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今
日
、
現
代
漠
語
に
お
い
て
、
「
絶
対
」
と
い
う
語
は
常
用
さ
れ

訳
語
と
し
て
の
「
絶
対
」

私
が
〈
宗
教
と
は
死
お
よ
び
死
後
の
説
明
者
で
あ
る
〉
と
定
義

す
る
宗
教
の
中
核
は
〈
死
〉
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の

〈
宗
教
の
定
義
〉
に
お
い
て
重
要
な
る
柱
は
〈
絶
対
〉
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
信
仰
対
象
が
〈
絶
対
化
〉
さ
れ
る
。
一
神
教
は
そ
の

最
た
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
儒
教
に
お
け
る
祖
先
や
祖
霊

は
〈
絶
対
〉
で
あ
る
が
、
儒
教
に
お
け
る
そ
の
〈
絶
対
〉
と
、
儒

教
と
対
極
に
あ
る
一
神
教
に
お
け
る
〈
絶
対
〉
と
の
間
に
は
、
相

当
の
相
違
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
こ
の
〈
絶
対
〉
に
つ
い
て
定

説
的
見
解
を
核
に
し
て
歴
史
的
な
概
観
を
し
つ
つ
、
私
の
考
え
る

と
こ
ろ
を
述
べ
た
い
。

中
国
に
お
け
る

〈
絶
対
〉

中
国
研
究
集
刊
玉
号
（
総
五
十
号
）
平
成
二
十
二
年
一
月
一
ー
一
五
頁

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
絶
対
」
と
い
う
二
文
字
は
、
実
は
、

日
本
か
ら
輸
出
し
た
語
、
す
な
わ
ち
日
本
製
熟
語
な
の
で
あ
る
。

私
は
、
日
本
に
お
い
て
こ
の
「
絶
対
」
と
い
う
熟
語
が
ど
の
よ

う
に
し
て
生
れ
た
も
の
か
、
そ
の
由
来
や
来
源
に
つ
い
て
知
ら
な

い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
場
合
、
手
が
か
り
と
し
て
、
か
つ
て
の

日
本
人
の
意
識
を
示
す
一
例
と
し
て
、
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
を

ま
ず
見
る
の
が
定
石
で
あ
ろ
う
。
堀
達
之
助
編
の
同
書
（
文
久
二
年

〔
一
八
六
二
年
〕
江
戸
開
版
）
は
、
日
本
に
お
い
て
近
代
英
語
の
翻

訳
の
初
期
の
も
の
（
厳
密
な
意
味
で
は
最
初
と
は
言
え
な
い
）
で
あ
る

の
で
、
幕
末
の
日
本
人
の
感
覚
を
す
こ
し
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
拠
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
絶
対
」
に
あ
た
る

A
b
s
o
l
u
t
e
n
e
s
s

に
つ
い
て
、
「
限
リ
ナ
キ

1
、
充
分
ナ
ル

1
、
限
リ
ナ
キ
威
勢
」
と

訳
し
て
い
る
。

「
限
り
な
き
こ
と
」
と
言
え
ば
、
無
限
で
あ
る
か
ら
、
空
間
的

に
も
時
間
的
に
も
人
智
を
越
え
た
も
の
と
い
う
概
念
に
当
る
。
そ

加

地

伸

行
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の
中
身
に
つ
い
て
も
「
充
分
な
る
こ
と
」
と
言
え
ば
、
実
質
を
伴

っ
て
く
る
。
さ
ら
に
は
、
動
的
な
力
を
も
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
「
限
り
な
き
威
勢
」
と
も
訳
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
訳
語
は
、

A
b
s
o
l
u
t
e
n
e
s
s

の
概
念
を
つ
か
ん
で
い
る
と
言
え
る
。

R
e
l
a
t
i
v
e

の
名
詞
の
場
合
は
、
「
親
族
」
と
訳
し
、
い
わ
ゆ
る
「
相

対
」
に
つ
い
て
の
訳
語
は
な
い
。
同
語
の
形
容
詞
の
場
合
は
、
「
拘

か
か
わ

リ
タ
ル
」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
は
関
係
す
る
と
い
う
「
拘
り
た

る
」
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
で
の
訓
み
か
た
は
、
日

か
か
わ

本
語
で
あ
っ
て
、
漢
熟
語
で
は
な
い
。
「
…
…
に
も
拘
ら
ず
」
と
い

う
慣
用
句
は
そ
の
典
型
。
こ
の
よ
う
に
、
「
絶
対
」
、
「
相
対
」
と

も
に
少
く
と
も
古
代
漢
語
に
は
な
か
っ
た
こ
と
ば
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
後
、
「
絶
対
」
「
相
対
」
と
い
う
こ
と
ば
を
造
語

す
る
と
き
、
漢
字
本
来
の
意
味
を
踏
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
苦
心
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「
相
い
対
す
」
と
い

う
文
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
「
相
」
と
「
対
」
と
を
足
し
て
「
相

対
」
と
な
っ
て
い
る
文
の
訓
読
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
例
え
ば
、

現
代
中
国
人
の
意
識
を
表
わ
す
一
例
と
し
て
『
漢
英
詞
典
』
（
商
務

印
書
館
香
港
分
館
・
一
九
七
九
年
）
の
解
釈
に
依
れ
ば
、
英
語
で
は

o
p
p
o
s
i
t
e
で
あ
り
、

f
a
c
e

to 
f
a
c
e
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
あ
く
ま

で
も
〈
対
す
る
者
〉
な
の
で
あ
っ
て

relative
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、

な
る
も
の

「
美
与
醜
相
対
的
（
美
と
醜
と
は
相
対
的
な
り
）
」
と
い
う
文
は
、

B
e
a
u
t
y
 is 
t
h
e
 o
p
p
o
s
i
t
e
 o
f
 u
g
l
i
n
e
s
s
 ..¥JI?, 恥
大

Jわ
i

ス
,
o

t
り
わ
i

ぃ
J
b、
「
¥

な
る
も
の

衡
是
相
対
的
、
不
平
衡
是
絶
対
的
（
平
衡
は
是
れ
相
対
的
、
平
衡
な

な
る
も
の

ら
ざ
る
は
是
れ
絶
対
的
な
り
）
」
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
相

対
を
relative
と
解
し
て
、

B
a
l
a
n
c
e

is 

relative, 

i
m
b
a
l
a
n
c
e
 
is 

a
b
u
s
o
l
u
t
e

と
訳
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
意
味
内
容
に
よ
っ
て
、
「
相

対
」
は

o
p
p
o
s
i
t
e
或
い
は

relative
と
訳
し
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
現
代
漢
語
に
お
い
て
使
わ
れ
る
「
相
対
」
は
圧
倒
的
に
後
者

の
場
合
で
あ
る
。

そ
の

relative

の
訳
語
は
、
日
本
語
か
ら
来
た
「
相
対
」
以
外
、

中
国
製
と
し
て
「
比
較
上
的
」
と
い
う
訳
語
も
あ
る
。
こ
れ
は
日

本
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
解

釈
は
、
現
代
中
国
人
の
或
る
英
語
解
釈
に
す
ぎ
ず
、
な
ん
ら
〈
学
〉

的
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
意
識
の
一
例

と
し
て
の
意
味
は
あ
ろ
う
。
た
だ
、
日
本
語
訳
の
と
き
、
幕
末
の

日
本
人
の
意
識
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
私
に
は
分
ら
な
い
。

で
は
、
「
絶
対
」
の
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま

た

い

ぜ

っ

に
訓
読
す
る
と
、
「
対
を
絶
す
」
と
な
る
。
「
対
」
は
、

o
p
p
o
s
i
t
e

で
あ
ろ
う
。
「
絶
」
と
は
、
断
ち
切
る
こ
と
で
あ
り
、

o
p
p
o
s
i
t
e

の

存
在
を
ま
っ
た
く
認
め
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
を

a
b
s
o
l
u
t
e
n
e
s
s
の
概
念
に
充
て
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
代
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
意
味
の
「
絶

対
•
相
対
」
は
明
治
期
の
新
造
語
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
「
絶
対
」

と
か
「
相
対
」
と
か
と
言
う
場
合
、
そ
の
原
形
の

a
b
s
o
l
u
t
e
n
e
s
s
や、
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以
下
、

relative
の
意
味
と
し
て
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
西
洋
思
想
に
お
い
て
展
開
し
た
、
歴
史
性
の
あ
る

absoluteness
ゃ‘

relative

の
音
心
味
を
中
国
思
想
に
お
い
て
求
め
る

の
は
、
無
い
も
の
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
無
理
な
設
定

と
言
え
る
。
万
物
自
然
や
人
間
を
超
越
し
た
も
の
（
例
え
ば
、
一
神

教
に
お
け
る
神
の
ご
と
き
も
の
）
と
い
う
概
念
は
、
中
国
思
想
に
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
い

う
、
近
似
的
な
も
の
、
類
縁
的
な
も
の
と
い
う
、
緩
や
か
な
比
較

と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
若
干
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
立
場
で
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

老
荘
思
想
の
〈
道
〉

西
洋
思
想
と
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
中
国
思
想
に
お
け
る
〈
絶

対
〉
を
見
る
場
合
、
そ
の
類
比
と
し
て
通
常
は
老
荘
思
想
に
そ
れ

を
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、
『
老
子
』
に
お
け
る
〈
道
〉
が
そ
れ
で
あ

る
。
『
荘
子
』
に
お
け
る
〈
真
宰
〉
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
〈
道
〉
や
〈
真
宰
〉
は
、
世
の
最
高
真
実
と
さ
れ
、
そ
れ

を
も
っ
て
万
物
を
超
越
す
る
存
在
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
〈
絶

対
〉
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
思
想
に
お
い
て
通
説
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
教
科
書
的
な
が
ら
、
ま
ず
述
べ
る

こ
と
に
す
る
。

『
老
子
』
の
〈
道
〉
。
こ
れ
は
、
本
体

n
o
u
m
e
n
o
n
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
が
万
物
と
な
っ
て
現
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
、
道
（
本
体
）
と
万
物
（
現
象
）
と
の
関
係
を

『
老
子
』
は
詩
的
に
説
い
て
い
る
。

例
え
ば
、
道
は
見
て
も
見
え
な
い
し
、
聞
い
て
も
聞
え
な
い
。

動
か
な
い
。
そ
こ
で
〈
無
名
・
無
欲
〉
と
す
る
。
そ
れ
は
そ
う
で

あ
ろ
う
。
本
体
と
は
そ
う
い
う
も
の
と
さ
れ
る
。
当
然
、
〈
名
称
が

あ
る
〉
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
有
名
・
有
欲
〉
は
現
象
で
あ
る
。

こ
の
道
は
、
名
も
な
け
れ
ば
形
も
な
く
、
見
る
こ
と
も
で
き
な

い
の
で
、
詩
的
に
〈
玄
〉
と
形
容
す
る
。
玄
と
は
黒
色
で
あ
る
。

も
っ
と
も
い
わ
ゆ
る
〈
ま
っ
く
ろ
〉
で
は
な
く
て
、
や
や
赤
み
が

か
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
色
あ
い
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
じ
を
与
え

ま

て
尽
き
な
い
の
で
、
〈
玄
之
又
玄
（
玄
の
又
た
玄
）
〉
と
形
容
す
る
。

こ
こ
か
ら
万
物
が
生
れ
出
る
の
で
、
〈
衆
妙
の
門
〉
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
発
出
す
る
源
で
あ
る
の
で
、
『
老
子
』
は
、
こ
の
道

を
詩
的
に
〈
一
〉
と
も
表
現
し
た
。
『
荘
子
』
は
〈
太
一
〉
と
称
す

る
。
こ
こ
か
ら
、
老
荘
思
想
で
は
現
象
の
相
対
性
を
さ
ま
ざ
ま
に

説
く
。
例
え
ば
、
美
・
醜
。
美
し
い
と
か
醜
い
と
か
と
判
断
し
て

も
、
そ
れ
は
比
較
し
て
の
話
。
す
な
わ
ち
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ

ず
、
絶
対
的
な
美
や
醜
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
し
て
。

人
間
が
こ
だ
わ
る
そ
の
美
・
醜
も
、
実
は
〈
道
〉
の
現
わ
れ
だ

と
す
る
。
〈
道
〉
は
万
象
の
ど
こ
に
で
も
現
わ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
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醜
の
と
こ
だ
わ
っ
て
い

こ

じ

え

れ
を
、
人
間
の
〈
小
智
恵
〉
で
、
美
の
、

る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。

そ
う
な
っ
て
き
た
の
は
、
大
い
な
る
〈
道
〉
を
知
ら
ず
、
人
間

（
つ
ま
り
は
人
間
社
会
）
が
人
為
的
に
作
っ
た
基
準
に
縛
ら
れ
、
そ

の
仮
に
作
っ
た
に
す
ぎ
な
い
基
準
を
規
準
に
し
て
、
上
の
、
下
の
、

良
い
の
、
悪
い
の
と
言
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら
だ
と
す
る
。

そ
し
て
言
う
、
そ
う
し
た
こ
と
を
推
進
し
て
き
た
の
が
儒
教
で
あ

る
、
と
。

こ
う
し
て
、
儒
教
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
こ
と
と
な
る
。
い
わ

ゆ
る
老
荘
思
想
の
登
場
で
あ
る
。
奇
妙
な
こ
と
に
、
大
い
な
る
〈
道
〉

を
説
く
老
荘
思
想
が
、
儒
教
を
小
さ
な
〈
道
〉
と
相
対
的
に
説
く
。

さ
て
、
こ
の
〈
道
〉
を
『
老
子
』
は
、
静
止
状
態
と
す
る
。
そ

し
て
、
無
欲
•
無
名
・
無
為
自
然
と
説
く
こ
と
が
示
す
よ
う
に

〈
道
〉
か
ら
〈
自
然
に
〉
万
物
が
発
生
し
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

道
の
一
か
ら
二
を
生
じ
、
二
が
三
を
生
じ
…
…
と
。
そ
の
〈
自
然

に
〉
と
い
う
意
味
は
よ
く
分
ら
な
い
が
、
結
果
と
し
て
現
わ
れ
て

き
た
万
物
と
道
と
は
、
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
造
物
主
と
い
う
観
念
は
な
い
。

例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
造
物
主
と
し
て
の
神
が
存
在
し
、

神
が
万
物
自
然
・
人
間
を
創
造
し
賜
う
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
神

と
自
然
そ
の
他
と
は
、
造
る
者
と
造
ら
れ
た
物
と
い
う
断
絶
し
た

関
係
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
断
絶
の
関
係
は
『
老
に
は
な
い
。

『
老
子
』
に
は
造
物
主
と
い
う
超
越
的
な
存
在
は
な
い
。
あ
く
ま

で
も
、
は
じ
め
か
ら
〈
道
〉
で
も
あ
る
混
沌
が
あ
り
、
そ
れ
が
〈
自

然
に
〉
万
物
化
し
て
ゆ
く
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
は
、
世
界
観
の
問
題
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、

神
と
万
物
と
に
分
裂
す
る
。
世
界
は
神
の
創
造
と
す
る
の
で
、
神

は
万
物
か
ら
超
越
す
る
。
し
か
し
『
老
子
』
で
は
、
ま
ず
混
沌
が

あ
る
。
そ
れ
は
〈
道
〉
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
〈
自
然
に
〉
分
化
さ

れ
万
物
化
さ
れ
て
世
界
が
生
じ
る
。
万
物
を
創
造
す
る
意
思
の
あ

る
神
は
、
な
い
。
そ
の
代
り
、
道
が
分
化
し
万
物
と
な
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
万
物
そ
れ
ぞ
れ
に
道
が
内
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
も

し
超
越
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
老
子
』
で
は
、
万
物
各

自
に
〈
道
〉
が
内
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
類

比
的
に
は
、
〈
道
〉
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
に
重
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
超
越
と
し
て
『
老
子
』
は
〈
道
〉
を
そ
れ
に
充
て
る

け
れ
ど
も
、
外
在
的
超
越
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
内
在
的
超
越

と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
法
律
等
の
人
為
的

規
範
よ
り
も
、
道
徳
等
の
内
在
的
規
範
が
重
視
さ
れ
、
同
じ
く
道

徳
と
は
言
う
も
の
の
、
儒
教
の
人
為
的
規
範
意
識
へ
の
批
判
が
生

じ
る
。も

っ
と
も
、
こ
う
し
た
『
老
子
』
思
想
か
ら
、
後
に
『
韓
非
子
』

な
ど
法
家
思
想
が
生
れ
る
。
法
家
は
外
在
的
規
範
を
最
も
重
視
す

る
思
想
集
団
で
あ
り
、
『
老
子
』
の
思
想
と
相
い
反
す
る
も
の
な
の

(4) 



で
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
〈
道
〉
の
位
置
づ
け
か
ら
来
る
。

中
国
の
歴
史
は
、
秦
漢
帝
国
の
成
立
後
、
秦
漢
帝
国
的
構
造
を

受
け
継
ぐ
王
朝
が
続
い
た
が
、
そ
の
最
後
の
清
王
朝
が
、
一
九
一

一
年
に
崩
壊
し
、
以
後
、
共
和
制
国
家
と
な
る
。
そ
の
長
い
歴
史

に
お
い
て
存
在
し
た
皇
帝
制
と
い
う
構
造
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

秦
漢
帝
国
以
前
の
王
制
は
、
王
の
絶
対
的
権
力
に
よ
っ
て
成
立

し
て
い
た
の
で
は
な
く
て
、
諸
侯
の
内
、
比
較
的
大
き
い
国
で
あ

っ
た
周
国
の
君
主
が
王
と
な
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、

王
は
強
力
な
力
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
い
わ
ば
諸
侯

連
合
体
の
最
高
指
導
者
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
諸
侯

は
、
自
領
の
行
政
を
担
当
す
る
君
主
で
あ
り
、
各
国
は
各
国
の
自

治
政
治
を
行
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
秦
漢
帝
国
は
、
皇
帝
の
下
、
全
行
政
を
皇
帝
が
担

い
、
皇
帝
に
命
ぜ
ら
れ
た
官
僚
が
各
地
に
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
中

央
集
権
制
の
統
一
国
家
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
周
王
朝
ま
で
の
、

諸
侯
の
独
立
を
認
め
る
王
政
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。

こ
の
、
皇
帝
を
頂
上
と
す
る
中
央
集
権
国
家
は
、
広
大
な
地
域

を
有
す
る
中
国
に
お
い
て
最
良
の
制
度
と
な
っ
た
。
も
し
周
王
朝

の
よ
う
な
王
制
で
あ
る
と
、
各
地
が
独
立
し
、
周
王
朝
末
期
の
こ

ろ
の
よ
う
に
、
戦
乱
が
絶
え
な
い
状
態
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
皇
帝
に
よ
る
中
央
集
権
国
家
の
内
部

で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
改
変
が
行
な
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
皇
帝
と
中

央
集
権
的
官
僚
制
と
は
続
い
た
。
そ
れ
以
外
に
良
い
方
法
が
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
で
は
政
権
担
当
者
の
資
格
を
定
め
る
政
治
哲
学
は
何
で

あ
っ
た
か
と
言
う
と
、
従
来
は
〈
有
徳
〉
で
あ
っ
た
。
道
徳
的
に

す
ぐ
れ
た
人
が
行
政
の
頂
上
と
な
り
、
そ
の
道
徳
性
に
周
辺
の
者

が
感
化
を
受
け
、
し
だ
い
し
だ
い
に
人
々
が
道
徳
化
さ
れ
て
ゆ
き
、

遠
く
の
野
蛮
人
も
感
化
さ
れ
て
ゆ
く
、
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
中
華

思
想
で
あ
る
。
王
道
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
道
徳
力
で
は
な

く
て
、
軍
事
力
に
よ
っ
て
政
権
を
担
当
す
る
の
は
、
中
華
思
想
で

は
な
く
、
覇
道
の
政
治
で
あ
る
と
し
て
賤
め
る
。

中
華
思
想
（
王
道
政
治
）
は
、
儒
教
思
想
で
あ
り
、
歴
代
政
権
の

思
想
的
根
拠
と
な
る
。
し
か
し
、
秦
漢
帝
国
の
よ
う
な
強
大
な
中

央
集
権
国
家
に
な
る
と
、
皇
帝
の
道
徳
的
感
化
力
よ
り
も
、
現
実

に
は
法
的
強
制
力
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
、
そ
の
〈
法
〉

の
源
と
言
う
か
、
権
力
の
根
源
と
言
う
か
、
皇
帝
を
制
約
し
つ
つ
、

か
つ
皇
帝
を
皇
帝
た
ら
し
め
る
理
論
が
必
要
と
な
る
。
し
か
も
、

覇
道
（
武
力
な
ど
）
で
は
な
く
て
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
浮
上
し

て
き
た
の
が
〈
道
〉
と
い
う
考
え
か
た
で
あ
っ
た
。

〈
道
〉
は
、
見
れ
ど
も
見
え
ず
、
聞
い
て
も
聞
こ
え
な
い
深
遠

な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
無
欲
•
無
為
で
あ
り
、
い
わ
ば
〈
公
〉

の
極
致
で
あ
る
。
ま
た
〈
道
〉
自
体
は
動
か
な
い
け
れ
ど
も
、
〈
道
〉
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か
ら
し
ぜ
ん
に
発
出
し
生
成
し
た
万
物
は
、
〈
道
〉
を
体
し
て
存
在

し
、
か
つ
活
動
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
〈
道
〉
を
〈
法
源
〉
と
解

す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
着
目
し
た
の
が
、
秦
漢
帝
国
成
立
の
す
こ
し
前
あ
た
り

か
ら
活
躍
し
た
法
家
思
想
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
『
韓
非
子
』

主
道
篇
は
「
人
主
の
道
は
静
退
以
て
宝
と
な
す
。
自
ら
事
を
操
ら

ず
し
て
拙
と
巧
と
を
知
り
、
自
ら
計
慮
せ
ず
し
て
福
と
咎
と
を
知

る
。
是
を
以
て
言
わ
ず
し
て
善
く
応
じ
、
約
せ
ず
し
て
善
く
会
す
」

と
述
べ
る
。
皇
帝
は
法
源
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
絶
対
性

を
保
ち
う
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
法
家
思
想
は
、
法
を
以
て
中
央
集
権
的
政
治
を
行
な

う
秦
漢
帝
国
に
と
っ
て
適
切
な
方
法
と
な
る
と
同
時
に
、
帝
国
の

最
頂
点
で
あ
る
皇
帝
が
法
源
で
あ
る
こ
と
を
〈
道
〉
に
よ
っ
て
説

明
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
天
子
の
地
位
は
、
天
か
ら
命
を
受
け
て

天
子
と
な
っ
た
者
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
儒
教
思
想
的
に

は
、
相
手
を
感
化
し
教
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
道
徳
的
卓
越
者
に

与
え
ら
れ
る
法
源
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
道
徳
的
卓
越
に
よ
っ
て

他
者
を
幸
福
に
す
る
行
政
の
長
に
任
じ
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
法
源
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
老
子
』
を

取
り
入
れ
た
法
家
思
想
は
、
〈
道
〉
と
法
源
と
の
重
層
に
よ
っ
て
、

皇
帝
の
権
威
と
法
源
と
を
直
接
に
説
明
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
場
合
、
注
意
す
べ
き
は
、
道
徳
と
法
と
の
相
違
で
あ
る
。

中
国
思
想
に
お
い
て
、

も
し
西
欧
思
想
的
な
〈
絶
対
〉

宗
教
の
上
に
立
つ
者

ヽ

と
し
ぅ

カ
ン
ト
流
に
道
徳
と
法
と
の
差
を
強
制
の
有
無
に
求
め
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
が
、
私
は
別
の
見
解
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

中
国
古
代
社
会
の
場
合
、
道
徳
も
法
も
実
は
と
も
に
法
で
あ
る
。

た
だ
し
、
道
徳
は
自
然
法
、
法
は
実
定
法
（
文
章
化
さ
れ
た
も
の
・

法
実
証
主
義
）
と
い
う
相
違
が
あ
る
と
考
え
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、
秦
帝
国
時
に
は
法
家
思
想
に
基

づ
く
法
優
先
が
、
漠
帝
国
成
立
初
期
に
は
〈
道
〉
を
皇
帝
権
と
の

重
層
を
謳
う
道
家
思
想
が
尊
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
前
者
の
法
家
思

想
と
、
後
者
の
道
家
思
想
と
が
理
念
的
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
儒
家
思
想
は
そ
の
こ
ろ
振
わ
な
か
っ
た
。
始

皇
帝
の
〔
伝
説
的
な
が
ら
〕
焚
書
坑
儒
、
漢
帝
国
創
始
者
の
劉
邦

（
高
祖
）
の
儒
家
へ
の
侮
辱
は
そ
の
実
例
で
あ
る
。
儒
家
が
漢
帝

国
か
ら
重
視
さ
れ
る
の
は
、
漢
帝
国
の
安
定
的
運
営
が
始
ま
り
武

力
が
二
次
的
と
な
り
、
内
政
に
お
け
る
道
徳
的
充
実
が
必
要
と
な

っ
た
、
や
や
後
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
の
中
心
と
な
っ
た
も
の
が
、

漢
王
朝
自
身
は
言
う
に
及
ば
ず
、
人
々
の
家
の
安
定
的
継
続
を
示

す
祖
先
祭
祀
や
礼
の
思
想
で
あ
っ
た
。
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観
念
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
類
比
的
に
は
、
老
荘
思
想
に
お
け
る
〈
道
〉

が
そ
れ
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
〈
道
〉
が
思

想
と
し
て
〔
個
人
化
は
別
と
し
て
〕
社
会
化
さ
れ
た
と
き
、
現
実

政
治
と
結
び
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
思
想
的
深
化
や
哲

学
的
充
実
の
方
向
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
〈
道
〉
の
場
合
だ
け
で
は
な
い
。
中
国
思

想
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の
思
想
は
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い
、

現
実
政
治
と
の
関
係
を
持
っ
て
ゆ
く
。
隠
者
・
脱
俗
者
が
老
荘
思

想
的
気
分
の
ま
ま
に
存
在
す
る
と
し
て
も
、
脱
社
会
的
で
あ
る
か

ぎ
り
、
そ
の
社
会
的
影
牌
力
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

な
お
、
老
荘
思
想
は
、
後
に
道
教
と
い
う
宗
教
と
混
沿
し
て
ゆ

く
方
向
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
に
お
け
る
宗
教
は
仏
教
も
含

め
て
、
教
団
的
に
は
、
必
ず
政
治
の
下
と
な
り
、
政
府
の
指
揮
下

に
入
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
対
照
的
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
は
、
少
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
に
お

い
て
は
、
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
の
下
に
政
治
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
通
じ
て
〈
政
教
分
離
〉
を
主
張
し
実
質

化
す
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
〈
教
〉
を
〈
政
〉
治
か
ら
追
放
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
ひ
い
て
は
朝
鮮
半
島
・
日
本

に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
に
、
政

治
の
下
に
宗
教
（
仏
教
・
道
教
等
）
が
あ
っ
た
。
そ
の
典
型
を
述
べ

る。

慧
遠
の
「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
沙
門
（
僧
侶
）

は
戒
律
に
従
っ
て
仏
に
対
し
て
の
み
拝
礼
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
主

張
で
あ
る
。
イ
ン
ド
宗
教
で
は
、
バ
ラ
モ
ン
は
一
般
社
会
外
に
お

い
て
生
き
る
の
で
、
ま
た
宗
教
者
は
身
分
階
層
と
し
て
最
高
で
も

あ
る
の
で
、
政
権
担
当
者
に
対
し
て
、
な
ん
の
遠
慮
を
す
る
必
要

も
な
い
。
当
然
、
拝
礼
す
る
の
は
宗
教
上
の
〈
絶
対
者
〉
に
対
し

て
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
ド
仏
教
が
中
国
に
伝
来
し
た
後
、

中
国
の
仏
教
者
は
イ
ン
ド
の
仏
教
者
と
同
じ
よ
う
に
行
動
し
よ
う

と
し
た
。
そ
れ
が
例
え
ば
「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
と
な
っ
て
現
わ

れ
た
わ
け
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
中
国
の
国
情
に
無
知
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド

は
キ
リ
ス
ト
教
国
と
同
じ
く
、
〈
宗
教
〉
が
〈
政
治
〉
の
上
に
あ
っ

た
が
、
中
国
は
〈
政
治
〉
が
〈
宗
教
〉
の
上
に
あ
る
の
で
、
「
沙
門

不
敬
王
者
論
」
を
許
す
は
ず
が
な
い
。
中
国
で
は
、
仏
教
の
僧
侶

も
道
教
の
道
士
も
〈
官
僧
〉
で
あ
る
。
日
本
で
も
同
様
で
あ
り
、

律
令
制
に
お
け
る
年
分
度
者
が
そ
の
例
。
政
権
か
ら
度
牒
を
得
て

は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
律
令
制
は
中
国
に
始

ま
り
、
度
牒
も
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
、
中
国
に
律
令
制
が
敷
か
れ
る
と
「
沙
門
不
敬
王

者
論
」
は
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
、
公
務
員
で
あ
る
僧
侶
は
当
然
に

皇
帝
に
拝
礼
す
る
こ
と
と
な
る
。
同
じ
く
、
清
朝
に
お
い
て
、
キ

リ
ス
ト
教
は
典
礼
問
題
を
起
す
に
至
る
。
佐
伯
好
郎
『
支
那
基
督
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教
の
研
究
3
』
（
昭
和
二
十
四
年
、
春
秋
社
。
昭
和
五
十
四
年
に
名
著
普

及
会
が
覆
刻
）
第
十
三
章
「
所
謂
典
礼
問
題

(Rites
C
o
n
t
r
o
v
e
r
s
y
)
 

|
I清
朝
時
代
に
於
け
る
支
那
天
主
教
会
の
内
肛

I
Iと
そ
の
真

相
」
が
詳
述
し
て
い
る
が
、
そ
の
大
旨
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

皇
帝
·
孔
子
・
祖
先
の
霊
牌
•
霊
碑
等
に
対
す
る
拝
礼
や
喪
儀

に
お
け
る
焼
香
等
の
典
礼
は
、
天
主
教
徒
と
し
て
許
さ
れ
る
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
現
実
主
義
的
な
耶
蘇
会
（
イ
エ
ズ
ス
会
）
派
は
、

そ
れ
を
許
容
し
よ
う
と
し
た
が
、
ド
ミ
ニ
コ
派
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

派
等
は
反
対
す
る
と
い
う
ふ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
界
内
部
に
対
立
が

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ロ
ー
マ
法
王
庁
は
い
ろ
い
ろ
と
揺
れ
た
が
、

康
熙
三
十
九
年
(
-
七

0
0
年
）
、
皇
帝
の
み
を
最
高
と
す
る
国
内

法
と
い
う
康
熙
帝
の
決
定
に
対
し
、
ロ
ー
マ
法
王
庁
は
一
七
一
五

年
（
康
熙
五
十
四
年
）
に
中
国
人
天
主
教
徒
の
中
国
特
有
の
諸
典
礼

を
禁
止
す
る
決
定
を
し
た
。

こ
れ
が
中
国
に
お
け
る
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
の
真
実
で
あ
る
。

そ
れ
は
日
本
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
織
田
信
長
ら
が
、
比
叡

山
や
一
向
宗
門
徒
に
対
し
て
弾
圧
し
た
の
は
、
宗
教
が
政
治
か
ら

独
立
し
た
よ
う
な
行
動
を
取
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
〈
政
教
分
離
〉

と
言
っ
て
も
、
一
神
教
文
化
圏
や
イ
ン
ド
文
化
圏
に
お
け
る
〈
宗

教
が
上
、
政
治
が
下
〉
に
対
し
て
儒
教
文
化
圏
で
は
〈
政
治
が
上
、

宗
教
が
下
〉
で
あ
り
、
分
離
の
意
味
が
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
う
す
る
と
、
儒
教
文
化
圏
に
お
い
て
は
、
宗
教
が
仮

中
国
仏
教
や
道
教
と
異
な
り
、
儒
教
に
は
内
外
公
私
と
も
に
明

確
な
絶
対
者
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
周
王
朝
時
代
で
は
王

（
周
王
）
で
あ
り
、
秦
漢
帝
国
時
代
以
降
で
は
皇
帝
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
〈
絶
対
者
〉
は
、
あ
く
ま
で
も
皇
帝

の
地
位
に
あ
る
人
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
宗
教
的
・
哲
学
的
な

意
味
に
お
け
る
超
越
者
・
本
体
（
実
体
）
と
い
っ
た
概
念
は
な
い
。

中
国
人
は
極
め
て
政
治
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
に
よ
っ
て

覆
わ
れ
て
い
る
人
間
社
会
と
い
う
限
定
的
世
界
に
お
け
る
〈
絶
対
〉

四

に
絶
対
者
の
存
在
を
認
め
よ
う
と
し
て
も
、
政
治
の
最
高
者
で
あ

る
皇
帝
を
越
え
る
こ
と
を
露
わ
に
す
る
の
は
、
非
常
に
困
難
と
な

る
。
結
局
、
形
式
的
に
は
宗
教
的
絶
対
者
を
置
く
も
の
の
、
政
治

的
行
動
に
お
い
て
そ
れ
を
持
ち
出
し
て
上
位
に
置
く
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
、
純
粋
な
意
味
に
お
け
る
〈
絶
対
者
〉
に
つ
い
て
思

惟
を
深
め
そ
れ
を
社
会
化
す
る
こ
と
は
、
中
国
仏
教
に
お
い
て
も

道
教
に
お
い
て
も
困
難
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ

し
、
個
人
化
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
心
の
中
や
未
発
表
草
稿
の
レ

ベ
ル
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
社
会
性
は
な
く
、
歴
史
に
寄
与
し
影

響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。

儒
教
的
絶
対
者
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で
あ
る
。

こ
れ
は
、
有
限
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
儒
教
は
各
自
、
各
家

の
祖
先
を
最
重
視
し
、
祖
先
祭
祀
を
思
想
の
核
と
す
る
か
ら
で
あ

る
。
で
は
、
そ
の
祖
先
は
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の
か
と
言
え
ば
、
永

遠
の
無
限
の
彼
方
に
そ
れ
を
求
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
必
ず
、
某

よ
り
始
ま
る
と
、
某
と
い
う
固
有
名
詞
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
個
別
・

有
限
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
某
以
前
に
つ
い
て
は
問
わ
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
某
よ
り
続
い
て
、
現
在
の
自
分
に
至
っ
て
い
る
こ
と

を
自
覚
す
る
。
そ
れ
は
生
命
の
連
続
で
あ
り
、
こ
の
連
続
が
自
分

よ
り
も
後
に
伝
わ
る
こ
と
を
切
望
す
る
。
す
な
わ
ち
生
命
の
断
絶

を
嫌
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
祖
先
某
か
ら
現
在
の
己
れ
に
至
る
と
す
る
の
で

あ
り
、
己
れ
以
後
は
継
続
へ
の
努
力
を
求
め
る
。
も
ち
ろ
ん
、
断

絶
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
中
国
人
に
お
け
る
〈
時
間
〉

の
感
覚
は
有
限
的
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
始
祖
は
常
に

祭
祀
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
家
に
お
い
て
祭
祀
す
る
の
は
四
代
前

の
高
祖
父
母
ま
で
で
あ
っ
て
、
五
代
前
は
す
べ
て
始
祖
と
合
祀
す

る
の
で
、
実
感
的
に
も
四
代
前
ま
で
と
有
限
的
な
の
で
あ
る
。

対
比
的
に
言
え
ば
、
イ
ン
ド
宗
教
に
お
け
る
輪
廻
転
生
の
思
想

は
、
輪
廻
し
続
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
〈
時
間
〉
の
感
覚
は
無
限
的

で
あ
る
。
輪
廻
転
生
の
苦
よ
り
解
脱
し
た
覚
者
、
仏
は
解
脱
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
無
限
者
で
あ
る
。

〈
時
間
〉
が
無
限
な
ら
、
連
動
し
て
〈
空
間
〉
も
無
限
と
な
る
。

極
楽
世
界
か
ら
地
獄
に
至
る
諸
世
界
の
諸
像
は
そ
れ
を
示
す
。
一

方
、
〈
時
間
〉
が
有
限
で
あ
る
な
ら
ば
、
連
動
し
た
〈
空
間
〉
も
有

限
と
な
る
。
だ
か
ら
、
儒
教
で
は
、
天
・
地
で
区
切
ら
れ
た
世
界

以
外
は
認
め
な
い
。
そ
の
天
・
地
で
区
切
ら
れ
た
中
に
万
物
〔
そ

の
長
が
人
間
〕
が
存
在
す
る
。
そ
の
天
・
地
・
万
物
と
い
う
有
限

的
人
間
社
会
す
な
わ
ち
政
治
世
界
の
長
こ
そ
皇
帝
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
皇
帝
は
人
間
で
あ
る
の
で
誤
ち
を
冒
す
し
、
そ
の
王

朝
が
徳
を
失
な
え
ば
、
中
華
思
想
（
王
道
）
実
現
の
資
格
を
失
っ

て
亡
ぶ
。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
•
王
朝
で
す
ら
有
限
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
時
間
・
空
間
と
も
に
有
限
と
す
る
儒
教
的
世
界
に

お
い
て
は
、
無
限
世
界
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
な
超
越
的
絶
対

者
と
い
う
観
念
は
生
れ
よ
う
が
な
い
。
祖
先
と
て
無
限
の
彼
方
か

ら
始
ま
る
と
し
な
い
。
だ
れ
そ
れ
と
い
う
名
を
有
す
る
者
を
始
祖

と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
と
い
う
有
限
を
明
言
す

る。
も
っ
と
も
、
十
二
世
紀
の
宋
代
に
朱
窯
が
登
場
し
、
儒
教
に
形

而
上
学
的
観
点
を
持
ち
こ
ん
だ
。
そ
れ
は
、
〈
道
〉
に
代
わ
っ
て
、

〈
理
〉
と
い
う
原
理
を
建
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
朱
窯
の

思
想
は
、

(
A
)
周
敦
願
の
「
太
極
図
説
」
と
、

(
B
)
程
願
の
「
理

気
二
元
論
」
と
い
う
両
形
而
上
学
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

(
A
)

と
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
か
た
で
あ
る
。
『
易
』
は

〈太
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極
〉
と
い
う
本
体
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
を
周
敦
願
は
使
う
。
そ

の
際
、
『
老
子
』
中
の
〈
無
極
〉
の
概
念
を
持
ち
出
し
、
本
体
は
「
無

極
に
し
て
太
極
」
と
し
た
。
『
老
子
』
の
〈
無
〉
を
導
入
し
た
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
〈
無
極
に
し
て
太
極
〉
な
る
本
体
か
ら
、
陰
•
陽
・

五
行
（
水
・
火
・
木
•
金
•
土
）
の
諸
作
用
・
相
互
運
用
に
よ
っ
て

万
物
が
化
生
す
る
と
い
う
こ
と
を
図
解
し
た
（
い
わ
ゆ
る
太
極
図
説

で
あ
る
）
。

な
お
、
『
易
』
繋
辞
上
に
お
け
る
〈
太
極
〉
か
ら
八
卦
（
万
物
の

象
徴
）
が
生
成
す
る
ま
で
の
文
中
、
五
行
は
登
場
し
な
い
。
つ
ま

り
、
『
老
子
』
の
〈
道
・
無
〉
、
『
易
』
の
太
極
論
、
五
行
説
の
三

者
を
融
合
し
た
論
で
あ
る
。

(
B
)
と
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
か
た
で
あ
る
。
宇
宙
を
構
成

す
る
の
は
、
〈
理
〉
と
〈
気
〉
と
で
あ
る
と
す
る
。
理
気
二
元
論
で

あ
る
。
こ
の
〈
気
〉
と
は
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
万
物
は
こ
の

〈
気
〉
を
材
料
と
し
て
お
り
、
そ
こ
へ
〈
理
〉
が
与
え
ら
れ
た
と

す
る
。
こ
れ
が
〈
理
〉
論
の
骨
子
で
あ
る
。

こ
の
〈
気
〉
に
は
、
陰
と
陽
と
が
あ
り
、
こ
の
二
気
か
ら
万
物

（
日
月
星
辰
か
ら
動
植
物
）
が
生
み
出
さ
れ
た
と
す
る
。
〈
気
〉
は
集

散
し
変
化
す
る
の
で
、
そ
の
相
違
に
よ
っ
て
万
物
が
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
と
す
る
。
な
お
〈
理
〉
に
つ
い
て
の
論
は
、
い
ま
―
つ
明
快

で
な
い
が
、
〈
気
〉
と
連
動
し
、
〈
理
・
気
〉
両
者
に
よ
っ
て
万
物

が
発
展
す
る
と
す
る
。

右
の
(
A
)
・
(
B
)
を
朱
窯
は
融
合
す
る
。
(
B
)
の
〈
理
・

気
〉
の
上
に
、
(
A
)
の
〈
太
極
〉
を
置
き
、
宇
宙
の
本
体
を
〈
太

極
〉
と
し
、
〈
太
極
〉
は
時
空
を
超
越
し
た
〈
理
〉
で
あ
る
と
し
、

(
A
)
・

(
B
)
を
融
合
し
た
。

す
る
と
、
窮
極
的
に
は
、
理
一
元
論
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
〈
理

（
太
極
）
〉
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
〈
気
〉
が
生
れ
た
の
か
、
或
い

は
、
〈
太
極
と
し
て
の
理
〉
と
、
〈
理
気
二
元
〉
に
お
け
る
〈
理
〉

と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
理

一
元
論
か
ら
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
朱
窯
の

そ
の
説
明
は
十
分
で
な
い
。

そ
う
し
た
不
備
は
、
い
ま
問
わ
な
い
ま
で
も
、
宋
代
の
主
流
思

想
と
な
っ
た
宋
学
に
お
い
て
は
、
本
体
を
問
う
と
い
う
形
而
上
学

的
思
考
が
大
主
題
の
―
つ
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
そ
う
い
う
大
き
な
主

題
が
生
れ
た
の
か
と
言
え
ば
、
通
説
的
に
は
次
の
よ
う
な
理
由
で

あ
る
。儒

教
の
対
仏
教
問
題
。
仏
教
は
、
政
治
等
の
現
実
問
題
に
は
無

カ
で
あ
っ
た
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
的
課
題
（
例
え
ば
、
存
在
論

や
認
識
論
）
に
お
い
て
は
豊
富
な
見
解
や
解
釈
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

儒
教
は
そ
う
い
っ
た
方
面
に
つ
い
て
十
分
な
思
想
的
な
展
開
が
あ

っ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
い
っ
た
方
面
に
つ
い
て
中
国
人
に
は

関
心
が
乏
し
か
っ
た
せ
い
で
も
あ
る
。

ま
た
、
仏
教
一
般
と
は
別
に
、
心
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
特
に
禅
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宗
が
流
行
し
、
儒
者
に
お
い
て
も
禅
の
研
究
や
実
践
を
行
う
者
が

現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
儒
者
に
お
い
て
徹
底
的
な
仏

教
批
判
者
が
現
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
立
場
が
儒
者
に
お
い
て
は
普

通
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
に
お
い
て
、
反
仏
教
に
せ
よ
、

親
仏
教
に
せ
よ
、
思
想
の
相
手
と
し
て
仏
教
を
無
視
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
が
宋
代
で
あ
っ
た
。

こ
の
傾
向
は
、
実
は
仏
教
伝
来
以
来
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
一
世

紀
の
仏
教
伝
来
期
と
重
な
り
つ
つ
、
老
荘
思
想
を
背
景
と
し
た
道

教
が
盛
ん
と
な
っ
て
ゆ
く
が
、
こ
の
仏
教
・
道
教
と
儒
教
と
は
反

撥
し
た
り
親
和
し
た
り
し
な
が
ら
、
や
が
て
儒
・
道
・
仏
の
三
教

が
融
合
も
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
中
で
宋

学
が
興
っ
て
き
、
仏
教
の
形
而
上
性
や
心
性
や
、
道
教
（
老
荘
思
想
）

の
本
体
論
な
ど
を
吸
収
し
つ
つ
、
形
而
上
学
的
思
考
を
深
め
て
ゆ

く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
儒
教
内
部
に
お
い
て
も
大
き
な
変
化
が
生
れ

つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
儒
教
が
、
前
三
世
紀
末
、
国
教
と
な
り
、

漢
代
に
儒
教
の
中
心
的
教
典
に
対
す
る
解
釈
学
（
経
学
）
が
盛
ん

と
な
り
、
そ
れ
が
発
展
し
、
唐
代
に
『
五
経
正
義
』
そ
の
他
重
要

な
儒
教
教
典
の
訓
詰
注
釈
の
大
系
が
完
成
す
る
。
さ
ら
に
宋
代
に

も
続
い
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
解
釈
の
特
定
、

固
定
と
な
り
、
時
代
の
要
求
と
に
ず
れ
が
生
じ
な
い
で
も
な
く
な

っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
隋
唐
代
か
ら
科
挙
官
僚
と
い
う
、
皇
帝

を
最
頂
上
と
す
る
中
央
集
権
国
家
に
お
け
る
真
の
官
僚
（
国
家
に
忠

誠
を
誓
う
試
験
合
格
者
）
が
登
場
す
る
が
、
彼
ら
の
意
識
に
適
合
す

る
解
釈
が
求
め
ら
れ
た
。
特
に
北
方
の
新
興
国
の
圧
力
に
宋
王
朝

は
悩
ま
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

例
え
ば
大
義
名
分
論
な
ど
が
盛
ん
と
な
る
が
、
従
来
の
訓
詰
注
釈

の
枠
内
で
は
、
そ
の
理
論
化
は
難
し
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
の
中
で
、
儒
教
に
お
け
る
新
解
釈
が
求
め
ら

れ
、
宋
学
が
そ
の
役
割
り
を
果
そ
う
と
し
た
。
朱
窯
が
そ
の
代
表

者
で
あ
っ
た
。
朱
窯
は
、
そ
の
新
解
釈
に
体
系
性
を
与
え
よ
う
と

し
た
。
そ
こ
で
、
形
而
上
学
か
ら
現
実
の
道
徳
に
至
る
ま
で
、
一

貫
し
た
説
得
性
あ
る
体
系
を
作
り
出
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
前
述

の
周
派
渓
（
敦
願
）
や
程
伊
川
（
程
願
）
等
の
思
想
を
呑
み
こ
ん
で

い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
一
貫
性
、
体
系
性
が
本
体
論
に
つ
な
が
る
。
朱
窯
の

理
一
元
論
（
理
気
二
元
論
を
述
べ
る
の
で
は
あ
る
が
、
窮
極
的
に
は
理
一

元
論
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
近
現
代
の
研
究
者
は
、
こ
の

〈
理
〉
を
、
思
考
類
型
的
に
、
い
や
厳
密
に
言
え
ば
類
比
的
に
比

喩
的
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
絶
対
精
神
〉
に
充
て
よ
う
と
し
、
そ
の

試
み
が
絶
え
な
い
。
最
近
例
で
は
、
石
悼
英
「
朱
窯
的
If

理
II

与

黒
格
爾
的

I
f

絶
対
理
念
I
I」
〔
朱
喜
~
の
〈
理
〉
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
絶
対

精
神
〉
と
〕
（
『
河
北
学
刊
』
一
九
八
五
年
第
五
期
）
。
し
か
し
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
弁
証
法
的
展
開
を
同
じ
く
朱
窯
に
求
め
て
も
、
そ
の
よ
う
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五
天
に
つ
い
て

な
も
の
は
哲
学
史
的
に
言
っ
て
始
め
か
ら
な
い
以
上
、

比
較
思
想
的
検
討
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。

こ
う
し
た

中
国
に
お
い
て
、
絶
対
い
や
絶
対
者
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
皇

帝
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
称
号
で
あ
り
、
そ
の
概
念
は
〈
天
子
〉
す

な
わ
ち
〈
天
の
子
〉
で
あ
る
。
天
か
ら
地
上
か
つ
万
物
の
支
配
を

命
ぜ
ら
れ
た
者
、
儒
教
流
に
言
え
ば
、
天
の
命
を
受
け
た
者
、
受

命
者
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
天
が
絶
対
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
天

I

I
こ
れ
に
対
し
て

は
、
全
世
界
に
お
い
て
人
々
は
神
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
そ
の

最
も
素
朴
に
し
て
一
般
的
な
も
の
は
、
太
陽
や
月
の
運
行
、
回
転

す
る
諸
星
座
、
そ
し
て
流
星
、
そ
の
結
果
と
み
て
の
、
四
季
の
循

環
、
風
雨
の
到
来
等
々
、
要
す
る
に
自
然
現
象
を
起
す
動
因
を
集

約
し
て
ゆ
く
と
、
天
動
説
的
に
は
〈
天
〉
と
い
う
抽
象
化
に
至
る
。

そ
こ
か
ら
天
を
畏
れ
る
感
覚
が
生
じ
る
の
は
、
人
類
の
共
通
し

た
原
始
心
性
で
あ
る
。
東
北
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
も
ち
ろ
ん
そ
れ

が
あ
っ
た
。
当
然
、
儒
教
も
ま
た
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
。

そ
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
段
階
と
な
る
。
①
自
然
と
し
て
の
天

へ
の
畏
怖
、
②
天
を
場
所
と
し
て
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
神
（
各

家
の
祖
霊
を
含
む
）
が
存
在
す
る
と
す
る
が
、
そ
の
神
々
は
目
に
は

見
え
な
い
の
で
、
存
在
場
所
の
天
と
、
そ
こ
に
存
在
す
る
神
々
（
各

家
の
祖
霊
も
含
む
）
と
を
重
層
さ
せ
同
一
化
し
た
、
そ
う
い
う
天
、

③
天
地
を
創
造
し
た
神
は
天
を
超
え
そ
の
上
に
存
在
し
て
い
る
の

で
は
あ
る
が
、
天
を
超
え
た
先
は
目
に
見
え
な
い
の
で
、
創
造
神

の
手
前
に
あ
る
天
を
も
っ
て
神
と
重
層
さ
せ
た
そ
の
天
。

こ
の
三
段
階
も
ま
た
世
界
各
地
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
宗
教
学

的
に
は
、
①
は
自
然
崇
拝
（
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
含
む
）
‘
②
は
多
神
教
（
シ

ヤ
マ
ニ
ズ
ム
を
含
む
）
‘
③
は
一
神
教
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
天
〉
で
あ

る。
③
は
、
天
の
形
而
上
化
で
あ
り
、
老
荘
思
想
の
〈
道
〉
や
、
宋

学
の
〈
理
〉
が
そ
れ
に
相
当
し
て
ゆ
く
。
宋
学
が
「
天
理
人
欲
」

と
述
べ
、
〈
天
理
〉
と
現
象
界
の
〈
人
欲
〉
と
を
対
比
す
る
の
は
そ

の
例
で
あ
る
。
同
じ
く
古
く
は
そ
れ
を
素
朴
に
「
天
道
」
と
称
し
、

世
界
の
規
範
を
そ
こ
に
求
め
た
り
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
〈
天
道
〉

に
は
、
依
然
と
し
て
①
の
意
識
が
色
濃
く
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な

て
ん
と

い
。
日
本
に
お
け
る
「
お
天
道
さ
ま
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
③
の
抽

象
化
の
極
致
は
、
①
の
素
朴
な
現
象
と
通
じ
や
す
い
。
す
べ
て
は

〈
天
〉
の
意
志
と
し
て
。

さ
て
、
②
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
中
国
人
に
と
っ
て
普
遍
的

で
あ
る
。
人
間
の
意
識
や
想
像
力
は
、
よ
ほ
ど
の
大
天
オ
は
別
と

し
て
、
ふ
つ
う
は
現
実
を
基
礎
と
す
る
。
政
治
的
な
も
の
に
敏
感

に
反
応
し
や
す
い
感
覚
の
中
国
人
に
あ
っ
て
は
、
地
上
の
現
実
政
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治
制
度
を
天
上
に
平
行
移
動
し
、
天
上
に
お
い
て
も
官
僚
制
を
投

影
す
る
。
す
な
わ
ち
天
上
の
神
々
に
お
い
て
も
〈
官
僚
〉
的
序
列

を
構
想
し
、
神
々
を
そ
こ
に
配
当
す
る
。
そ
し
て
、
神
々
の
王
、

最
高
位
に
坐
す
る
王
を
定
め
る
。
そ
れ
が
臭
天
上
帝
で
あ
る
。
こ

の
上
帝
が
天
上
の
統
治
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
地
上
の
現
実
政
治

に
お
け
る
王
・
天
子
の
地
位
の
投
影
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
天
上
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
道
教
や
中
国
仏
教
に
お
け

る
地
獄
（
地
下
）
の
場
合
も
、
冥
王
以
下
の
諸
役
人
の
序
列
も
ま

た
現
実
政
治
の
官
僚
機
構
の
投
影
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
②
の
上
帝
を
仮
に
〈
絶
対
〉
と
し
て
も
、
そ
の
〈
絶

対
〉
は
独
立
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
地
上
に
お
い
て
他
の
諸
官

僚
と
比
べ
て
最
高
位
に
あ
る
皇
帝
、
天
上
に
お
い
て
他
の
諸
神
・

諸
霊
と
比
べ
て
最
高
位
に
あ
る
上
帝
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

超
越
的
な
絶
対
性
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
多
神

教
世
界
に
お
け
る
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
現
に
、
中
国
に
お
い
て

は
、
王
朝
の
交
代
は
ふ
つ
う
で
あ
り
、
滅
亡
す
る
王
朝
の
最
後
の

皇
帝
は
、
殺
さ
れ
た
り
、
脅
さ
れ
て
帝
位
を
譲
っ
て
降
格
さ
せ
ら

れ
た
り
、
極
端
な
場
合
は
、
一
気
に
庶
人
の
身
分
に
落
さ
れ
た
り

し
た
の
で
る
。

①
の
自
然
的
な
天
を
主
張
し
た
の
は
、
例
え
ば
荀
子
、
②
の
上

帝
を
主
張
し
た
の
は
、
例
え
ば
孟
子
、
③
の
天
は
、
例
え
ば
朱
喜
~

（
程
伊
川
も
）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
ど
う
で
あ
っ
た

天
に
絶
対
性
を
置
か
な
い
こ
と
は
、
例
え
ば
、
『
易
』
繋
辞
伝
下

の
う

「
天
地
位
を
設
け
、
聖
人
能
を
成
す
。
人
謀
り
鬼
謀
り
て
、

あ
ず
か

百
姓
も
能
に
与
る
」
の
場
合
、
本
田
清
『
易
』
（
朝
日
新
聞
社
・
昭
和

四
十
一
年
）
が
「
聖
人
は
天
地
と
な
ら
ぶ
は
た
ら
き
（
能
）
を
成
し

と
げ
る
」
と
解
説
す
る
こ
と
か
ら
も
分
る
。
天
地
が
絶
対
者
で
あ

れ
ば
、
聖
人
と
い
え
ど
も
所
詮
は
人
間
な
の
で
あ
る
か
ら
「
天
地

に
な
ら
ぶ
創
造
の
は
た
ら
き
に
参
与
す
る
こ
と
」
は
あ
り
え
な
い
。

も
っ
と
も
、
本
稿
は
〈
天
〉
に
つ
い
て
ス
ケ
ッ
チ
を
し
た
だ
け

で
あ
り
、
中
国
思
想
史
に
お
け
る
〈
天
〉
の
論
説
は
厖
大
で
あ
り
、

そ
の
研
究
論
考
も
数
多
い
。
し
か
し
、
西
洋
哲
学
史
や
キ
リ
ス
ト

教
に
お
け
る
よ
う
な
超
越
的
〈
絶
対
〉
の
観
念
が
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
〈
天
〉
に
対
し
て
も
、
〈
絶
対
〉
と
し
て
の
、
疑
う
べ
か
ら

ざ
る
対
象
と
い
う
観
念
は
生
ず
べ
く
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ

ぜ

ひ

か
、
時
に
は
、
「
天
道
是
か
非
か
」
（
『
史
記
』
伯
夷
伝
）
と
、
疑

い
を
持
ち
さ
え
す
る
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
。
こ
う
い
う
こ
と
を
よ
く
言
う
人
が
い
る
。
天
（
そ
の

も
の
）
へ
の
信
仰
が
あ
る
、
と
。

こ
の
場
合
、
「
信
仰
」
の
意
味
や
内
容
が
問
題
で
あ
る
。
今
日
の

よ
う
に
、
表
現
の
自
由
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
天
を
信
仰

対
象
と
し
て
、
天
を
祭
る
の
は
自
由
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
い
う

教
義
を
有
す
る
宗
教
団
体
が
存
在
す
る
。

し
か
し
、
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
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観
念
や
思
想
は
、
あ
く
ま
で
も
現
実
の
写
像
で
あ
る
。
時
間

六

死
後
も
有
限
世
界
に

だ
ろ
う
か
。
①
の
よ
う
な
、
素
朴
な
自
然
崇
拝
と
し
て
の
「
お
天

道
さ
ま
」
を
崇
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
特

に
日
本
の
場
合
、
鎌
倉
時
代
か
ら
明
治
維
新
に
至
る
ま
で
、
政
権

が
天
皇
に
な
く
幕
府
に
あ
り
、
天
皇
に
は
権
力
が
な
か
っ
た
の
て

〈
天
子
〉
の
〈
天
〉
に
つ
い
て
独
占
的
に
管
理
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
事
情
も
あ
っ
て
か
、
日
本
で
は
庶
民
に
お

い
て
も
「
お
天
道
さ
ま
」
へ
の
敬
愛
が
あ
り
、
祭
る
こ
と
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
〈
天
〉
は
あ
く
ま
で
も
自
然
的
天
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
抽
象
的
な
意
味
を
求
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

ご
利
益
と
し
て
の
〈
天
〉
で
あ
っ
た
。

も
し
〈
天
〉
に
対
し
て
抽
象
化
し
、
国
家
的
な
意
味
づ
け
を
す

る
な
ら
ば
、
い
や
実
は
そ
れ
を
儒
教
が
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

と
き
の
〈
天
〉
は
、
〈
天
子
〉
を
選
定
す
る
〈
天
〉
と
な
る
。
こ
う

し
た
〈
天
〉
を
祭
祀
で
き
る
の
は
、
天
の
子
で
あ
る
天
子
の
特
権

な
の
で
あ
っ
て
、
天
子
以
外
の
者
に
は
〈
天
〉
を
祭
祀
す
る
資
格

な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
子
で
な
い
者
が
も

し
〈
天
〉
を
祭
祀
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
天
子
に
対
す
る
不
敬

と
な
り
、
重
罰
を
も
っ
て
処
断
さ
れ
る
。

＾ 極天天
楽国上

｀ ---- --（魂）天

R 
（暁）地

＾ 地地
獄下

ヽ

空
間
の
無
限
を
信
ず
る
人
々
・
地
域
と
、
時
間
・
空
間
に
有
限
し

か
認
め
な
い
人
々
・
地
域
と
に
よ
っ
て
、
〈
絶
対
〉
の
有
無
が
生
じ

る
。
前
者
は
一
神
教
や
イ
ン
ド
思
想
の
世
界
で
あ
る
が
、
そ
こ
か

ら
は
〈
絶
対
〉
の
観
念
が
生
れ
よ
う
。
し
か
し
、
後
者
は
多
神
教

〔
イ
ン
ド
は
複
雑
で
多
神
教
的
で
も
あ
る
が
〕
や
儒
教
の
世
界
で

あ
り
、
超
越
的
〈
絶
対
〉
の
観
念
は
生
れ
な
い
。
し
か
し
、
相
対

的
序
列
の
最
高
者
と
し
て
の
〈
絶
対
〉
は
あ
る
。
皇
帝
が
そ
れ
で

あ
る
が
、
永
遠
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
形
容
矛
盾
だ
が
、

あ
く
ま
で
も
〈
仮
の
絶
対
〉
、
〈
限
定
的
絶
対
〉
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
こ
の
関
係
は
死
後
も
続
く
。
儒
教
で
は
半
円
（
円
）
と
直
線
（
地
）

と
で
囲
ま
れ
た
〈
有
限
の
現
実
世
界
〉
の
中
に
死
者
も
魂
塊
と
な

そ
と

っ
て
生
者
と
と
も
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
（
仏
教
の
言
う
極

楽
・
地
獄
や
一
神
教
の
言
う
天
国
・
地
獄
）
の
〈
無
限
の
抽
象
世
界
〉

に
死
者
は
行
か
な
い
、
と
す
る
。
図
の
示
す
が
ご
と
く
で
あ
る
。

(14) 



死
者
（
魂
・
愧
の
分
離
者
）
は
、
自
分
の
子
孫
一
族
に
よ
る
祭
祀

に
よ
っ
て
現
世
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
、
魂
・
塊
が
再
び
合
一
し
て
再

生
し
、
遺
族
と
出
会
う
。
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
は
魂
塊

（
霊
魂
）
が
有
限
の
天
地
内
に
存
在
す
れ
ば
こ
そ
可
能
な
の
で
あ

そ
と

っ
て
、
有
限
の
天
地
の
外
す
な
わ
ち
無
限
的
世
界
（
例
え
ば
天
国
・

極
楽
・
地
獄
）
に
魂
塊
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム

で
呼
び
寄
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
第
一
、
天
国
・
極
楽
と
い

う
〈
浄
土
〉
に
も
し
存
在
し
え
た
な
ら
ば
、
い
く
ら
呼
び
寄
せ
ら

れ
よ
う
と
も
、
こ
の
地
球
の
よ
う
な
〈
械
土
〉
に
帰
る
必
要
は
な

い
。
〈
無
限
の
世
界
〉
に
生
き
る
者
は
〈
有
限
の
世
界
〉
な
ど
問
題

で
は
な
い
。

し
か
し
、
儒
教
は
、
〈
無
限
の
世
界
〉
〈
絶
対
の
世
界
〉
を
認
め

な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
も
死
者
を
〈
有
限
の
世
界
〉
に
置
き
、
生

者
と
の
出
会
い
、
何
度
も
の
出
会
い
を
主
張
し
、
祖
先
祭
祀
を
骨

格
と
し
た
理
論
大
系
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

追
記
。
右
論
考
は
、
今
春
刊
行
予
定
の
『
孝
研
究
ー
ー
儒
教

基
礎
論
』
（
加
地
伸
行
著
作
集
第
一
ー
・
研
文
出
版
）
の
一
部

で
あ
る
。

(15) 


