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精
霊
の
実
在
を
め
ぐ
る
不
確
定
性
と
非
実
在
性
の
研
究
の
た
め
の
一
考
察 

―
―
ビ
ル
マ
の
ナ
ッ
信
仰
の
場
合
―
― 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本 

文
子 

 
 

要
旨 

 

ビ
ル
マ
に
は
ナ
ッ
と
呼
ば
れ
る
精
霊
や
神
に
対
す
る
信
仰
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
実
際
の
ビ
ル
マ
の
人
び
と
の
多
く
は
、
ナ
ッ
の
実
在
に
対
し
て
い
る
か
い
な
い
か

わ
か
ら
な
い
と
考
え
た
り
（
不
確
定
性
）
、
存
在
し
な
い
と
考
え
た
り
し
て
い
る
（
非
実

在
性
）
。
本
論
文
で
は
、
ナ
ッ
の
実
在
に
対
し
て
不
確
定
、
あ
る
い
は
非
実
在
の
立
場
を

と
る
語
り
を
も
と
に
、
従
来
の
ナ
ッ
信
仰
の
人
類
学
的
研
究
（
ス
パ
イ
ロ
の
心
理
学
的
ア

プ
ロ
ー
チ
、
ナ
ッ
シ
ュ
の
社
会
的
機
能
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、
田
村
の
象
徴
論
的
ア
プ
ロ

ー
チ
）
が
想
定
し
て
き
た
ナ
ッ
信
仰
と
、
実
際
の
ビ
ル
マ
に
お
け
る
ナ
ッ
の
実
在
に
対
す

る
多
く
の
人
び
と
の
否
定
的
認
識
に
は
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
隔
た
り

は
、
他
者
の
信
念
の
記
述
可
能
性
を
論
じ
た
浜
本
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
と

い
う
概
念
か
ら
説
明
で
き
る
。
浜
本
に
よ
れ
ば
、
人
類
学
者
が
他
者
の
慣
行
S
に
つ
い
て

「
彼
ら
は
S
を
信
じ
て
い
る
」
と
記
述
す
る
と
き
、
そ
の
話
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

空
間
に
お
い
て
、
S
が
真
と
み
な
さ
れ
な
い
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
反
対

に
他
者
の
慣
行
P
が
話
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
に
お
い
て
真
と
み
な
さ
れ
る

と
き
「
彼
ら
は
P
を
知
っ
て
い
る
」
と
記
述
さ
れ
る
。
精
霊
の
実
在
の
不
確
定
性
や
非
実

在
性
は
、
「
彼
ら
は
～
を
信
じ
て
い
る
」
と
は
表
わ
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
、
精

霊
の
実
在
を
信
じ
る
人
だ
け
が
問
題
化
さ
れ
、
そ
う
で
な
い
人
（
精
霊
の
実
在
を
不
安
定
、

非
実
在
と
す
る
人
）
が
問
題
化
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
「
信
じ
る
」
と
い
う
語
に
込
め
ら

れ
て
い
た
人
類
学
者
の
側
の
認
識
に
よ
る
と
説
明
で
き
る
。 

 

キ
ー
ワ
ー
ド 

ナ
ッ
、
不
確
定
性
、
非
実
在
性
、
信
念
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間 
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⒈ 

は
じ
め
に 

  

ビ
ル
マ
に
は
、
ナ
ッ
（nat

）
と
呼
ば
れ
る
精
霊
に
対
す
る
信
仰
、
ナ
ッ
信
仰

が
あ
る
と
さ
れ
る
。
ナ
ッ
は
、
一
般
的
に
不
可
視
と
さ
れ
、
諸
々
の
霊
的
存
在

の
総
称
で
あ
る
。
ナ
ッ
信
仰
に
対
す
る
筆
者
の
最
初
の
疑
問
は
、「
な
ぜ
ビ
ル
マ

の
人
々
は
、
ナ
ッ
と
い
う
霊
的
な
存
在
を
信
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
問
題
関
心
の
も
と
、
先
行
研
究
の
読
解
を
す
す
め
、

ま
た
自
ら
も
ビ
ル
マ
へ
と
調
査
に
赴
く
な
か
で
、
筆
者
は
、
自
分
が
ビ
ル
マ
で

得
た
経
験
と
、
実
際
の
先
行
研
究
と
の
あ
い
だ
に
、
違
和
感
を
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
端
的
に
述
べ
る
と
、
実
際
の
ビ
ル
マ
に
お
け
る
ナ
ッ
に
対
す
る
認
識

と
、
こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
も
の
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
相
違
で
あ

る
。
実
際
に
は
、
ビ
ル
マ
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
も
ナ
ッ
を
信
仰
し
な
い
だ
け

で
な
く
、
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
と
い
う
人
が
大
勢
い
る
。
信
じ
て
い

な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
信
じ
て
い
る
と
も
断
言
で
き
な
い
、
つ
ま
り
よ

く
わ
か
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
人
も
い
る
（
１
）
。
し
た
が
っ
て
、
ビ
ル
マ
の
ナ
ッ

信
仰
に
お
い
て
「
な
ぜ
ビ
ル
マ
の
人
々
は
、
ナ
ッ
と
い
う
霊
的
な
存
在
を
信
じ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
う
こ
と
は
、
ナ
ッ
信
仰
の
ひ
と
つ
の
側
面
し
か
見

て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。 

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
筆
者
が
従
来
の
研
究
に
対
し
て
覚
え
た
違
和
感
を
、

ビ
ル
マ
で
得
た
事
例
（
２
）

を
も
と
に
、
可
能
な
限
り
言
語
化
し
、
研
究
対
象
と

さ
れ
る
も
の
と
、
実
際
の
ビ
ル
マ
の
現
状
と
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
な
ぜ
起

こ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
論
文
で
は
と
く
に
、
ナ
ッ
信
仰
の
人
類
学
的

研
究
の
な
か
で
も
、「
な
ぜ
ビ
ル
マ
の
人
々
は
、
ナ
ッ
と
い
う
霊
的
な
存
在
を
信

じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
、
あ
る
い
は

こ
の
問
い
を
考
察
す
る
の
に
示
唆
を
与
え
た
以
下
の
三
名
の
研
究
に
焦
点
を
当

て
る
。
ひ
と
り
は
、
ナ
ッ
の
実
在
性
と
ナ
ッ
に
対
す
る
信
仰
を
心
理
学
的
側
面

か
ら
考
察
し
た
メ
ル
フ
ォ
ー
ド
・
ス
パ
イ
ロ
、
そ
し
て
ナ
ッ
信
仰
の
存
続
を
ナ

ッ
の
社
会
的
機
能
か
ら
考
察
し
た
ジ
ュ
ー
ン
・
ナ
ッ
シ
ュ
、
最
後
に
ナ
ッ
に
ま

つ
わ
る
神
話
分
析
を
通
し
て
象
徴
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
田
村
克
己

の
研
究
で
あ
る
。
事
例
を
下
敷
き
に
、
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
証
す
る
。
そ

の
あ
と
、
そ
の
違
和
感
を
、
浜
本
満
に
よ
る
他
者
の
信
念
を
論
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
の
議
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
理
論
的
側
面
か
ら
考
察
す
る
。 

本
論
文
で
の
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
、
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
ナ
ッ
信
仰
の

従
来
の
議
論
は
、「
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
、
信
仰
し
て
い
る
人
」
を
分
析
す
る
た

め
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
い
る
が
、
そ
う
で
な
い
人
た
ち
の
分
析
モ
デ
ル
と
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
ビ
ル
マ
に
は
「
そ
う

で
な
い
人
た
ち
」
、
つ
ま
り
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
と
言
う
人
や
、
ナ
ッ

の
存
在
は
い
る
か
い
な
い
か
わ
か
ら
な
い
と
考
え
る
人
が
存
在
す
る
。
な
ぜ
彼

ら
が
研
究
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
は
、
人
類
学
に
お
け
る
、
他
者
の
信
念

を
め
ぐ
る
記
述
の
問
題
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
族
誌
に
お
い
て
は

他
者
の
慣
行
に
つ
い
て
「
信
じ
る
」
と
か
「
信
念
」
と
い
う
表
現
が
往
々
に
用

い
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
表
現
が
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
「
知
っ
て
い
る
」
と
か
「
知

識
」
と
い
う
表
現
と
の
対
比
を
と
お
し
て
理
解
で
き
る
。
人
類
学
者
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
に
お
い
て
、
他
者
の
慣
行
が
理
解
で
き
な
い
場
合
、「
彼
ら

は
～
を
信
じ
て
い
る
」
と
記
述
さ
れ
る
。
理
解
で
き
る
場
合
「
彼
ら
は
～
を
知
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っ
て
い
る
」
と
記
述
さ
れ
る
。「
彼
ら
は
～
を
信
じ
る
」
と
か
「
彼
ら
は
～
と
い

う
信
念
を
持
っ
て
い
る
」
と
言
う
場
合
、
そ
の
話
者
が
「
～
」
の
部
分
を
理
解

で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
他
者
の
信
念

に
お
い
て
、
そ
れ
を
信
じ
る
人
の
み
が
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
所
以
が
あ
る
。 

 

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

第
二
章
で
は
、
事
例
と
し
て
筆
者
が
ビ
ル
マ
で
得
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
記
述

す
る
。
ま
ず
ナ
ッ
に
つ
い
て
概
説
し
た
の
ち
、
ビ
ル
マ
に
お
け
る
事
例
を
提
示

す
る
。 

第
三
章
で
は
、
ス
パ
イ
ロ
、
ナ
ッ
シ
ュ
、
田
村
の
議
論
を
振
り
返
り
、
第
二

章
で
述
べ
た
事
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
三
名
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ビ
ル
マ
の
現

状
に
は
適
用
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
。 

 

第
四
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
理
論
的
な
側
面
か
ら
考
察
す
る
。
浜
本

に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
の
議
論
を
援
用
し
、
記
述
す
る
側
で
あ
る

「
わ
れ
わ
れ
」
が
、
信
者
で
あ
る
「
彼
ら
」
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
た
か

が
、
従
来
の
研
究
に
よ
る
研
究
対
象
の
決
定
と
筆
者
が
感
じ
て
い
た
違
和
感
を

説
明
す
る
こ
と
を
示
す
。 

 

⒉ 

ビ
ル
マ
で
の
事
例 

  

本
章
で
は
、
ま
ず
本
論
文
で
問
題
と
す
る
ナ
ッ
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
。

そ
の
あ
と
、
ビ
ル
マ
に
お
け
る
事
例
を
紹
介
す
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
事
例

は
、
ビ
ル
マ
に
お
い
て
ナ
ッ
に
対
す
る
態
度
が
一
様
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
存
在
を
信
じ
、
信
仰
す
る
と
い
う
態
度
だ
け
で
は
な
く
、

ナ
ッ
の
存
在
を
疑
っ
た
り
、
否
定
し
た
り
す
る
態
度
も
ご
く
普
通
に
見
ら
れ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
事
例
と
従
来
の
研
究
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
た
考
察
は
次

章
で
行
う
。 

 

２
―
１
．
ナ
ッ 

 

本
論
に
入
る
前
に
、
ビ
ル
マ
の
ナ
ッ
信
仰
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た

い
。
ビ
ル
マ
に
は
ナ
ッ
と
呼
ば
れ
る
精
霊
、
神
が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ナ
ッ
と
い
う
言
葉
は
、
そ
う
し
た
存
在
の
総
称
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の

霊
的
存
在
を
含
む
。
そ
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
間
で
も
統
一
さ
れ
て

い
な
い
。
ナ
ッ
と
呼
ば
れ
る
存
在
に
は
、
自
然
物
に
宿
る
精
霊
、
上
座
仏
教
世

界
観
に
由
来
す
る
神
々
の
類
、
神
話
上
あ
る
い
は
歴
史
上
の
人
物
の
死
霊
、
動

物
の
死
霊
な
ど
が
あ
る
と
さ
れ
る
。（
３
） 

上
座
仏
教
世
界
観
は
垂
直
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
三
十
一
の
世
界
（
４
）

か
ら

成
る
が
、
そ
の
世
界
に
お
け
る
人
間
界
を
基
準
に
人
間
よ
り
上
位
の
ナ
ッ
と
人

間
よ
り
下
位
の
ナ
ッ
に
分
け
ら
れ
る
（
５
）
。
上
位
に
位
置
す
る
ナ
ッ
は
、
適
切
に

慰
撫
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
を
守
護
し
て
く
れ
る
が
、
慰
撫
を
怠
っ
た
り
、
無
礼
を

働
い
た
り
す
る
と
不
幸
を
招
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
下
位
に
位
置
す
る
ナ
ッ

は
、
と
く
に
慰
撫
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。 

ナ
ッ
に
か
ん
す
る
文
献
を
見
れ
ば
上
記
の
よ
う
な
ナ
ッ
の
分
類
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
筆
者
が
知
る
限
り
、
ビ
ル
マ
に
お
け
る
多
く
の
人
び
と
は
、
そ

も
そ
も
日
常
生
活
に
お
い
て
ナ
ッ
の
こ
と
を
話
題
に
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

ま
た
、
ナ
ッ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
で
も
、
ど
れ
か
特
定
の
ナ
ッ
を
想
起
し

て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
霊
的
存
在
一
般
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
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れ
る
（
６
）
。
ま
た
、
ナ
ッ
の
種
類
や
名
称
を
す
ら
す
ら
と
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

人
も
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
ま
た
、
生
活
に
お
い
て
家
を
守
護
す
る
エ
イ
ン
ザ
ウ

ン
ナ
ッ
（ein-saun-nat

。
ビ
ル
マ
語
で
「
家
」
は
エ
イ
ン
（ein

）
、「
守
る
」
は

サ
ウ
ン
（saun

）
）
が
慰
撫
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
ナ
ッ
が
人
間
の

上
位
に
位
置
す
る
か
ら
と
か
、
下
位
に
位
置
す
る
別
の
ナ
ッ
は
慰
撫
す
る
必
要

が
な
い
な
ど
と
は
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
な
い
。
一
般
的
に
ナ
ッ
に
つ
い
て
の
語

り
は
個
々
の
ナ
ッ
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
慰
撫
の
対
象
と
な
る
ナ

ッ
と
そ
う
で
な
い
ナ
ッ
の
区
別
も
厳
密
に
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
本
論
で
ナ
ッ
と
言
う
場
合
、
多
く
の
ビ
ル
マ
に
お
け
る
人
々
に
と
っ

て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ビ
ル
マ
の
霊
的
存
在
一
般
を
指
し
て
い
る
。 

 
 

２
―
２
．
事
例 

 

以
下
で
は
、
筆
者
が
実
際
に
ビ
ル
マ
で
聞
い
た
ナ
ッ
に
対
す
る
認
識
を
あ
ら

わ
し
た
語
り
を
二
例
挙
げ
る
。
事
例
①
の
女
性
は
仏
教
徒
で
あ
り
、
事
例
②
の

男
性
は
、
か
つ
て
は
無
宗
教
だ
っ
た
が
、
現
在
は
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
。

事
例
①
は
大
学
で
経
済
学
を
教
え
る
三
十
代
女
性
の
大
学
教
員
Ｍ
Ｋ
の
語
り
で

あ
る
。
ナ
ッ
の
実
在
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
自
分
に
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
語

る
。
ナ
ッ
に
対
し
て
特
別
な
関
心
を
も
っ
て
い
な
い
。
事
例
②
は
、
か
つ
て
は

ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
語
り
で
あ
る
。
事
例
②
は
文
学
を

専
攻
す
る
二
十
代
男
性
の
大
学
院
生
Ｎ
の
語
り
で
あ
る
。
か
つ
て
ナ
ッ
の
存
在

を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
が
、
現
在
は
信
じ
て
い
る
と
語
る
。 

  

事
例
① : 

ナ
ッ
が
い
る
か
い
な
い
か
わ
か
ら
な
い 

 

Ｍ
Ｋ
と
ナ
ッ
に
つ
い
て
話
し
て
い
た
さ
い
、「
あ
な
た
は
ど
う
か
？
」
と
尋
ね

た
と
こ
ろ
、
笑
い
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
話
し
た
。 

 
 「

信
仰
し
て
い
な
い
わ
（m

a-khokw
e-bu

。khokw
e

は
「
信
仰
す
る
」
）
。
い
る

か
い
な
い
か
も
わ
か
ら
な
い
し
、
だ
か
ら
そ
れ
が
怖
い
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な

い
。
父
も
母
も
信
仰
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。
友
人
（
経
済
大
学
の
教
員
で
女

性
）
は
信
仰
し
て
い
る
け
れ
ど
。
彼
女
の
場
合
は
、
父
も
母
も
信
仰
し
て
い
る

か
ら
。
伝
統
だ
か
ら
。
」 

  

Ｍ
Ｋ
は
日
本
の
大
学
に
留
学
し
て
い
た
経
験
を
持
ち
、
ビ
ル
マ
に
帰
国
後
は

大
学
に
ポ
ス
ト
を
得
て
、
忙
し
く
働
い
て
い
る
。
大
学
教
員
ら
し
く
、
上
等
そ

う
な
タ
メ
イ
ン
（
女
性
用
の
巻
き
ス
カ
ー
ト
）
と
同
じ
色
の
上
着
を
着
用
し
、

非
常
に
洗
練
さ
れ
た
雰
囲
気
の
持
ち
主
で
あ
る
。 

 

Ｍ
Ｋ
の
口
ぶ
り
に
は
、「
ナ
ッ
の
実
在
な
ど
、
い
ま
の
い
ま
ま
で
考
え
た
こ
と

な
ど
な
か
っ
た
」
と
い
う
思
い
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
Ｍ
Ｋ
の
語
り
か
ら
は
、

ナ
ッ
を
積
極
的
に
信
じ
る
わ
け
で
も
な
く
、
積
極
的
に
否
定
す
る
で
も
な
く
、

存
在
し
よ
う
が
し
ま
い
が
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
、
ま
し
て
は
そ
ん
な
存
在
を

信
仰
す
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
態
度
が
読
み
取
れ
る
。
ナ
ッ
そ
の
も
の
に
対

す
る
関
心
が
薄
く
、
親
の
ナ
ッ
に
対
す
る
態
度
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。 

 
 事

例
② : 
昔
は
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た 

 

Ｎ
は
、
自
分
と
自
分
の
家
族
、
と
く
に
兄
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。 
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「
兄
は
大
学
で
化
学
を
専
攻
し
て
い
る
か
ら
、
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
て
い
な

い
よ
。
兄
は
パ
ゴ
ダ
に
通
う
よ
う
な
熱
心
な
仏
教
徒
で
は
な
く
、
人
生
で
一
度

し
か
瞑
想
を
し
た
こ
と
が
な
い
ぐ
ら
い
な
ん
だ
。
そ
の
か
わ
り
、
酒
、
た
ば
こ

は
一
切
し
な
い
。
そ
れ
に
、
彼
は
未
だ
か
つ
て
一
度
も
嘘
を
付
い
た
こ
と
が
な

い
。
僕
自
身
も
幼
い
頃
は
、
ナ
ッ
も
ブ
ッ
ダ
も
何
も
か
も
信
じ
て
い
な
か
っ
た

ね
。
父
親
は
作
家
で
、
家
族
全
員
、
父
、
母
、
兄
二
人
、
自
分
、
姉
妹
二
人
が

い
る
の
だ
け
ど
、
誰
も
何
の
宗
教
も
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
で
も
あ
る
時
、
ど

こ
か
で
化
学
を
教
え
て
い
る
大
学
教
授
が
、
ナ
ッ
ガ
ド
ー
に
「
あ
な
た
の
前
世

は
あ
る
王
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
ら
し
く
て
。
そ
れ
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
を

読
ん
で
か
ら
、
ナ
ッ
の
こ
と
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
な
。
で
も
存
在
は
信
じ

る
け
れ
ど
、
信
仰
は
し
て
い
な
い
な
。
」 

  

そ
れ
以
前
は
、
Ｎ
の
場
合
、
現
在
は
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
が
、
か
つ

て
は
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
Ｎ
自
身
だ
け
で
な
く
、
Ｎ
の

兄
や
、
ほ
か
の
家
族
に
つ
い
て
も
、
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
し

て
い
る
（
７
）
。
兄
が
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
弟
で
あ
る
Ｎ

に
よ
れ
ば
、「
大
学
で
化
学
を
専
攻
し
て
い
る
か
ら
」
で
あ
る
。
ま
た
自
分
が
の

ち
に
ナ
ッ
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
大
学
で
化
学
を
教
え
る
教

授
が
書
い
た
ナ
ッ
に
つ
い
て
の
本
を
読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
と
説
明

さ
れ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
Ｎ
と
そ
の
家
族
は
、「
ナ
ッ
も
ブ
ッ
ダ
も
何
も
か
も
信

じ
て
い
な
か
っ
た
」
し
、
「
誰
も
何
の
宗
教
も
信
じ
て
い
な
か
っ
た
」
。
Ｎ
の
語

り
か
ら
は
、
あ
る
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
Ｎ
の
宗
教
観
は
変
わ
る
が
、
そ
れ
以

前
は
宗
教
と
い
う
も
の
す
べ
て
に
対
し
て
、
否
定
的
な
見
方
を
持
っ
て
い
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

事
例
①
と
②
に
お
い
て
は
、
ナ
ッ
の
種
類
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
関
心
が
払
わ

れ
ず
、
単
に
「
ナ
ッ
」
と
だ
け
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
ひ
と
く

く
り
に
さ
れ
た
ナ
ッ
の
実
在
に
対
し
て
、
事
例
①
で
は
、
不
確
か
な
も
の
と
し

て
、
ま
た
そ
の
不
確
か
さ
に
対
し
て
さ
え
、
無
関
心
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。
事
例
②
で
は
、
き
っ
ぱ
り
と
存
在
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
言

さ
れ
て
い
る
。 

事
例
①
と
②
の
よ
う
に
ナ
ッ
を
語
る
人
た
ち
は
、
従
来
の
ナ
ッ
信
仰
研
究
で

は
中
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
筆
者
が
冒
頭
で
述
べ

た
違
和
感
が
あ
る
。
な
ぜ
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
を
第
四
章
で
考
察
す
る
に
先
立
ち
、
次
の
第
三
章
で
は
、
従
来
の
研
究
が

ナ
ッ
信
仰
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
か
を
振
り
返
り
、
筆
者
の
感
じ
た
違

和
感
を
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。 

 

⒊ 

従
来
の
ナ
ッ
信
仰
の
説
明
体
系
お
よ
び
そ
の
妥
当
性 

 
 

 

本
章
で
は
、
ナ
ッ
信
仰
に
つ
い
て
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
説
明
し
た
メ
ル

フ
ォ
ー
ド
・
ス
パ
イ
ロ
、
社
会
的
機
能
か
ら
説
明
し
た
ジ
ュ
ー
ン
・
ナ
ッ
シ
ュ
、

象
徴
論
的
側
面
か
ら
説
明
し
た
田
村
克
己
の
議
論
を
概
観
す
る
。
そ
の
あ
と
、

二
章
で
取
り
上
げ
た
事
例
を
も
と
に
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
。 

 

３
―
１
．
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

:
 

心
理
、
社
会
機
能
、
象
徴 
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ま
ず
ス
パ
イ
ロ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
ス
パ
イ
ロ
は
『
ビ
ル

マ
に
お
け
る
超
自
然
的
な
も
の
へ
の
信
仰
（Burm

ese Supernaturalism

）
』

[Spiro 1978(1966)]

と
い
う
本
の
第
五
章
で
、
超
自
然
的
存
在
全
般
を
考
察
の

対
象
と
し
て
、
ビ
ル
マ
の
人
々
が
な
ぜ
ナ
ッ
の
よ
う
な
存
在
を
信
じ
る
の
か
、

そ
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
信
じ
ら
れ
た
存
在
に
重
要
性
を
与
え
る
の
か
に

つ
い
て
、
心
理
的
な
側
面
か
ら
説
明
を
行
っ
た
（
８
）
。
ス
パ
イ
ロ
の
議
論
は
単
純

化
し
て
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
人
が
幼
児
期
に
獲
得
す
る
知
覚
の
セ
ッ

ト
と
、
宗
教
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
認
知
の
セ
ッ
ト
の
一
致
に
よ
っ
て
、
超
自
然

的
存
在
は
単
な
る
文
化
的
発
明
物
で
は
な
く
な
り
実
在
性
を
獲
得
す
る
。
た
と

え
ば
ス
パ
イ
ロ
は
親
子
関
係
を
挙
げ
て
説
明
す
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
幼

少
期
に
子
供
が
そ
の
親
と
の
間
に
持
つ
関
係
は
、
個
人
の
知
覚
の
セ
ッ
ト
を
形

成
す
る
と
さ
れ
る
。
子
供
に
と
っ
て
親
と
い
う
存
在
は
い
つ
怒
ら
せ
て
し
ま
う

か
わ
か
ら
な
い
存
在
で
あ
り
、
そ
の
た
め
子
供
は
親
が
超
自
然
的
力
を
持
つ
と

考
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
知
覚
の
セ
ッ
ト
と
さ
れ
る
。
ま
た
ビ
ル
マ
社
会

に
お
け
る
ナ
ッ
信
仰
（
＝
認
知
の
セ
ッ
ト
）
に
お
い
て
ナ
ッ
は
や
は
り
超
自
然

的
力
を
持
つ
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ナ
ッ
と
親
は
超
自
然
的
力
を
持
つ

と
い
う
点
で
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
知
覚
の
セ
ッ
ト
を
認
知
の
セ

ッ
ト
に
投
射
し
、
両
者
が
合
致
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
合
致
を
経
て
、

ナ
ッ
は
信
じ
ら
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る[ibid. :74-75]

。
実
在
性
を
獲
得
し
た

超
自
然
的
存
在
が
人
び
と
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
人

び
と
が
こ
の
超
自
然
的
存
在
に
重
要
性
を
与
え
る
た
め
の
動
機
を
持
つ
た
め
で

あ
る
。
動
機
に
は
心
理
的
不
安
の
軽
減
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
ス
パ
イ
ロ
は

超
自
然
的
存
在
は
ビ
ル
マ
の
人
々
の
心
理
的
不
安
を
軽
減
す
る
と
い
う
機
能
を

果
す
と
論
じ
る
。
た
と
え
ば
、
ビ
ル
マ
の
人
々
は
親
を
ナ
ッ
だ
と
考
え
る
こ
と

で
、
つ
ま
り
ナ
ッ
を
恐
れ
る
こ
と
で
、
親
に
対
し
て
必
要
以
上
の
恐
怖
心
を
抱

い
た
り
、
そ
の
た
め
親
に
対
し
て
愛
情
を
持
て
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
回

避
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
動
機
と
い
う
心
理
的
要
因
の
た
め
に
、
人
び
と
は

ナ
ッ
に
対
し
て
、
た
ん
に
そ
の
存
在
を
信
じ
る
の
み
な
ら
ず
、
重
要
性
を
与
え

る
と
言
う
。
ス
パ
イ
ロ
の
主
張
を
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
子
供
に
と

っ
て
の
親
の
気
ま
ぐ
れ
さ
、
つ
ま
り
自
然
的
な
法
則
か
ら
は
予
測
で
き
な
い
よ

う
な
超
自
然
的
な
力
が
、
認
知
の
セ
ッ
ト
で
あ
る
ナ
ッ
信
仰
と
の
合
致
を
通
し

て
、
ナ
ッ
と
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

つ
ぎ
に
ナ
ッ
シ
ュ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
ナ
ッ
シ
ュ
は
、
人

び
と
の
社
会
関
係
か
ら
ナ
ッ
信
仰
を
考
察
し
た
論
文[N

ash 1966]

の
冒
頭
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
今
ま
で
の
ナ
ッ
研
究
は
ナ
ッ
の
起
源
や
歴
史
的
状
況

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
ナ
ッ
信
仰
が
存
続
す
る
の
か
、

村
や
地
域
の
社
会
構
造
に
お
け
る
ナ
ッ
信
仰
の
意
義
に
つ
い
て
誰
も
研
究
し
て

こ
な
か
っ
た
」[ibid. : 117]

。
こ
こ
で
は
「
な
ぜ
ナ
ッ
信
仰
が
存
続
す
る
の
か
」

と
い
う
問
い
と
「
村
や
地
域
の
社
会
構
造
に
お
け
る
ナ
ッ
信
仰
の
意
義
」
が
並

列
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
彼
女
は
ナ
ッ
信
仰
の
存
続
理
由

を
、
社
会
構
造
に
お
い
て
ナ
ッ
信
仰
が
も
つ
機
能
に
求
め
て
い
た
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
彼
女
は
宗
教
が
人
間
の
関
心
や
社
会
関
係
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、

ナ
ッ
も
そ
れ
ら
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
彼
女
は

社
会
的
単
位
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
ナ
ッ
が
い
る
と
す
る
。
地
域
単
位
に
お
い

て
は
、
そ
の
地
域
を
封
土
と
す
る
ナ
ッ
、
村
単
位
で
は
村
を
守
護
す
る
ナ
ッ
、

家
族
単
位
で
は
親
か
ら
子
へ
と
継
承
さ
れ
る
ミ
ザ
イ
ン
パ
ザ
イ
ン
ナ
ッ
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（m
izaing-hpazaing-nat

。m
i

は
「
母
」
、hpa

は
「
父
」
、zaing

はhsaing

「
関

係
す
る
」
が
濁
っ
た
も
の
で
あ
る
。
直
訳
す
る
と
「
母
と
父
と
関
係
す
る
ナ
ッ
」

で
あ
る
）
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ナ
ッ
に
対
す
る
結
び
つ
き
の
度
合
い
は
、
人

が
ど
の
単
位
に
お
い
て
も
っ
と
も
密
接
な
関
係
を
も
つ
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

ナ
ッ
シ
ュ
が
調
査
し
た
村
に
お
い
て
は
、
親
子
間
で
継
承
さ
れ
る
ナ
ッ
が
も
っ

と
も
重
要
視
さ
れ
、
丁
重
な
慰
撫
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
う
し
た
慰
撫
は
受
け
継

い
だ
者
の
義
務
と
さ
れ
る
。
村
の
ナ
ッ
と
個
人
と
の
あ
い
だ
に
は
そ
の
よ
う
な

直
接
的
な
義
務
は
な
い
。
し
か
し
ミ
ザ
イ
ン
パ
ザ
イ
ン
ナ
ッ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

そ
の
村
と
の
結
び
付
き
は
強
く
、
村
を
離
れ
る
と
き
に
は
、
か
な
ら
ず
お
供
え

物
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
域
の
ナ
ッ
は
、
ナ
ッ
シ
ュ
が
言
う
に
は
、
広

い
地
域
で
名
声
を
得
た
家
や
村
の
ナ
ッ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
世
界
に
お

け
る
名
声
が
ナ
ッ
の
世
界
に
お
け
る
名
声
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る[ibid.: 132]

。
彼
女
は
こ
う
し
た
人
間
の
世
界
と
ナ
ッ
の
世
界
の
パ
ラ
レ
ル

な
関
係
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
ナ
ッ
の
役
割
を
見
出
す
。
こ
の
ナ
ッ
の
役
割
が
、

ナ
ッ
信
仰
が
存
続
し
て
き
た
理
由
で
あ
る
。 

最
後
に
田
村
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
田
村
の
研
究
は
、
神
話

分
析
を
通
し
て
、
象
徴
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
ナ
ッ
信
仰
を
考
察
し
て
い
る 

[

田
村 1984]

。
た
と
え
ば
田
村
は
、
タ
ウ
ン
ビ
ョ
ン
二
兄
弟
と
い
う
ナ
ッ
の
伝

説
に
つ
い
て
、
そ
の
諸
要
素
を
時
の
政
治
を
脅
か
す
要
因
と
結
び
つ
け
な
が
ら

分
析
し
た
。
神
話
で
は
、
王
権
を
脅
か
す
者
（
多
く
は
兄
弟
）
は
、
常
に
外
部

か
ら
入
っ
て
き
て
、
そ
し
て
社
会
に
お
い
て
他
の
者
と
関
係
を
持
た
ず
、
そ
の

か
わ
り
に
強
い
兄
弟
間
の
絆
で
結
ば
れ
て
お
り
、
超
自
然
的
能
力
を
持
つ
者
と

し
て
描
か
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
最
後
に
は
王
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
伝
説
が
、
王
権
を
脅
か
す
外
部
に
潜
む
脅
威
、
王
権
の
優
位
性

の
誇
示
を
象
徴
し
て
い
る
と
田
村
は
論
じ
る
。
田
村
の
議
論
に
お
い
て
、
こ
の

場
合
タ
ウ
ン
ビ
ョ
ン
二
兄
弟
の
ナ
ッ
は
、
政
治
と
結
び
付
け
ら
れ
た
と
き
に
有

意
味
な
存
在
と
し
て
認
知
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
象
徴
す
る
も
の
と

象
徴
さ
れ
る
も
の
の
関
係
は
、
そ
れ
自
体
は
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
解
釈
を
経
て
、
つ
ま
り
、
ナ
ッ
の
超
自
然
的
力
が
王
権
へ
の
脅
威
を

象
徴
し
て
い
る
か
ら
と
理
解
し
た
う
え
で
、
ビ
ル
マ
の
人
び
と
が
ナ
ッ
を
信
仰

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
解
釈
は
外
部
に
い
る
研
究
者
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

３
―
２
．
妥
当
性
の
検
討 

 

田
村
の
象
徴
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
実
際
に
ナ
ッ
を
信
じ
る
も
の
に
は
隠
さ

れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
で
き
る
が
、
ス
パ
イ
ロ
や
ナ
ッ
シ
ュ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
一
見
し
て
ナ
ッ
信
仰
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
人
間
の
認
知
セ

ッ
ト
や
知
覚
の
セ
ッ
ト
か
ら
説
明
す
る
ス
パ
イ
ロ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
、
社
会
関

係
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
説
明
す
る
ナ
ッ
シ
ュ
の
説
明
は
、
と
く
に
ナ
ッ
の
存

在
を
信
じ
、
崇
拝
す
る
人
に
つ
い
て
は
、
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
前
章
で
挙
げ
た
事
例
を
説
明
す
る
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、

上
に
ま
と
め
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
う
ち
ス
パ
イ
ロ
と
ナ
ッ
シ
ュ
の
議
論
を
中
心
的

に
取
り
上
げ
、
先
に
述
べ
た
語
り
を
説
明
す
る
か
ど
う
か
検
証
す
る
。 

 

３
―
２
―
１
．
事
例
① 

:
 

実
在
の
不
確
定
性 

 

事
例
①
か
ら
考
察
す
る
。
事
例
①
は
、
ナ
ッ
に
対
し
て
関
心
を
持
た
ず
、
ナ
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ッ
の
実
在
に
つ
い
て
も
不
確
か
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
不
確
か
さ
自
体
に
つ

い
て
無
関
心
で
あ
る
。
ナ
ッ
は
い
る
か
い
な
い
か
わ
か
ら
な
い
存
在
で
あ
り
、

ま
た
恐
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
存
在
で
あ
る
（
９
）
。 

な
ぜ
Ｍ
Ｋ
に
と
っ
て
の
ナ
ッ
は
、
実
在
性
を
獲
得
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

ス
パ
イ
ロ
は
ナ
ッ
が
信
仰
さ
れ
る
ま
で
に
二
つ
の
段
階
を
想
定
し
て
い
る
。
ま

ず
あ
る
超
自
然
的
存
在
が
実
在
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
第
一
段
階
が
あ
る
が
、

こ
の
段
階
が
「
信
じ
る
」
に
相
当
す
る
。
そ
の
後
、
そ
の
超
自
然
的
存
在
に
重

要
性
を
付
与
す
る
こ
と
で
信
仰
の
対
象
と
な
る
の
で
、
こ
の
段
階
が
「
信
仰
す

る
」
に
相
当
す
る
。
Ｍ
Ｋ
の
場
合
、
第
二
段
階
の
「
信
仰
す
る
」
に
達
し
て
い

な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
第
一
段
階
の
「
信
じ
る
」
に
も
到
達
し
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
ス
パ
イ
ロ
の
議
論
か
ら
Ｍ
Ｋ
の
ナ
ッ
へ
の
態
度
を
説
明
す
る
な
ら
ば
、

彼
女
に
は
、
認
知
の
セ
ッ
ト
と
知
覚
の
セ
ッ
ト
の
一
致
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
と

答
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
認
知
の
セ
ッ
ト
と
知
覚
の
セ

ッ
ト
の
一
致
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
認
知
の
セ
ッ
ト
と
知
覚
の
セ

ッ
ト
の
一
致
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
起
こ
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
非

実
在
性
の
程
度
に
か
ん
す
る
問
題
が
あ
る
。
Ｍ
Ｋ
は
、
ナ
ッ
を
存
在
し
な
い
も

の
と
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｍ
Ｋ
に
と
っ
て
、
ナ
ッ
は
存
在
す
る
可

能
性
も
あ
れ
ば
、
存
在
し
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｍ
Ｋ
に
と
っ
て
の

ナ
ッ
は
実
在
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
実
在
性
が
獲
得
さ
れ

る
可
能
性
ま
で
も
が
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
Ｍ
Ｋ

に
と
っ
て
の
ナ
ッ
の
実
在
性
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
あ
る
い
は
表
現
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

実
在
性
の
不
確
定
性
に
か
ん
し
て
、
ス
パ
イ
ロ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
以
上

の
よ
う
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
Ｍ
Ｋ
に
と
っ
て
、
ナ
ッ
の
実
在
性
は
完
全
に

否
定
も
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
肯
定
も
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
実
在
の
不

確
定
性
は
、
ス
パ
イ
ロ
の
議
論
に
即
し
て
述
べ
よ
う
と
し
て
も
、
う
ま
く
い
か

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
肯
定
も
否
定
も
さ
れ
な
い
実
在
性
は
、
認
知
の
セ
ッ
ト

と
知
覚
の
セ
ッ
ト
が
完
全
に
一
致
し
て
実
在
性
が
与
え
ら
れ
た
状
態
と
、
認
知

の
セ
ッ
ト
と
知
覚
の
セ
ッ
ト
が
完
全
に
不
一
致
と
な
り
実
在
性
が
与
え
ら
れ
な

い
状
態
の
中
間
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
一
致
の
程

度
が
中
間
状
態
と
み
な
せ
る
の
か
が
理
解
で
き
な
い
。
ま
た
そ
う
し
た
一
致
の

過
程
は
心
的
内
部
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
、
観
察
に
よ
っ
て
一
致
の
過
程
や

程
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
Ｍ
Ｋ
の
よ

う
に
ナ
ッ
の
実
在
を
不
確
定
と
す
る
立
場
は
、
ス
パ
イ
ロ
の
認
知
の
セ
ッ
ト
と

知
覚
の
セ
ッ
ト
と
い
う
議
論
か
ら
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
え
る
。 

 

次
に
、
事
例
①
を
も
と
に
ナ
ッ
シ
ュ
の
議
論
を
考
察
す
る
。
ナ
ッ
シ
ュ
は
、

ナ
ッ
を
人
間
関
係
を
表
象
す
る
も
の
だ
と
考
え
た
。
そ
う
す
る
と
、
Ｍ
Ｋ
の
場

合
は
、
人
間
関
係
や
社
会
関
係
が
ナ
ッ
と
い
う
か
た
ち
で
表
象
さ
れ
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
人
間
関
係
や
社
会
関
係
が
ナ
ッ
と
い
う
姿
で
表
象
さ
れ
る
場
合
、

ナ
ッ
の
実
在
性
や
そ
の
属
性
・
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
つ
の
社
会
の
内
部

で
あ
る
程
度
合
意
に
達
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
た
と
え
ば
村

の
よ
う
な
社
会
単
位
を
念
頭
に
置
い
た
場
合
、
ナ
ッ
を
め
ぐ
る
慣
行
が
行
わ
れ

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ナ
ッ
の
実
在
性
や
属
性
・
重
要
性

に
対
し
て
、
そ
の
社
会
に
属
す
る
人
た
ち
が
、
完
全
に
一
致
す
る
と
ま
で
は
言

わ
な
い
ま
で
も
、
あ
る
程
度
近
い
認
識
を
持
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
で
は
、

ナ
ッ
の
実
在
性
や
そ
の
属
性
・
重
要
性
に
つ
い
て
、
あ
る
人
た
ち
に
は
ナ
ッ
の
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実
在
性
が
確
固
と
し
て
お
り
、
慰
撫
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
な
重
要
な
存
在
だ

と
み
な
さ
れ
、
同
じ
社
会
に
属
す
る
別
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
に

は
み
な
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
成
立
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
ナ
ッ
シ
ュ
の
議
論
か
ら
Ｍ
Ｋ
の
語
り
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
よ
う
な
問
い
に
答
え
る
必
要
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
Ｍ
Ｋ
の
語
り
に
あ
る
よ

う
な
、
い
る
か
い
な
い
か
わ
か
ら
な
い
ナ
ッ
と
い
う
認
識
、
ま
た
ナ
ッ
の
実
在

性
に
対
す
る
無
関
心
は
、
ナ
ッ
が
人
間
関
係
を
拡
張
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

ナ
ッ
シ
ュ
の
議
論
と
は
、
か
け
離
れ
て
い
る
。
人
間
関
係
に
お
い
て
は
、
人
間

の
利
害
・
関
心
が
錯
綜
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ナ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
人
間

関
係
に
お
い
て
人
間
に
向
け
ら
れ
る
関
心
が
、
ナ
ッ
へ
の
関
心
に
反
映
さ
れ
る

と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
Ｍ
Ｋ
の
よ
う
に
ナ
ッ
に
無
関
心
で
あ
る
と

い
う
態
度
は
、
ナ
ッ
シ
ュ
の
議
論
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。 

 

３
―
２
―
２
．
事
例
② 

:
 

ナ
ッ
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た 

つ
ぎ
に
事
例
②
に
つ
い
て
、
ス
パ
イ
ロ
と
ナ
ッ
シ
ュ
の
議
論
を
検
証
し
て
い

き
た
い
。
事
例
②
は
事
例
①
と
は
異
な
り
、
ナ
ッ
の
実
在
が
き
っ
ぱ
り
と
否
定

さ
れ
て
い
る
（
否
定
さ
れ
て
い
た
）（

10
）
。 

Ｎ
は
、
過
去
に
お
い
て
ナ
ッ
の
実
在
を
信
じ
て
い
な
い
と
断
言
し
て
い
る
。

Ｎ
に
と
っ
て
の
ナ
ッ
の
非
実
在
性
は
、
ス
パ
イ
ロ
の
議
論
に
照
ら
し
合
わ
せ
て

考
え
る
と
認
知
の
セ
ッ
ト
と
知
覚
の
セ
ッ
ト
の
一
致
が
起
こ
ら
な
い
場
合
と
言

え
る
の
だ
ろ
う
か
。
認
知
の
セ
ッ
ト
と
い
う
の
は
単
純
化
し
て
言
え
ば
宗
教
、

こ
の
場
合
ナ
ッ
信
仰
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
認
知
の
セ
ッ
ト
に
対
し
て

知
覚
の
セ
ッ
ト
は
、
幼
少
期
に
お
け
る
自
分
の
身
の
回
り
の
人
間
と
の
知
覚
的

関
係
で
あ
る
。
で
は
Ｎ
の
場
合
、
認
知
の
セ
ッ
ト
は
持
っ
て
い
た
が
、
親
子
関

係
に
お
い
て
そ
れ
と
合
致
す
る
よ
う
な
知
覚
の
セ
ッ
ト
を
獲
得
し
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
ス
パ
イ
ロ
の
説
明
で
は
、
親
子
関
係
は
個
々

の
家
庭
の
事
情
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
よ
り
は
、
ビ
ル
マ
に
お
け
る
家
庭
一

般
に
お
い
て
、
同
様
の
親
子
関
係
が
築
か
れ
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
形
成
さ
れ
る
知
覚
の
セ
ッ
ト
も
類
似
し
た
も
の
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
認
知
の
セ
ッ
ト
と
知
覚
の
セ
ッ
ト
が
一
致
し
な
い
場
合
と

い
う
の
想
定
し
に
く
い
。
あ
る
い
は
Ｎ
は
、
そ
も
そ
も
ナ
ッ
信
仰
と
い
う
認
知

の
セ
ッ
ト
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

認
知
の
セ
ッ
ト
の
不
在
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
Ｎ
の
よ
う
な
語
り
を
、
ス
パ
イ
ロ
の
議
論
の
枠
組
み
を
用
い
て
、
認

知
の
セ
ッ
ト
と
知
覚
の
セ
ッ
ト
が
一
致
し
な
か
っ
た
か
ら
ナ
ッ
が
実
在
性
を
獲

得
し
な
か
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

つ
ぎ
に
事
例
②
に
つ
い
て
、
ナ
ッ
シ
ュ
の
議
論
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
。
ナ

ッ
シ
ュ
の
議
論
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
人
間
関
係
や
社
会
関
係
を
拡
張
し
た

も
の
が
ナ
ッ
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ナ
ッ
シ
ュ
の
議
論
を
Ｎ
に
用
い
る

な
ら
ば
、
Ｎ
に
は
人
間
関
係
や
社
会
関
係
が
な
い
こ
と
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
、

Ｎ
に
お
い
て
は
人
間
関
係
や
社
会
関
係
が
ナ
ッ
に
投
影
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
の
い
ず
れ
か
に
な
る
。
人
間
関
係
や
社
会
関
係
が
な
い
と
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
の
で
、
後
者
の
場
合
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｎ
に
と
っ
て
人
間
関

係
や
社
会
関
係
が
ナ
ッ
に
投
影
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど

う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
事
例
①
に
つ
い
て
ナ
ッ
シ
ュ
の

議
論
を
検
証
し
た
さ
い
に
生
じ
た
問
題
と
同
じ
で
あ
る
。 
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３
―
３
．
小
括 

 
本
章
で
は
、
ビ
ル
マ
の
ナ
ッ
信
仰
に
お
け
る
人
類
学
的
研
究
の
代
表
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
ス
パ
イ
ロ
の
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
ナ
ッ
シ
ュ
の
社
会
機

能
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
田
村
の
象
徴
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
研
究
を
概
観
し
た
。

そ
の
う
ち
、
田
村
の
象
徴
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
事
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
以

前
に
、
何
が
何
を
象
徴
し
て
い
る
か
と
い
う
解
釈
そ
の
も
の
が
、
外
部
か
ら
与

え
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
過
程
を
経

て
、
人
び
と
が
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
、
信
仰
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
象
徴
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ビ
ル
マ
の
人
び
と
自
身
が
、
ど
の
よ

う
に
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
、
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
い
に

は
答
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ナ
ッ
の
存
在
に
対
し
て
懐
疑
心
を
示
し
た

り
、
そ
れ
自
体
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
す
る
よ
う
な
事
例
①
②
を
も
と
に
、
そ
の

妥
当
性
を
検
証
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
本
章
で
は
ス
パ
イ
ロ
と
ナ

ッ
シ
ュ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
、
事
例
①
②
を
も
と
に
そ
の
妥
当
性
を
検
証

し
て
い
る
。 

第
二
章
で
示
し
た
二
つ
の
事
例
は
、
以
下
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
事
例
①

で
は
ナ
ッ
の
実
在
が
不
確
か
で
あ
る
と
い
う
認
識
、
ま
た
そ
う
し
た
不
確
か
さ

に
対
す
る
無
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
。
事
例
②
で
は
ナ
ッ
の
実
在
が
き
っ
ぱ
り

と
否
定
さ
れ
て
い
る
。
前
節
で
こ
れ
ら
二
つ
の
事
例
を
も
と
に
、
ス
パ
イ
ロ
と

ナ
ッ
シ
ュ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ど
ち
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
し

て
も
、
事
例
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
、
奇
妙
な
帰
結
を
導
い
て
し
ま
う
こ
と

が
わ
か
っ
た
。 

た
と
え
ば
、
事
例
①
の
ナ
ッ
の
実
在
の
不
確
定
性
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ス
パ

イ
ロ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
さ
い
、
認
知
の
セ
ッ
ト
と
知
覚

の
セ
ッ
ト
が
完
全
に
一
致
す
る
場
合
と
、
完
全
に
一
致
し
な
い
あ
い
だ
の
中
間

形
態
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ナ
ッ
シ
ュ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

に
お
い
て
は
、
あ
る
社
会
組
織
に
お
い
て
人
間
関
係
が
ナ
ッ
投
影
さ
れ
る
場
合

と
投
影
さ
れ
な
い
場
合
の
差
異
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
人
間
関

係
に
お
け
る
関
心
が
、
人
間
の
ナ
ッ
に
対
す
る
関
心
で
あ
る
な
ら
、
人
間
関
係

に
の
み
関
心
を
も
ち
、
ナ
ッ
に
対
し
て
は
無
関
心
と
い
う
こ
と
は
理
屈
に
合
わ

な
い
。 

事
例
②
の
ナ
ッ
の
実
在
を
完
全
に
否
定
す
る
立
場
に
つ
い
て
も
、
ス
パ
イ
ロ

と
ナ
ッ
シ
ュ
の
議
論
が
導
く
不
可
解
な
帰
結
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。

ス
パ
イ
ロ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
認
知
の
セ
ッ
ト
と
知
覚
の
セ
ッ
ト
が
ビ
ル
マ

に
お
い
て
普
遍
性
を
持
っ
て
一
致
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
の
セ
ッ
ト
が
一
致
し
な
い
場
合
、
な
に
に
原
因
を
求
め
て
よ
い
か

が
不
明
で
あ
る
。
ナ
ッ
シ
ュ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
事
例
①
で
生
じ
た

問
題
と
同
様
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
人
間
関
係
や
社
会
関
係
か
ら
完
全
に
切

り
離
さ
れ
た
個
人
は
想
定
し
が
た
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
に
人
間
関
係
や

社
会
関
係
が
投
影
さ
れ
る
は
ず
の
ナ
ッ
が
実
在
性
を
持
た
な
い
場
合
を
想
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。 

以
上
の
議
論
か
ら
、
ス
パ
イ
ロ
に
し
て
も
ナ
ッ
シ
ュ
に
し
て
も
、
議
論
の
出

発
点
に
ナ
ッ
と
い
う
存
在
が
信
じ
ら
れ
、
人
は
ナ
ッ
を
信
仰
・
崇
拝
し
て
い
る

と
い
う
現
象
が
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

現
象
を
出
発
点
と
し
て
、
な
ぜ
ビ
ル
マ
の
人
び
と
は
、
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
、

ま
た
信
仰
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち
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ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
、
信
仰
し
て
い
る
人
を
説
明
す
る

モ
デ
ル
と
し
て
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
事
例
①
②
で
見
た
よ
う
に
、
ナ
ッ
の
存
在
は
常
に
信
じ
ら
れ
、
ま

た
信
仰
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
ビ
ル
マ
の
人
々
は
、
常
に
ナ
ッ
の

存
在
を
信
じ
、
信
仰
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ナ
ッ
の
実
在
は
不
確
定
性
を

も
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
実
在
が
は
っ
き
り
と
否
定
さ
れ
る
場
合
も

あ
る
。
本
章
で
の
検
証
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、「
存
在
自
体
が
不
確

か
な
ナ
ッ
」
や
「
存
在
し
な
い
ナ
ッ
」
お
よ
び
こ
う
し
た
ナ
ッ
認
識
を
も
つ
人

び
と
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
な
ぜ

こ
れ
ら
は
ナ
ッ
信
仰
を
研
究
す
る
さ
い
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。 

 

⒋ 

理
論
的
考
察 :

 

人
類
学
に
お
け
る
「
信
念
」 

 

第
三
章
で
は
、
筆
者
が
集
め
た
語
り
を
も
と
に
従
来
の
研
究
の
妥
当
性
を
検

証
し
た
。
そ
の
結
果
、
ス
パ
イ
ロ
の
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
ナ
ッ
シ
ュ
の
社

会
機
能
的
な
説
明
に
お
い
て
は
、「
存
在
自
体
が
不
確
か
な
ナ
ッ
」
や
「
存
在
し

な
い
ナ
ッ
」
お
よ
び
こ
う
し
た
ナ
ッ
認
識
を
も
つ
人
び
と
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

で
は
な
ぜ
従
来
の
研
究
は
「
信
じ
ら
れ
か
つ
信
仰
さ
れ
て
い
る
ナ
ッ
」
と
「
ナ

ッ
の
存
在
を
信
じ
、
ま
た
信
仰
す
る
人
」
だ
け
に
焦
点
を
当
て
、「
ナ
ッ
の
存
在

を
信
じ
て
い
な
い
人
」
や
「
ナ
ッ
の
存
在
を
不
確
定
だ
と
考
え
る
人
」
を
問
題

化
し
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
他
者
の
慣
行
や
考

え
方
に
対
し
て
、「
信
じ
る
」
と
か
「
信
念
」
と
い
う
語
を
用
い
て
表
現
す
る
こ

と
、
あ
る
い
は
人
類
学
者
が
そ
れ
ら
を
と
く
に
問
題
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た

い
。
こ
の
問
い
は
、
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
す
る
の
か
と
い
う
、

わ
れ
わ
れ
自
身
の
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
を
考
察
す
る
さ
い
、
他
者
の
信
念

が
記
述
可
能
で
あ
る
か
を
論
じ
た
人
類
学
者
の
浜
本
満
の
議
論[

浜
本 2007]

が

参
考
に
な
る
（
11
）
。 

浜
本
は
「
信
じ
る
」
と
い
う
語
が
目
的
語
に
命
題
を
と
る
場
合
、
そ
れ
は
話

者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
に
お
い
て
異
論
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
。
浜
本
は
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 

「
「
Ｓ
は
Ｐ
を
信
じ
て
い
る
」
は
Ｓ
が
Ｐ
に
真
と
い
う
評
価
を
あ
た
え
、
か

つ
話
者
が
自
分
が
所
属
す
る
言
説
空
間
に
お
い
て
Ｐ
を
真
と
評
価
し
な
い
立

場
が
存
在
す
る
と
判
断
し
て
い
る
と
い
う
の
と
等
価
で
あ
る
。[

…]

「
Ｓ
は

Ｐ
を
知
っ
て
い
る
」
は
Ｓ
が
Ｐ
に
真
と
い
う
評
価
を
あ
た
え
、
か
つ
話
者
が

自
分
の
所
属
す
る
言
説
空
間
に
お
い
て
Ｐ
を
真
と
評
価
し
な
い
立
場
を
見
出

さ
な
い
と
い
う
こ
と
と
等
価
で
あ
る
。
」[ibid. : 65-66] 

 

た
と
え
ば
あ
る
人
類
学
者
が
「
ビ
ル
マ
の
人
び
と
（
Ｓ
）
は
ナ
ッ
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
（
Ｐ
）
を
信
じ
て
い
る
」
と
い
う
文
章
を
書
く
場
合
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。
ビ
ル
マ
の
人
び
と
（
Ｓ
）
は
ナ
ッ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
（
Ｐ
）

に
対
し
て
真
と
い
う
評
価
を
与
え
て
お
り
、
同
時
に
話
者
で
あ
る
そ
の
人
類
学

者
は
、
自
分
の
所
属
す
る
言
説
空
間
に
お
い
て
ナ
ッ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
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（
Ｐ
）
を
真
と
評
価
し
な
い
立
場
が
存
在
す
る
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
彼
ら
は
Ｐ
を
信
じ
る
」
と
か
「
彼
ら
は
Ｐ
と
い
う
信
念
を
も
っ
て
い

る
」
と
い
う
表
現
は
、
話
者
が
自
分
の
言
説
空
間
に
お
い
て
Ｐ
が
真
と
見
な
さ

れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
浜
本
が
言
う
よ
う
に
、「
Ｓ
は
Ｐ
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
と
比
較
す

る
と
わ
か
り
や
す
い
。
た
と
え
ば
浜
本
が
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
地
球
が
丸

い
」
と
い
っ
た
命
題
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
ビ
ル
マ
の
人
び
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
に
お
い
て
も
こ
の
命
題
は
真
と
評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
調

査
者
で
あ
る
話
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
に
お
い
て
も
真
だ
と
評
価
さ

れ
る
の
で
、
「
ビ
ル
マ
の
人
び
と
は
地
球
が
丸
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」

と
記
述
さ
れ
る
。 

 

浜
本
の
議
論
で
は
、「
信
じ
る
」
と
か
「
信
念
」
と
い
う
語
は
、
目
的
語
に
か

ん
し
て
、
そ
の
話
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
に
お
け
る
異
論
が
想
定
さ

れ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
目
的
語
は
命
題
の
形
が
想
定
さ
れ
て

い
る
が
、
た
と
え
ば
「
彼
ら
は
ナ
ッ
を
信
じ
て
い
る
」
と
い
う
文
章
に
お
い
て

は
「
信
じ
て
い
る
」
の
目
的
語
で
あ
る
「
ナ
ッ
」
は
「
ナ
ッ
が
存
在
す
る
」
と

い
う
形
で
命
題
の
形
で
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

以
上
の
議
論
か
ら
、
他
者
の
慣
行
や
考
え
に
対
し
て
「
信
じ
る
（
12
）
」
と
か

「
信
念
」
と
い
う
語
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
、
ま
た
と
く
に
そ
れ
ら
を
問
題

化
す
る
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
表
現
や
問
題
化

は
他
者
の
慣
行
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
空
間
に
お
い
て
異
論
の
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
慣
行
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
に
お
い
て
異
論
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
不
可
解
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
わ

れ
わ
れ
」
と
「
彼
ら
」
の
あ
い
だ
の
非
対
称
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
13
）
。 

ま
た
こ
の
こ
と
か
ら
、「
信
じ
る
」
と
か
「
信
念
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
な

い
慣
行
、
考
え
方
は
不
可
解
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
説
明
の
対
象
と
は
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
ナ
ッ
を
信
じ
、
信
仰
す
る
人
だ
け
が
問
題
化
さ

れ
、
ナ
ッ
の
実
在
を
不
確
定
だ
と
考
え
る
人
や
否
定
す
る
人
が
問
題
化
さ
れ
な

っ
た
由
来
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
後
者
に
つ
い
て
、「
彼
ら
は
ナ
ッ

が
存
在
し
な
い
と
い
う
信
念
を
も
っ
て
い
る
」
と
か
「
彼
ら
は
ナ
ッ
が
存
在
し

な
い
か
も
し
れ
な
い
と
信
じ
て
い
る
」
と
は
表
現
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
問
題

化
さ
れ
た
の
は
、
「
ナ
ッ
を
信
じ
た
り
信
仰
し
た
り
す
る
人
」
だ
け
で
あ
っ
た
。

反
対
に
、「
ビ
ル
マ
に
お
い
て
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
人
」
、「
ナ
ッ
が
存

在
す
る
か
ど
う
か
自
分
で
は
判
断
で
き
な
い
人
」
、
「
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
て
は

い
る
が
信
仰
は
し
て
い
な
い
人
」
は
問
題
化
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
た
。
ま
と
め

る
と
、
信
者
で
あ
る
「
ナ
ッ
を
信
じ
信
仰
す
る
人
」
は
問
題
化
さ
れ
、
信
者
で

な
い
「
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
な
い
人
」「
ナ
ッ
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
自
分
で
は

判
断
で
き
な
い
人
」
、
「
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
て
は
い
る
が
信
仰
は
し
て
い
な
い

人
」
が
問
題
化
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
わ
れ
わ
れ
」
に
よ
る
「
彼
ら
」

に
対
す
る
一
方
的
な
特
徴
づ
け
、
つ
ま
り
「
信
じ
る
」
や
「
信
念
」
と
い
う
語

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
非
対
称
性
に
由
来
す
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。 
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⒌ 

お
わ
り
に 

  
筆
者
が
、
ナ
ッ
信
仰
に
か
ん
す
る
従
来
の
研
究
と
ビ
ル
マ
に
お
け
る
現
状
と

の
あ
い
だ
に
感
じ
た
違
和
感
は
、
従
来
の
分
析
モ
デ
ル
が
問
題
設
定
の
出
発
点

に
想
定
し
て
い
る
前
提
か
ら
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
人
び
と
に
つ

い
て
は
ナ
ッ
を
信
じ
、
か
つ
信
仰
す
る
こ
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
、
ナ
ッ

に
つ
い
て
は
信
じ
ら
れ
、
か
つ
信
仰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い

た
。 

 

し
か
し
、
現
実
の
ビ
ル
マ
社
会
に
お
い
て
、
人
び
と
は
ナ
ッ
の
存
在
を
疑
う

こ
と
も
あ
れ
ば
、
存
在
自
体
を
否
定
す
る
場
合
も
あ
る
。
ナ
ッ
に
つ
い
て
言
え

ば
、
信
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
実
在
性
を
つ
ね
に
持
つ
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
実
在

性
は
不
確
か
な
と
き
も
あ
れ
ば
、
非
実
在
的
で
あ
る
と
き
も
あ
る
。
そ
し
て
ナ

ッ
に
対
す
る
人
び
と
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
ビ
ル
マ
に
お
い
て
広
く
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
び
と
の
態
度
や
ナ
ッ
の
在
り
方
を
も
問
う
必
要

が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。 

 [

注] 

（
１
）
従
来
の
研
究
で
ナ
ッ
信
仰
が
論
じ
ら
れ
る
さ
い
、
往
々
に
し
て
上
座
仏
教
の
世
界

観
と
の
対
比
が
な
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
仏
教
徒
以
外
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
あ
っ

て
も
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
、
ま
た
恐
れ
お
の
の
く
人
た
ち
が
い
る
。
こ
れ
ま
で
こ

う
し
た
事
実
も
、
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
仏
教
徒
以
外
の

ナ
ッ
認
識
と
い
う
点
で
も
、
従
来
の
研
究
の
不
十
分
さ
が
浮
き
彫
り
に
な
る
が
、

本
論
文
で
は
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は

別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。 

（
２
）
本
論
文
で
用
い
る
事
例
は
、
二
〇
〇
六
年
度
大
阪
大
学
大
学
院
「
魅
力
あ
る
大
学 

院
教
育
」
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
支
援
基
金
の
助
成
を
受

け
、
二
〇
〇
七
年
一
月
か
ら
約
一
ヵ
月
間
ヤ
ン
ゴ
ン
に
て
行
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。 

 

（
３
）
ナ
ッ
の
種
類
に
つ
い
て
は[H

ting A
ung 1933]

、[N
ash 1966]

、[Spiro 1978(1966)]

、

[

田
村1987, 1988]

を
参
考
に
し
た
。 

 

（
４
）
「
三
十
一
の
世
界
」
と
は
生
物
が
そ
こ
に
お
い
て
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
と
さ
れ

て
い
る
世
界
で
あ
る
。
詳
し
く
は[

原
田 1997]

を
参
照
。 

 

（
５
）
人
間
界
を
基
準
と
し
た
上
位
の
ナ
ッ
と
下
位
の
ナ
ッ
の
分
類
に
つ
い
て
も
、
研
究

者
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
仏
教
世
界
観
に
由
来
す
る
神
々
が
上
位
の
ナ

ッ
、
自
然
物
に
宿
る
ナ
ッ
や
動
物
の
死
霊
が
下
位
の
ナ
ッ
で
あ
る
点
は
お
お
む
ね

共
通
し
て
い
る
が
、
神
話
上
あ
る
い
は
歴
史
上
の
人
物
の
死
霊
に
つ
い
て
は
、
テ

ィ
ン
ア
ウ
ン
の
み
上
位
の
ナ
ッ
に
分
類
し
、
ナ
ッ
シ
ュ
、
ス
パ
イ
ロ
、
田
村
は
下

位
の
ナ
ッ
と
し
て
い
る
。 

 

（
６
）
た
だ
し
、
ナ
ッ
を
憑
依
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
職
業
的
霊
媒
ナ
ッ
ガ
ド

ー
（nat-kadaw

）
や
そ
の
弟
子
お
よ
び
熱
心
な
信
者
ら
の
会
話
に
お
い
て
は
、
と

く
に
神
話
上
あ
る
い
は
歴
史
上
の
人
物
の
死
霊
に
か
ん
し
て
詳
細
な
語
り
が
聞

か
れ
る
。
た
と
え
ば
ナ
ッ
ガ
ド
ー
は
儀
礼
に
お
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
ナ
ッ
を
憑
依

さ
せ
る
が
、
そ
の
さ
い
ナ
ッ
ご
と
に
衣
装
を
替
え
る
た
め
に
控
え
室
に
戻
る
。
ま

た
踊
り
の
内
容
も
、
酒
好
き
の
ナ
ッ
な
ら
酒
瓶
を
用
い
る
な
ど
、
そ
の
ナ
ッ
特
有

で
あ
る
。
ビ
ル
マ
に
お
い
て
ナ
ッ
信
仰
に
積
極
的
に
関
わ
る
者
は
少
数
派
で
あ
り
、

大
多
数
の
人
は
普
段
は
ナ
ッ
の
こ
と
を
話
題
に
し
て
い
な
い
。
し
か
し
後
で
述
べ

る
エ
イ
ン
ザ
ウ
ン
ナ
ッ
な
ど
は
多
く
の
人
が
慰
撫
す
る
家
の
守
り
神
と
し
て
考
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え
ら
れ
て
い
る
。 

 
（
７
）
Ｎ
以
外
の
家
族
の
メ
ン
バ
ー
が
、
Ｎ
同
様
に
、
語
り
に
出
て
き
た
本
を
き
っ
か
け

に
ナ
ッ
の
存
在
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
家
族
の

メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
も
Ｎ
は
「
誰
も
何
の
宗
教
も
信
じ
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う

よ
う
に
過
去
形
で
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
論
文
で
は
、
ナ
ッ
の
実
在
に
対
す
る

否
定
的
態
度
の
事
例
と
し
て
Ｎ
の
語
り
を
取
り
上
げ
た
が
、
Ｎ
の
語
り
は
以
下
の

点
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
Ｎ
は
「
過
去
に
お
い
て
ナ
ッ
の
実
在
を
信
じ
て
い
な

か
っ
た
」
と
語
っ
て
お
り
、
語
り
の
な
か
で
、
ナ
ッ
の
実
在
に
対
す
る
立
場
に
劇

的
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
存
在
の
実
在
性
が
ひ
と
り

の
人
間
に
お
い
て
変
化
し
、
そ
れ
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
例
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

（
８
）
ス
パ
イ
ロ
は
文
化
の
可
変
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
担
い
手
と

い
う
の
は
、
全
人
類
的
な
心
理
的
性
格
（psychic unity of m

ankind

）
に
よ
っ
て

特
徴
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
を
表
明
し
て
い
る[Spiro 

1978(1967): xxvi] 

 

（
９
）
Ｍ
Ｋ
は
大
学
で
経
済
学
を
教
え
て
い
る
。
経
済
学
的
な
知
識
や
合
理
的
な
も
の
の

考
え
方
が
、
彼
女
の
ナ
ッ
の
実
在
に
対
す
る
態
度
を
決
定
す
る
要
因
の
ひ
と
つ
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
現
段
階
で
、
筆
者
に
は
合
理
的
な
知
識

が
宗
教
的
知
識
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
を
論
じ
る
用
意
が
で
き

て
い
な
い
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
Ｍ
Ｋ
の
事
例
は
、
ナ
ッ
の
実
在
性
が
不
安
定

で
あ
る
と
語
ら
れ
る
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
人
が
、
Ｍ
Ｋ

と
似
た
よ
う
な
ナ
ッ
認
識
を
持
つ
か
と
い
う
の
は
本
論
文
の
主
旨
で
は
な
い
。 

 

（
10
）
Ｎ
の
兄
が
ナ
ッ
の
実
在
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
Ｎ
に
よ
る
「
大 

学
で
化
学
を
専
攻
し
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
説
明
は
、
本
論
文
で
は
中
心
的
に
取 

り
上
げ
な
い
。
Ｍ
Ｋ
に
か
ん
し
て
は
、
経
済
学
を
教
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、 

自
分
の
ナ
ッ
に
対
す
る
態
度
を
説
明
す
る
さ
い
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
Ｎ
の
兄 

の
場
合
は
、
Ｎ
に
よ
っ
て
、
「
化
学
を
専
攻
」
し
て
い
る
こ
と
が
ナ
ッ
の
実
在
を 

信
じ
て
い
な
い
こ
と
の
原
因
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
Ｎ
自
身
が
ナ
ッ
の
実
在
を 

信
じ
な
い
こ
と
と
「
大
学
で
化
学
を
専
攻
」
し
て
い
る
こ
と
を
結
び
つ
け
て
解
釈 

し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
（
９
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、 

科
学
的
知
識
が
い
か
に
宗
教
的
知
識
と
関
係
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
筆
者
に 

そ
の
議
論
を
す
る
準
備
が
で
き
て
い
な
い
。
筆
者
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
は
、 

大
学
で
物
理
学
を
専
攻
し
て
い
た
と
い
う
ナ
ッ
ガ
ド
ー
も
お
り
、
こ
う
し
た
事
例 

か
ら
も
、
科
学
と
宗
教
に
お
け
る
知
の
在
り
方
は
今
後
論
ず
べ
き
テ
ー
マ
の
ひ
と 

つ
で
あ
る
。 

 

（
11
）
人
類
学
に
お
い
て
最
初
に
信
念
を
問
題
化
し
た
の
は
、
一
九
七
二
年
に
『
信
念
、

言
語
、
経
験
（Belief, Language and Experience

）
』[N

eedham
 1972]

を
出
版

し
た
ロ
ド
ニ
ー
・
ニ
ー
ダ
ム
で
あ
ろ
う
。
本
論
文
で
ニ
ー
ダ
ム
を
取
り
上
げ
な
っ

た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
ま
ず
ニ
ー
ダ
ム
の
論
考
に
つ
い
て
要
約
す
る
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。
ニ
ー
ダ
ム
の
論
考
は
、
夢
の
中
で”I believe in G

od.”

と
い
う
文

章
を
、
自
分
の
調
査
地
の
言
語
で
あ
る
ペ
ナ
ン
語
で
言
い
換
え
よ
う
と
し
た
さ
い
、

う
ま
く
表
現
で
き
ず
思
わ
ず
飛
び
起
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
自
分
の
経
験
か
ら

出
発
し
て
い
る
。
彼
は
、
こ
れ
ま
で
民
族
誌
家
は
あ
ま
り
に
無
反
省
に
信
念

（belief

）
と
い
う
語
を
用
い
て
き
た
と
言
い
、
こ
れ
ら
民
族
誌
家
に
は
英
語
で
示

さ
れ
る
心
理
的
な
状
態
を
全
人
類
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
が
あ

っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
「
信
念
（belief

）
と
い
う
心
的
状
態
」
を
人
間
に
不
変
な

も
の
と
し
て
想
定
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
他
者
の
信
仰
に
対
し
て
こ
の
語
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
す
る
。belief

と
い
う
英
語
の

語
源
を
遡
っ
た
り
（
第
四
章
）
、
哲
学
者
の
議
論
を
参
照
し
た
り
（
第
五
章
）
、

belief
がbelief

た
り
え
る
基
準
を
探
し
た
り
す
る
が
（
第
六
章
）
、
最
終
的
に
は 
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英
語
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
心
的
状
態
で
あ
るbelief

の
よ
う
な
語
は
、
既
存
の
言
葉

で
表
わ
せ
な
い
概
念
で
あ
り
、
言
語
自
体
が
抱
え
る
不
安
定
性
や
不
確
実
性
と
い

う
理
由
に
よ
っ
て
も
、
人
類
学
者
が
調
査
対
象
に
す
る
よ
う
な
人
た
ち
に
応
用
可

能
な
分
析
概
念
と
し
て
は
機
能
し
な
い
と
い
う
結
論
を
下
す
。
そ
も
そ
も
浜
本

[2007]
は
、
ニ
ー
ダ
ム
が
主
張
す
る
よ
う
に
信
念
は
本
当
に
心
的
状
態
な
の
か
と

い
う
問
い
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
「
信
じ
る
」
と
い
う
表
現
の
用
い
ら
れ
方
か
ら

議
論
を
展
開
す
る
中
で
、
信
念
は
心
的
状
態
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
の

で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
本
論
文
に
お
い
て
中
心
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
信
念

（belief

）
が
心
的
状
態
か
否
か
、
記
述
可
能
か
否
か
で
は
な
い
。
心
的
状
態
で
は
な 

い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
」
が
「
彼
ら
」
の
慣
行
や
考
え
方
に
対
し

て
「
信
じ
る
」
や
「
信
念
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
が
な
に
を
意
味
し
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
彼
ら
」
の
関
係
性
と
そ

れ
に
も
と
づ
く
方
法
論
そ
の
も
の
を
問
題
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以

上
の
理
由
か
ら
、
本
論
で
は
ニ
ー
ダ
ム
の
議
論
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。 

（
12
）
日
本
語
に
よ
る
民
族
誌
的
記
述
に
お
け
る
「
信
じ
る
」
と
い
う
語
へ
の
無
反
省 

 
 

な
態
度
は
、
「
信
仰
す
る
」
と
い
う
動
詞
と
の
区
別
の
あ
い
ま
い
さ
を
招
い
た
要

因
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
信
じ
る
」
と
い
う
語
が
具
体
的
に
何
を
あ
ら
わ

す
か
を
明
示
し
な
い
ま
ま
「
彼
ら
は
ナ
ッ
を
信
じ
る
」
と
表
現
し
た
場
合
、
そ
れ

は
「
彼
ら
は
ナ
ッ
と
い
う
存
在
を
信
じ
る
」
と
も
「
彼
ら
は
ナ
ッ
を
信
仰
す
る
」

と
も
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

（
13
）
浜
本
の
議
論
に
近
い
議
論
と
し
て
科
学
哲
学
者
の
ブ
ル
ー
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
議

論
が
挙
げ
ら
れ
る[

ラ
ト
ゥ
ー
ル 2007(1999); 2007]

。
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
『
科
学
が

作
ら
れ
る
と
き
―
―
人
類
学
的
考
察
』
の
第
五
章
「
理
性
の
法
廷
」
で
合
理
性
を

め
ぐ
る
信
念
と
知
識
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る[

ラ
ト
ゥ
ー
ル 

2007(1999): ch. 5]

。
彼
は
科
学
者
、
実
験
室
、
企
業
な
ど
の
ア
ク
タ
ー
の
諸
実

践
か
ら
形
成
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
概
念
を
用
い
て
科
学
的
知
識
が
作

ら
れ
る
過
程
を
描
い
た
。
こ
う
し
た
ア
ク
タ
ー
の
数
が
増
え
れ
ば
増
え
る
だ
け
、

科
学
的
知
識
は
強
固
な
も
の
と
な
る
。
そ
う
し
た
科
学
的
知
識
を
作
る
一
端
を
担

う
科
学
者
と
い
う
の
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
内
側
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
彼
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
内
側
と
外
側
と
い
う
観
点
か
ら
、
信
念
と
い
う
表

現
が
な
に
を
意
味
す
る
か
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
ラ
ト
ゥ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
内
側
で
作
ら
れ
た
科
学
的
知
識
は
正
当
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ

う
で
な
い
外
側
の
考
え
は
正
当
で
な
い
と
さ
れ
、
信
念
と
表
現
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

信
念
と
い
う
表
現
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
内
側
の
人
間
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

外
側
の
人
間
に
対
す
る
特
徴
付
け
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 
 

 
 

浜
本
の
議
論
と
の
相
違
点
は
、
ラ
ト
ゥ
ー
ル
が
他
者
に
対
す
る
「
信
念
」
と
い

う
語
を
、
他
者
の
非
合
理
性
に
対
す
る
告
発
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
他
者
の

世
界
も
わ
れ
わ
れ
の
世
界
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
状
に
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
、
同
質

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
は
近
代
的
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
な
く[Latour 

1993]

、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
は
非
合
理
的
な
彼
ら
に
対
し
て
「
信
念
」
の
語

で
告
発
す
る
権
利
な
ど
な
い
と
す
る
。 

一
方
浜
本
は
、
「
信
じ
る
」
と
か
「
信
念
」
と
い
う
語
が
心
的
状
態
を
あ
ら
わ 

す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
民
族
誌
に
お
い
て
、
「
彼
ら
が
～
を
信 

じ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
。 

現
段
階
で
は
、
両
者
の
方
向
性
の
相
違
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き 

な
い
が
、
こ
う
し
た
議
論
に
も
と
づ
く
両
者
の
方
法
論
や
問
題
点
に
つ
い
て
は
今 

後
十
分
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 
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A Study for Unstableness and Nonexistence of Spirit: 

a case of Nat Worship in Burma 
 

Ayako Yamamoto 
 

 
 
 
 Conventional studies about Nat worship said people in Burma believed in and worship Nat. However most 
of the people in Burma aren’t sure of or deny the very existence of Nat. Firstly This paper points out the gap 
between the recognition toward Nat worship that conventional studies have treated and assumed and one 
that people in Burma usually have. In this paper I examined three conventional arguments, that is, 
psychological analysis by Spiro, analysis from social function by Nash, symbolical analysis by Tamura. We 
can understand this gap from the idea of communication space by Hamamoto, a Japanese anthropologist, 
who studies possibility of description of other’s belief in anthropological studies. Hamamoto argued that a 
description by an anthroplogist ‘They believe S.” means that he or she judges S won’t be recognized as true 
in communication space in which he or she belongs to. On the contrary an anthropologist describe other’s 
practice as “They know P.” when he or she judges P will be recognized as true in communication space in 
which the speaker belongs to. From this argument, returning to the unstableness and nonexistence of Spirit, 
anthropologists haven’t described such recognition as belief. Practices described as belief are supposed to be 
questioned because of the nature of incomprehensibleness. That explains why anthropologists have treated 
only people who believe in and worship Nat and ignore people who regard Nat as something unstable or 
nonexistence. 
 
 
Keyword: Nat, unstableness, nonexistence, belief, the communication space 
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