
覚
の
事
柄
と
考
え
る
。
こ
れ
は
宗
教
の
常
識
的
理
解
と
隔
絶
し
た
考
え
方
と
言

う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
宗
教
は
き
わ
め
て
普
通
に
神
信
仰
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
宗
教
は
古
典
的
に
「
神
と
人
間
と
の
関
係
」

（テ
ィ
ー
レ
）
と
定
義
さ
れ
も
し
た
。
し
か
し
、
人
間
が
神
を
信
ず
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
る
か
。
純
粋
に
神
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と

は
、
人
間
が
自
己
を
信
じ
る
自
己
信
頼
の
否
定
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
も
信
じ
、
我
々
の
自
己
を
も
信
じ
る
と
い
う
の
は

両
立し
が
た
い
矛
盾
で
あ
り
、
神
信
仰
の
不
純
性
も
し
く
は
虚
偽
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
が
神
信
仰
の
こ
と
だ
と
考
え
ら

れる
な
ら
、
そ
の
こ
と
は
人
間
が
神
に
お
い
て
絶
対
の
無
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
（
一
）
で
述
べ
た
よ
　
　
　
一

う
に
、
真
の
自
覚
が
成
立
す
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
が
真
の
宗
教
の
標
徴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
宗
教
の
本
質
を
、
我
々
の
自
己
　
　
　
5
1

の自
覚
の
事
柄
と
考
え
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　し
か
し
、
こ
こ
に
な
お
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
最
も
大
き
な
問
題
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
神
と
絶
対
無
の
場
所
と
の
関

係
で
あ
ろ
う
。
上
述
の
よ
う
な
我
々
の
考
え
方
で
あ
る
と
、
神
は
絶
対
無
の
場
所
に
等
し
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
が
、
こ
う
し
た
考
え
は

常
識
の
立
場
で
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
は
反
対
に
、
そ
れ
で
は
神
と
は
何
で
あ
る
か
と
問
わ
ね

ばな
ら
な
い
。
常
識
の
立
場
は
、
神
は
、
例
え
ば
全
智
で
あ
る
と
か
、
全
能
で
あ
る
と
か
等
々
、
特
別
の
規
定
を
有
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
き
た
、
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
規
定
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
規
定
で
あ
っ
て
も
す
で
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
限
り
有
限
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
特
定
の
規
定
を
有
し
た
神
は
、
普
通
に
無
限
な
も
の

と
考
え
ら
れ
る
神
の
概
念
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
は
そ
う
し
た
一
切
の
規
定
を
越
え
た
も
の
、
そ
う
し
た
規
定
も
そ

こ
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
絶
対
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想



「自
覚
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　し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
我
々
は
神
を
否
定
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
は
、
神
信
仰
が
長
き
に
わ
た
っ
て
人
間

存
在
の
主
柱
と
な
っ
て
き
た
歴
史
の
事
実
に
も
反
す
る
。
我
々
は
神
お
よ
び
神
に
関
す
る
諸
規
定
を
固
定
的
に
考
え
る
の
で
は
な
く
ー

も
し
そ
れ
ら
を
固
定
し
て
考
え
れ
ば
、
前
述
の
通
り
自
己
矛
盾
と
な
る
1
絶
対
無
と
い
う
言
葉
自
体
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ

ら
を
象
徴
語
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
以上
、
我
々
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
の
原
理
、
理
念
、
取
り
扱
わ
れ
る
内
容
と
方
法
と
い
っ
た
、
根
本
的
と
考
え
ら
れ
る
問
題
の
幾
つ

か
に言
及
し
て
み
た
。二

、
『
一
般
者
の
自
覧
的
髄
系
』
の
検
討

　我
々
は
こ
こ
で
試
み
に
西
田
の
著
作
三
般
者
の
自
畳
的
髄
系
』
を
、
そ
の
中
で
も
特
に
第
四
論
文
「
叡
智
的
世
界
」
を
中
心
に
検
討
　
　
　
　
一

し
て
み
よ
う
と
思
う
。
こ
の
書
は
、
有
名
な
「
場
所
」
の
論
文
を
含
む
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
次
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
西
　
　
　
5
2

田
の
思
索
の
歩
み
か
ら
す
れ
ば
、
場
所
の
考
え
を
「
洗
練
し
登
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
」
（
五
⊥
二
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　我
々
が
い
ま
「
叡
智
的
世
界
」
な
る
論
文
を
中
心
に
西
田
の
『
一
般
者
の
自
貴
的
饅
系
』
を
見
て
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な

理由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
よ
う
に
我
々
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
宗
教
的
生
の
展
開
す
る
全
道
程
を
、
自
覚
の
深
化
す
る
諸
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段階
と
し
て
叙
述
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
我
々
が
西
田
哲
学
の
中
で
第
一
に
注
目
し
た
い
の
は
、
自
覚
の
体
系
的

な
説
明
に
つ
い
て
で
あ
る
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
自
覚
的
体
系
は
、
自
覚
そ
の
も
の
の
意
味
が
少
し
ず
つ
転
じ
て
ゆ
く
の
に
対
応
し
て
、

そ
れ
自
体
も
変
化
し
な
が
ら
幾
通
り
か
の
し
か
た
で
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
自
畳
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
は
、
絶
対
自
由
意
志

を
背
後
と
し
た
自
覚
的
体
系
が
示
さ
れ
て
い
る
し
、
三
般
者
の
自
覧
的
髄
系
』
に
は
、
こ
の
表
題
の
中
に
は
っ
き
り
と
そ
の
言
葉
が
出
さ

れ
て

いる
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
明
確
に
自
覚
と
い
う
言
葉
が
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
「
場
所
」
の
論
文
で
示
さ
れ
る
三
つ
の
場

所

（
有
の
場
所
、
相
対
無
の
場
所
、
絶
対
無
の
場
所
）
の
考
え
や
、
晩
年
の
物
質
的
世
界
、
生
命
的
世
界
、
歴
史
的
世
界
の
考
え
も
、
自



覚
の
立
場
か
ら
体
系
的
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
が
、
こ
こ
で
ま
ず
＝

般者
の
自
覧
的
髄
系
』
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
れ
が
、
自
覚
が
重
要
な
概
念
と
な
り
は
じ
め
る
西
田
哲
学
の
う
ち
で
比
較
的

初
期
のも
の
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
そ
こ
に
お
い
て
自
覚
の
体
系
が
理
解
し
や
す
い
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　さ
て
、
我
々
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
三
般
者
の
自
費
的
髄
系
』
に
お
い
て
自
覚
1
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
自
己
と
見
て
よ
い
、
な
ぜ
な
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

自
覚
に
お
い
て
は
「
我
が
我
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
が
直
ち
に
「
我
あ
り
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
ー
の
形
態
が
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ

て

い
る
か
、
そ
れ
ら
は
如
何
に
順
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
そ
れ
ら
諸
形
態
相
互
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
と

い
っ
た
点
を
見
て
み
る
こ
と
に
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
我
々
の
観
点
に
と
っ
て
必
要
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
三
般
者
の
自
畳
的
髄

系
』
の
要
点
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　最
初
に
コ
般
者
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
述
語
的
一
般
者
で
場
所
的
性
格
を
有
し
て
い
る
。
『
自
覧
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
　
　
　
5
3

以来
ー
1
と
言
う
の
も
、
そ
こ
で
は
直
観
と
反
省
の
内
的
結
合
が
問
題
だ
っ
た
の
だ
か
ら
1
西
田
の
議
論
の
出
発
点
は
、
認
識
論
的
問
　
　
　
一

題
に置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
西
田
の
論
究
が
認
識
論
に
尽
き
る
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
が
、
少
な
く
と
も
議
論
の
立
て

方
は
そ
う
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
理
由
か
ら
、
＝
般
者
」
も
ま
た
知
識
成
立
の
問
題
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
概
念
で

あ
る
。
そ
の
際
、
西
田
は
知
識
の
最
も
基
本
的
な
形
式
で
あ
る
判
断
、
そ
の
中
で
も
い
ち
ば
ん
根
本
的
と
考
え
ら
れ
る
包
撮
判
断
の
構
造

に

注
意す
る
。
「
包
撮
判
断
と
は
一
般
的
な
る
も
の
の
中
に
特
殊
な
る
も
の
を
包
撮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
包
撮
す
る
と
い
ふ
は
、
特
殊
な
る

も
の
を
主
語
と
し
て
、
一
般
な
る
も
の
を
之
に
つ
い
て
述
語
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
」
（
四
ー
二
七
三
）
。
「
特
殊
な
る
も
の
を
主
語
と
し

て
、
之
に
つ
い
て
一
般
な
る
も
の
を
述
語
す
る
と
は
…
…
一
般
的
な
る
も
の
が
基
と
な
つ
て
特
殊
な
る
も
の
を
包
む
、
特
殊
な
る
も
の
が
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一
般的
な
る
も
の
に
於
て
あ
る
」
（
四
ー
二
七
三
、
傍
点
筆
者
、
以
下
同
）
。
こ
の
よ
う
に
、
特
殊
が
一
般
的
な
も
の
に
「
於
て
あ
る
」
の
が
包

撮
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
西
田
は
一
般
的
な
も
の
の
方
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
一
般
的
な
も
の
が
自
己
を
自
己
の
中
に
特
殊
的
に
限

「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想
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定
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
判
断
と
は
一
般
者
な
る
も
の
の
自
己
限
定
と
い
ふ
こ
と
と
な
る
」
（
四
ー
二
七
四
）
。
我
々
は

こ
こ
に
、
あ
ら
ゆ
る
判
断
が
そ
こ
に
於
い
て
成
立
す
る
述
語
的
一
般
者
ー
こ
れ
は
「
判
断
的
一
般
者
」
と
呼
ば
れ
る
ー
を
考
え
て
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
知
識
の
成
立
す
る
場
所
と
し
て
の
述
語
的
性
格
を
も
つ
一
般
者
は
、
判
断
的
一
般
者
だ
け
に
限
ら
れ
る
の

では
な
い
。
西
田
は
さ
ら
に
、
判
断
的
一
般
者
の
そ
の
底
に
意
識
や
知
的
直
観
の
一
般
者
を
も
考
え
、
そ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
自
覚
的
一
般

者
、
叡
知
的
一
般
者
と
名
づ
け
る
。
こ
う
し
て
一
般
者
は
、
差
し
当
っ
て
以
上
の
三
者
に
区
別
さ
れ
る
。

　区
別
さ
れ
る
三
つ
の
一
般
者
、
す
な
わ
ち
判
断
的
一
般
者
、
自
覚
的
一
般
者
、
叡
知
的
一
般
者
の
関
係
は
、
よ
り
後
ろ
の
一
般
者
が
前

のも
の
を
「
越
え
て
之
を
内
に
包
む
」
（
五
ー
九
九
）
関
係
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
者
は
そ
の
場
所
的
性
格
か
ら
し
て
、
点
で
は
な
く
円
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
が
（
四
ー
二
七
九
）
、
相
互
に
上
の
よ
う
な
関
係
を
有
す
る
三
つ
の
一
般
者
は
、
「
互
い
に
相
猫
立
せ
る
も

の

では
な
く
、
一
般
の
一
般
と
し
て
相
重
な
り
、
之
に
於
て
あ
る
も
の
は
特
殊
の
特
殊
と
し
て
相
績
く
」
（
五
ー
九
九
）
三
層
の
い
わ
ば
同
　
　
　
　
一

心円
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
り
後
ろ
の
一
般
者
が
前
の
一
般
者
を
基
礎
づ
け
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
後
ろ
の
　
　
　
5
4

一
般者
ほ
ど
具
体
的
で
あ
り
、
逆
に
よ
り
前
の
一
般
者
ほ
ど
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
越
え
て
内
に
包
む
」
一
般
者
相
互
　
　
　
　
一

の

関係
を
、
「
越
え
て
」
と
「
内
に
包
む
」
の
二
つ
の
関
係
に
分
節
す
る
と
す
れ
ば
、
上
記
の
説
明
で
は
「
越
え
て
」
の
方
の
意
味
は
ま
だ

不
明
確
であ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
三
層
を
な
す
一
般
者
相
互
の
関
係
が
超
越
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

一
つ
の
一
般
者
か
ら
他
の
一
般
者
へ
の
移
行
は
、
異
質
な
場
所
へ
の
飛
躍
で
あ
る
。
こ
う
し
た
飛
躍
は
、
当
該
の
一
般
者
に
於
い
て
あ
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
の
出
現
、
つ
ま
り
矛
盾
に
よ
っ
て
生
起
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
判
断
的
一
般
者
か
ら
自
覚
的
一
般

者
へ
、
自
覚
的
一
般
者
か
ら
叡
知
的
一
般
者
へ
の
超
越
は
、
な
お
内
在
的
な
超
越
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、
三
層
を
な
す
一
般

者
相
互
の
関
係
に
言
及
し
た
の
は
、
自
覚
形
態
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
類
似
し
た
関
係
が
見
ら
れ
、
予
め
注
意
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
一
般
者
が
上
記
の
三
層
だ
け
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
体
系
は
宗
教
的
生
の
展
開
を
取
り
扱
お
う
と
す
る
我
々
の
「
自
覚



の

現象
学
」
の
モ
デ
ル
に
な
り
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
西
田
は
さ
ら
に
そ
れ
ら
三
層
の
一
般
者
を
包
む
絶
対
無
の
一
般
者
を
考
え
る
。
「
叡

智
的
世
界
」
の
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
一
般
者
の
提
示
の
さ
れ
か
た
は
独
特
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
般
者
は
、
最
初
か
ら
四
層
を

な
す
一
般
者
の
う
ち
の
最
後
の
も
の
と
い
う
よ
う
に
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
三
層
の
一
般
者
が
出
さ
れ
た
後
で
、
改
め
て
そ
れ
ら
一
切

の
一
般
者
を
包
越
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
単
に
、
「
叡
智
的
世
界
」
と
い
う
表
題
を
も
つ
論
文
の
性
格
、

つま
り
叡
知
的
世
界
を
中
心
に
、
そ
こ
ま
で
を
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
論
旨
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
独
特
の
提
示

のし
か
た
の
う
ち
に
、
絶
対
無
の
一
般
者
の
、
他
の
ど
の
一
般
者
と
も
異
な
っ
た
独
自
の
性
格
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

独自
性
と
は
、
簡
約
し
て
言
え
ば
、
絶
対
無
の
一
般
者
は
絶
対
無
な
る
が
ゆ
え
に
、
も
は
や
一
つ
の
層
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の

な
の
で
あ
る
。
層
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
無
層
の
層
と
言
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
絶
対
無
の
一
般
者
の
こ
の
性
格
は
重

要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
絶
対
無
の
一
般
者
は
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
単
に
叡
知
的
一
般
者
を
包
ん
で
い
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
一
般
　
　
　
　
一

者
を
越
え
て
自
覚
的
一
般
者
を
も
直
接
包
み
え
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ま
た
後
で
触
れ
る
と
し
て
、
と
に
か
く
西
田
　
　
　
5
5

の自
覚
的
体
系
は
今
述
べ
た
絶
対
無
の
一
般
者
（
場
所
）
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
上
で
一
般
者
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
が
、
我
々
が
我
々
の
立
場
か
ら
格
別
に
注
目
し
た
い
の
は
、
む
し
ろ
そ
こ
に
見
ら
れ

る
自
覚
（
自
己
）
の
諸
形
態
に
関
す
る
体
系
的
言
及
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
ら
諸
形
態
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
判
断
的
一
般
者
に
お
け
る

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

自
覚
形
態
は
表
象
的
意
識
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
我
々
の
自
覧
的
意
識
の
最
も
淺
き
も
の
」
で
「
未
だ
自
覧
的
限
定
の
意
味
が
現
れ
な

い
、
之
に
於
て
あ
る
も
の
は
軍
に
志
向
的
で
あ
る
」
（
五
ー
四
二
六
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
自
覚
的
一
般
者
に
お
け
る
自
覚
形
態
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
、
浅
い
自
覚
か
ら
深
い
自
覚
へ
の
順
に
、
知
的
自
覚
、
感
情
的
自
覚
、
意
志
的
自
覚
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
三
者
は
意
識
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ

自
己
の
自
覚
に
属
す
る
。
さ
ら
に
叡
知
的
一
般
者
で
も
、
や
は
り
知
・
情
・
意
の
区
分
に
し
た
が
っ
て
、
順
に
知
的
叡
知
的
自
覚
（
意
識

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

一
般的
自
己
）
、
情
的
叡
知
的
自
覚
（
芸
術
的
自
己
）
、
意
志
的
叡
知
的
自
覚
（
道
徳
的
自
己
）
1
以
上
、
叡
知
的
自
己
の
自
覚
1
が

考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
回
心
（
解
脱
）
と
い
う
真
に
超
越
的
な
事
態
を
は
さ
ん
で
、
絶
対
無
の
一
般
者
に
お
け
る
自
覚
形
態
と
し

「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想



「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て

の宗
教
的
意
識
に
上
り
つ
め
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
先
に
、
真
の
宗
教
の
標
徴
は
「
人
間
が
神
に
お
い
て
絶
対
の
無
と
な
る
こ
と
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

あ
る
と
述
べ
た
が
、
「
宗
教
的
意
識
に
於
て
は
、
我
々
は
心
身
脱
落
し
て
、
絶
対
無
の
意
識
に
合
一
す
る
の
で
あ
る
、
そ
こ
に
眞
も
な
け
れ

ば偽
も
な
く
、
善
も
な
け
れ
ば
、
悪
も
な
い
」
（
五
ー
一
七
七
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
絶
封
に
自
己
を
否
定
し
て
、

見る
も
の
な
く
し
て
見
、
聞
く
も
の
も
な
く
聞
く
も
の
に
至
る
の
が
宗
教
的
理
想
で
あ
る
」
（
五
ー
一
七
九
）
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
神
と
は

何
か
。
「
神
と
は
意
識
一
般
と
同
様
の
意
味
に
於
て
、
叡
智
的
世
界
の
超
越
的
主
観
で
あ
る
。
而
し
て
所
謂
経
験
界
が
意
識
一
般
の
綜
合
統

一
に
よ
つ
て
構
成
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
如
く
、
叡
智
的
世
界
は
紳
に
よ
つ
て
創
造
せ
ら
れ
、
神
に
よ
つ
て
支
配
せ
ら
れ
る
も
の

と
考
へ
ら
れ
る
」
（
五
ー
一
八
二
。
か
く
し
て
「
叡
智
的
自
己
と
い
へ
ど
も
神
の
前
に
平
伏
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
（
五
ー
一
八
二
）
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
田
は
こ
う
し
た
神
信
仰
の
立
場
を
、
ま
だ
真
の
宗
教
的
意
識
に
達
し
た
も
の
と
は
考
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
神
が

叡
知
的
世界
に
即
し
て
、
す
な
わ
ち
イ
デ
ア
の
イ
デ
ア
の
統
一
者
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
有
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宗
　
　
　
一

教的
意
識
が
ま
だ
真
に
自
己
自
身
の
根
底
を
見
る
最
深
の
自
覚
に
到
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
最
も
純
真
な
宗
教
的
意
　
　
　
5
6

識
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
眞
に
絶
封
無
の
意
識
に
透
徹
し
た
時
、
そ
こ
に
我
も
な
け
れ
ば
紳
も
な
い
。
而
も
そ
れ
は
　
　
　
　
一

絶
封無
な
る
が
故
に
、
山
は
是
山
、
水
は
是
水
、
有
る
も
の
は
有
る
が
儘
に
有
る
の
で
あ
る
」
（
五
－
一
八
二
）
と
。
我
々
は
こ
こ
で
、
宗
教

的意
識
に
つ
い
て
二
種
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
神
を
信
仰
す
る
宗
教
的
意
識
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
も

は
や
神
も
な
い
、
真
に
絶
対
無
に
徹
し
た
宗
教
的
意
識
で
あ
る
。
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
こ
の
点
に
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
以上
、
＝
般
者
の
自
畳
的
饅
系
』
に
お
い
て
、
自
覚
に
ど
の
よ
う
な
形
態
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
が
、
こ
こ

で少
し
キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
な
る
二
つ
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
「
自
覚
」
と
「
意
識
」
の
用
法
に
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
。
初
め
に
「
自
覚
」

に

つ

い
て

であ
る
が
、
こ
れ
は
＝
般
者
の
自
貴
的
髄
系
』
で
は
狭
義
的
と
広
義
的
の
両
義
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
狭
義
的
と
い
う
の
は
、

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

自
覚
的
一
般
者
と
言
わ
れ
る
時
の
「
自
覚
」
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
意
識
の
水
準
で
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
れ
に
対
し
て
、
コ
般
者
の
自
覚
的
体
系
」
と
言
わ
れ
る
時
の
「
自
覚
」
は
、
自
覚
的
一
般
者
と
言
わ
れ
る
場
合
の
狭
義
の
「
自
覚
」
の



意
味
を
含
ん
だ
広
い
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
は
、
場
所
的
自
覚
一
般
の
意
味
で
あ
る
。
翻
っ
て
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て

み
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
意
識
水
準
で
の
自
覚
の
場
面
の
み
が
特
に
「
自
覚
的
一
般
者
」
と
呼
称
さ
れ
る
の
は
な
ぜ

であ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
自
覚
の
基
本
形
「
我
が
我
を
知
る
」
が
、
普
通
の
意
識
面
に
お
い
て
最
も
顕
著
に
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
な

お
、
「
自
覚
の
現
象
学
」
で
は
、
自
覚
を
こ
こ
で
い
う
広
義
に
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
）
。

　次
に
「
意
識
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
先
に
最
も
浅
い
自
覚
ー
ー
実
は
自
覚
と
も
言
え
な
い
自
覚
ー
が
表

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

象
的
意
識
と
言
わ
れ
、
最
も
深
い
自
覚
が
宗
教
的
意
識
と
言
わ
れ
て
、
自
覚
の
両
端
を
な
す
形
態
の
名
称
に
、
「
自
覚
」
と
い
う
言
葉
が
使

用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
意
を
引
く
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
表
象
的
意
識
と
宗
教
的
意
識
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
両
者
に
は

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

自
己
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
は
両
方
で
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
表
象
的
意
識
は
我
々
の
自
己
が
ま
だ
眠
っ
て
い

る
と
い
う
意
味
で
「
自
己
な
し
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
宗
教
的
意
識
は
我
々
の
自
己
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
自
己
な
し
」
　
　
　
一

であ
る
。
だ
が
、
後
者
に
お
い
て
は
文
字
通
り
自
己
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
い
っ
た
ん
「
自
己
な
し
」
と
な
っ
た
と
　
　
　
5
7

こ
ろ
か
ら
、
惇
々
と
し
て
無
的
な
自
己
が
甦
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
自
己
の
な
い
点
が
　
　
　
一

表
象
的
意
識
と
宗
教
的
意
識
に
は
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
狭
義
の
自
覚
が
成
立
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
自

覚
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
広
義
的
に
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
と

反
論
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
も
う
一
度
、
西
田
の
「
意
識
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
表
象
的
意
識
と
宗
教
的
意
識
が
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に

い
わ
ゆ
る
意
識
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
無
（
的
）
意
識
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
い
う
性
質
の
も

のを
も
含
め
て
「
意
識
」
と
呼
ば
れ
る
以
上
、
西
田
に
お
い
て
「
意
識
」
に
も
広
狭
の
二
義
の
存
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
表

象
的
意
識
お
よ
び
宗
教
的
意
識
に
お
い
て
「
意
識
」
は
広
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
場
合
「
自
覚
」
を
広
義
に
使
用
し
な
か
っ
た
理
由
が
分
明
で
な
い
。
こ
こ
に
は
、
用
語
法
に
関
し
曖
昧
性
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思わ
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
む
し
ろ
西
田
に
お
い
て
「
意
識
」
が
広
義
に
使
わ
れ
る

「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想



「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想

こ
と
が
あ
る
ー
こ
の
こ
と
は
、
『
善
の
研
究
』
以
来
の
こ
と
で
あ
る
が
ー
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
我
々
の
「
自

覚
の
現
象
学
」
は
西
田
の
「
意
識
の
現
象
学
」
を
注
視
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
。

三
、
展
　
望

　
＝

般者
の
自
費
的
髄
系
』
で
は
、
最
も
浅
い
自
覚
の
形
態
（
表
象
的
意
識
）
か
ら
最
も
深
い
自
覚
の
形
態
（
宗
教
的
意
識
）
に
い
た
る

八
つ
の自
覚
の
形
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
自
覚
の
体
系
は
、
こ
れ
自
体
一
つ
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
の
骨
子
を
形
成
し
て
い
る
と
も
見
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
＝
般
者
の
自
覧
的
髄
系
』
に
現
わ
れ
る
自
覚
の
八
形
態
の
体
系
的
展
開
は
、
宗
教
的
生
の
歩
む
自
覚
の

諸
段階
と
し
て
捉
え
な
お
し
て
み
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
我
々
は
い
ま
こ
の
観
点
か
ら
「
自
覚
の
現

象
学
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
こ
う
し
た
見
方
に
含
ま
れ
る
問
題
点
に
関
し
少
し
反
省
し
て
お
き
　
　
　
「

た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
8

　
『
一
般
者
の
自
覧
的
髄
系
』
を
我
々
の
よ
う
な
立
場
か
ら
見
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
そ
こ
で
の
西
田
の
視
点
を
ず
ら
す
こ
と
に
　
　
　
一

な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
西
田
の
コ
般
者
の
自
覚
的
体
系
」
は
、
も
と
も
と
我
々
の
意
図
す
る
よ
う
な
宗
教
的
生
の
全
道
程
を
叙
述
し
よ
う

と
し
た
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
西
田
の
そ
こ
で
の
立
論
は
、
我
々
の
知
識
の
成
立
を
一
般
者
の
自
己
限
定
と
い
う

方
式
か
ら
考
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
中
心
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
西
田
の
い
わ
ゆ
る
場
所
的
論
理
の
上
で
必
然

的
に
自
覚
の
諸
形
態
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
西
田
と
我
々
の
観
点
は
最
初
か
ら
異
な
る
の
で

あ
る
か
ら
、
我
々
が
こ
れ
か
ら
試
み
よ
う
と
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
田
哲
学
が
全
般
的
に

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
『
一
般
者
の
自
貴
的
髄
系
』
も
一
見
、
認
識
論
上
の
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
、
そ
れ
は
ま
た
我
々

の自
己
の
問
題
（
実
存
論
）
や
形
而
上
学
的
問
題
（
実
在
論
）
と
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
三
般
者
の
自
覧
的
髄
系
』

のう
ち
に
も
す
で
に
、
こ
れ
を
一
つ
の
実
存
論
、
我
々
の
関
心
か
ら
言
え
ば
、
宗
教
的
実
存
の
展
開
と
し
て
読
み
う
る
地
歩
が
確
保
さ
れ



て

いる
と
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
今
の
事
態
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
見
方
が
西
田
の
視
点
を
ず
ら
す
こ

と
に
な
る
の
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
田
の
視
点
の
う
ち
に
我
々
の
見
方
を
可
能
に
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
行
為

は
全
く
恣
意
性
に
基
づ
く
も
の
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
積
極
的
に
考
え
れ
ば
、
西
田
の
視
点
は
我
々
の
見
方
に
よ
る
展
開
を
待
つ
と
い

う
意
味
も
出
て
こ
よ
う
。
そ
こ
で
我
々
は
次
に
、
あ
え
て
西
田
の
視
点
を
ず
ら
し
、
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
い
わ
ば
そ
の
隙
間
か

ら
見
え
て
く
る
も
の
を
、
我
々
の
企
図
に
対
す
る
示
唆
と
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
の
我
々
の
指
摘
が
、
西
田
の
＝
般
者
の

自
覚
的
体
系
」
の
非
を
あ
げ
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　我
々
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想
に
と
っ
て
、
西
田
の
＝
般
者
の
自
覚
的
体
系
」
の
ど
の
点
が
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
、
ま

た
何
が
欠
如
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
か
、
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。
（
一
）
三
般
者
の
自
寛
的
瞠
系
』
で
示
さ
れ
た
自
覚
の
八
形
態
　
　
　
　
一

と
そ
の
深
浅
の
順
位
は
、
宗
教
的
生
の
展
開
を
自
覚
の
諸
段
階
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
我
々
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
に
と
っ
て
、
極
め
　
　
　
5
9

て有
意
義
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
差
し
当
っ
て
次
の
よ
う
な
諸
点
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
『
一
般
者
の
自
覧
的
　
　
　
　
一

饅系
』
で
示
さ
れ
た
自
覚
の
諸
形
態
は
、
一
般
者
相
互
の
関
係
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
互
い
に
浸
透
し
あ
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
て

い
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
宗
教
的
生
の
そ
の
つ
ど
の
自
覚
段
階
を
指
す
名
称
と
し
て
応
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
が
「
自
覚
の
現

象
学
」
を
叙
述
す
る
上
で
の
方
法
上
の
名
称
、
す
な
わ
ち
学
的
操
作
上
、
必
要
な
理
想
型
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
西

田
の
コ
般
者
の
自
覚
的
体
系
」
に
お
い
て
、
一
つ
の
自
覚
形
態
か
ら
他
の
自
覚
形
態
へ
の
移
り
ゆ
き
に
、
多
様
性
が
見
ら
れ
る
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
同
＝
般
者
内
で
の
移
行
（
例
え
ば
、
知
的
自
覚
か
ら
感
情
的
自
覚
へ
）
、
異
質
的
一
般
者
へ
の
内
在
的
超
越
（
例
え
ば
、

表
象
的
意
識
か
ら
知
的
自
覚
へ
）
、
叡
知
的
一
般
者
か
ら
絶
対
無
の
一
般
者
へ
の
真
の
超
越
（
意
志
的
叡
知
的
自
覚
か
ら
宗
教
的
意
識
へ
）

は
、
移
り
ゆ
き
の
し
か
た
が
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
我
々
は
そ
れ
ら
を
、
上
か
ら
順
に
移
行
、
超
越
、
回
心
と
呼
ん
で
区
別
す
る
こ
と

が
でき
よ
う
。
「
自
覚
の
現
象
学
」
で
、
こ
う
し
た
質
の
違
っ
た
移
行
を
実
際
に
ど
う
扱
っ
て
い
く
か
は
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
第
三
に
、

「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想



「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想

「自
覚
の
現
象
学
」
が
先
の
自
覚
の
八
形
態
の
考
え
を
仮
に
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
と
し
て
も
、
現
実
に
は
宗
教
的
生
は
、
そ
の
通
り
を
そ

のま
ま
歩
ん
で
進
ん
で
ゆ
く
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
極
端
な
場
合
を
あ
げ
れ
ば
、
「
回
心
の
心
理
学
」
が
問
題
に
す
る
よ
う
な

突
発
性
の回
心
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
自
覚
の
現
象
学
」
の
示
す
宗
教
的
生
の
諸
段
階
は
、
そ
れ
自
体
ま
た
一
つ
の
類
型

と
い
う
性
格
の
も
の
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
二
）
西
田
の
＝
般
者
の
自
覚
的
体
系
」
を
そ
の
ま
ま
我
々
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
に
写
し
入
れ
て
み
た
場
合
の
大
き
な
問
題
の
一
つ

は
、
宗
教
的
意
識
へ
の
飛
躍
の
場
面
に
見
ら
れ
る
。
西
田
の
コ
般
者
の
自
覚
的
体
系
」
で
は
一
見
す
る
と
こ
ろ
、
叡
知
的
一
般
者
に
お

け
る
最
後
の
も
の
、
つ
ま
り
道
徳
的
自
己
（
意
志
的
叡
知
的
自
覚
の
ノ
エ
シ
ス
面
）
の
み
が
宗
教
の
世
界
に
直
結
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
例
え
ば
、
「
深
い
罪
の
意
識
の
底
に
沈
ん
で
悔
い
改
め
る
途
な
き
も
の
の
み
紳
の
璽
光
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
五
ー
一
七
六
）
と
言

わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
こ
で
は
、
悩
め
る
叡
知
的
自
己
と
し
て
の
道
徳
的
な
主
体
以
外
、
宗
教
的
意
識
に
つ
な
が
る
　
　
　
一

他
の
有
り
か
た
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
実
際
上
あ
る
い
は
経
験
上
か
ら
言
え
ば
、
宗
教
の
世
界
に
入
る
門
は
そ
れ
だ
け
で
　
　
　
6
0

は
な
い
。
例
え
ば
、
死
や
虚
無
の
問
題
も
道
徳
的
問
題
と
並
ん
で
、
我
々
を
そ
こ
へ
と
誘
う
重
要
な
契
機
で
あ
る
。
し
か
も
、
死
や
虚
無
　
　
　
一

に悩
む
主
体
は
コ
般
者
の
自
覚
的
体
系
」
で
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
叡
知
的
自
己
で
は
な
い
し
、
ま
た
自
覚
の
段
階
を
そ
こ
ま
で
上

り
つ
め
る
と
も
限
ら
な
い
。
我
々
は
こ
の
問
題
を
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
死
や
虚
無
の
問
題
の
生
起
す
る
の
は
、
む
し

ろ
主
と
し
て
意
識
的
自
己
の
場
面
に
お
い
て
だ
と
考
え
る
。
い
ま
西
田
が
考
え
た
よ
う
に
、
意
識
的
自
己
の
自
覚
形
態
を
知
的
自
覚
、
感

情
的
自
覚
、
意
志
的
自
覚
と
し
、
こ
れ
ら
が
そ
の
順
に
自
覚
の
深
化
を
示
す
も
の
と
し
て
、
死
や
虚
無
の
問
題
が
宗
教
的
生
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
深
刻
化
し
て
ゆ
く
か
を
　
　
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
死
の
問
題
に
限
定
し
て
ー
簡
単
に
見
て
み
よ
う
。
死
の
自
覚
は
ま
ず
近
隣

者た
ち
の
死
を
経
験
し
て
、
「
人
間
は
死
ぬ
も
の
で
あ
る
」
、
さ
ら
に
「
私
は
死
ぬ
運
命
に
あ
る
」
と
い
っ
た
判
断
内
容
を
ノ
エ
マ
と
し
て

も
つ
、
知
的
自
覚
に
始
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
自
覚
内
容
は
し
か
し
ノ
エ
シ
ス
面
に
も
反
射
し
て
、
否
定
的
意
味
で
の
宗
教
的
感
情
と
も

言
う
べ
き
不
安
や
悲
哀
の
情
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
染
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
感
情
に
よ
っ
て
染
め
上
げ
ら
れ
た
世
界
の
う



ち
に
、
自
己
を
見
い
だ
す
の
が
感
情
的
自
覚
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
我
々
の
自
己
は
、
不
安
や
悲
哀
の
否
定
的
情
緒
の
う
ち
に
閉
ざ
さ
れ

て

い
る
こ
と
を
欲
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
我
々
の
自
己
は
感
情
的
自
己
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
、
こ
の
自
己
を
越
え
て
さ
ら
に
自
己

自
身
を
意
志
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
「
多
く
の
厭
世
論
者
の
考
へ
る
如
く
意
志
は
矛
盾
の
極
致
で
あ
る
、
我
々
は
欲
す
る
こ
と
を
滅
す

る
爲
に
欲
す
る
の
で
あ
る
、
死
す
る
爲
に
生
き
る
の
で
あ
る
」
（
五
1
一
三
三
）
。
意
志
的
自
己
に
お
い
て
は
、
自
己
を
欲
す
る
こ
と
は
そ
の

実
、
欲
せ
ら
れ
た
自
己
を
滅
ぼ
す
こ
と
で
あ
り
、
生
を
欲
す
る
こ
と
は
そ
の
極
み
、
生
を
殺
す
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
意
志
的
自
覚
は

つ

い
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
絶
望
へ
と
追
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
絶
望
的
自
己
を
救
済
へ
と
導
く
の
は
、

西
田

の考
え
た
叡
知
的
自
覚
の
い
ず
れ
の
形
態
へ
の
超
越
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
宗
教
的
意
識
へ
の
回
心
の
通

路は
、
叡
知
的
自
己
の
最
後
の
自
覚
形
態
で
あ
る
意
志
的
叡
知
的
自
覚
の
み
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
ー
と
言
う
の
は
、
回
心
は
如
何
な

る
自
覚
形
態
に
お
い
て
も
起
こ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
ー
ー
意
識
的
自
己
の
最
後
の
も
の
で
あ
る
意
志
的
自
覚
に
も
開
か
れ
て
い
る
　
　
　
一

と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
一
般
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
絶
対
無
の
場
所
は
叡
知
的
一
般
者
を
包
ん
で
い
る
の
み
な
ら
ず
、
　
　
　
6
1

自
覚
的
一
般
者
を
も
直
接
包
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
絶
対
無
の
場
所
は
絶
対
の
無
な
る
が
ゆ
　
　
　
一

え
に
自
由
で
あ
り
、
ど
の
一
般
者
に
対
し
て
も
出
入
が
自
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
絶
対
無
の
一
般
者
が
、
判
断
的
一
般

者
、
自
覚
的
一
般
者
、
叡
知
的
一
般
者
の
三
層
を
越
え
て
包
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。

　
上
述
の
よ
う
な
問
題
を
考
慮
し
て
、
我
々
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
で
は
、
西
田
の
コ
般
者
の
自
覚
的
体
系
」
で
考
え
ら
れ
て
い
る
意

識的
自
己
と
叡
知
的
自
己
の
区
別
を
廃
棄
し
て
、
そ
れ
ら
を
一
つ
に
し
て
改
め
て
意
識
的
自
己
と
呼
称
し
た
い
と
思
う
。
西
田
に
お
い
て

も
、
叡
知
的
自
己
が
イ
デ
ア
を
自
己
自
身
の
内
容
と
す
る
か
ぎ
り
、
「
叡
智
的
世
界
は
尚
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
と
の
封
立
の
世
界
で
あ
る
」

（五ー
一
八
〇
）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
意
識
的
自
己
と
叡
知
的
自
己
を
総
合
し
て
考
え
得
る
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
三
）
西
田
の
＝
般
者
の
自
覚
的
体
系
」
は
そ
の
問
題
の
性
格
上
、
場
所
が
我
々
の
自
己
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
見
方
と
な
っ
て
い
る
。

「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想



「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想

そ
の
結
果
、
一
つ
の
自
覚
形
態
か
ら
他
の
自
覚
形
態
へ
の
移
行
が
、
あ
た
か
も
真
空
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
出
来
事
の
よ
う
に
見
え
る
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
世
界
の
問
題
が
入
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
そ
こ
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一

般者
に
限
定
さ
れ
た
世
界
（
自
然
界
、
意
識
界
、
叡
知
界
）
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
真
の
意
味
で
世
界
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と

は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
西
田
は
や
が
て
「
我
々
が
此
歳
に
生
れ
、
此
虜
に
働
き
、
此
慮
に
死
に
行
く
、
歴
史
的
現
実
の
世
界
」
（
十
二
ー

二
九〇
）
を
、
我
々
の
「
於
て
あ
る
場
所
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
我
々
は
「
我
々
を
塵
し
來
」
り
「
生
死
を
迫
る
」
「
此
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

界
に
課
題
を
有
つ
て
生
れ
る
」
（
九
ー
一
八
一
、
一
八
〇
）
こ
と
が
洞
察
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
的
生
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
現
実
の
世
界
の
中

の

生
であ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
田
哲
学
を
手
引
き
と
す
る
我
々
の
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
、
場
所
を
我
々
の

自
己
の
側
に
見
た
場
所
論
前
期
の
考
え
と
、
場
所
を
世
界
の
側
に
見
る
よ
う
に
な
る
そ
の
後
期
の
考
え
を
総
合
し
う
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、

そ
の
立
脚
地
を
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
両
方
の
考
え
と
も
同
じ
絶
対
無
の
場
所
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
原
理
　
　
　
　
一

的
に
可
能
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
西
田
哲
学
で
は
、
我
々
の
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
が
相
即
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
後
期
の
考
え
に
、
　
　
　
6
2

す

で
に

両方
の
立
場
を
総
合
す
る
よ
う
な
視
点
が
現
わ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
後
期
の
考
え
で
は
、
逆
に
前
期
に
考
え
ら
れ
　
　
　
　
一

て

いた
自
覚
的
体
系
が
前
景
か
ら
退
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
自
覚
の
現
象
学
」
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
を
一

つ
に
し
た
よ
う
な
後
期
の
考
え
を
中
心
的
に
見
な
が
ら
、
そ
れ
に
前
期
の
考
え
を
補
っ
て
行
く
方
法
を
取
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
（
四
）
宗
教
的
生
の
全
道
程
を
取
り
扱
お
う
と
す
る
「
自
覚
の
現
象
学
」
に
と
っ
て
、
西
田
の
＝
般
者
の
自
覚
的
体
系
」
は
そ
の
生
の

往相
面
た
り
え
て
も
、
還
相
面
を
含
ん
で
い
な
い
。
「
自
覚
の
現
象
学
」
が
そ
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
も
、
宗
教
的
生
の
往
相
・
還
相
の
両
面

を
叙
述
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
西
田
哲
学
を
手
引
き
と
す
る
「
自
覚
の
現
象
学
」
は
こ
の
場
合
、
西
田
最

後
の完
成
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
出
て
く
る
「
平
常
底
」
の
考
え
に
注
意
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
い

わ
ば
「
平
常
底
の
現
象
学
」
に
対
し
て
は
、
妙
好
人
の
例
が
格
好
の
材
料
を
我
々
に
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。



以上
、
西
田
の
＝
般
者
の
自
覚
的
体
系
」
に
依
っ
て
、
新
た
に
構
想
さ
れ
る
「
自
覚
の
現
象
学
」
を
少
し
展
望
し
て
み
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
（
未
　
完
）

註
ω
　拙
論
『
「
自
覚
の
現
象
学
」
の
試
み
』
（
『
宗
教
研
究
三
一
一
〇
三
号
）
。
上
記
の
小
論
は
、
平
成
六
年
九
月
に
立
正
大
学
で
開
か
れ
た
、
日
杢
示

　
教学
会
の
第
五
十
三
回
学
術
大
会
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
の
要
旨
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
時
の
発
表
原
稿
を
も
と
に
、
さ
ら
に
大
幅
に
加

　筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

②　
た
だ
し
、
自
覚
と
い
う
言
葉
は
、
明
治
三
十
七
年
に
書
か
れ
た
小
篇
「
自
覚
主
義
」
（
十
三
ー
九
〇
以
下
）
に
、
す
で
に
見
い
だ
さ
れ
る
。

㈲　
三
宅
剛
一
「
自
覚
と
い
う
こ
と
」
（
『
西
田
幾
多
郎
－
同
時
代
の
記
録
ー
ー
』
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
、
十
八
ー
二
一
二
頁
）
、
お
よ
び

　
上
田閑
照
『
経
験
と
自
覚
－
ー
西
田
哲
学
の
「
場
所
」
を
求
め
て
ー
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
＝
七
ー
九
頁
に
、
西
田
哲
学
に
お

　け
る
「
自
覚
」
の
諸
相
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

ω　
　
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
二
巻
、
一
五
頁
。
な
お
、
上
田
閑
照
『
西
田
幾
多
郎
を
読
む
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
二
八
二
頁
、
お
よ
　
　
　
　
6

び
・
高
坂
正
顕
茜
田
幾
多
郎
先
生
の
生
涯
と
思
想
』
（
弘
文
堂
書
戻
昭
和
二
＋
二
年
）
九
＝
丁
四
頁
参
照
・
　
　
　
　
　
　
一

「自
覚
の
現
象
学
」
の
構
想


