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序

ヒ
ュ
ー
ム

事

物

と

心

『
人
間
本
性
論
』
よ
り

心
の
同
一
性
と
は
何
か
。
あ
る
い
は
自
己
の
観
念
や
、
人
格
の
同
一

性
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
彼
の
経
験
論
に
お
い
て
答

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
問
い
で
あ
り
、
彼
の
体
系
的
主
著
『
人
間

本
性
論
』
に
お
い
て
は
知
覚
を
論
じ
る
第
一
巻
の
最
後
部
分
の
一
節
で

主
題
的
に
扱
わ
れ
る
。
そ
の
「
人
格
同
一
性
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た

一
節
で
は
、
自
己
な
い
し
心
の
同
一
性
と
は
「
知
覚
の
束
」
す
な
わ
ち

関
連
し
あ
う
知
覚
の
集
積
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
節
だ

け
で
自
己
や
心
と
は
何
か
が
明
確
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
よ
う
な
心
に
お
い
て
「
外
的
」
事
物
が
ど
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
て

「
内
的
」
な
も
の
と
区
別
さ
れ
る
の
か
や
、
続
く
第
二
巻
と
第
三
巻
で

自
他
の
感
情
や
道
徳
を
論
じ
る
際
の
自
己
の
観
念
と
は
何
か
に
つ
い
て

も
包
括
的
に
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
最
初
に
挙
げ
た
問
い

に
包
括
的
に
答
え
る
こ
と
は
、
『
人
間
本
性
論
』
を
統
一
的
に
読
解
し
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
「
知

覚
の
束
」
と
し
て
の
自
己
の
観
念
と
第
二
巻
•
第
三
巻
に
お
け
る
自
己

の
観
念
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
説
明
は
不
十
分
で
あ

り
、
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
に
お
い
て
常
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
自
己
や
心
の
包
括
的
な
理
解
に
む
け
た
作

業
の
一
部
と
し
て
、
第
一
巻
に
お
け
る
外
的
事
物
の
同
一
性
の
想
定
に

関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
察
を
検
討
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
心
の
同
一
性
の

意
味
を
幾
ら
か
明
確
に
し
た
い
。

以
下
、
第
一
章
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
心
」
と
い
う
言
葉
を
二
つ
の

意
味
で
用
い
て
『
人
間
本
性
論
』
を
書
き
始
め
て
い
る
こ
と
と
、
ヒ
ュ
ー

ム
に
お
い
て
外
的
事
物
は
心
に
現
れ
る
知
覚
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
確

認
す
る
。
第
二
章
で
は
、
そ
の
外
的
事
物
の
知
覚
が
「
外
的
」
と
想
定

會

澤

久

仁

子
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『
人
間
本
性
論
』
第
一
巻
第
一
部
に
お
け
る
「
心
」
の
二
つ

の
意
味

ヒ
ュ
ー
ム
は
「
心
」

(
m
i
n
d
)
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
、

何
を
意
味
さ
せ
て
い
る
の
か
。
ま
ず
『
人
間
本
性
論
』
の
冒
頭
、
第
一

巻
第
一
部
に
お
い
て
そ
れ
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
わ
か
る
の
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
「
心
」
に
、
知
覚
の
出
現
す
る
と
こ
ろ
と
、
知
覚
を
産
み

関
係
さ
せ
る
機
能
と
の
二
つ
の
意
味
を
同
時
に
持
た
せ
て
用
い
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

『
人
間
本
性
論
』
第
一
巻
第
一
部
第
一
節
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

「
人
間
の
心
の
一
切
の
知
覚
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
二
つ
の
別
個
な
種
類

と
な
り
、
私
は
そ
れ
ら
を
『
印
象
』

(
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
)
と
『
観
念
』

(idea)

(
1
)
 

と
呼
ぽ
う
。
」

(
T
1.1.1.1 ;
 S
B
N
 1
)

「
精
神
(soul)
に
初
め
て
出
現

(
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
)
し
た
感
覚
や
感
情
、
情
動
の
一
切
」

(ibid.)
を
ヒ
ュ
ー

ヽ
第
一
章

心
と
、
外
的
事
物
の
知
覚

さ
れ
る
仕
方
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
説
明
を
確
か
め
、
心
の
外
的
世
界

と
内
的
世
界
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
、
心
の
同

一
性
と
外
的
世
界
、
内
的
世
界
と
の
関
係
を
整
理
す
る
。
事
物
世
界
は

心
が
心
の
外
に
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
で
も
外
的
事
物

は
心
の
同
一
性
を
構
成
す
る
一
部
で
あ
り
う
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

だ
ろ
う
。

劇
場
と
の
比
較
を
我
々
は
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
心
を
構
成
す
る
の

た
だ
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
続
く
次
の
文
で
あ
る
。

2
5
3
)
 

(
T
 1.4.6.4; 
S
B
N
 

ム
は
印
象
と
呼
ぶ
。
な
お
こ
こ
で
「
精
神
」
は
「
心
」
と
同
義
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
あ
る
印
象
が
心
に
現
れ
る
(
p
r
e
s
e
n
t
w
i
t
h
 

t
h
e
 
m
i
n
d
)
と
、
そ
れ
は
観
念
と
し
て
再
び
そ
こ
に
現
れ
る
こ
と
を

我
々
は
経
験
に
よ
っ
て
見
出
す
。
」

(
T
1.1.3.1; 
S
B
N
 8)

こ
の
よ
う

に
、
知
鴬
す
な
わ
ち
印
象
や
観
念
が
「
心
に
出
現
す
る
」

(
T
1.1.1.8; 

S
B
N
 5,
 
T
 1.1.3.2; 
S
B
N
 9)
、
「
心
に
現
れ
る
」

(
T
1.1.7.7; 
S
B
N
 20
)
 

と
の
表
現
は
他
に
も
繰
り
返
し
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
快
苦
の
観
念
が
「
精

神
上
に
戻
る
(
r
e
t
u
r
n
o
n
 t
h
e
 soul)
と」

(
T
1.1.2.1; 
S
B
N
 8)
と
か
、

過
去
の
あ
る
出
来
事
の
観
念
が
「
心
に
な
だ
れ
込
む
(flows
in 
o
n
 

t
h
e
 m
i
n
d
)
」（
T
1.1.2.1; 
S
B
N
 9)
と
の
表
現
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
心
」
を
知
覚
の
出
現
す
る
と
こ
ろ
と
す
る
の
は
、

後
に
人
格
同
一
性
を
論
じ
る
際
の
劇
場
の
比
喩
と
重
な
る
。
ヒ
ュ
ー
ム

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

心
は
一
種
の
劇
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
知
覚
が
継
起
的
に

出
現
す
る
。
そ
れ
ら
は
通
り
過
ぎ
、
舞
い
戻
り
、
滑
り
去
り
、
混
ざ

り
、
無
限
の
多
様
な
状
態
お
よ
び
状
況
に
な
る
。
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ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
、
心
と
は
知
覚
の
現
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

定
の
場
所
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
知
覚
が
継
起
し
て
現
れ
る
と
こ
ろ

が
心
と
呼
ば
れ
る
の
だ
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
ま
た
、
第
一
巻
第
一
部
に
お
い
て
、
心
を
次
の
よ
う
に

も
描
写
す
る
。
感
覚
の
印
象
は
未
知
の
原
因
か
ら
精
神
に
起
源
的
に
起

こ
り
、
「
こ
の
印
象
は
心
に
よ
っ
て
コ
ピ
ー
さ
れ
」

(
T
1
.
1
.
2
.
1
;
 
S
B
N
 

8
)

、
こ
の
コ
ピ
ー
は
観
念
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
印
象
が
観
念
と
し

て
再
び
心
に
現
れ
る
仕
方
に
は
二
通
り
あ
り
、
「
記
憶
」

(
m
e
m
o
r
y
)

と
「
想
像
」

(
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
)
の
二
つ
の
機
能
(faculty)
に
よ
る
。
記

憶
に
よ
っ
て
、
印
象
の
最
初
の
活
気
を
保
っ
て
観
念
は
出
現
す
る
。
ま

た
記
憶
は
、
原
印
象
と
同
じ
順
序
と
形
式
に
束
縛
さ
れ
て
、
観
念
の
順

序
と
位
置
を
保
存
す
る
。
他
方
、
想
像
に
よ
っ
て
、
印
象
の
最
初
の
活

気
を
全
く
失
っ
て
観
念
は
出
現
す
る
。
想
像
に
お
い
て
は
知
覚
は
淡
く
、

萎
え
て
い
て
、
「
心
に
よ
っ
て
相
当
長
く
不
動
か
つ
一
様
に
保
た
れ
る

の
は
困
難
」

(
T
1
.
1
.
2
.
1
 ;
 S
B
N
 9)

で
あ
る
。
想
像
は
原
印
象
と
同
じ

順
序
と
形
式
に
は
拘
束
さ
れ
ず
、
自
由
に
観
念
を
置
き
換
え
る
。
た
だ

し
、
観
念
間
の
連
合
性
質
な
い
し
結
合
原
理
が
、
想
像
機
能
の
作
用
を

あ
る
程
度
斉
一
的
に
し
て
い
る
。
「
こ
の
連
合
を
生
み
、
心
が
―
つ
の

も
な
い
の
で
あ
る
。

(ibid.)

は
、
継
起
す
る
知
覚
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
場
面
が
上
演
さ
れ
る

場
所
の
念
な
い
し
場
所
を
構
成
す
る
物
質
の
念
は
ど
ん
な
に
か
す
か
に

ヽ
観
念
か
ら
別
の
観
念
へ
と
伝
え
ら
れ
る
性
質
は
三
つ
あ
り
、
す
な
わ
ち
、

類
似
と
、
時
間
及
び
場
所
の

11、
劇
剌
と
結
果
で
あ
る
。
」

(
T
1
.
1
.
4
.
1
;
 

S
B
N
 11
)

他
に
も
、
「
心
は
二
つ
の
観
念
を
接
合
す
る
」

(
T
1
.
1
.
4
.
1
;
 

S
B
N
 10)
と
か
、
「
心
が
個
別
観
念
を
産
む
」

(
T
1
.
1
.
7
.
8
;
 
S
B
N
 21
)
 

と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
観
念
を
産
み
、
結
び
つ
け
る
、

「
心
の
機
能
」

(
T
1
.
1
.
7
.
8
;
 
S
B
N
 21
)

な
い
し
「
心
の
働
き
(act
o
f
 

t
h
e
 m
i
n
d
)

」（
T
1
.
1
.
7
.
1
1
;
 
S
B
N
 22
)

も
ま
た
認
め
て
い
る
。

外
的
事
物
の
知
覚

次
に
外
的
事
物
(
e
x
t
e
r
n
a
l
o
b
j
e
c
t
)
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
外

的
事
物
の
存
在
を
認
め
る
が
、
外
的
事
物
は
知
覚
と
し
て
存
在
す
る
と

考
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
外
的
事
物
を
想
定
す

る
か
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
問
い
が
出
て
く
る
。
そ
れ
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

外
的
事
物
の
想
定
に
つ
い
て
論
じ
る
一
節
、
「
感
覚
に
関
す
る
懐
疑

論
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
ま
ず
、
「
懐
疑
家
は
、
物
体

(
b
o
d
y
)
の
存
在
に
関
す
る
原
理
の
真
正
さ
を
何
ら
か
の
哲
学
的
証
明

に
よ
っ
て
主
唱
す
る
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
原
理
に
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
T
1
.
4
.
2
.
1
 ;
 S
B
N
 18
7
)
 

と
述
べ
、
さ
ら
に
「
物
体
は
有
る
か
無
い
か
と
尋
ね
る
こ
と
は
無
駄
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
の
行
う
一
切
の
論
究
に
お
い
て
当
然
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
」

(ibid.)
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
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ム
は
物
体
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
た
だ
し
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
そ
の

物
体
は
知
覚
に
他
な
ら
な
い
。

「
存
在
の
観
念
と
外
的
存
在
の
観
念
と
に
つ
い
て
」
と
い
う
一
節
で
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
「
我
々
が
意
識
し
記
憶
す
る
、
い
か
な
る
種
類
の
印
象

も
観
念
も
、
存
在
す
る
と
想
わ
れ
る
」

(
T
1
.
2
.
6
.
2
;
 
S
B
N
 6
6
)

と
し
て
、

「
存
在
の
観
念
は
、
存
在
す
る
と
想
わ
れ
る
も
の
の
観
念
と
ま
さ
に
同

じ
で
あ
る
」

(
T
1
.
2
.
6
.
4
;
 
S
B
N
 66
)

と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
心
に

現
れ
る
一
切
の
事
物
は
存
在
し
、
そ
れ
は
知
覚
に
他
な
ら
な
い
。
ヒ
ュ
ー

ム
は
、
外
的
事
物
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
知
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
だ
け
だ
と
述
べ
て
、
「
外
的
存
在
の
観
念
」
を
言
う
。

我
々
の
注
意
を
可
能
な
だ
け
自
己
の
外
に
と
ど
め
て
み
よ
う
。
想
像
を

天
涯
に
、
宇
宙
の
果
て
に
追
お
う
。
し
か
も
我
々
は
、
我
々
を
越
え
て

一
歩
も
真
に
踏
み
出
す
こ
と
は
な
い
し
、
そ
の
狭
い
範
囲
に
現
れ
た
知

覚
以
外
に
ど
ん
な
種
類
の
存
在
も
想
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
想

像
の
宇
宙
で
あ
り
、
そ
こ
に
産
み
出
さ
れ
る
観
念
以
外
の
ど
ん
な
観
念

も
我
々
は
持
た
な
い
。

(
T
1
.
2
.
6
.
8
;
 
S
B
N
 67
-
8
)
 

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
と
、
我
々
が
何
を
想
お
う
と
も
そ
れ
は
知
覚
以
外
の

存
在
で
は
な
い
。
つ
ま
り
心
の
外
は
な
い
。
で
は
一
体
、
「
自
己
の
外
」

と
か
「
外
的
」
事
物
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
何
の
外
な
の

(
3
)
 

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
外
的
事
物
の
知
覚
と
は
ど
の
よ

1
8
8
)
 

う
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
、

い
か
に
し
て
外
的
事
物
が
想
定
さ
れ
る
か

に
つ
い
て
探
求
を
始
め
る
。
そ
し
て
、
外
的
事
物
の
想
定
の
仕
方
が
わ

か
れ
ば
、
「
内
的
」
な
も
の
の
想
定
の
仕
方
も
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

第
二
章

外
的
事
物
の
知
覚
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の

関
連
す
る
問
い
を
区
別
し
て
立
て
る
。

物
体
が
感
官
(
s
e
n
s
e
s
)
に
現
れ
て
い
な
い
と
き
さ
え
、
物
体
に
『
連
続

的
』
存
在
を
帰
属
す
る
理
由
は
何
か
、
お
よ
び
、
物
体
を
心
や
知
覚
か

ら
『
別
個
に
』
存
在
す
る
と
想
定
す
る
理
由
は
何
か
(
T
1
.
4
.
2
•

陀

S
B
N

物
体
は
感
官
に
現
れ
て
い
な
い
と
き
も
連
続
し
て
あ
る
と
想
定
さ
れ
、

ま
た
心
や
知
覚
か
ら
別
個
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
「
物
体
の
位
置
と
関
係
、
言
い
換
え
る
と
、
物
体
の
州

891位
置
な
ら
び
に
物
体
の
存
在
と
作
用
と
の
独
立
」

(
i
b
i
d
.
)
と
説
明
を

加
え
て
い
る
。
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
「
連
続
的
存
在
や
別
個
な
存
在

の
考
え
を
産
む
の
は
感
官
と
理
知
(
r
e
a
s
o
n
)
と
刺
側
の
い
ず
れ
で
あ
る

か」

(
i
b
i
d
.
)
を
考
察
す
る
。
本
章
で
は
こ
の
考
察
を
追
お
う
。

外
的
事
物
の
想
定
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感
官
や
理
知
は
外
的
存
在
を
伝
え
な
い

感
官
機
能
は
、
連
続
的
存
在
の
信
念
を
生
ま
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
事

物
が
も
は
や
感
官
に
出
現
し
な
く
な
っ
た
後
に
、
事
物
の
連
続
的
存
在

の
念
を
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
感
官
は
、
別
個

な
存
在
の
信
念
も
生
ま
な
い
。
な
ぜ
な
ら
感
官
は
一
っ
の
印
象
を
伝
え

る
だ
け
で
あ
っ
て
、
背
後
の
外
的
で
独
立
な
も
の
の
心
象
(
i
m
a
g
e
)
を

伝
え
る
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
感
官
は
印
象
を
外
的
で
独
立
な
存
在
そ

の
も
の
と
し
て
現
す
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
し
感
官
が
印
象
を
別
個
な
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
伝
え
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
一
種
の
錯
覚
だ
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
る
。
感
覚
の
本
性
に

関
し
て
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
感
覚
は
心
に
よ
っ
て
真
に
あ
る
が
ま
ま
に
感

じ
ら
れ
る
」

(
T
1
.
4
.
2
.
5
;
 
S
B
N
 18
9
)

。
そ
し
て
感
覚
の
位
置
と
関
係

に
関
し
て
は
、
「
も
し
感
官
が
印
象
を
我
々
自
身
よ
り
外
的
で
独
立
な

も
の
と
し
て
現
す
な
ら
ば
、
事
物
と
我
々
自
身
の
両
方
が
感
官
に
分
明

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
i
b
i
d
.
)

と
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
我
々
自
身

が
感
官
の
対
象
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
人
格
同
一
性
に
関
す
る
問
題
は

感
官
の
み
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
と
し
、
ま
た
「
日

常
生
活
に
お
い
て
は
、
自
己
や
人
格
の
観
念
が
全
く
確
定
さ
れ
た
り
限

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
決
し
て
な
い
」

(
T
1
.
4
.
2
.
6
;
 
S
B
N
 

(
4
)
 

1
8
9
 
|
 1
9
0
)

と
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
感
官
は
我
々
自
身
と
外
的
事
物
と
を

区
別
で
き
な
い
。
結
局
、
「
内
外
の
あ
ら
ゆ
る
印
象
は
…
…
起
源
的
に

同
等
」

(
T
1
.
4
.
2
.
7
;
 
S
B
N
 19
0
)

で
、
「
心
に
入
る
一
切
の
物
は

11に

二、

(
i
n
 
real
苔
）
知
覚
で
あ
る
」

(
i
b
i
d
.
)

。
し
た
が
っ
て
我
々
自
身
に
別
個

な
知
覚
の
想
定
は
、
感
覚
か
ら
で
は
な
く
、
他
の
原
因
か
ら
生
じ
る
だ

ろ
う
。ヒ

ュ
ー
ム
は
、
外
的
な
知
覚
の
想
定
に
つ
い
て
、
身
体
の
外
に
あ
る

と
見
え
る
印
象
を
我
々
自
身
の
外
に
あ
る
と
す
る
主
張
に
対
し
て
、
次

の
三
つ
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
我
々
が
四
肢
体
躯
を
注
視

す
る
と
き
知
覚
す
る
の
は
特
定
の
感
官
印
象
で
あ
り
、
そ
れ
に
物
体
的

存
在
を
帰
す
心
の
働
き
に
説
明
が
要
る
こ
と
、
第
二
に
音
•
味
・
匂
は

普
通
心
に
よ
っ
て
連
続
的
独
立
性
質
と
見
な
さ
れ
る
が
、
感
官
に
は
身

体
外
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
は
現
れ
な
い
こ
と
、
第
一
―
一
に
視
覚
は
推

理
と
経
験
な
し
に
は
距
離
を
知
ら
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
知
覚

の
独
立
性
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
感
官
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ず
、

や
は
り
経
験
を
必
要
と
す
る
。

で
は
、
理
知
は
、
物
体
の
連
続
的
で
別
個
な
存
在
を
教
え
る
だ
ろ
う

か
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
感
官
印
象
を
一
―
一
種
類
に
分
け
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
哲
学
者
と
庶
民
と
の
想
定
の
違
い
を
指
摘
す
る
。
三
種
類
の
印
象
と

は、

(
1
)
物
体
の
形
状
、
か
さ
、
運
動
、
固
さ
の
印
象
、

(
2
)
色、

味
、
匂
、
音
、
熱
、
寒
さ
の
印
象
、

(
3
)
快
と
苦
で
あ
る
。
哲
学
者

も
庶
民
も

(
1
)

の
種
類
が
連
続
的
で
別
個
な
存
在
を
有
す
る
と
想
定

し
、
庶
民
の
み

(
2
)

の
種
類
も
同
等
と
見
な
す
。
そ
し
て
哲
学
者
も

庶
民
も

(
3
)

の
種
類
を
単
な
る
知
覚
と
評
価
す
る
。
さ
て
、
も
ち
ろ

ん
感
官
に
と
っ
て
は
全
て
の
知
覚
の
存
在
様
式
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
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庶
民
は
、
哲
学
者
に
よ
る
表
象
説
な
い
し
二
重
存
在
説
を
知
ら
ず
に
、

ま
た
こ
の
説
に
反
し
て
、
或
る
印
象
を
事
物
と
混
同
し
て
、
そ
の
印
象

そ
の
も
の
に
別
個
な
連
続
的
存
在
を
帰
属
さ
せ
る
。
庶
民
の
こ
の
感
想

は
全
く
非
理
知
的
な
の
で
、
理
知
以
外
の
機
能
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
、
知
覚
と
外
的
事
物
と
を
同
一
と
す
る
に
せ
よ
、
区

別
す
る
に
せ
よ
、
外
的
事
物
の
存
在
を
因
果
的
に
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
だ
か
ら
理
知
は
、
物
体
の
連
続
的
で
別
個
な
存
在
を
確
信
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
物
体
の
連
続
的
で
別
個
な
存
在

の
考
え
は
、
全
く
想
像
に
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、
ニ

想
像
に
よ
る
外
的
事
物
の
想
定

「
一
切
の
印
象
は
内
的
で
消
滅
す
る
存
在
で
あ
る
」

(
T
1
.
4
.
2
.
1
5
;
 

S
B
N
 19
4
)
。
だ
か
ら
、
或
る
印
象
の
連
続
的
で
別
個
な
存
在
の
念
は
、

そ
の
印
象
に
特
異
な
諸
性
質
と
想
像
の
諸
性
質
と
の
協
働
か
ら
起
こ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
連
続
で
別
個
な
存
在
を
帰
さ
れ

る
印
象
と
、
内
的
で
消
滅
す
る
と
見
な
さ
れ
る
印
象
と
を
比
較
し
て
、

そ
の
よ
う
な
特
異
性
質
を
探
す
。

連
続
的
存
在
を
帰
さ
れ
る
事
物
に
ヒ
ュ
ー
ム
が
見
出
す
の
は
、
恒
常

性
(
c
o
n
s
t
a
n
c
y
)
お
よ
び
整
合
性
(
c
o
h
e
r
a
n
c
e
)
で
あ
る
。
例
え
ば
、

今
目
の
前
に
あ
る
山
々
や
家
々
、
木
々
、
ベ
ッ
ド
、
テ
ー
ブ
ル
、
本
、

紙
は
、
見
る
の
を
中
断
し
て
も
、
変
化
し
な
い
。
ま
た
、
物
体
は
度
々

そ
の
位
置
や
性
質
を
変
え
る
が
、
そ
の
変
化
に
お
い
て
整
合
性
を
保
っ

て
い
る
。
例
え
ば
、
一
時
間
部
屋
を
空
け
る
と
、
暖
炉
の
火
の
状
況
は

変
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
変
化
は
他
の
例
で
見
慣
れ
て
い

る
。
こ
の
整
合
性
も
、
恒
常
性
と
同
様
、
外
的
事
物
の
特
徴
で
あ
る
。

(
-
）
知
覚
の
整
合
性
に
基
く
連
続
的
存
在
の
想
定

で
は
、
整
合
性
と
恒
常
性
と
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
、
物
体
の
連

続
的
存
在
の
考
え
を
起
こ
す
の
か
。
ま
ず
整
合
性
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ー

ム
は
、
は
か
な
い
消
滅
す
る
と
見
な
さ
れ
る
内
的
印
象
も
整
合
性
な
い

し
規
則
性
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
物
体
に
見
ら
れ
る
も
の
と
は
違
う
と
指

摘
す
る
。
例
え
ば
諸
感
情
は
相
互
に
依
存
し
結
合
し
て
い
る
が
、
こ
れ

を
保
っ
た
め
に
諸
感
情
が
知
覚
さ
れ
な
い
と
き
も
存
在
し
作
用
す
る
と

想
定
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
と
異
な
っ
て
、
外
的
事
物
は
連
続
的
存

在
を
必
要
と
し
、
こ
れ
を
欠
く
と
作
用
の
規
則
性
を
著
し
く
失
う
。

例
え
ば
、
部
屋
で
座
っ
て
い
て
、
突
然
ド
ア
の
開
く
音
を
聞
き
、
少

し
後
に
配
達
人
が
こ
ち
ら
に
や
っ
て
く
る
の
を
見
る
。
こ
れ
を
考
え
て

み
る
と
、
第
一
に
、
こ
の
音
が
ド
ア
の
動
き
以
外
か
ら
発
す
る
の
を
決

し
て
観
察
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
部
屋
の
反
対
側
に
あ
る
と

記
憶
す
る
ド
ア
が
依
然
と
し
て
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
今
の
現
象
は
あ

ら
ゆ
る
過
去
の
経
験
に
矛
盾
す
る
。
ま
た
、
人
体
に
は
重
力
が
あ
り
、

空
中
に
上
ら
な
い
の
を
常
に
見
て
い
る
が
、
記
憶
す
る
階
段
は
私
が
い

な
く
て
も
消
滅
せ
ず
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
配
達
人
は
部
屋
に
到
着

す
る
た
め
に
空
中
を
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
受
け
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取
っ
た
手
紙
は
、
遠
隔
地
に
住
む
友
人
か
ら
だ
と
わ
か
る
。
私
は
記
憶

と
観
察
に
従
っ
て
心
の
中
で
友
人
と
の
間
に
水
陸
を
拡
げ
、
郵
便
や
船

の
効
果
と
連
続
的
存
在
を
想
定
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
現
象
を
他

の
例
に
お
け
る
経
験
と
一
致
す
る
よ
う
に
説
明
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
現
象
の
想
定
は
、
因
果
結
合
の
原
則
に
反
対
し
て
い
る

と
見
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
私
は
ド
ア
の
音
を
聞
く
と

同
時
に
ド
ア
の
動
き
を
見
る
こ
と
に
は
慣
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
例
で

は
片
方
の
知
覚
し
か
受
け
な
か
っ
た
。
だ
が
、
ド
ア
が
依
然
と
し
て
あ

り
、
私
が
知
覚
し
な
く
て
も
開
い
た
と
想
定
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
観
察

は
従
来
の
観
察
に
反
す
る
。
そ
こ
で
「
こ
の
想
定
は
、
最
初
は
全
く
恣

意
的
で
仮
定
的
だ
が
、
矛
盾
を
調
停
で
き
る
唯
一
の
想
定
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
勢
い
と
確
証
と
を
得
る
。
」

(
T
1
.
4
.
2
.
2
0
;
 
S
B
N
 1
9
7
)
 

こ
れ
に
類
似
の
例
は
ほ
と
ん
ど
常
に
現
れ
る
。
そ
し
て
私
は
事
物
の
連

続
的
存
在
を
想
定
し
て
、
事
物
の
過
去
と
現
在
の
出
現
を
結
び
つ
け
、

事
物
の
性
質
と
状
況
の
経
験
に
適
合
す
る
よ
う
事
物
を
結
合
す
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
に
私
は
、
世
界
を
実
在
し
持
続
す
る
或
る
も
の
と
見

な
し
、
私
の
知
覚
に
も
は
や
現
れ
て
い
な
い
と
き
さ
え
、
そ
の
存
在
を

保
つ
と
見
な
す
よ
う
に
自
然
に
な
る
。

(
T
1
.
4
.
2
.
2
0
;
 
S
B
N
 19
7
)
 

こ
う
し
て
、
心
に
現
れ
る
知
覚
を
越
え
て
、
事
物
か
ら
な
る
世
界
の
連

続
的
存
在
は
想
定
さ
れ
る
。

出
現
の
整
合
性
に
基
く
こ
の
推
断
は
、
過
去
の
経
験
に
よ
っ
て
規
制

さ
れ
る
が
、
因
果
推
論
と
は
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
因
果
推
論
は
、
知

覚
の
規
則
的
継
起
の
習
慣
(custom)
か
ら
起
こ
り
、
知
覚
の
規
則
性

を
越
え
な
い
。
他
方
、
事
物
の
連
続
的
存
在
の
推
断
は
、
知
覚
の
規
則

性
を
越
え
て
、
知
覚
さ
れ
な
い
事
物
の
よ
り
大
き
な
程
度
の
規
則
性
を

与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
習
慣
と
推
理
と
を
知
覚
以
上
に

及
ぽ
す
の
は
、
単
な
る
習
慣
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
想
像
と

の
協
同
に
よ
っ
て
起
こ
る
。

感
官
に
出
現
す
る
事
物
は
一
定
の
整
合
性
を
有
す
る
が
、
想
像
は
こ

の
整
合
性
を
さ
ら
に
大
き
く
斉
一
的
に
す
る
よ
う
に
働
き
、
事
物
の
連

続
的
存
在
を
想
定
す
る
。

心
は
、
ひ
と
た
び
事
物
の
斉
一
性
を
観
察
す
る
道
筋
に
あ
る
と
、
こ
の

斉
一
性
を
可
能
な
限
り
完
全
に
す
る
ま
で
自
然
に
続
く
。
こ
の
た
め
に

は
単
純
に
事
物
の
連
続
的
存
在
を
想
定
す
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
こ
の
想

定
は
、
感
官
以
上
を
見
な
い
と
き
の
事
物
の
規
則
性
よ
り
遥
か

に
大
き
な
事
物
間
の
規
則
性
の
念
を
与
え
る
。

(
T
1
.
4
.
2
.
2
2
;
 
S
B
N
 

1
9
8
)
 

（
二
）
知
覚
の
恒
常
性
に
基
く
連
続
的
存
在
の
想
定

外
的
事
物
の
連
続
的
存
在
を
満
足
に
説
明
す
る
た
め
に
は
、
外
的
事

物
の
出
現
の
整
合
性
に
、
さ
ら
に
恒
常
性
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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と
ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
る
。
知
覚
の
恒
常
性
に
基
く
物
体
の
連
続
的
存
在

の
想
定
に
つ
い
て
、
ま
ず
体
系
の
概
略
を
示
す
と
こ
う
だ
。
例
え
ば
太

陽
や
大
洋
の
知
覚
の
よ
う
に
、
或
る
知
覚
が
中
断
し
て
も
恒
常
的
と
観

察
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
中
断
さ
れ
た
知
覚
は
、
異
な
る
も
の
と
は
見
な

さ
れ
ず
、
一
個
の
同
一
物
と
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
覚

の
中
断
は
完
全
な
同
一
性
と
は
反
対
な
の
で
、
我
々
は
一
種
の
矛
盾
に

巻
き
込
ま
れ
る
。
「
こ
の
困
難
を
脱
す
る
た
め
に
、
中
断
さ
れ
た
知
覚

が
我
々
の
感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
真
の
存
在
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て

い
る
と
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
断
を
で
き
る
限
り
覆
い
隠
す
か
、

む
し
ろ
全
く
除
去
す
る
。
」

(
T
1
.
4
.
2
.
2
4
;
 
S
B
N
 19
9
)

そ
し
て
こ
の

想
定
は
、
中
断
さ
れ
た
知
覚
の
記
憶
と
、
そ
れ
ら
の
知
覚
を
同
一
と
想

定
す
る
向
癖
(
p
r
o
p
e
n
s
i
t
y
)
と
か
ら
、
勢
い
と
活
気
を
獲
る
。

こ
の
体
系
の
正
当
化
の
た
め
に
、
次
の
四
つ
が
必
須
で
あ
る
。

(
1
)

同
一
性
の
原
理
を
説
明
す
る
こ
と
。

(
2
)
中
断
す
る
知
覚
の
類
似
に

基
い
て
そ
れ
ら
の
知
覚
に
同
一
性
を
帰
属
さ
せ
る
理
由
を
与
え
る
こ

と。

(
3
)
中
絶
し
た
出
現
を
連
続
的
存
在
に
よ
っ
て
接
合
す
る
向
癖

を
説
明
す
る
こ
と
。

(
4
)
こ
の
心
の
向
癖
か
ら
起
こ
る
想
念
の
勢
い

と
活
気
を
説
明
す
る
こ
と
。

(
1
)
同
一
性
の
原
理
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
う
説
明
す
る
。
「
一

事
物
は
そ
れ
自
身
と
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
性
の
命
題
に
お
い
て

「
事
物
」
の
観
念
は
「
そ
れ
自
身
」
の
観
念
と
何
ら
か
の
区
別
が
な
さ

れ
ね
ば
な
ら
ず
、
た
だ
一
個
の
事
物
を
見
る
だ
け
で
は
こ
の
区
別
は
な

一
個
の
事
物
に
時
間
の
観
念
を
当
て
は
め
、
こ
の
当
て
は

め
ら
れ
た
時
間
変
動
を
通
じ
て
無
変
動
で
無
中
断
の
事
物
を
見
る
と

き
、
そ
の
事
物
は
同
一
性
の
観
念
を
与
え
る
。
な
お
、
時
間
の
観
念
と

は
本
来
は
知
覚
の
継
起
で
あ
る
か
ら
、
不
変
な
事
物
に
時
間
観
念
を
当

て
は
め
る
の
は
想
像
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
。

(
2
)
中
断
す
る
類
似
の
知
覚
に
同
一
性
を
帰
す
こ
と
に
つ
い
て
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
ま
ず
、
こ
こ
で
説
明
す
る
の
は
物
体
の
存
在
に
関
す
る
庶

民
の
信
念
で
あ
る
と
注
意
す
る
。
人
類
の
大
半
は
、
哲
学
者
と
は
違
っ

て
、
目
や
耳
に
よ
っ
て
入
っ
て
く
る
感
覚
そ
の
も
の
を
事
物
と
見
な
し
、

事
物
と
知
覚
を
区
別
し
な
い
。
さ
て
、
想
像
に
お
い
て
観
念
を
連
合
し
、

想
像
を
一
方
か
ら
他
方
へ
と
軽
易
に
移
す
、
観
念
間
の
関
係
は
、
観
念

相
互
を
混
同
さ
せ
や
す
い
。
と
り
わ
け
類
似
関
係
は
、
観
念
連
合
だ
け

で
な
く
、
心
の
性
向
(disposition)
の
連
合
を
も
ひ
き
起
こ
す
。
ヒ
ュ
ー

ム
は
、
心
を
同
一
ま
た
は
相
似
の
性
向
に
置
く
観
念
は
と
て
も
混
同
さ

れ
や
す
い
こ
と
を
一
般
原
則
と
し
て
立
て
る
。
そ
し
て
、
同
一
事
物
を

見
る
と
き
の
性
向
を
検
討
し
、
そ
れ
と
同
じ
性
向
に
心
を
置
い
て
同
一

事
物
と
混
同
さ
れ
る
事
物
を
探
す
。
同
一
事
物
を
見
る
時
と
同
じ
く
一

観
念
か
ら
他
の
観
念
へ
の
想
像
の
無
中
断
な
移
行
を
起
こ
す
の
は
、
関

係
す
る
事
物
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
関
係
す
る
事
物
の
継
起
に
は
同
一
性

が
帰
属
さ
れ
る
。
経
験
上
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
感
官
印
象
に
は
中
断
に

拘
ら
ず
恒
常
性
が
あ
る
。
例
え
ば
部
屋
の
調
度
の
知
覚
は
、
目
を
一
度

閉
じ
て
開
け
る
前
後
で
完
全
に
類
似
す
る
。
こ
の
類
似
は
、
心
の
性
向

さ
れ
な
い
。
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を
同
一
事
物
を
見
る
時
と
同
じ
に
し
て
、
中
断
す
る
知
覚
を
同
一
と
考

え
さ
せ
る
。

(
3
)
こ
の
よ
う
に
考
え
る
人
々
は
、
感
官
知
覚
そ
の
も
の
を
物
体
と

考
え
る
の
で
、
中
断
さ
れ
た
知
覚
そ
の
も
の
に
同
一
性
を
帰
す
る
。
し

か
し
、
出
現
の
中
断
は
同
一
性
に
反
対
で
あ
り
、
心
は
こ
の
矛
盾
に
困

惑
し
て
、
困
惑
か
ら
の
救
い
を
自
然
に
探
す
。
二
つ
の
反
対
原
理
の
対

立
の
う
ち
、
同
一
性
の
念
は
思
惟
の
円
滑
な
移
行
か
ら
起
こ
る
の
で
、

こ
れ
を
放
棄
す
る
の
は
不
承
不
承
し
か
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
知
覚

の
出
現
の
中
断
に
つ
い
て
、
知
覚
は
も
は
や
中
断
さ
れ
ず
、
無
変
動
と

並
ん
で
連
続
的
な
存
在
を
保
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
く
同
じ
で
あ
る
と

想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
知
覚
の
出
現
の
中
断
は
長
く
頻
繁
で
看
過
で
き
な
い
。
ま

た
、
知
覚
の
出
現
と
存
在
は
一
見
全
く
同
じ
に
見
え
る
の
で
、
知
覚
の

出
現
が
中
断
し
て
も
存
在
は
続
く
と
想
定
で
き
る
か
疑
わ
れ
る
だ
ろ

う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
心
が
知
覚
の
連
続
的
存
在
を
推
断
す
る
の
は
事
実

と
し
て
、
こ
の
推
断
が
作
ら
れ
る
様
式
と
推
断
の
由
来
す
る
原
理
と
に

言
及
す
る
。
確
か
に
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
人
類
は
、
知
覚
を
事
物
す
な

わ
ち
真
の
物
体
と
想
定
し
、
ま
た
こ
の
知
覚
な
い
し
事
物
そ
の
も
の
が

我
々
の
い
る
い
な
い
に
拘
ら
ず
連
続
し
て
存
在
す
る
と
想
定
す
る
。

我
々
は
、
我
々
が
い
な
い
と
き
も
知
覚
な
い
し
事
物
は
や
は
り
存
在
す

る
が
我
々
は
そ
れ
を
感
じ
ず
見
な
い
と
言
う
。
こ
こ
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は

二
つ
の
疑
問
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
に
答
え
る
。
「
第
一
に
、
い
か
に
し

第
二
の
疑
問
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
知
覚
と
同
じ
も
の
を
表
す
事
物

て
我
々
は
、
知
覚
が
消
滅
せ
ず
に
心
か
ら
い
な
く
な
る
と
想
定
す
る
こ

と
に
満
足
で
き
る
か
。
」

(
T
1
.
4
.
2
.
3
8
;
 
S
B
N
 20
7
)

「
第
二
に
、
ど
の

よ
う
に
し
て
我
々
は
、
知
覚
な
い
し
心
象
を
新
し
く
創
造
す
る
こ
と
な

し
に
、
事
物
が
心
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
と
想
う
か
。
そ
し
て
こ
の
見

る
こ
と
と
、
感
じ
る
こ
と
と
、
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
何
を

意
味
す
る
か
。
」

(
i
b
i
d
.
)

第
一
の
疑
問
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
心
を
説
明

す
る
。

我
々
が
瓜
と
呼
ぶ
も
の
は
、
一
定
の
諸
関
係
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
、
完

全
な
単
純
性
と
同
一
性
と
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
誤
っ
て
で
は
あ
る
が

想
定
さ
れ
る
、
種
々
の
知
覚
の
堆
積
な
い
し
集
合
に
他
な
ら
な
い
。

(
T

そ
の
う
え
で
、
知
覚
は
互
い
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
分
離
し
て
存

在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

或
る
特
定
の
知
覚
を
心
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
は
何
の
不
合
理
も
な

い
。
す
な
わ
ち
、
思
考
者
を
構
成
す
る
、
諸
知
覚
の
そ
の
連
結
さ
れ
た

塊
と
一
切
の
関
係
を
絶
つ
こ
と
に
は
何
の
不
合
理
も
な
い
。

(
i
b
i
d
.
)

1
.
4
.
2
.
3
9
;
 
S
B
N
 20
7
)
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は
、
心
と
の
連
接
が
可
能
で
あ
る
。
「
外
的
事
物
は
、
見
ら
れ
、
感
じ

ら
れ
、
心
に
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
的
事
物
は
、
知
覚
の
連
結
さ
れ

た
堆
積
に
対
し
て
関
係
を
獲
て
、
そ
れ
ら
の
知
覚
に
非
常
に
著
し
い
影

響
を
及
ぽ
す
」

(
T
1
.
4
.
2
.
4
0
;
 
S
B
N
 20
7
)

。
「
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
連
続

的
で
無
中
断
の
『
存
在
物
』

(
b
e
i
n
g
)

が
、
と
き
に
心
に
現
れ
、
と
き

に
心
か
ら
消
え
、
存
在
物
そ
れ
自
身
に
は
何
の
真
の
な
い
し
本
質
的
な

変
化
も
な
く
て
よ
い
。
」

(
i
b
i
d
.
)

事
物
な
い
し
知
覚
の
連
続
存
在
の

想
定
は
矛
盾
を
含
ま
ず
、
我
々
は
こ
の
想
定
に
傾
く
ま
ま
で
よ
い
。
類

似
の
知
覚
に
同
一
性
を
帰
す
と
き
、
我
々
は
知
覚
の
連
続
的
存
在
を
偽

造
し
て
、
知
覚
の
中
断
を
除
去
し
て
よ
い
。

(
4
)
最
後
に
、
我
々
は
連
続
的
存
在
を
偽
造
す
る
だ
け
で
は
な
く
信

じ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
信
念
は
ど
こ
か
ら
起
こ
る
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
に

よ
る
と
、
信
念
と
は
活
気
あ
る
観
念
に
他
な
ら
ず
、
信
念
は
こ
の
活
気

を
関
係
す
る
印
象
か
ら
獲
る
。
関
係
は
、
印
象
か
ら
観
念
へ
の
ス
ム
ー

ズ
な
移
行
を
起
こ
し
、
さ
ら
に
こ
の
移
行
の
向
癖
を
も
与
え
、
印
象
の

活
気
を
関
係
観
念
に
伝
え
る
。
し
か
し
今
の
場
合
は
、
移
行
の
向
癖
は

他
の
原
理
か
ら
起
こ
る
。
記
憶
さ
れ
た
諸
知
覚
の
類
似
は
、
中
断
し
た

知
覚
を
同
一
物
と
考
え
る
偏
癖
を
与
え
、
さ
ら
に
中
断
し
た
知
覚
を
連

続
存
在
に
よ
っ
て
連
結
す
る
偏
癖
を
与
え
る
。
こ
こ
に
事
物
の
連
続
存

在
を
偽
造
す
る
向
癖
が
あ
る
。
こ
の
向
癖
は
、
或
る
生
気
あ
る
記
憶
印

象
か
ら
起
こ
っ
て
、
連
続
的
存
在
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
活
気
を
与
え
、

(
5
)
 

物
体
の
連
続
的
存
在
を
信
じ
さ
せ
る
。

事
物
な
い
し
知
覚
に
連
続
的
存
在
を
帰
す
こ
と
の
説
明
は
以
上
で
あ

る
。
そ
し
て
、
連
続
的
存
在
の
意
見
か
ら
、
別
個
な
存
在
の
意
見
は
引

き
出
さ
れ
る
。

さ
ら
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
哲
学
者
に
よ
る
二
重
存
在
説
の
起
源
も
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
の
よ
う
に
知
覚
の
連
続
的
、
独

立
的
存
在
を
想
定
し
て
も
、
少
し
経
験
を
振
り
返
れ
ば
す
ぐ
に
、
知
覚

は
独
立
的
で
は
な
く
、
連
続
的
で
も
な
い
と
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
哲
学

者
は
、
知
覚
と
事
物
と
を
区
別
し
て
、
知
覚
は
感
官
に
依
存
的
で
、
中

断
し
、
心
に
戻
る
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
想
定
し
、
事
物
は
連
続
的
で

同
一
性
を
保
つ
も
の
と
想
定
す
る
。
こ
の
説
は
、
理
知
に
と
っ
て
も
想

像
に
と
っ
て
も
、
最
初
か
ら
気
に
入
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も

理
知
に
と
っ
て
は
知
覚
が
唯
一
の
存
在
で
あ
り
、
知
覚
か
ら
そ
れ
以
外

の
事
物
の
存
在
を
因
果
推
論
で
き
な
い
し
、
ま
た
想
像
に
と
っ
て
は
知

覚
が
事
物
で
あ
り
連
続
的
に
存
在
す
る
と
信
じ
る
の
が
自
然
だ
か
ら

だ
。
二
重
存
在
説
が
起
こ
る
の
は
、
想
像
が
知
覚
の
連
続
的
存
在
を
想

定
し
、
こ
れ
に
反
し
て
理
知
が
知
覚
の
依
存
と
中
断
に
気
付
き
、
そ
れ

で
も
知
覚
の
連
続
的
存
在
の
考
え
を
全
く
斥
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
我
々
は
二
重
存
在
説
を
考
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方

で
知
覚
の
中
断
を
許
容
し
て
理
知
を
喜
ば
せ
、
他
方
で
同
時
に
知
覚
以

外
の
い
わ
ゆ
る
事
物
に
連
続
的
存
在
を
帰
属
し
て
想
像
に
快
適
に
す

る
。
さ
ら
に
こ
の
哲
学
的
体
系
は
世
俗
の
体
系
と
似
て
お
り
、
哲
学
者

は
書
斎
を
去
る
と
容
易
に
世
俗
の
自
然
な
考
え
に
戻
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
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二
重
存
在
説
を
、
理
知
と
想
像
の
両
原
理
に
よ
る
「
奇
怪
な
産
物
」

(
m
o
n
s
t
o
r
o
u
s
 offspring) (
T
 1
.
4
.
2
.
5
2
;
 
S
B
N
 21
5
)

、
「
一
時
逃
れ
の

救
済
策
」

(
P
巴
liative
r
e
m
e
d
y
)
 (
T
 1
.
4
.
2
.
4
6
;
 
S
B
N
 21
1
)

に
過
ぎ
な

い
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
て
外
的
存
在
に
関
す
る
通
俗
的
体
系
と
哲
学
的
体
系
と
を
吟

味
す
る
と
、
理
知
や
想
像
に
対
す
る
懐
疑
が
起
こ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
我
々
は
、
軽
率
と
不
注
意
と
に
よ
っ
て
懐
疑
か
ら
救
わ
れ
る
。

「
読
者
の
意
見
が
現
時
点
で
ど
う
あ
れ
、
一
時
間
後
に
は
内
外
両
世
界

が
あ
る
と
納
得
す
る
」

(
T
1
.
4
.
2
.
5
7
;
 
S
B
N
 21
8
)

。
こ
こ
で
の
内
外
両

世
界
と
は
、
通
俗
的
体
系
に
お
け
る
外
的
事
物
の
世
界
と
そ
れ
以
外
の

(
6
)
 

内
的
な
も
の
の
世
界
と
で
あ
る
。

外
的
事
物
の
想
定
の
説
明
か
ら
分
か
る
の
は
、
或
る
整
合
的
ま
た
は

恒
常
的
な
諸
知
覚
に
想
像
が
同
一
性
と
連
続
性
を
帰
し
、
そ
れ
ら
の
知

覚
を
心
か
ら
分
離
し
た
り
、
再
び
心
と
連
接
で
き
る
と
想
定
す
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
心
が
心
の
外
を
、
連
続
的
な
事
物
世
界
を
想
定
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
心
と
は
、
関
係
し
あ
う
種
々
の
知
覚
の
堆

積
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
連
続
的
な
外
的
事
物
な
い
し
知
覚
に
対

(
7
)
 

し
て
、
感
情
の
よ
う
に
消
滅
す
る
知
覚
は
内
的
と
見
な
さ
れ
る
。

最
後
に
心
の
同
一
性
と
は
何
か
を
改
め
て
確
認
し
、
そ
の
う
え
で
心

と
外
的
世
界
お
よ
び
内
的
世
界
と
の
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
よ

、つ

第
三
章

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
第
一
巻
第
四
部
第
六
節
「
人
格
同
一
性
に
つ
い
て
」

に
お
い
て
、
自
己
観
念
に
つ
い
て
、
「
人
類
は
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
速
さ

で
継
起
し
、
絶
え
間
な
い
流
転
と
動
き
の
う
ち
に
あ
る
様
々
な
知
覚
の

束
な
い
し
集
合
に
他
な
ら
な
い
」

(
T
1
.
4
.
6
.
4
;
 
S
B
N
 25
2
)

と
述
べ
る
。

(
8
)

（

9
)
 

こ
れ
は
、
先
に
触
れ
た
心
の
定
義
や
劇
場
の
比
喩
と
同
じ
で
あ
る
。
そ

の
う
え
で
、
自
己
な
い
し
心
の
同
一
性
と
単
純
さ
を
想
定
す
る
偏
癖
を

説
明
す
る
。
そ
の
際
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
人
格
同
一
性
を
、
「
我
々
の
思
惟

や
想
像
に
関
す
る
人
格
同
一
性
」

(
T
1
.
4
.
6
.
5
;
 
S
B
N
 25
3
)

と
、
「
我
々

の
感
情
や
我
々
自
身
の
う
ち
に
抱
く
関
心
に
関
す
る
人
格
同
一
性
」

(ibid.)
と
に
区
別
し
、
前
者
を
こ
の
節
の
主
題
と
す
る
。
自
我
な
い
し

人
格
の
同
一
性
の
想
定
は
、
先
に
事
物
の
同
一
性
を
想
定
し
た
の
と
同

じ
く
、
継
起
し
関
係
し
あ
う
知
覚
を
考
え
る
と
き
の
想
像
の
ス
ム
ー
ズ

な
移
行
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
心
の
同
一
性
を
想
定
さ
せ

る
因
果
関
係
に
つ
い
て
述
べ
、
「
人
間
の
心
に
つ
い
て
の
真
の
観
念
と

は
、
心
を
、
原
因
結
果
の
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
互
い
に
産
み
、
壊

し
、
影
響
し
、
変
容
さ
せ
る
、
様
々
な
知
覚
な
い
し
様
々
な
存
在
の
体

系
と
考
え
る
こ
と
だ
と
我
々
は
述
べ
る
だ
ろ
う
」

(
T
1
.
4
.
6
.
1
9
;
 
S
B
N
 

2
6
1
)

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
人
間
の
心
に
つ
い
て
も
、

動
植
物
に
つ
い
て
と
同
様
、
関
係
し
あ
う
諸
部
分
に
同
一
性
を
帰
す
の

心
の
同
一
性
と
内
外
世
界
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み
な
ら
ず
、
こ
れ
に
似
た
心
の
働
き
に
よ
っ
て
、
諸
部
分
を
結
合
す
る

或
る
単
純
な
も
の
を
も
想
像
す
る
と
付
け
加
え
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
継
起
し
関
係
し
あ
う
様
々
な
知
覚
に
心
の
同
一
性
が
帰

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
感
情
の
よ
う
な
「
内
的
」
知
覚
だ
け
で
は
な
く
、

外
的
事
物
を
構
成
す
る
知
覚
も
含
め
て
、
心
の
同
一
性
は
想
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
心
は
、
一
部
の
知
覚
な
い
し
事
物
に
同
一
性
と

連
続
的
存
在
を
帰
し
て
、
心
か
ら
分
離
し
て
、
外
的
事
物
世
界
を
想
定

す
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
外
的
冊
界
の
連
続
的
存
在
の
信
念
は
、
心
が

抱
く
の
で
あ
り
、
心
の
同
一
性
の
一
部
を
構
成
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
重

要
な
一
部
分
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
も
し
諸

知
覚
に
そ
の
よ
う
に
同
一
性
を
帰
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
な
ら
、
諸

知
覚
の
規
則
性
に
頼
っ
て
自
己
の
同
一
性
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
く

な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
自
己
の
同
一
性
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー

ム
は
結
局
、
「
関
係
や
推
移
の
容
易
さ
が
同
一
性
の
名
に
相
当
す
る
資

格
を
獲
得
す
る
時
や
失
う
時
に
関
す
る
何
ら
か
の
議
論
を
解
決
で
き
る

正
し
い
基
準
は
な
い
」

(
T
1
.
4
.
6
.
2
0
;
 
S
B
N
 26
2
)

と
も
結
論
し
て
お
り
、

継
起
す
る
知
覚
の
全
て
が
心
の
同
一
性
を
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
ま

た
ど
れ
が
心
の
同
一
性
を
構
成
す
る
か
を
明
確
に
定
め
る
こ
と
も
で
き

な
い
こ
と
も
真
で
あ
る
。
ま
た
、
心
と
分
離
さ
れ
た
り
連
接
さ
れ
た
り

す
る
外
的
事
物
に
対
し
て
、
感
情
の
よ
う
に
連
続
的
と
は
想
定
さ
れ
な

い
知
覚
と
心
の
原
理
な
い
し
働
き
と
は
、
内
的
世
界
を
構
成
す
る
。
感

情
や
心
の
働
き
は
規
則
性
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
「
我
々
の
感
情

注(
1
)
 

以
上
の
外
的
事
物
と
心
に
つ
い
て
の
探
求
よ
り
、
心
の
同
一
性
と
外

的
世
界
、
内
的
世
界
に
つ
い
て
次
の
一
二
点
を
結
論
で
き
る
。
第
一
に
、

想
像
に
関
す
る
心
の
同
一
性
が
内
的
な
知
覚
（
や
心
の
働
き
）
と
外
的

事
物
と
の
両
方
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
事
物
世
界
が

心
に
よ
っ
て
心
の
外
に
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
第
三
に
、
内
的
な
知
覚
（
や

心
の
働
き
）
の
み
に
同
一
性
を
帰
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

結

『
人
間
本
性
論
』
の
参
照
は
次
の
版
を
用
い
、
略
記
号
T
と
巻
、
部
、
節

の
段
落
番
号
に
よ
っ
て
示
し
、
さ
ら
に
S
e
l
b
y
-
B
i
g
g
e
¥
 Ni
d
d
i
t
c
h
版
の
ペ
ー

ジ
数
を
付
す
。
引
用
訳
の
際
、
原
文
の
大
文
字
で
始
ま
る
単
語
や
大
文
字

で
示
さ
れ
る
単
語
は
『
』
で
、
イ
タ
リ
ッ
ク
体
は
傍
線
で
表
し
た
。
ま

た
[
]
は
筆
者
に
よ
る
補
足
を
示
す
。

H
u
m
e
,
 D
a
v
i
d
,
 
2000. A
 Treatise o
f
 H
u
m
a
n
 N
a
t
u
r
e
,
 
D
a
v
i
d
 F
a
t
e
 

N
o
r
t
o
n
 
a
n
d
 M
a
r
y
 N
o
r
t
o
n
 
(ed.) 
,
 O

x
f
o
r
d
:
 
O
x
f
o
r
d
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 

Press. 
,
 1

9
7
8
.
 

,
 L. 

A
 Se
l
b
y
-
B
i
g
g
e
 (ed.) 
,
 se

c
o
n
d
 edition revised 

b
y
P
.
 
H• 

N
i
d
d
i
t
c
h
,
 
O
x
f
o
r
d
:
 C
l
a
r
e
n
d
o
n
 Press. 

ま
た
邦
訳
は
次
を
参
考
に
し
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
、
大
槻
春
彦

五ロ
I
-
I
-
E【

や
我
々
自
身
の
う
ち
に
抱
く
感
心
に
関
す
る
人
格
同
一
性
」
が
帰
さ
れ

る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
と
こ
の
人
格
同
一
性
は
、

先
の
想
像
に
関
す
る
人
格
同
一
性
を
補
強
す
る
の
に
役
立
つ
(
i
b
i
d
.
)

。
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(
7
)
 

(
6
)
 

(
5
)
 

(
4
 

(
3
 

(
2
)
 

訳
『
人
性
論
』
全
四
巻
、
岩
波
文
庫
、
一
九
四
八
ー
一
九
五
―
一
年
。

こ
の
よ
う
な
記
憶
や
連
合
の
活
動
は
心
の
同
一
性
を
既
に
前
提
し
て
い
る

と
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

(Biro:47
a
n
d
 n
o
t
e
l
6
)
。
だ
が
ビ
ロ
ー
が

指
摘
す
る
と
お
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
心
な
い
し
自
己
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
論
じ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

Biro, 
J
o
h
n
,
 1993••• 

H
u
m
e
'
s
 n
e
w
 s
c
i
e
n
c
e
 
of 
t
h
e
 
m
i
n
d
"
 ,
 T

h
e
 

C
ミ
m
b
r
i
d
g
e

C
o
m
p
a
n
i
o
n
 
to 
H
u
m
e
,
 
D
a
v
i
d
 
F
a
t
e
 
N
o
r
t
o
n
 
ed., 

C
a
m
b
r
i
d
g
e
:
 C
a
m
b
r
i
d
g
e
 U
n
i
b
e
r
s
i
t
y
 Press. 

第
一
巻
第
一
部
に
お
い
て
既
に
、
「
心
の
印
象
に
せ
よ
物
体
の
印
象
に
せ
よ
」

(
T
 1.1.1.8; 
S
E
N
 5)

と
、
心
と
物
体
を
区
別
す
る
表
現
は
見
ら
れ
る
。

日
常
生
活
に
お
い
て
自
己
の
観
念
が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
こ
で
述
べ

ら
れ
る
こ
と
は
、
自
己
の
観
念
が
常
に
親
し
く
現
れ
て
い
る
と
第
二
巻
で

述
べ
ら
れ
る
の
と
異
な
っ
て
お
り
、
興
味
を
引
く
。

記
憶
観
念
は
、
生
気
に
富
み
、
印
象
と
同
等
の
働
き
を
す
る
こ
と
か
ら
、
「
記

憶
印
象
」

(
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
of m
e
m
o
r
y
)
や
「
現
在
観
念
」

(
p
r
e
s
e
n
t
idea) 

と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
T
1.3.4.1; 
S
E
N
 8
2
-
3
.
 
T
 1.3.8.15; 
S
E
N
 

106)
。

二
重
存
在
説
を
取
る
と
き
に
は
「
外
的
事
物
」
と
「
内
的
知
覚
」
と
が
区

別
さ
れ
、
通
俗
的
体
系
に
お
け
る
内
外
の
区
別
と
は
異
な
る
。

さ
ら
に
、
内
的
な
も
の
に
心
の
働
き
を
含
め
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
中
断
す
る
知
覚
に
連
続
的
存
在
を
帰
す
心
の
向
癖
を
説
明

す
る
際
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

経
験
上
何
よ
り
も
確
実
な
こ
と
に
、
情
感
や
感
情
に
矛
盾
す
る
ど
ん
な
も

の
も
、
外
部
か
ら
生
じ
よ
う
と
内
部
か
ら
生
じ
よ
う
と
、
つ
ま
り
外
的
事

物
の
対
立
か
ら
生
じ
よ
う
と
内
的
原
理
の
闘
争
か
ら
生
じ
よ
う
と
、
目
立
っ

た
不
安
を
与
え
る
。
反
対
に
、
自
然
な
向
癖
と
符
合
す
る
も
の
は
何
で
も
、

外
的
に
向
癖
の
満
足
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
れ
、
内
的
に
向
癖
の
動
き
に

一
致
す
る
も
の
で
あ
れ
、
目
立
っ
た
快
を
確
実
に
与
え
る
。

(
T
1.4.2.37; 

S
B
N
 2
0
5
-
6
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

（
あ
い
ざ
わ
く
に
こ

こ
こ
で
は
外
部
と
内
部
、
外
的
と
内
的
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
外
的
事
物

と
内
的
原
理
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
内
的
原
理
と
は
心
の
向

癖
な
ど
の
働
き
を
指
し
て
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
「
そ
の
[
事
物
な
い
し
知
覚
の
]
活
動
な
い
し
運
動
は
ヽ
あ

る
見
地
で
考
え
れ
ば
事
物
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
」

(
T
1.1.4・全

S
B
N

12)
と
述
べ
て
お
り
、
結
局
は
、
心
の
働
き
と
は
諸
知
覚
の
見
方
を
変
え
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
第
二
巻
で
自
己
に
心
の
働
き
を
含
め
て
お

り
、
こ
の
論
点
は
第
二
巻
に
お
け
る
自
己
の
解
釈
に
関
係
す
る
。

二
、
二
(
-
―
)
（
3
)

臨
床
哲
学
・
博
士
後
期
課
程
）
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