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ー

こ
と
を
意
志
し
、
知
り
、
信
じ
、
思
念
す
る
」
と
い
う
こ
と
、

は
行
為
と
認
識
と
に
尺
度
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
自
ず
と
―
つ
の
人
間
像
が
伴
う
。
逆
に
あ
る
人
間
像
に
は
―
つ
の
思
想

(
1
)
 

が
伴
う
で
あ
ろ
う
。
哲
学
の
始
元
を
な
す
精
神
の
境
地
「
知
的
実
体
性
」
は
東
洋
の
イ
ン
ド
に
始
ま
る
と
い
う
。
し
か
し
、
精
神
の
内
面

は
人
間
に
お
い
て
現
実
化
・
肉
化
さ
れ
る
。
礼
儀
は
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
古
代
に
お
い
て
は
就
中
身
体
が
人
間
の
本
質
の
表
わ
れ

と
み
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
礼
儀
の
作
法
が
―
つ
に
お
辞
儀
と
い
う
形
を
と
る
。
東
洋
に
お
い
て
は
、
唯
一
人
の
人
間
が
自
由
で
他
の

人
々
は
そ
の
奴
隷
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
て
、

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
は
自
己
の
自
立
性
、
自
己
の
対
自
態
(
F
i
i
r
s
i
c
h
s
e
i
n
)

を
確
保
し
、
こ
う
し
て
他
方
、
自
己
の
前
に
拡
が
る
、

自
己
に
の
み
許
さ
れ
た
無
限
の
視
野
を
民
衆
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
自
由
を
現
実
の
も
の
と

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

日

は

じ

め

に

ー
ー
感
覚
と
感
情
|
|

、、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
特
質
は
「
自
我
が
自
己
の
恣
意
に
従
っ
て
、
そ
し
て
自
ら
そ
れ
に
与
え
る
根
拠
に
従
っ
て
、

(

1

)

 

ま
た
こ
の
こ
と
に
「
無
限
の
価
値
を
置
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
哲
学

そ
こ
で
は
主
へ
の
畏
れ
は
大
地
に
伏
す
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
主
の
み
が
直
立

ヘ

ー

ゲ

ル

の

習

慣

論

吉

田

r• 
/'¥ 

弥
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か
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
の
精
神
も
自
然
性
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
て
は
い
な
い
。

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
お
辞
儀
は
、
各
人
が
自
己
の
自
立
性
を
保
持
す
る
た
め
に
単
に
上
半
身
を
屈
め
る
だ
け
で
あ

る
。
「
主
へ
の
畏
れ
」
が
知
恵
の
始
ま
り
で
は
あ
っ
て
も
、
東
洋
の
そ
れ
は
単
に
人
間
を
有
限
性
に
拘
束
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

よ
う
な
抽
象
的
で
普
遍
的
な
支
配
の
下
で
は
、
精
神
の
実
体
性
、
精
神
の
無
限
性
を
極
端
な
抽
象
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
れ
自
身
有
限
的
と

(

4

)

 

心
術
で
あ
り
、

い
え
る
よ
う
な
仕
方
で
獲
得
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
「
諦
念
」
と
い
う
よ
う
な
「
心
的
苦
行
」
、

「
オ
ム
‘

オ
ム
‘

て
国
中
を
旅
行
す
る
よ
う
な
「
肉
体
的
苦
行
」

(
4
0
8
N
)

で
あ
る
。
人
は
そ
こ
で
は
、
自
分
の
鼻
先
を
み
つ
め
て
十
年
間
も
坐
り
続
け
て

(
5
)
 

オ
ム
」
と
咳
く
。
こ
の
よ
う
な
心
術
に
よ
っ
て
有
限
性
を
止
揚
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
自
身
有
限
的
な
仕
方
で
あ

り
、
精
神
は
無
限
へ
と
逃
避
し
よ
う
と
す
る
が
、
心
の
自
然
性
、

し
か
し
そ
こ

心
の
肉
体
性
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
精
神
は
認
識
と
思
惟
と

に
よ
っ
て
有
限
性
を
止
揚
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
人
間
の
現
実
は
固
定
的
な
身
分
性
の
中
に
、
自
然
的
家
父
長
的
形
態
の
中
に
お

(

6

)

 

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
精
神
は
東
洋
で
昇
る
の
で
あ
る
。
こ
の
精
神
の
境
地
に
お
い

て
哲
学
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
東
洋
に
お
い
て
は
単
に
こ
の
境
地
が
修
業
の
目
的
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
思
惟
は
哲
学
へ
と
歩
み
を
進

観
は
人
格
と
し
て
は
現
わ
れ
ず
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
反
省
、
悟
性
、

め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
の
主
要
な
事
柄
は
「
心
を
自
分
に
集
中
す
る
こ
と
、
自
由
即
ち
独
存
へ
と
自
己
を
構
成
す
る
思
惟
へ
と

(

7

)

 

心
を
昂
め
る
こ
と
」
、
「
心
の
独
存
」
で
あ
る
。
こ
の
心
の
独
存
、
心
の
対
自
態
が
「
知
的
実
体
性
」
で
あ
る
。
こ
の
精
神
に
お
い
て
は
主

意
識
と
個
性
と
を
滅
却
し
て
直
接
「
客
観
的
で
実
体
的
な
も
の
に
没
入
し
て
い
る
」
。
こ
の
境
地
は
、

(

7

)

（

9
)
 

主
観
的
個
性
の
反
対
で
あ
る
。
抽
象
的
な
精
神
の
実
体
は
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て

場
面
は
ギ
リ
シ
ア
に
移
さ
れ
る
。
「
東
洋
の
尺
度
の
な
い
、
実
体
の
力
は
ギ
リ
シ
ア
精
神
に
よ
っ
て
尺
度
付
け
ら
れ
、
限
界
あ
る
も
の
と

さ
れ
た
。
ギ
リ
シ
ア
の
精
神
は
尺
度
、
明
晰
、

目
標
、
形
態
の
限
定
、
無
窮
の
も
の
を
ま
た
無
限
に
華
麗
な
も
の
を
、
無
限
に
豊
か
な
も

(10) 

の
を
規
定
性
と
個
性
へ
と
還
元
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。

し
か
し
そ
れ
で
も
な
お

這
っ
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っ
て
、

で
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
人
間
は
本
性
的
に
理
性
的
で
あ
り
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
個
人
が
、
知
性
と

心
と
肉
体
と
は
虐
げ
ら
れ
て
い
ず
、
両
者
は
健
か
な
像
の
中
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
こ
の
心
の
自
然
性
の
故
に
ギ
リ
シ

(11) 

ア
で
も
万
人
が
自
由
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
の
人
問
像
を
描
き
出
し
た
後
、
最
後
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ョ
ー

ロ
ッ
゜
ハ
讃
歌
を
謳
い
あ
げ
る

(
3
9
3
N
)
。
そ
し
て
更
に
、
最
も
良
い
も
の
は
最
後
の
た
め
に
と
っ
て
お
か
れ
る
と
、

9"
le m
e
i
l
l
e
u
r
 t
u
e
 le 

bien'
＾
と
い
う
こ
と
ば
ま
で
も
ち
だ
し
て
自
負
し
、

目
的
と
を
も
っ
て
、

記
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
人
で
締
め
く
く
る

(
3
9
4
N
)
。

し
っ
か
り
し
た
普
遍
的
原
則
に
従
い
対
象
あ
る
い
は
世
界
を
認
識
し
、
こ
れ
に
勢
力
的
に
働
き
か
け
、
自
由
に
ふ
さ

わ
し
い
理
性
的
制
度
を
た
て
て
い
る
と
述
べ
、

し
か
し
、

け
よ
う
と
す
る
こ
と
、

ド
イ
ツ
人
は
こ
の
対
象
と
活
動
と
に
つ
い
て
の
概
念
と
内
的
連
関
と
を
理
解
し
て
い
る
と

ド
イ
ツ
人
が
往
々
形
式
主
義
に
陥
っ
て
、

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
懸
念
を
示
し
て
い
る

(
3
9
4
N
)
。
も
と
よ
り
、
す
べ
て
の
民
族
に
世
界
史
へ
の
参
加
の
門
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ

ヘ
ー
ゲ
ル
は
あ
る
民
族
に
他
の
民
族
に
対
す
る
本
性
的
な
優
位
を
与
え
た
り
、
出
生
に
よ
り
人
間
を
支
配
と
被
支
配
と
に
振
り
わ

ま
し
て
こ
れ
の
根
拠
を
立
証
し
よ
う
な
ど
と
す
る
妄
想
に
批
難
を
加
え
、

こ
の
こ
と
に
す
べ
て
の
人
間
の
権
利
の
平
等
の
可
能
性
が
基
づ
く
」
と
主
張
す
る

(
3
9
3
N
)
。

人
間
は
感
覚
し
、
感
情
を
も
ち
欲
求
を
も
つ
。
欲
求
は
充
足
の
体
験
に
よ
っ
て
中
庸
を
得
る
。
生
活
の
現
実
は
現
世
で
の
み
充
実
を
得

(12) 

る
の
で
あ
る
。
身
体
的
苦
行
で
心
の
普
遍
を
得
よ
う
と
す
る
の
は
気
違
い
沙
汰
で
あ
り

(
4
0
8
N
)
、
個
々
の
欲
求
の
充
足
が
幸
福
を
即
ち

享
受
の
全
体
性
を
与
え
る
。
こ
の
全
体
性
が
欲
求
の
個
々
の
規
定
性
が
そ
こ
へ
と
止
揚
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
幸
福
は
普
遍

(13) 

性
と
し
て
、
個
々
の
欲
望
の
節
制
と
生
活
の
全
体
の
反
省
と
を
与
え
、
普
遍
的
な
も
の
を
考
慮
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
普
遍
性

に
達
す
る
た
め
の
こ
の
よ
う
な
仕
方
は
、
苦
行
僧
の
そ
れ
と
も
、

そ
の
抽
象
性
の
故
に
却
っ
て
易
々
と
外
部
の
特
殊
な
も
の
を
受
け
入

ま
た
心
の
平
静
（
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
）
を
説
く
ス
ト
ア
や
懐
疑
派
の
そ
れ

と
も
異
な
る
。
。
ヒ
ュ
ロ
ソ
は
友
人
の
ア
ナ
ク
サ
ル
コ
ス
が
沼
へ
落
ち
た
と
き
、
助
け
も
し
な
い
で
立
ち
去
っ
た
。
し
か
し
、
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か
ら
そ
れ
ぞ
れ
媒
介
的
に
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
解
明
は
精
神
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

自
然
は
専
ら
自
己
と
関

ヘ
ー
グ
ル
は
彼
等
が
神
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、

(14) 

「
。
ヒ
ュ
ロ
ツ
の
心
の
平
静
は
豚
の
そ
れ
で
あ
る
」
と
椰
楡
す
る
。

を
棄
て
感
情
を
抑
制
し
、
知
性
と
目
的
と
、
ま
た
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
情
熱
と
を
も
っ
て
行
為
す
る
人
間
で
あ
る

(
4
0
5
,
4
0
8
N
)
。

精
神
は
こ
う
し
て
自
己
の
対
自
態
に
む
か
っ
て
、
自
己
の
自
然
性
を
脱
却
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
自
然
に
対
し
て
対
象
的

に
関
係
す
る
。
そ
こ
で
次
に
精
神
と
自
然
と
の
関
係
に
ふ
れ
よ
う
。

精

神

と

自

然

の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
精
神
が
自
然
に
由
来
す
る
あ
る
い
は
自
然
を
前
提
す
る
と
い
う
こ
と
は
精
神
に
と
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
な
る
ほ

ど
人
間
は
石
に
当
っ
て
死
ぬ
こ
と
も
あ
る
が
し
か
し
、

っ
て
作
用
す
る
。
自
然
は
自
己
と
関
係
し
、
精
神
も
自
然
に
お
い
て
自
己
と
関
係
す
る
。
感
性
的
な
も
の
や
物
質
的
な
も
の
に
由
来
す
る

自
然
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

(
3
8
1
N
 ,
 3

8
5
 N
)
。

そ
れ
は
人
も
石
も
物
質
的
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
は
自
然
の
法
則
に
従

肉
体
的
苦
痛
で
す
ら
、
唯
自
己
を
規
定
し
区
別
す
る
精
神
の
本
性
に
因
る
の
で
あ
る

(
3
8
2
N
)
。
苦
痛
は
生
け
る
も
の
の
「
特
権
」
で
あ

(15) 
る
。
従
っ
て
、
か
つ
て
は
精
神
と
自
然
と
が
そ
れ
ぞ
れ
実
体
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
か
る
二
元
論
は
止
揚
さ
れ
て
い

(
1
6
)
 

る
。
デ
カ
ル
ト
、

ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
等
の
哲
学
者
は
両
者
の
関
係
を
神
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
上
の

(17) 

止
揚
を
達
成
し
よ
う
と
し
た

(
3
8
9
,

3
8
9
 N
)
。

マ
ー
ル
ブ
ラ
ソ
ッ
ュ
‘

精
神
と
自
然
の
双
方

て
い
る
か
ぎ
り
自
然
と
の
統
一
の
中
に
お
か
れ
、

し
か
し
精
神
が
自
己
を
知
る
も

物
体
と
は
「
概
念
の
統
一
を
通
し
て
内
的
に
結
ば
れ
て
い
る
」

(
3
7
8
 N
)
、
他
方
精
神
も
主
観
的
精
神
で
か
つ
自
己
の
概
念
の
中
に
留
っ

精
神
も
自
然
も
「
理
性
的
」
で
あ
り
、

(:::::) 

「
理
念
の
展
開
」
で
あ
る

(
3
8
1
N
)
。
し
か
し
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

一
方
で
精
神
と

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
哲
学
』
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
人
間
像
は
、
有
情
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N
)
。
し
か
し
こ
の
媒
介
を
神
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
て
、

健
康
で
か
つ
強
く
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

自
己
の

精
神
は
自
ら
の
活
動
と
し
て
こ
の
媒
介
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
ず
‘

J

の
務

係
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
に
つ
い
て
の
学
問
が
こ
の
課
題
を
一
定
限
果
た
し
う
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
提
供
す
る
成
果
を
自
己
の
内

容
と
し
て
、
自
然
に
配
慮
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
の
統
一
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
精
神
で
あ
る
。

し
て
忘
恩
を
な
す
と
い
っ
て
い
る
が

(
3
8
1

N
)
、
そ
れ
は
精
神
が
精
神
で
あ
る
と
い
う
精
神
の
自
律
性
、
精
神
の
同
一
性
を
主
張
し
て
い

る
の
に
他
な
ら
な
い
。
精
神
が
精
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
然
の
真
理
で
あ
り
、
自
然
へ
の
配
慮
、
自
然
へ
の
報
恩
を

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
精
神
は
即
自
態

(
A
n
s
i
c
h
s
e
i
n
)

に
お
い
て
は
自
己
を
精
神
と
し
て
知
っ
て
は
い
な
い
か
ら
、
自
然
の
中
に
沈
み

「
我
々
に
と
っ
て
」

の
こ
と
で
あ
る

(
3
8
1
)
。

(
1
8
)
 

神
即
ち
絶
対
精
神
に
お
い
て
は
こ
の
「
我
々
に
と
っ
て
」
と
い
う
こ
と
を
解
消
し
て
い
る

(
5
7
6
)
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ン
シ
ュ
は
心
身
の
関
係
を
神
の
媒
介
に
求
め
た
。
そ
れ
故
「
卒
直
で
信
心
深
い
人
は
自
己
の
肉
体
的
な
要
求
の
充
足
を
神
に
乞
う
」

(410

相
応
し
い
こ
と
で
あ
る
。
心
は
「
肉
体
の
権
利
を
認
め
、
肉
体
を
い
た
わ
り
、

招
く
で
あ
ろ
う
が
、

(410 N
)

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(
2
0
)
 

心
は
生
け
る
も
の
の
形
式
で
あ
り
、

め
が
精
神
の
本
分
で
も
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
逆
に
こ
の
媒
介
が
神
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
両
者
の
関
係
は
「
私
の
身
体
は
私

の
理
念
に
属
し
て
お
り
、
私
の
概
念
の
匝
接
の
外
的
現
存
在
で
あ
り
、
私
の
個
別
的
自
然
生
を
な
す
」

(
1
9
)
 

既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
主
張
し
た
よ
う
に
「
心
は
身
体
か
ら
不
可
分
で
あ
る
」
。

両
者
を
分
離
す

る
の
は
分
析
や
論
理
の
立
場
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
不
可
分
性
に
留
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
哲
学
は
、
両
者
の
分
離
と
こ
の
分
離
さ
れ

た
も
の
の
媒
介
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
心
と
身
体
と
の
関
係
は
無
限
な
関
係
で
あ
っ
て
、
両
者
を
媒
介
す
る
こ
と
は
精
神
に
と
っ
て

身
体
を
無
視
し
虐
待
す
れ
ば
‘
忽
ち
、
身
体
の
依
存
へ
の
関
係
の
必
然
性
に
よ
っ
て
こ
の
関
係
の
承
認
に
引
き
戻
さ
れ
る
と
い
う
報
復
を

し
か
し
私
が
私
の
肉
体
的
有
機
体
の
法
則
に
従
っ
て
振
る
舞
う
な
ら
ば
、
私
の
心
は
私
の
身
体
に
お
い
て
自
由
で
あ

マ
ー
ル
ブ
ラ

J

ん
で
い
る
。

精
神
が
自
然
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

し
か
し
自
己
を
知
る
精

ヘ
ー
ゲ
ル
は
精
神
が
自
然
に
対
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精
神
の
本
性
は
「
自
己
の
概
念
を
認
識
す
る
」
こ
と
で
あ
る

(
3
7
7
N

)

。
あ
る
い
は
精
神
は
「
自
己
自
身
を
知
る
現
実
的
理
念
」
で
あ

る
(
3
7
9
N

)

。
精
神
の
概
念
の
必
然
性
は
既
に
先
行
す
る
論
理
学
と
自
然
哲
学
と
に
お
い
て
証
明
さ
れ
て
い
る

(
3
8
1
N

)

。
そ
れ
故
精
神

の
哲
学
は
、
精
神
の
自
己
認
識
と
い
う
と
こ
ろ
に
成
立
し
、

る
と
こ
ろ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
自
己
認
識
、
自
己
知
が
精
神
の
現
実
化
で
あ
る

(
3
8
5
N
)
。
ま
た
実
際
哲
学
の
始
ま
り

、
、
、
、
、
、
、
、

に
倣
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
精
神
哲
学
』
を
「
汝
自
身
を
認
識
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
も
っ
て
始
め
て
い
る

(
3
7
7
)
。
し
か
し
精
神
も

(21) 

最
初
の
段
階
で
は
こ
の
よ
う
な
認
識
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
精
神
も
生
や
概
念
と
同
様
「
絶
対
的
揺
動
」

「
純
粋
活
動
、
否
定
作
用
」
で
あ
る

(
3
7
8
N

)

。
こ
の
精
神
の
活
動
に
よ
る
過
程
が
精
神
の
自
己
認
識
の
過
程
で
あ
り
、

念
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
自
己
を
「
開
示
」
す
る
こ
と
で
あ
り

(
3
8
4
)
、
精
神
と
は
「
自
己
開
示
」
に
他
な
ら
な
い

(
3
0
0
3
N
)
。

こ
う
し
て
精
神
は
自
己
を
展
開
す
る
衝
動
と
必
然
性
と
を
も
ち
、

精
神
は
「
自
己
の
必
然
的
な
自
己
開
示
の
規
定
さ
れ
た
形
式
」
を
通
し
て
自
己
を
実
現
す
る

(
3
7
8
N

)

。
精
神
は
「
自
己
の
開
示
を
通
し

て
自
己
の
自
己
開
示
を
開
示
す
る
」

曰

(
3
8
3
 N

)

。
精
神
は
ま
た
こ
の
否
定
作
用
と
し
て
あ
る
い
は
「
絶
対
否
定
性
」

で
あ
り

る

(410
N
)
。
絶
対
精
神
が
人
間
を
ど
こ
へ
導
こ
う
と
、
精
神
は
人
間
と
不
可
分
離
に
人
間
の
中
に
宿
る
。
こ
う
し
て
、
精
神
は
自
然
に

包
ま
れ
な
が
ら
自
己
を
認
識
す
る
。
精
神
は
肉
体
性
や
自
然
性
と
―
つ
で
あ
り
、
自
然
的
事
物
の
摂
取
と
異
性
の
抱
擁
を
欲
求
す
る
（
主

観
的
精
神
）
。
し
か
し
人
倫

(
S
i
t
t
l
i
c
h
k
e
i
t
)

は
既
に
人
間
の
自
然
的
生
即
ち
習
俗
(
S
i
t
t
e
)

の
中
に
あ
る

『
精
神
哲
学
』

の
方
法

（
客
観
的
精
神
）
。

と
し
て

ま
た
精
神
は
唯
自
己
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
精
神
が
認
識
す

は
美
を
即
ち
理
念
を
直
接
自
然
の
中
に
直
観
す
る
（
絶
対
精
神
）
。

(
3
7
8
 N
"
 
3
7
9
 N

)
、

ま
た
そ
れ
は
概

ま
た
こ
の
必
然
的
な
展
開
の
中
に
展
開
の
方
法
も
成
立
す
る

(
3
7
9
N

)

。

(
3
8
1
 N

)

 ま
た
精
神
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で
進
行
す
る
。
し
か
し
差
し
あ
た
っ
て
は
、

精
神
の
区
別
は
一
面
、
精
神
と
自
然
と
の
区
別
で
あ
る
か
ら
、

J

の
区
別
の
止
揚

(
2
2
)
 

「
自
己
を
自
己
自
身
か
ら
区
別
す
る
」
過
程
を
歩
み
、
こ
の
区
別
に
お
い
て
「
許
自
的
に
か
つ
対
自
的
に
」
あ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
精
神
は
こ
の
区
別
と
こ
の
区
別
の
止
揚
と
を
通
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る

(
3
8
2
N
)
。
こ
う
し
て
精
神
の
哲
学
は
理
念
が
現
実
化
す
る
こ

し
か
し
、
精
神
は
論
理
的
理
念
に
加
え
て
自
然
を
も
前
提
に
し
て
い
る

N
)
。
そ
れ
故
精
神
の
活
動
に
特
徴
的
な
観
念
性

(
I
d
e
a
l
i
t
a
t
)

あ
る
い
は
観
念
化
す
る

(
i
d
e
a
l
i
s
i
e
r
n
)

と
い
う
こ
と
が
現
わ
れ
る
。

ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
あ
る
い
は
イ
デ
ア
リ
ズ
ィ
ー
レ
ン
と
は
自
然
的
な
規
定
を
精
神
の
規
定
と
し
て
精
神
の
中
へ
還
元
す
る
こ
と
、

あ
る
い
は
自
然
的
な
規
定
を
精
神
の
統
一
へ
止
揚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
止
揚
は
自
然
的
規
定
を
観
念
的
(
i
d
e
e
l
l
)

に
措
定
す
る
こ
と

で
も
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
こ
の
イ
デ
ニ
ル
に
措
定
さ
れ
た
規
定
の
統
一
と
し
て
精
神
の
統
一
、
精
神
の
対
自
態
そ
の
も
の
が
イ
デ
ア
リ
テ

ー
ト
で
あ
る

(
3
8
1
N
"
 
3
8
2
 N
 ,
 3

8
4
 N
 ,
 3

8
9
 N
)
。

を
単
な
る
論
理
的
な
止
揚
や
論
理
的
な
還
帰
に
対
し
て
イ
デ
ア
リ
ズ
ィ
ー
レ
ン
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
理
念
の
他
在
の
止
揚
と

い
う
意
味
を
も
つ

(
3
8
1
N
)
。
自
然
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
既
に
自
然
を
摂
収
し
て
「
同
化

(
a
s
s
i
m
i
l
i
e
r
e
n
)
」
す
る
こ
と
が
自
然
の
イ

デ
ア
リ
ズ
ィ
ー
レ
ソ
で
あ
る

(
3
8
1
N
)
。
生
け
る
も
の
が
食
物
を
摂
取
す
る
と
は
、
そ
れ
が
摂
取
さ
れ
た
も
の
に
転
化
す
る
の
で
は
な
く

て
、
食
物
を
自
己
の
生
の
統
一
の
中
へ
解
消
・
措
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
、
精
神
は
無
限
に
多
様
な
自
然
の
規
定
と
関
係
し
、

こ
の
外
面
的
な
も
の
を
精
神
の
内
面
に
転
化
す
る
。
精
神
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
統
一
と
し
て
あ
る
状
態
を
「
許
自
態

(
B
e
i
s
i
c
h
s
e
i
n
ー
自

己
自
身
の
許
に
あ
る
こ
と
ー
）
」
と
い
い
、
こ
の
状
態
が
先
の
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
で
あ
る

(
3
8
1
N
)
。

精
神
は
そ
の
端
初
に
お
い
て
は
自
然
と
論
理
的
理
念
と
を
自
己
に
前
提
し
て
い
る
。
精
神
の
開
示
は
以
前
に
は
「
自
然
の
生
成
」
即
ち

(23) 

「
理
念
の
自
然
へ
の
転
化
」
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

(
3
8
4
)
。
精
神
の
段
階
で
は
、
精
神
の
開
示
は
精
神
の
概
念
の
エ
レ
メ
ソ
ト

、
、
、
、

「
自
然
を
自
己
の
世
界
と
し
て
措
定
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
措
定
は
「
世
界
を
自
立
的 ヘ

と
に
よ
っ
て
理
念
が
獲
得
す
る
形
式
を
扱
う

(
3
7
7
N
)
。

(
3
8
1
 



8
 

で
あ
る

精
神
は

「
観
照

区
別
を
現
実
化
し
、
自
己
に
形
態
を
与
え
よ
う
と
す
る
必
然
性
と
衝
動
と
を
も
つ

(
3
7
9
N
)
。

は
植
物
の
概
念
と
合
致
し
な
い
と
い
う
矛
盾
に
よ
っ
て
次
々
と
止
揚
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
生
長
は
種
子
に
始
ま
っ
て
種
子
に
終
わ
る
と

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
産
出
力
の
所
以
と
産
出
さ
れ
た
も
の
が
そ
れ
自
身
産
出
力
と
な
る
所
以
を
明
ら
か
に
し

「
始
ま
り
と
終
わ
り
と
を
結
ん
で
自
己
を
一
っ
に
す
る
」
と
い
う
の
は
精
神
の
在
り
方
で
あ
る
。
こ
の
在
り

方
は
自
然
に
お
い
て
は
外
面
的
に
種
子
か
ら
種
子
へ
と
い
う
形
態
を
も
つ
。
二
つ
の
種
子
は
し
か
し
同
種
で
あ
っ
て
も
同
じ
も
の
で
は
な

い
。
生
の
中
に
自
己
の
概
念
を
認
識
す
る
精
神
は
、
そ
れ
自
身
「
真
な
る
も
の
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
生
あ
る
も
の
、
有
機
的
、
体
系
的

(
3
7
9
 N
)
。
精
神
は
自
己
の
概
念
を
エ
レ
メ
ン
ト
に
し
て
こ
の
自
己
の
概
念
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
う
円
環
的
展
開
で
あ
る
。

で、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
胚
を
、
そ

定
性
」
と
し
て
「
物
の
中
で
働
く
、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(24)

自
然
と
し
て
前
提
す
る
」
こ
と
で
あ
る

(
3
8
4
)
。
論
理
学
に
お
け
る
「
認
識
」
は
「
認
識
の
単
に
我
々
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
概
念
」
に

す
ぎ
ず
「
自
体
的
に
あ
る
認
識
」
で
は
な
い

(
3
8
1
N
)
。
理
念
は
直
接
性
あ
る
い
は
外
面
性
に
お
い
て
現
実
化
さ
れ
、

そ
れ
は
自
然
で
あ

る
。
し
か
し
自
然
に
は
発
展
の
中
心
で
あ
る
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
が
欠
け
て
い
る
。
精
神
が
自
然
の
真
理
で
あ
る
の
は
、
精
神
が
「
絶
対
否

一
切
を
総
括
す
る
唯
一
の
無
限
な
力
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
の
イ
デ
ア
リ
ズ
ィ
ー
ル
ン
グ
は

精
神
が
自
然
の
外
か
ら
自
然
に
働
き
か
け
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
自
然
の
内
部
で
働
く
即
自
有
的
な
精
神
が
」
自
然
を
、
即
ち

む
し
ろ
「
自
然
そ
れ
自
身
が
」
自
己
を
イ
デ
ア
リ
ズ
ィ
ー
レ
ン
す
る
。
そ
れ
故
精
神
は
自
然
が
自
己
を
イ
デ
ア
リ
ズ
ィ
ー
レ
ン
す
る
の
を
、

ま
た
そ
の
仕
方
を
眺
め
て
い
れ
ば
よ
い
。
自
然
の
中
で
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
が
形
成
さ
れ
て
く
る
そ
の
規
定
さ
れ
た
仕
方
を
精
神
は
認
識
す

れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
精
神
は
こ
の
認
識
に
よ
っ
て
自
然
の
イ
デ
ア
リ
ズ
ィ
ー
ル
ン
グ
を
完
成
す
る

(
3
8
1

N
)
。

の
中
に
は
成
長
の
総
て
の
区
別
が
区
別
さ
れ
な
い
仕
方
で
即
ち
生
の
統
一
に
浸
透
さ
れ
た
イ
デ
エ
ル
な
仕
方
で
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点

「
感
性
的
に
存
在
す
る
概
念
」
と
み
る
。
区
別
さ
れ
て
あ
る
は
ず
の
も
の
が
区
別
の
な
い
統
一
に
あ
る
と
い
う
矛
盾
に
よ
っ
て
胚
は

し
か
し
、
植
物
の
個
々
の
生
長
の
各
段
階



，
 

知
性
は
精
神
そ
の
も
の
で
あ
る

(
3
8
7
,

3
 0
0
7
N
)
。

『
精
神
哲
学
』
は
こ
れ

も
の
と
自
然
と
の
間
に
あ
っ
て
、
自
己
自
身
を
媒
介
す
る
こ
と
と
し
て
両
者
を
媒
介
す
る
。
精
神
は
、
そ
れ
故
、

で
自
然
を
自
己
の
現
存
在
と
し
て
い
る

(
3
8
3
,

4
1
0
 Z
)
。
更
に
精
神
の
実
体
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

で
心
を
自
己
の
実
体
と
し
て
い
る

(
3
8
2
,

4
1
5
)
。

一
方
で
普
遍
を
、
他
方

『
精
神
哲
学
』
は
精
神
の
発
展
の
三
形
式
に
対
応
し
て
―
―
一
部
構
成
を
採
る
。
こ
の
一
―
一
部
構
成
は
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
普
遍
的
な
方
法

に
適
っ
て
も
い
る
。
精
神
は
こ
の
発
展
形
式
に
従
っ
て
主
観
的
精
神
、
客
観
的
精
神
、
絶
対
精
神
に
区
分
さ
れ
、

ら
の
各
々
を
考
察
す
る
三
部
門
か
ら
成
る

(
3
8
5
)
。
主
観
的
精
神
は
更
に
心
と
意
識
と
知
性
と
に
区
分
さ
れ
、

主
観
的
精
神
の
部
門
は
心

、
、
、

を
対
象
と
す
る
人
間
学
、
意
識
を
対
象
と
す
る
現
象
学
、
知
性
を
対
象
と
す
る
心
理
学
の
三
つ
か
ら
成
る
。
心
は
「
即
自
的
」
即
ち
「
直

、、
接
的
な
」
精
神
で
あ
り
、
意
識
は
反
省
の
関
係
に
お
か
れ
た
精
神
、

開
は
国
で
述
べ
ら
れ
た
即
自
ー
ー
＇
対
自
（
区
別
と
区
別
の
両
項
の
矛
盾
）
ー
ー
＇
許
自
と
い
う
経
過
を
辿
る
。
精
神
の
展
開
は
単
な
る
論
理

(23) 

的
な
展
開
と
異
な
り
、
即
自
に
あ
る
精
神
は
単
な
る
有
で
は
な
く
て
「
直
接
性
」
へ
と
止
揚
さ
れ
た
論
理
的
理
念
と
し
て
の
「
現
実
化
し

た
概
念
」
で
あ
る

(
3
8
7
N

)

。
そ
れ
故
到
達
点
も
単
な
る
即
且
対
自
有
で
は
な
く
て
先
に
述
べ
ら
れ
た
許
自
態
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
ベ
ル
ン
時
代
に
残
し
た
『
主
観
的
精
神
』
及
び
『
心
理
学
』
と
い
う
標
題
を
も
つ
草
稿
に
お
い
て
既
に
心
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
イ
ェ
ー
ナ
期
の
彼
の
『
形
而
上
学
』
及
び
『
実
在
哲
学
』
と
こ
の
『
ニ
ソ
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
『
精
神
哲
学
』
と
を
比

較
す
る
と
、

『
実
在
哲
学
』
の
精
神
哲
学
の
篇
は
知
性
で
始
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
知
性
を
対
象
と
す
る
節
は
『
精
神
哲
学
』
の
心
理
学

餌

『
人
間
学
』
に
つ
い
て

（
テ
オ
リ
ア
）
」
で
あ
る
が
、

精
神
の
自
己
展

精
神
は
一
方
で
自
由
を
、
他
方

(25) 

し
か
し
そ
れ
は
「
最
も
作
用
的
」
で
あ
る
。

加
え
て
自
己
実
現
の
途
上
に
あ
る
有
限
な
精
神
は
精
神
そ
の
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し
か
し

ム
の
使
用
も
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま、
≫
h
り の

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、

そ
れ
は
ま
だ
心
理

ヘ
ー
ゲ
ル

(28) 

に
対
応
す
る
。

(29) 

に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
イ
ニ
ー
ナ
期
の
思
想
の
総
決
算
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
精
神
の
現
象
学
』
で
は
そ
の
最
後
の
部
門
(
C
.
)
の

(
A
A
.
)
理

『
形
而
上
学
』
の
客
観
性
の
形
而
上
学
は
心
で
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
心
は
単
に
反
省
の
立
場
で
規
定
さ
れ
て
い
る

性
に
は
『
精
神
哲
学
』
の
主
観
的
精
神
で
考
察
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
対
象
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
有
機
体
を
基
礎
に
し
て
論
理

的
法
則
と
心
理
学
的
法
則
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
、
個
性
と
そ
の
法
則
と
い
う
こ
と
ば
が
記
さ
れ
て
い
が
か
こ
の
イ
ニ
ー
ナ
期
に
如
何
な

る
構
想
が
抱
か
れ
て
い
た
か
は
別
に
し
て
、
後
に
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
で
結
実
す
る
よ
う
な
思
想
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
着
想
し
て
い
た

ま
た
そ
れ
は
『
哲
学
的
プ
ロ
ペ
ド
イ
テ
ィ
ク
』
の
中
で
既
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
何
故
『
精
神
哲
学
』
の
第
一

篇
が
人
問
学
ー
|
現
象
学
|
|
心
理
学
と
い
う
構
成
を
採
る
に
到
っ
た
か
は
問
題
と
さ
れ
得
よ
う
し
、
加
え
て
こ
の
人
間
学
が
心
(
S
e
e
l
e
)

を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
も
問
題
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
只
6

し
か
し
他
方
、
先
に
挙
げ
た
ペ
ル
ソ
時
代
の
草
稿
は
そ
の
項
目
と
そ
の
配
列

に
お
い
て
、
二
十
年
後
の
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
同
じ
素
材
を
扱
う
部
分
と
か
な
り
の
類
似
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
心

ヘ
ー
ゲ
ル
が
継
続
し
て
考
察
の
対
象
と
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、

(32) 

は
ま
だ
人
間
学
と
い
う
標
題
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
一
八
一
七
年
の
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
初
版
で

一
八
一
七
年
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
既
に
自
己
の
哲
学
の
体
系
を
完
成
さ
せ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
人
間
学
と
い
う
タ
ー
ム
の
使
用
を
控
え
さ
せ
る
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
得
る
。

は
心
の
体
系
上
の
位
置
決
定
と
心
を
概
念
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
か
な
り
の
熟
慮
を
払
っ
た
と
推
察
さ
れ
、
人
間
学
と
い
う
タ
ー

『
ニ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
最
後
の
版
で
は
心
を
「
人
問
の
基
礎
」
と
し
、
そ
れ
故
「
人
問
学
の
対
象
」
と
な
る
と
規
定

す
る

(
3
8
7
N
)
。
人
間
学
は
「
心
的

(
p
s
y
c
h
i
s
c
h
)
」
な
段
階
に
あ
る
精
神
を
考
察
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

的

(
p
s
y
c
h
o‘l
o
g
i
s
c
h
)

な
考
察
で
は
な
い

(
4
0
5
)
。

心
的
と
い
う
こ
と
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
精
神
と
自
然
と
の
直
接
的
な
統
一
を
認
め
て
、
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国

惑

覚

感

覚

す

る

心

他
人
の
弱
さ
、
性
癖
等
を
詮
索
す
る
類
の
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
心
胸
の
製
を
窺
い
知
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
人
間
知
も
「
普
遍
を
即
ち
人
問
を
従
っ
て
本
質
的
に
は
精
神
を
認
識
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
他
方
で
「
精
神
的
な
も

、
、
、
、
、

の
の
う
ち
偶
然
的
で
些
細
な
真
な
ら
ざ
る
実
存
」
に
関
っ
て
い
て
、
精
神
の
規
定
さ
れ
た
内
容
に
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
の

で
あ
る

(
3
7
7
)
。、

、
、
、

心
は
ま
ず
「
普
遍
的
心
」
と
し
て
現
わ
れ
る
(
3
9
1
)

。
そ
れ
は
現
実
に
は
、
共
同
体
の
一
般
的
絆
、
諸
民
族
の
風
習
、
文
化
、
生
活
様

(34) 

式
で
あ
ろ
う
。
心
は
こ
こ
で
は
諸
民
族
の
牧
歌
的
な
生
活
に
憩
っ
て
い
る
。
次
に
心
は
諸
個
人
の
心
と
し
て
個
人
の
中
に
現
実
性
を
得
る
。

か
ま
ど

庶
民
の
鼈
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
煙
が
た
な
び
く
風
景
は
人
々
の
生
活
の
声
が
聴
き
取
れ
る
村
落
の
一
角
の
そ
れ
と
交
替
す
る
。
し
か
し
心
は

ま
だ
揺
藍
の
中
に
安
ら
う
嬰
児
で
あ
り
、
大
人
達
に
見
守
ら
れ
て
育
っ
て
い
く
。
子
供
は
遊
び
、
学
び
ま
た
秘
に
将
来
へ
の
憧
憬
を
抱
い

て
い
る
。
精
神
は
、

て
生
き
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
牧
歌
的
な
状
況
を
出
て
自
己
を
分
裂
の
中
に
引
き
入
れ
、
分
裂
の
中
で
受
苦
す
る
存
在
と
し

植
物
で
は
あ
る
器
官
は
他
の
器
官
の
結
果
で
あ
り
、
他
方
ま
た
別
の
器
官
の
原
因
で
も
あ
る
。
ま
た
挿
木
や
接
ぎ
木
の
例
の
よ
う
に
、

部
分
は
そ
の
ま
ま
全
体
性
で
も
あ
る
。
従
っ
て
植
物
で
は
区
別
が
自
己
の
統
一
に
還
帰
せ
ず
、
区
別
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
全
体
性
と

し
て
自
己
に
対
立
す
る
。
そ
れ
故
有
機
的
生
は
動
物
に
お
い
て
完
成
す
る
(
3
8
1

N
)
。
即
ち
、
動
物
の
各
分
肢
は
生
の
統
一
に
貫
か
れ
浸

精
神
の
哲
学
は
精
神
の
自
己
認
識
に
関
る
も
の
で
あ
る
が
、

(33) 

そ
れ
ま
で
の
人
問
知

(
M
e
n
s
c
h
e
n
k
e
n
n
t
n
i
s
)

J

れ
を
人
間
学
に
と
っ
て
本
質
的
な
事
柄
と
み
な
し
て
い
る

(410
N
)
。

は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
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の
規
定
で
あ
り
、
心
の
他
者
の
規
定
で
あ
る
。
感
覚
は
む
し
ろ
こ
の
規
定
を
心
の
普
遍
性
か
ら
引
き
離
し
、
心
の
対
自
的
な
規
定
者
と
す

る
。
惑
覚
は
心
の
普
遍
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
、
同
時
に
心
の
普
遍
性
は
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
は
感
覚
と
な
り
、
こ
の
規
定

性
の
中
で
心
は
対
自
的
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
感
覚
の
規
定
が
心
の
対
自
態
で
あ
る
。
心
は
自
己
を
規
定
し
て
、
こ
の
規
定
の
中
へ
沈
潜

し
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
心
は
自
己
の
規
定
に
お
い
て
自
己
自
身
と
合
致
す
る
が
、
こ
の
合
致
は
直
接
に
心
の
他
者
へ
の
転
化
で
あ
る
。

心
は
自
己
の
規
定
に
包
ま
れ
て
忘
我
の
状
態
に
あ
る
が
、

な
い
。
感
覚
は
媒
介
さ
れ
た
他
者
へ
の
関
係
で
あ
る
と
と
も
に
こ
の
媒
介
さ
れ
た
他
者
へ
の
関
係
を
媒
介
に
し
た
心
の
自
己
媒
介
で
も
あ

る
(
3
9
9
N
)
。
単
な
る
自
己
媒
介
と
し
て
の
そ
れ
は
抽
象
的
な
自
己
同
一
性
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
感
覚
に
お
い
て
は
感
覚
さ
れ
た
内

普
遍
性
の
中
に
、
即
ち
イ
デ
ニ
ル
に
措
定
さ
れ
て
い
る
」

透
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
生
の
全
体
で
も
統
一
で
も
な
い
。
各
分
肢
は
生
の
中
に
イ
デ
ニ
ル
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
生
の

統
一
は
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
う
し
て
動
物
は
完
成
さ
れ
た
有
機
的
な
分
節
体
制

(
d
i
e

G
 li
e
d
e
r
u
n
g
)

で
あ
る

(
3
8
1

N
)
。
動

物
は
自
己
の
肉
体
を
廃
棄
す
る
こ
と
な
く
自
己
の
肉
体
に
お
い
て
対
自
的
に
な
っ
て
い
る
主
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
在
り
方
が
日
に
お

い
て
述
べ
て
お
い
た
許
自
態
で
あ
り
、

イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
許
自
態
に
お
い
て
「
自
己
の
外
面
性
の
中
で
か
つ
自
己
の
外
面

性
か
ら
自
己
に
反
省
す
る
と
き
」
動
物
は
感
覚
す
る

(
3
8
1

N
)
。
動
物
は
そ
の
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
を
実
証
す
る
。
動
物
は
自
己
内
に
生
理

機
能
を
も
ち
、
こ
れ
を
通
し
て
か
つ
こ
の
機
能
の
維
持
の
た
め
に
も
自
然
一
般
と
関
係
す
る
。
こ
う
し
て
、
自
己
の
生
の
規
定
に
加
え
て

自
然
一
般
の
規
定
も
動
物
に
属
す
る
。
感
覚
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
規
定
性
も
イ
デ
ニ
ル
な
規
定
性
と
な
っ
て
い
る
。
動
物
で
あ
る
人
間
も

感
覚
す
る
。
感
覚
す
る
の
は
生
の
統
一
と
し
て
の
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
で
あ
り
、
そ
れ
は
心
で
あ
る
。
心
が
惑
覚
す
る
と
は
心
が
自
己
を
規

(35) 

定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
心
は
感
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
心
で
あ
る
。
先
の
動
物
に
属
し
た
規
定
は
感
覚
に
よ
っ
て
「
心
の

(
3
9
9
 N
)
。
心
の
規
定
で
あ
る
感
覚
の
規
定
は
心
と
は
異
な
る
惑
性
的
な
も
の

し
か
し
や
は
り
こ
の
規
定
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
て
自
己
の
普
遍
性
を
失
っ
て
い
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断
わ
っ
て
お
り
、

る
の
で
は
な
い
。

心
は
感
覚
に
お
い
て
右
に
述
べ
た
感
覚
の
媒
体
を
通
し
て
感
性
的
な
対
象
と
関
係
す
る
が
、
対
象
そ
の
も
の
が
感
覚
の
中
に
措
定
さ
れ

ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
心
に
つ
い
て
の
論
述
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
霊
魂
論
』
の
思
想
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
思
想
を
再
興
す
る
こ
と
を
自
己
の
使
命
と
も
み
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(
3
7
8
)
。

ら
、
触
覚
は
「
物
質
の
否
定
性
」
と
も
関
係
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
五
官
を
三
つ
の
契
機
で
分
類
す
る
。
視
覚
と
聴
覚
は
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
の
、
嗅
覚

(36) 

と
味
覚
は
実
在
性
の
、
触
覚
は
全
体
性
の
契
機
で
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
捉
え
ら
れ
る
。
視
覚
は
光
を
媒
体
に
し
て
「
物
」
と
「
理
論
的
」
に

関
係
し
、
物
の
「
イ
デ
ニ
ル
」
な
面
と
関
係
す
る
。

に
は
錯
覚
が
伴
う
。
聴
覚
は
空
気
の
振
動
を
媒
体
に
す
る
。
空
気
の
振
動
は
物
体
の
振
動
に
由
来
す
る
。
振
動
す
る
物
体
は
自
己
の
位
置

を
変
え
る
こ
と
な
く
、
運
動
し
て
い
る
。
振
動
は
運
動
に
お
け
る
位
置
の
変
化
を
―
つ
の
位
置
に
止
揚
し
た
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
振

動
は
空
間
的
に
な
っ
た
時
間
で
あ
り
、
他
方
振
動
す
る
物
体
は
「
物
体
の
内
的
空
間
性
」
を
「
時
間
的
」
に
措
定
す
る
。
即
ち
振
動
に
お

入
い
て
「
物
体
の
純
粋
な
内
面
性
が
現
出
す
る
」
。
嗅
覚
と
味
覚
は
物
体
の
も
つ
化
学
的
性
質
と
関
係
す
る
。
触
覚
は
「
対
自
有
す
る
個
人
」

(37) 

と
「
対
自
有
す
る
個
物
」
と
の
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
故
「
最
も
具
体
的
な
感
官
」
で
あ
る
。
対
自
有
に
は
否
定
性
の
契
機
も
含
ま
れ
る
か

(38) 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
否
定
性
を
「
熱
」
で
理
解
し
て
い
る

(
4
0
1
,

4
0
1
 N
)
。

よ
う
に
即
ち
五
官
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ

で
あ
る

容
に
は
全
く
考
慮
が
払
わ
れ
な
い
。
感
覚
は
感
覚
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
唯
一
の
真
理
と
す
る
。
あ
る
規
定
さ
れ
た
内
容
が
感
覚
さ
れ
た

と
い
わ
れ
る
場
合
、
こ
の
内
容
の
規
定
は
知
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
覚
は
意
識
を
通
し
て
知
性
に
よ
っ
て
客
観
と

関
係
す
る
。
惑
覚
は
心
の
自
己
規
定
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
性
と
惑
覚
の
機
構
と
は
惑
覚
そ
の
も
の
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

こ
の
自
己
の
規
定
に
つ
い
て
の
意
識
と
判
定
と
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
で
感
覚
は

「
精
神
的
な
も
の
の
最
も
劣
っ
た
形
式
」

(
4
0
0
 N
)
。
感
覚
の
規
定
は
自
然
一
般
と
肉
体
と
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
感
覚
の
機
構
は
肉
体
に
お
い
て
自
然
一
般
に
適
合
す
る

し
か
し
こ
の
関
係
は
ま
た
単
に
「
物
の
表
面
」
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
視
覚
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感
性
的
な
も
の
肉
体
的
な
も
の
が
内
面
の
「
シ
ン
ボ
ル
」
、

ル
に
よ
れ
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
心
を
物
と
み
る
よ
う
な
形
而
上
学
的
考
察
に
は
関
っ
て
お
ら
ず
、
彼
の
『
霊
魂
論
』
は
「
心
の
活
動
の

(39)

（

39) 

仕
方
」
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
心
の
定
義
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
"
"t
a
b
u
l
a
 r
a
s
a
 ̂
＂
は
『
霊
魂
論
』
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
れ
は

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
心
が
内
的
に
も
外
的
に
も
自
己
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
普
通
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

「
精
神
は
外
的
対
象
に
よ
っ
て
始
め
て
そ
れ
に
何
か
が
記
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ

(40) 

う
な
理
解
は
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
主
張
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
は
全
く
反
対
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

(41)

ヽ

ヽ

ヽ

「
感
覚
の
能
力
は
可
能
的
に
の
み
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
主
張
を
踏
襲
し
て
「
精
神
の
可
能
性
は
直
接
に
無
限
で
絶
対
的
な
現
実
性
で

(
4
2
)

（

43)

ヽ

ヽ

あ
る
」
と
結
論
す
る

(
3
8
3
)
。
従
っ
て
、
「
感
覚
し
な
い
も
の
は
何
も
学
ば
な
い
し
、
理
解
す
る
こ
と
も
な
い
」
。
そ
し
て
ま
た
「
感
覚
の

、
、
、
、
、

中
に
は
全
理
性
が
、
精
神
の
素
材
の
全
体
が
あ
る
」

(
4
0
1
)
。
従
っ
て
、

(
4
4
7
 N
)
。

『
精
神
哲
学
』
が
心
で
始
め
ら
れ
、

ま
た
心
が
人
間
学
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
心
ぱ
感
覚
に
お
い
て
自
己
の
内
面
と
関
係
す
る
。
感
覚
に
量
的
な
制
限
が
あ
る
こ
と
は
内
面
が
「
即
且
対
自
的
に
規
定

さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
あ
る
い
は
「
内
感
の
始
ま
り
」
を
示
す

(401
N
)
。
心
の
内
面
が
感
覚
さ
れ
る
た
め
に
は
、

そ
れ
が
肉
体
性
の
二

レ
メ
ン
ト
に
措
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
即
ち
内
面
の
「
肉
化

(
v
e
r
l
e
i
b
l
i
c
h
e
n
)
」
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
心
は
感
性
的
な
面
と
精
神

的
な
面
と
の
統
一
で
あ
る
。
感
性
的
な
も
の
は
心
の
中
ヘ
イ
デ
エ
ル
に
措
定
さ
れ
、
他
方
精
神
的
な
も
の
は
肉
体
性
の
中
へ
感
覚
的
な
規

定
と
し
て
措
定
さ
れ
る
。
内
惑
の
内
容
は
精
神
の
内
容
の
総
て
で
あ
る
が
、
人
間
学
に
お
い
て
は
個
別
性
の
形
態
を
も
つ
も
の
で
か
つ
不

随
意
的
に
肉
化
さ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。
心
は
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
で
は
あ
る
が
、
他
方
心
は
肉
体
性
を
エ
レ
メ
ン
ト
に
し
て
い
て
、
こ

の
限
り
で
の
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
心
は
心
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
人
間
学
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

内
感

る
健
全
な
共
同
生
活
で
あ
る
」

「
記
号
」
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
芸
術
作
品
も
人
間
の
内
面
の
肉
化
で
あ
る
が
、

「
感
覚
す
る
こ
と
一
般
は
個
的
な
精
神
が
自
己
の
肉
体
性
の
中
で
お
く
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因

感

情

感

じ

る

心

J

と
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

(
4
0
1
N
)
。

の
成

そ
れ
は
単
な
る
表
出

(
A
u
B
e
r
u
n
g
)

で
は
な
く
て
そ
の
客
観
化

(
E
n
t
a
u
B
e
r
u
n
g
,
W
e
g
s
c
h
a
f
f
e
n
)

即
ち
内
面
を
自
己
か
ら
切
り
離
す

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
外
感
の
器
官
で
あ
る
五
官
就
中
眼
と
口
と
は
逆
に
内
感
の
肉
化
の
器
官
を
も
務
め
る
。
内
面
の
こ
の
「
切
り
離

し
」
に
よ
っ
て
内
面
の
苦
悩
も
解
消
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
外
感
は
内
面
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
内
面
の
肉
化
、
内
面
の
外

感
へ
の
転
化
は
逆
に
内
面
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

シ
ン
ボ
ル
や
芸
術
作
品
は
人
間
に
対
し
て
作
用
し
、
外
感
は
あ
る
「
気
分
」
を
も

た
ら
す
。
気
分
は
ま
た
肉
体
の
状
態
に
も
、
周
囲
の
他
の
人
々
に
も
作
用
す
る

(
4
0
1
N
)
。

、
、
、
、
、

感
覚
に
お
い
て
は
「
外
感
の
精
神
的
内
面
へ
の
没
意
識
的
な
関
係
」
に
考
察
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
こ
で

も
感
覚
の
内
容
は
検
討
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
外
感
を
通
し
て
、
内
面
が
既
に
即
且
対
自
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う

感
覚
す
る
心
は
自
己
が
感
覚
す
る
規
定
の
中
に
自
己
を
移
入
し
て
し
ま
い
、

心
は
こ
の
規
定
と
―
つ
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
感
覚
は

肉
体
性
に
包
ま
れ
た
自
己
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
感
覚
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
心
は
こ
の
よ
う
な
肉
体
性
と
―
つ
に
な
っ
た
自
己
の
実

、
、
、

体
性
を
抜
け
出
て
、
こ
れ
を
自
己
の
中
に
感
覚
す
る
と
き
、
心
は
「
感
じ
る
心
」
で
あ
る
。
即
ち
「
自
己
性

(
S
e
l
b
s
t
i
s
c
h
k
e
i
t
)
」

立
で
あ
る

(
4
0
2
)
。
感
情
に
お
い
て
自
己
の
個
性
の
中
で
自
己
が
主
観
と
し
て
成
立
し
て
く
る
。
心
が
こ
の
よ
う
に
主
観
性
と
し
て
現
わ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
心
は
即
且
対
自
的
に
規
定
さ
れ
た
内
面
を
自
己
が
そ
こ
で
「
世
界
の
心
」
と
し
て
あ
る
「
自
己
の
個
的
な
世
界
」
、

(44) 

自
分
だ
け
の
世
界
と
し
て
も
つ

(
4
0
2
N
)
。
感
情
に
お
い
て
は
主
観
が
、
自
己
の
「
実
体
性
」
で
あ
る
自
己
の
肉
体
性
か
ら
区
別
さ
れ
る
。

し
か
し
、

主
観
の
規
定
そ
の
も
の
は
肉
体
性
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
な
く
て
、
主
観
は
規
定
さ
れ
た
も
の
感
情
と
し
て
は
こ
の
肉
体
性
に
包
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一
方
は
現
実
の
人
間
と
し
て
、

し
か
し
、
自
己
の
全
体

ま
れ
て
い
る
。
漸
く
惑
覚
の
中
で
対
自
化
し
た
主
観
即
ち
子
供
は
自
己
の
内
面
を
通
し
て
自
己
の
世
界
と
し
て
の
こ
の
内
面
で
成
長
す
る
。

こ
の
成
長
の
形
式
が
「
感
情
生
活
」
で
あ
る
。
感
情
生
活
に
お
い
て
は
、
世
界
へ
の
関
係
即
ち
他
人
へ
の
関
係
や
物
や
外
の
事
象
へ
の
関

係
が
こ
の
個
的
な
世
界
へ
止
揚
さ
れ
て
い
て
、
感
情
生
活
を
お
く
る
も
の
は
こ
の
世
界
の
中
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
感
情
生
活

、
、
、
、
、
、

は
「
形
式
的
主
観
性
」
で
あ
っ
て

(
4
0
5
N
)
、
そ
れ
は
「
自
己
に
反
省
し
た
主
観
」

(
4
0
5
)

で
は
な
く
、
正
常
で
悟
性
的
な
意
識
と
主
観

的
な
意
識
と
の
混
合
し
た
状
態
で
あ
る

(
4
0
5
N
)
。
感
覚
が
客
観
界
の
規
定
の
感
覚
で
あ
り
、

そ
れ
故
感
性
的
個
別
性
を
越
え
て
対
象
の

客
観
的
全
体
性
と
物
の
普
遍
的
連
関
と
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
客
観
的
意
識
や
知
性
か
ら
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
感
情
生
活
の
二
つ
の
形
式
を
定
め
、

夢
と
守
護
神

、
、
、
、
、

「
個
の
全
体
性
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
従
っ
て
夢
は
自
己
を
実
現
せ
ん
と
す
る
衝
動
、
実
践
的
契
機
が
主
観
の
中
に

、
、
、

あ
る
こ
と
の
左
証
で
あ
る
。
個
人
を
行
為
へ
と
誘
う
も
の
は
個
人
の
内
面
の
「
特
殊
性
」
で
あ
る

(
4
0
5
N
)
。
行
為
す
る
も
の
は
自
己
に

そ
れ
は
「
夢
」
と
「
守
護
神
(
G
e
n
i
u
s
)
」
と
で
あ
る
。
夢
は
内
面
が

対
し
て
対
自
的
に
関
係
す
る
が
、
感
情
生
活
を
お
く
る
個
人
は
自
己
に
反
省
し
た
主
観
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
関
係
は
先
の
特
殊
性
に
支

配
さ
れ
た
自
然
的
関
係
と
し
て
、
即
ち
二
人
の
個
人
の
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
。

性
と
現
実
性
と
を
他
の
自
己
即
ち
他
人
の
中
に
見
出
す
も
の
と
し
て
。
そ
し
て
他
方
、
前
者
の
全
体
性
と
現
実
性
を
引
き
受
け
る
存
在
が

(
4
5
)
 

守
護
神
で
あ
る
。
現
実
の
個
人
は
こ
の
守
護
神
の
「
単
な
る
従
属
的
な
述
語
」
に
す
ぎ
な
い

(
4
0
5
)
。
惑
情
生
活
を
お
く
る
人
間
に
と
っ

、
、
、
、

て
自
己
の
内
面
は
「
秘
密
の
生
」

(
4
0
5
N
)

で
あ
っ
て
、
そ
の
内
面
の
現
実
化
は
守
護
神
に
保
護
さ
れ
た
も
の
と
し
て
守
護
神
の
中
に
お

か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
守
護
神
は
個
人
の
「
究
極
的
な
決
定
」
を
下
す

(
4
0
5
)
。
感
情
は
決
定
を
理
性
的
に
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
か

(
4
6
)
 

ら
、
そ
の
決
定
は
神
託
や
子
供
が
あ
る
年
長
者
に
抱
く
憧
憬
の
よ
う
に
無
邪
気
な
仕
方
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
感
情
生
活
を
脱
却
し

て
、
自
己
の
内
的
な
世
界
を
守
護
神
か
ら
取
り
戻
し
こ
の
世
界
の
主
観
性
を
否
定
し
て
、
真
の
現
実
と
関
係
す
る
と
き
、
主
観
は
自
我
ヘ
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と
成
長
す
る

(
4
0
2
N
)
。

実
在
的
主
観
性

自
己
の
現
実
性
に
つ
い
て
自
己
意
識
的
で
悟
性
的
な
仕
方
で
知
っ
て
い
る
」
。
ま
た
こ
の
現
実
性
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

界
で
あ
る
こ
と
」
も
知
っ
て
お
り
、
こ
の
外
界
の
多
様
が
「
自
己
の
中
で
悟
性
的
に
連
関
す
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
加

え
て
、
こ
の
外
界
が
そ
の
諸
規
定
を
通
し
て
自
己
と
連
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る

(
4
0
6
)
。

し
て
い
る
と
い
う
外
観
を
も
ち
、
こ
の
外
観
に
お
い
て
心
が
知
と
し
て
作
用
す
る
な
ら
ば
‘

「
自
己
の
個
性
の
具
体
的
な
充
実
を
な
す

し
か
し
こ
の
よ
う
に

成
長
を
遂
げ
た
人
間
も
以
前
の
感
情
生
活
に
退
行
す
る
こ
と
が
あ
る
。
感
じ
る
心
が
悟
性
的
意
識
か
ら
分
離
し
て
、
人
格
が
心
の
二
重
性

の
中
に
消
失
す
る
。
心
は
一
方
で
意
識
と
し
て
自
己
の
内
的
な
個
的
世
界
と
外
的
な
客
観
界
と
の
現
実
的
な
区
別
を
心
の
中
で
な
お
保
持

そ
れ
は
「
媒
介
の
系
列
」

(
4
0
6
)

を
欠
い
て

「
感
じ
る
知
」
、

「
直
観
知
」
で
あ
る

(
4
0
6
N
)
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
心
の
状
態
を
先
の
形
式
的
主
観

、
、
、

性
に
対
し
、
感
じ
る
心
と
悟
性
的
な
意
識
と
が
こ
こ
で
は
区
別
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
感
じ
る
心
の
第
二
種
と
し
て
「
実
在
的
主
観
性
」

と
定
義
す
る

(
4
0
6
N
)
。
直
接
知

i
感
覚
が
「
主
要
規
定
者
」
で
あ
る
が
、

貫
い
て
な
お
特
定
の
も
の
の
存
在
を
特
に
鋭
敏
に
判
定
す
る
能
力
で
あ
る
（
地
中
に
埋
っ
て
い
る
金
を
感
覚
す
る
等
）

は
自
己
の
内
的
状
態
を
直
観
す
る
等
が
含
ま
れ
る
。

（
触
覚
で
視
る
等
）
。

そ
れ
は
あ
る
感
官
が
こ
の
感
官
の
感
覚
を
妨
げ
る
も
の
を

(
4
0
6
 N
)
。
惑
じ

の
条
件
と
が
一
切
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
知
に
は
、
現
実
的
な
根
拠
な
し
に
失
わ
れ
た
記
憶
が
戻
っ
て
く
る
現
象
、
千
里
眼
、
あ
る
い

、
、
、

し
か
し
、
千
里
眼
も
「
表
象
者
」
と
し
て
は
時
空
の
形
式
を
持
ち
込
む
。
先
に
形
式

的
主
観
性
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
感
情
生
活
を
お
く
る
者
は
自
己
と
関
係
す
る
こ
と
と
し
て
他
の
人
格
と
関
係
す
る
。
従
っ
て
自

観
と
の
現
実
的
な
関
係
の
仕
方
が
廃
棄
さ
れ
て
い
る

る
知
ー
ー
—
こ
れ
は
「
共
通
感
覚
」
(
4
0
6
 N
)

あ
る
い
は
「
共
通
感
情
」

直
観
知
ー
~
こ
の
知
に
お
い
て
は
感
官
の
作
用
と
こ
の
作
用

(
4
.
0
6
)

を
通
し
て
感
覚
す
る
。
こ
こ
で
は
五
官
の
規
定
即
ち
客

い
る
が
故
に
「
直
接
知
」

「
自
己
と
は
区
別
さ
れ
た
外
的
な
世

大
人
に
な
っ
た
正
気
の
人
間
は
「
健
全
な
セ
ン
ス
と
悟
性
と
」
を
も
ち
、
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(
4
0
7
)
。
悟
性
的
意
識
を
持
っ
て
い
る
人
は
論
理
的
に
整
合
し
た
、

「
自
己
の
個
人
的
立
場
と
外
界
へ
の
連
関
と
に
基
づ
い
て
自
己
を
秩

主
観
は
肉
体
的
な
規
定
で
あ
る

の
中
に
お
か
れ
て
い
る

己
の
人
格
を
他
者
に
委
ね
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
容
易
に
暗
示
に
誘
わ
れ
、
他
方
で
他
の
人
の
内
面
を
直
観
し
、
他
の
人
の
感

覚
と
感
情
と
を
自
己
の
そ
れ
ら
と
交
換
し
て
他
者
と
「
共
感
」
す
る
と
称
す
る

(
4
0
6
N
)
。

分
析
し
た
後
、
こ
こ
か
ら
次
の
二
つ
の
結
論
を
引
き
出
す
。
第
一
に
、
こ
の
主
観
性
の
知
が
感
覚
の
諸
制
約
を
越
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
単
に
心
が
普
遍
的
な
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
即
ち
一
切
の
外
的
な
規
定
の
止
揚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。
第
二

に
、
心
は
生
と
し
て
自
己
を
規
定
す
る
も
の
ま
た
こ
の
規
定
の
全
体
性
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
知
が
如
何
な
る
表
象
を
提
供
し
よ
う
と

も
、
単
に
そ
れ
は
心
が
自
己
の
内
的
な
個
的
世
界
や
自
己
の
狭
い
生
活
圏
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

そ
の
内
面
の
表
出
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る

(
4
0
6
N
)
。
こ
う
し
て
、
実
体
的
主
観
性
に
あ
る
心
の
知
は
心
的
実
体
性
の

(
4
7
)
 

露
呈
に
他
な
ら
な
い
。

心
の
「
覚
醒
」
が
第
一
の
判
断
で
あ
る

(
3
9
8
,

覚
は
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
特
殊
で
あ
る
が
、
こ
の
特
殊
を
観
念
化
（
イ
デ
ア
リ
ズ
ィ
ー
レ
ソ
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
観
が
感
情

の
外
皮
か
ら
抜
け
出
て
対
自
的
と
な
る
。
主
観
は
自
己
に
還
帰
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
ま
だ
肉
体
性
の
制
約
の
下
に
あ
り
、
そ
れ
は
「
自

己

惑

情

」

で

あ

る

。

「

特

殊

な

感

情

」

序
づ
け
、

4
0
7
)

と
す
る
と
、
感
覚
は
心
が
自
己
自
身
へ
連
結
す
る
推
論
で
あ
る

(
3
9
9
N
)
。
感

従
っ
て
ま
た
感
覚
す
る
主
観
と
同
様
、

ま
た
こ
の
秩
序
を
逸
脱
し
な
い
意
識
」
の
持
ち
主
で
あ
る

(
4
0
8
)
。

そ
し
て
そ
れ
ら
の
表
象
は
唯

し
か
し
、
自
己
感
情
と
し
て
の
自
己
は
心
の
自
然
的
で
肉

体
的
な
実
体
性
と
悟
性
的
意
識
と
の
矛
盾
に
あ
る
。
自
己
は
悟
性
的
意
識
と
し
て
は
個
々
の
感
情
を
止
揚
し
、
自
己
の
統
一
の
中
に
イ
デ

田

自

己

感

情

ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
在
的
主
観
性
を
こ
の
よ
う
に
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二
つ
の
自
己
か
格
闘
し
て
い
る

(
4
0
8
N
)
。

―
つ
の
病
で
あ
る
。

に

こ
こ
で
は

ニ
ル
に
か
つ
ま
た
「
流
動
的
」
に
措
定
し
て
「
生
の
調
和
」
を
保
と
う
と
努
力
し
て
い
る

(
4
0
6
N
)
。
自
己
感
情
が
右
の
矛
盾
で
あ
る
か

ぎ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
る
特
殊
な
感
情
が
主
観
の
中
に
固
定
さ
れ
て
、
主
観
が
こ
の
感
情
あ
る
い
は
表
象
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
あ

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
状
態
を
「
精
神
の
ず
れ

(
d
i
e
V
e
r
r
i
l
c
k
t
h
e
i
t
)
」
と
い
っ
て
い
る

(
4
0
8
)
。
感
情
生
活
は
乳
児
に
「
歯
が

生
え
る
」
よ
う
に
子
供
の
生
活
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
で
あ
る

(
4
0
5
N
)

が
、
「
精
神
の
ず
れ
」
は
悟
性
的
意
識
に
と
っ
て
必
然
的
な

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
病
か
ら
逆
に
悟
性
的
意
識
を
「
予
料
」
し
よ
う
と
す
る

(
4
0
8
)
。
こ
の
病
に

お
い
て
は
悟
性
的
意
識
の
契
機
が
分
離
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
故
こ
の
意
識
が
抽
象
的
な
も
の
に
止
っ
て
い
る
。
「
始
元
は
抽
象
的
で
あ
る
」

と
い
う
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
常
套
句
で
あ
っ
て
、
分
離
さ
れ
た
諸
契
機
か
ら
始
元
の
抽
象
性
の
具
体
化
と
諸
契
機
の
統
一
の
対
自
化
を
図
る

の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
展
開
の
仕
方
で
あ
る

(
4
0
8
N
)
。
自
己
感
情
に
お
け
る
病
は
顕
在
化
し
た
矛
盾
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
矛
盾
を
止
揚
す
る

筈
の
自
己
は
未
だ
止
揚
さ
れ
ざ
る
こ
の
矛
盾
に
苦
し
む
。
正
気
の
人
も
こ
の
矛
盾
に
苦
し
む
が
、
そ
れ
は
止
揚
に
伴
う
労
苦
で
あ
る
。
病

む
人
は
矛
盾
を
止
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
感
情
と
止
揚
の
手
懸
か
り
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
と
の
対
立
に
苦
し
む
。
心

の
統
一
が
既
に
人
間
の
現
実
と
な
っ
て
い
る
自
己
感
情
に
お
け
る
病
で
は
自
己
が
こ
の
「
現
実
」

の
中
心
か
ら
押
し
だ

(
v
e
r
r
i
i
c
k
t
)

さ

れ
て
、
特
殊
で
主
観
的
な
感
情
あ
る
い
は
表
象
が
こ
の
中
心
点
に
坐
っ
て
い
る

(
4
0
8
N
)
。
人
格
は
外
面
的
に
は
「
喪
失
」
し
た
よ
う
に

(48) 

み
え
、
一
方
表
象
も
本
来
の
イ
デ
エ
ル
な
位
置
に
お
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
妄
想
と
し
て
あ
る

(
4
0
8
)
。
病
む
人
の
人
格
は
喪

(49) 

失
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
中
心
か
ら
ず
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
気
な
人
の
自
己
は
自
己
の
現
実
の
中
心
に
あ
っ
て
調
和
的
に
振
動

し
て
い
る
が
、
病
む
人
の
そ
れ
は
限
界
以
上
に
中
心
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
己
の
理
性
的
な
力
に
よ
っ
て
パ
ネ
に
よ
る
よ

う
に
自
己
を
中
心
に
引
ぎ
戻
そ
う
と
し
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、

「
二
つ
の
中
心
点
」
、

も
の
で
は
な
く
て

る。

病
む
人
は
言
わ
ば
バ
ネ
の
よ
う
な
ェ
ネ
ル
ギ
ー
の
緊
張
に
耐
え
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
先
述
の
ベ
ル
ン
草
稿
の
中
で
"
"d
i
e
 
V
e
r
r
i
.
i
c
k
u
n
g
'
^
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わ
れ
る
。

関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
哲
学
』
の
い
く
つ
か
の
節
は
、

(50) 

触
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ま
だ
い
く
つ
か
の
症
状
と
思
わ
れ
る
も
の
を
記
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

の
創
始
者
で
あ
る
。
ヒ
ネ
ル
と
ェ
ス
キ
ロ
ー
ル
が
登
場
し
て
く
る
。

一
九
世
紀
の
初
め
に
近
代
精
神
医
学

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
患
者
を
理
性
的
存
在
と
み
な
し
、
こ
の
観
点
で
患
者
と

(51) 

接
す
る
と
い
う
態
度
を
堅
持
し
た
ピ
ネ
ル
が
残
し
た
こ
の
功
績
を
「
最
高
の
賞
讃
」
に
値
す
る
と
評
価
し
て
い
る

(
4
0
00)
。
不
当
な
取
り

扱
い
を
受
け
て
き
た
人
達
に
、
正
し
い
治
療
と
正
当
な
処
遇
と
が
受
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
希
望
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
病
に

ヘ
ー
ゲ
ル
が
ピ
ネ
ル
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思

こ
の
状
態
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
解
明
す
る
。
心
は
精
神
へ
の
成
長
の
途
上
で
個
性
、
自
我
と
し
て
現
わ
れ
る
。

ま
だ
抽

象
的
な
個
は
自
己
の
自
己
と
同
一
的
な
実
体
で
あ
る
普
遍
的
な
自
然
性
あ
る
い
は
肉
体
性
と
対
立
し
、
こ
う
し
て
ま
た
客
観
と
も
完
全
に

矛
盾
す
る
よ
う
に
な
る
。
心
が
自
己
の
こ
の
実
体
を
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
ヘ
と
止
揚
し
て
い
な
い
が
故
に
、
自
己
を
普
遍
性
へ
と
解
放
で
き

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
い
。
心
は
こ
の
抽
象
的
な
個
性
の
中
で
、
自
己
に
固
執
し
そ
の
上
「
自
己
自
身
の
中
で
自
己
の
客
観
性
を
有
し
」
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自

己
と
客
観
と
の
区
別
と
同
一
性
と
を
心
得
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
「
内
感
」
で
あ
る
。
他
方
心
の
中
で
形
成
さ
れ
た
自
我
は
既
に
理

性
的
な
意
識
と
し
て
自
己
の
中
で
成
長
し
、
現
実
に
自
己
の
客
観
界
と
対
し
て
い
る
。
―
つ
の
主
観
の
中
で
こ
う
し
て
覚
醒
せ
る
自
我
と

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

「
覚
醒
し
つ
つ
夢
み
る
」
心
と
が
分
離
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
全
体
性
」
で
あ
り
、
「
人
格
性
」
を
有
す
る
。
こ
の
夢
は
夢
み
る
心
の
中
で

は
自
己
に
の
み
妥
当
す
る
客
観
性
を
備
え
て
い
て
、
現
実
の
客
観
に
照
会
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
他
方
、
自
我
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
状
態
を
「
自
己
の
否
定
的
な
も
の
に
お
け
る

る
。
二
つ
の
人
格
は
―
つ
の
自
己
感
情
の
中
に
あ
り
、
そ
れ
故
‘

ヽ

ヽ

ヽ

(52)

許
自
態
」
と
い
う
の
で
あ
る

(
4
0
8
N
)
。
主
観
の
成
立
を
侯
っ
て
初
め
て
現
実
と
の
関
係
が
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
主
観
性
や

実
在
的
主
観
性
は
、
子
供
や
精
神
が
未
熟
な
人
が
現
実
と
関
ろ
う
と
す
る
形
式
で
あ
る
。
現
実
と
の
関
係
は
ま
た
実
践
的
な
契
機
に
よ
っ
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
最
後
に
治
癒
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
先
述
の
。
ヒ
ネ
ル
に
言
及
し
、

性
が
治
療
の
基
礎
」
で
あ
る
と
し
て
、
患
者
は
従
っ
て
理
性
的
な
存
在
で
あ
り
従
っ
て
ま
た
「
人
倫
的
な
存
在
」
で
あ
る
か
ら
、
治
療
に

は
ま
ず
患
者
の
「
信
頼
」
を
得
る
こ
と
が
「
大
切
で
あ
る
」
と
す
る
。
加
え
て
こ
の
よ
う
な
病
に
あ
る
人
は
そ
の
精
神
的
な
緊
張
の
故
に
、

(53) 

道
徳
や
人
倫
に
つ
い
て
非
常
に
鋭
い
感
情
を
抱
い
て
い
る

(
4
0
8
N

)
。
そ
れ
故
こ
の
よ
う
な
人
達
か
ら
信
頼
を
得
る
に
は
、
思
い
や
り
の

(

5

4

)

(

5

5

)

 

あ
る
真
に
人
倫
的
な
接
し
方
が
周
囲
に
要
求
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
周
囲
の
人
々
の
「
献
身
と
公
平
さ
に
よ
っ
て
」
病
む
人
は
自
己
の
理

性
を
通
し
て
「
自
己
の
特
殊
な
感
情
を
克
服
し
」
、
「
自
己
自
身
の
人
倫
的
力
ヘ
の
信
頼
を
獲
得
す
る
」
。
こ
の
点
ま
で
く
る
と
人
々
と
の

れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る

(
4
0
8
N
)
。

「
患
者
に
残
さ
れ
て
い
る
理

て
対
自
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
内
容
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
は
現
実
と
の
関
係
に
お
い
て
「
特
殊
性
」
に

支
配
さ
れ
る

(
4
0
5
N
)
。
し
か
し
こ
の
特
殊
性
が
肉
体
性
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
上
に
お
か
れ
る
か
ぎ
り
、
心
は
こ
の
特
殊
性
に
支
配
さ
れ
、

「
精
神
の
乖
離
」
は
不
幸
や
自
己
の
狭
い
生
活
圏
内
で
は
克
服
し
が
た
い
困

特
殊
な
感
情
や
妄
想
と
し
て
固
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

、
、
、
、
、
、
、

難
に
遭
遇
し
て
現
実
か
ら
自
己
の
中
へ
「
閉
じ
こ
も
る
こ
と

(
d
i
e
V
e
r
s
c
h
l
o
s
s
e
n
h
e
i
t
 
o
d
e
r
 d
a
s
 
I
n
s
i
c
h
v
e
r
s
u
n
k
e
n
s
e
i
n
)
」
で
あ
る
。

正
常
な
人
間
は
自
己
の
目
的
と
目
的
実
現
の
た
め
の
素
材
と
自
己
が
お
か
れ
て
い
る
境
遇
（
自
己
の
現
実
）
と
の
間
に
調
和
を
と
ろ
う
と

し
て
い
る
。
病
む
人
は
こ
の
努
力
が
無
に
帰
す
よ
う
な
心
の
機
構
を
も
っ
て
い
る
。
自
己
へ
の
後
退
と
い
っ
て
も
や
は
り
こ
の
「
乖
離
」

は
心
の
発
達
の
中
断
と
み
ら
れ
る
。
心
が
自
己
の
実
体
と
し
て
の
肉
体
性
を
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
ヘ
と
日
咋
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
肉
体

性
に
包
ま
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
心
は
感
情
と
し
て
媒
介
不
可
能
な
有
的
な
存
在
と
い
う
個
別
に
転
化
し
て
い
る
。
病
む
人
も
こ
の
閉
塞
状

態
の
中
へ
後
退
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
抜
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
状
態
も
生
の
否
定
的
な
現
わ
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

、
、
、
、
、
、

故
、
中
断
し
た
発
達
を
再
開
す
る
た
め
に
「
如
何
に
し
て
真
に
客
観
的
な
、
悟
性
的
意
識
や
理
性
的
意
識
へ
と
達
す
る
か
が
問
わ
れ
な
け
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交
際
や
労
慟
や
社
会
的
活
動
に
よ
っ
て
「
完
全
に
恢
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」

、
、
、
、
、

「
現
実
的
な
心
」
こ
れ
が
人
間
学
の
到
達
す
る
終
点
で
あ
る

(
3
9
0
,

4
1
1
)
。
心
の
現
実
化
は
、

り
の
お
人
形
か
ら
、
母
の
予
フ
ロ
ソ
の
紐
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
が
そ
こ
か
ら
出
生
し
た
自
然
的
基
盤
を
自
己
の
中
に
止
揚
す

る
こ
と
、
加
え
て
ま
た
全
自
然
を
自
己
の
中
に
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
心
が
自
己
の
肉
体
性
を
自
我
の
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト

の
中
へ
と
止
揚
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
抽
象
的
に
自
己
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
肉
体
性
は
こ
の
抽
象
的
な
自
己
を
自
分
の
中
へ
沈
め

て
し
ま
う
。
心
は
こ
の
特
殊
な
感
情
を
自
己
か
ら
一
方
で
自
己
の
外
へ
解
放
し
て
や
り
、
他
方
で
自
我
の
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
の
中
へ
止
揚

し
て
、
自
己
を
「
対
自
的
な
主
観
」

(
4
1
1
)

と
な
す
。
こ
の
最
後
の
過
程
が
「
習
慣

(
G
e
w
o
h
n
h
e
i
t
)
」
で
あ
る

(
4
1
0
)
。
あ
る
い
は
こ

の
過
程
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
心
の
「
許
自
態
」
が
習
慣
で
あ
る

(
4
1
0
N
)
。
心
は
成
長
の
途
上
の
不
釣
合
な
状
態
か
ら
調
和
を
恢
復
し

て
い
る
。
肉
体
も
ま
た
生
長
の
途
上
の
不
釣
合
な
形
態
か
ら
調
和
を
獲
得
し
、
他
方
習
慣
に
よ
っ
て
心
と
調
和
し
て
い
る
。
こ
の
調
和
に

お
い
て
内
面
の
外
化
と
外
面
の
内
化
と
が
完
了
す
る
。
こ
の
調
和
の
出
来
が
自
我
の
成
立
、
主
観
の
対
自
化
で
あ
る
。
主
観
は
対
自
的
と

な
っ
て
初
め
て
現
実
に
自
己
に
客
観
を
対
置
す
る
。

し
か
し
こ
の
調
和
は
心
の
調
和
で
あ
る
か
ら
、
主
観
は
心
の
実
体
で
あ
る
肉
体
性
を

基
盤
に
し
て
い
る
。
そ
れ
故
‘
自
我
は
「
こ
の
有
を
自
己
自
身
の
中
へ
初
め
て
措
定
し
」
、
こ
う
し
て
「
自
己
の
他
者
の
中
に
自
己
自
身

、
、
、
ヽ

(
5
7
)

を
直
観
す
る
」

(
4
1
2
N
)
。
主
観
と
客
観
と
は
肉
体
性
に
媒
介
さ
れ
て
、
自
我
は
欲
望
し
、
意
識
し
、
形
成
す
る
。

自
我
か
ら
み
れ
ば
習
慣
は
感
覚
の
規
定
を
自
己
の
中
で
止
揚
す
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ
る
。

の
解
放
を
一
二
つ
に
区
分
す
る
。
第
一
に
、
内
惑
や
外
惑
の
規
定
か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
習
慣
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
無
関
心
に
な
る
こ
と
で

四

習

慣

子
供
が
そ
の
揺
藍
か
ら
、
お
気
に
入

(56) 

(
4
0
8
 N
)
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
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で
あ
る
。
心
身
の
調
和
、

d
e
n
)

さ
れ
る
。
立
つ
、
歩
く
、
書
く
、
話
す
、

属
す
る
多
く
の
規
定
を
」
こ
れ
ら
の
動
作
に
「
結
合
す
る
」
こ
と
が
、
必
要
で
あ
る

(
4
1
0
)
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
一
っ
―
つ
に
留
意
し

て
こ
れ
ら
を
相
互
に
媒
介
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

(
4
1
0
N
)
。
こ
れ
が
習
慣
と
な
る
た
め
に
は
何
度
も
反
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
習
慣
が
練
達
性
で
あ
る

(
4
1
0
,

4
1
0
 N
)
。
心
や
身
体
は
自
ず
と

(
v
o
n
N
a
t
u
r
)

こ
れ
ら
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
こ
の
習
慣
に
は
意
志
の
強
制
と
意
志
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
習
慣
、
練
達
性
が
得
ら
れ
れ
ば
、
例
え

ば
‘
立
つ
こ
と
に
関
心
が
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
直
立
し
て
他
の
こ
と
に
関
心
を
集
中
で
き
る
し
、
歩
行
は
移
動
の
目
的
に
従
わ
さ
れ
、

は
淀
み
な
く
自
己
の
思
想
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
習
慣
は
「
自
己
感
情
の
機
構
」
、

(
5
9
)
 

「
第
二
の
自
然
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る

(
4
1
0
)
。
歩
行
す
る
こ
と
自
体
―
つ
の
習
慣
、
心
身
の
調
和
で
あ
る
。
し
か
し
、
練
達
性
の
習

(
6
0
)
 

慣
に
お
い
て
は
更
に
、
肉
体
が
精
神
と
対
象
と
の
「
中
間

(
d
i
e
M
i
t
t
e
)
」
（
4
1
0
N
)
と
な
る
。
意
志
が
肉
体
を
自
己
の
活
動
の
「
道
具
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(
4
1
0
)

と
す
る
よ
う
な
機
構
、
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
が
生
じ
、
こ
れ
は
ま
た
「
自
己
関
係
す
る
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
」
と
い
わ
れ
る
(
4
1
0
N
)
。

、
、
、
、
、
‘
ヽ

(61)

そ
れ
故
習
慣
は
「
す
べ
て
の
精
神
性
が
個
人
の
主
観
の
中
に
実
存
す
る
た
め
に
本
質
的
な
も
の
」

(
4
1
0
)

で
あ
る
。

聴
く
等
は
他
の
無
限
の
動
作
の
媒
介
が
、

ま
た
、

ロ

悟
性
等
に

ら
れ
る
こ
と
な
く
関
係
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

あ
る
（
暑
さ
や
寒
さ
に
負
け
ず
、
不
幸
に
も
め
げ
ず
、

幸
運
に
対
し
て
も
有
頂
天
に
な
ら
ず
、

そ
れ
故
習
慣
の
第
三
の
形
式
が
あ
り
、

「坑

(
d
e
r
S
c
h
a
c
h
t
)」

第
二
に
、
欲
望
や
衝
動
の
充
足
に
対
す
る
無
関
心
で
あ
る
。
こ
の
無
関
心
は
充
足
の
体
験
に
よ
っ
て
習
慣
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が

(58) 

欲
望
や
衝
動
か
ら
の
「
理
性
的
解
放
」
で
あ
る
。
自
我
は
感
覚
や
感
情
の
規
定
を
自
己
の
中
へ
収
め
た

(
4
0
3
)
 

で
あ
り
、
こ
の
中
の
規
定
を
も
っ
て
対
象
と
客
観
的
に
関
係
し
よ
う
と
す
る
。
習
慣
は
こ
こ
で
は
主
観
と
対
象
と
が
感
覚
や
感
情
に
妨
げ

そ
れ
は
「
練
達
性

(
G
e
s
c
h
i
c
k
l
i
c
h
l

^
 

e
i
t
)
」

心
の
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
は
目
的
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
、
身
体
と
そ
の
器
官
と
は
目
的
の
中
ヘ
一
体
化
(
E
i
n
b
i
l
,
 

「
感
覚
や
意
識
、
直
観
、

「
知
性
の
機
構
」

で
あ
っ
て
、

従
っ
て
ま
た

特
定
の
感
情
や
感
覚
に
執
着
し
な
い
。
）
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な
領
域
に
眼
を
む
け
て
い
る
。

人
問
学
は
人
間
の
肉
体
性
の
肉
体
性
の
枠
内
で
の
止
揚
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
習
慣
と
感
情
と
は
精
神
の
よ
り
高
次

註(

1

)

 

H
e
g
e
l
,
 
W
e
r
k
e
 
18 (
S
u
h
r
k
a
m
p
)
,
 S
.
1
6
7
.
 

(

2

)

 

H
e
g
e
l
,
 
E
n
z
y
k
l
o
溶
d
i
e
d
e
r
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
n
 
W
i
s
s
 g
 

s
c
h
a
f
t
e
n
,
 
§
4
1
1
 N
 usatz. 
以
下
。
ハ
ラ
グ
ラ
ー
フ
の
数
字
の
み
を
本
文
中
に
示
す
。

ま
た
補
遣
は
N

と
略
す
。

(

3

)

 

H
e
g
e
l
,
 
W
e
r
k
e
 1
8
 
(
S
u
h
r
k
a
m
p
)
,
 S. 118. 

(

4

)

 

op. 
cit., 
S. 119. 

(

5

)

 

H
e
g
e
l
,
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 d
e
r
 L
o
g
t
k
 (
P
h
.
 B.), 
h
r
s
g
.
 
v. 
G. L
a
s
s
o
n
,
 I
,
 

S. 83. 
以
下
本
書
を

L
o
g
i
k
I

と
略
す
。

(

6

)

 

H
e
g
e
l
,
 
W
e
r
k
e
 
18 
(
S
u
h
r
k
a
m
p
)
,
 S
.
1
1
9
 f.
 

(

7

)

 

op. 
cit., 
S. 167. 

(

8

)

 

op. 
cit., 
S. 119. 

(

9

)

こ
の
普
逼
が
自
己
を
規
定
す
る
普
遍
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
を
経
る
哲

学
の
流
れ
に
委
ね
ら
れ
る
。

(
1
0
)
 

op. 
cit., 
S. 177. 

(
1
1
)
 

op. 
cit., 
S. 122. 

(
1
2
)
 

op. 
cit., 
S. 511. 

(

1

3

)

 

op. 
cit., 
S. 1
8
6
 f.
 

(

1

4

)

 Hegel• 

W
e
r
k
e
 1
9
 
(
S
u
h
r
k
a
m
p
)
,
 S. 370. 

(
1
5
)
 

H
e
g
e
l
,
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 d
e
r
 L
o
g
i
k
 (
P
h
.
 B.), h
r
s
g
.
 
v. 
G. L
a
s
s
o
n
,
 
II, 
S. 4
2
4
.
 
以
下
本
祖
を

L
o
g
i
k
II
と
略
す
。

(
1
6
)

自
然
と
精
神
と
を
一
面
的
に
そ
れ
ぞ
れ
自
立
的
な
も
の
と
す
る
の
は
反
省
の
作
用
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
立
性
は
反
省
の
自
立
性
で
あ
る
。
両
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者
が
互
い
に
外
面
的
に
自
立
的
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
両
者
の
間
を
媒
介
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

(
3
8
9
)
。

(

1

7

)

ヘ
ー
ゲ
ル
も
両
者
の
関
係
を
胤
術
的
と
も
形
容
し
て
い
る

(405,

4
0
5
 
N• 

4
1
0
 N
)
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
両
者
の
関
係
を
腐
術
的
と
い
う
の
は
、
両
者

の
関
係
が
こ
こ
で
挙
げ
た
哲
学
者
達
に
と
っ
て
と
同
様
把
握
が
難
し
い
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
に
加
え
て
、
こ
の
関
係
が
直

接
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
ろ
う
。

(

1

8

)

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
た
め
に
は
論
理
的
な
も
の
と
自
然
、
精
神
の
三
つ
を
契
機
と
す
る
三
つ
の
推
論
が
必
要
と
な
る

(
5
7
6
)
。

(
1
9
)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
霊
魂
論
』

4
1
3
a
3
。

(
2
0
)

前
掲
書
、

411
a
 20
。

(

2

1

)

 

L
o
g
i
k
 
II, 
S. 174, 
420. 

H
e
g
e
l
,
 
P
h
i
:
i
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 d
e
s
 G
e
i
s
t
e
s
 
(
P
h
.
 B
.
)
,
 
h
r
s
g
.
 
v. J• 

H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
 
S. 136. 

(

2

2

)

許
自
態

(
B
e
i
s
i
c
h
s
e
i
n
)

に
つ
い
て
は
こ
の
後
、
ま
た
⑮
や
的
で
更
に
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
。

(

2

3

)

 

L
o
g
i
k
 
II, 
S. 505. 

(

2

4

)

こ
の
措
定
と
前
提
、
開
示
の
作
用
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
の
「
本
質
論
」
で
詳
し
く
解
明
さ
れ
て
い
る
。

(
2
5
)
 

H
e
g
e
l
,
 
W
e
r
k
e
 1
9
 
(
S
u
h
r
k
a
m
p
)
,
 S. 218. 

(
2
6
)

精
神
が
自
己
の
二
重
の
現
存
在
と
自
己
の
二
重
の
実
体
と
に
関
わ
っ
て
い
る
点
に
精
神
の
展
開
の
独
自
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
二
重
性
が
精

神
の
実
在
性
と
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
と
を
な
す
の
で
あ
る
。

(

2

7

)

 

D
o
k
u
m
e
n
t
e
 z
u
 H
e
g
e
l
s
 E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
,
 hrsg. 
v. 
J
.
 

H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
 
f
r
o
m
m
a
n
n
 ,
 
h
o
l
z
b
o
o
g
,
 
1974, 
S. 195. 

(

2

8

)

 

H
e
g
e
l
,
 
J
e
n
a
e
r
 R
e
a
l
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
(
P
h
.
 B
.
)
,
 
hrsg. 
v. J• 

H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
 
S
.
1
7
9
.
 

(
2
9
)
 

H
e
g
e
l
,
 
J
e
n
e
n
s
e
r
 L
o
g
i
k
,
 
M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 u
n
d
 N
a
t
u
r
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 (
P
h
.
 B
.
)
,
 
hrsg. v• 

G
.
 L
a
s
s
o
n
,
 
S
.
1
4
6
.
 

(
3
0
)
 

H
e
g
e
l
,
 
P
h
i
:
i
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 d
e
s
 
G
e
i
s
t
e
s
 
(
P
h
.
 B.), 
S. 225. 

(
3
1
)こ
の
議
論
は
、
船
山
信
一
先
生
の
著
書
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
の
生
成
と
構
造
』
(
-
九
六
八
年
）
に
ー
~
就
中
、
同
書
の
附
録

I
I
の
1

「
ヘ
ー

ゲ
ル
の
人
間
学
の
生
成
1
1
成
立
」
に
'
|
ー
負
っ
て
い
る
。

(

3

2

)

 

H
e
g
e
l
,
 
S
a
m
t
l
i
c
h
e
 W
e
r
k
e
 (
J
u
b
i
l
a
u
m
s
a
u
s
g
a
b
e
 in 
z
w
a
n
z
i
g
 B
a
n
d
e
n
)
,
 hrsg. v• 

H. G
l
o
c
k
n
e
r
,
 
B
d
.
 
6, 
S. 231. 

(

3

3

)

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
人
間
学
と
は
こ
の
人
間
知
な
の
で
あ
る
が

(
K
a
n
t
,
W
e
r
k
a
u
s
g
a
b
e
 (
S
u
h
r
k
a
m
p
)
,
 
XII, S. 3
9
9
.
)
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ど
の
程
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度
カ
ソ
ト
の
見
解
を
こ
こ
で
考
慮
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
心
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
述
が
そ
の
解
明
の
手
懸
か
り
を
与
え
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

(

3

4

)

実
際
に
は
、
最
初
に
、
宇
宙
的
生
を
お
く
る
精
神
が
お
か
れ
て
い
る
。

(

3

5

)

こ
れ
が
後
に
述
べ
ら
れ
る
心
の
例
え
と
し
て
の
タ
プ
ラ
・
ラ
サ
の
本
来
の
意
味
で
あ
る
（
註
39
参
照
）
。

(

3

6

)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
視
覚
に
与
え
た
評
価
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
（
『
形
而
上
学
』
9
8
0
a
 2
3
)
。

(
3
7
)

触
覚
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
は
二
。
ヒ
ク
ロ
ス
の
そ
れ
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

(

3

8

)

光
も
音
も
熱
も
そ
の
本
質
的
規
定
は
振
動
で
あ
る
。
熱
は
そ
の
後
間
も
な
く
創
始
さ
れ
る
固
体
物
理
学
の
基
本
概
念
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

「
物
体
を
物
体
た
ら
し
め
て
い
る
」

(
4
0
1
N
)

と
こ
ろ
の
も
の
を
熱
と
し
た
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
煽
眼
で
あ
っ
た
と
い
え
ょ
う
。
物
質
の
在
り
方
を
振

動
に
求
め
る
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
優
れ
た
物
質
へ
の
理
解
と
み
な
さ
れ
る
。
振
動
に
つ
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
早
く
か
ら
注
目
し
て
い
る
（
『
イ
ニ
ー

ナ
の
実
在
哲
学
』
前
掲
書
S
.
3
9
 f,
 

5
3
。
ま
た
『
イ
ニ
ー
ナ
の
論
理
学
』
前
掲
書

s.
2
4
9
 ff)
。

(39) 
H
e
g
e
l
,
 
W
e
r
k
e
 1
9
 (
S
u
h
r
k
a
m
p
)
,
 S
.
1
9
9
.
 

ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
霊
魂
論
』
2
4
a
 1
9
,
 
3
0
 a
 5

。

(
4
0
)
 

o
p
.
 
c
i
t
.
,
 
S
.
 2
0
8
,
 
2
1
5
.
 

(
4
1
)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
霊
魂
論
』
4
1
7
a
6

。

(
4
2
)
 

H
e
g
e
l
,
 
W
e
r
k
e
 1
9
 (
S
u
h
r
k
a
m
p
)
,
 S
.
 2
0
5
,
 
2
1
4
.
 

(
4
3
)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
霊
魂
論
』
4
3
2
a
5
。

(
4
4
)

人
間
は
こ
の
自
己
の
内
的
世
界
を
も
た
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い

(
4
0
2
N
)
。

(

4

5

)

ヘ
ー
ゲ
ル
は
胎
児
と
そ
の
母
と
の
関
係
を
も
守
護
神
の
関
係
と
み
る
場
合
も
あ
る
が
、
し
か
し
前
者
の
関
係
は
「
感
性
的
」
、
「
物
質
的
」
な
関
係

で
あ
る
か
ら
(
4
0
5
)
、
本
来
の
心
的
な
関
係
と
し
て
の
守
護
神
の
関
係
か
ら
は
区
別
さ
れ
て
い
る
(
4
0
5
N
)
。

(
4
6
)

し
か
し
、
「
覚
醒
し
た
悟
性
的
な
」
、
「
普
遍
的
規
定
」
で
思
惟
す
る
人
間
も
「
決
断
」
に
際
し
て
は
や
は
り
守
護
神
へ
の
関
係
に
た
た
さ
れ
る
と

も
い
わ
れ
る
(
4
0
5
N
)
。

(

4

7

)

ヘ
ー
ゲ
ル
は
動
物
磁
気
と
い
う
こ
と
ば
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
七
七
八
年
に
メ
ス
メ
ル
が
提
唱
し
た
治
療
法
で
あ
る
が
、
ま
も
な
く
こ

の
現
象
は
磁
気
に
関
係
の
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
一
八
二

0
年
代
に
な
っ
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
こ
と
ば
を
使
用
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
幾
人
か
の
人
達
の
名
ま
え
を
典
拠
に
挙
げ
て
い
る
か
ら
、
後
年
に
な
っ
て
も
こ
の
見
地
を
維
持
し
た
人
々
が
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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も
っ
と
も
魂
と
磁
気
と
の
連
関
を
主
張
し
た
の
は
タ
レ
ー
ス
で
あ
る
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
霊
魂
論
』
4
0
5

a
 
2
0
)
。

(
4
8
)

形
式
的
主
観
性
に
お
い
て
は
自
己
は
ま
だ
即
自
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
疾
病
と
し
て
は
現
わ
れ
な
い
。
実
在
的
主
観
的
に
お
い
て
は
、
感
情

生
活
が
病
と
み
ら
れ
る
場
合
で
も
、
契
機
が
ま
だ
独
立
的
で
あ
る
が
故
に
そ
れ
は
無
邪
気
な
も
の
で
あ
っ
た
。

(
4
9
)

こ
の
病
に
ま
た

die
Alienation
と
い
う
表
現
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
病
む
人
は
「
外
界
と
の
接
触
喪
失
」
に
よ
っ
て
「
自
分
が
他
人
と
は
異

な
っ
た
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
印
象
」
を
得
る
の
で
、

L"
alienation 
m
e
n
t
a
l
e
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
ア
ソ
リ
・
バ
リ
ュ
ッ
ク
『
精

神
病
と
神
経
症
』
（
村
上
仁
、
荻
野
恒
一
、
杉
本
直
人
共
訳
）
白
水
社
（
文
庫
ク
七
ジ
ュ
）
七
二
頁
）
。
従
っ
て
、
字
義
通
り
「
精
神
乖
離
症
」
と
訳

さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
一
方
、
一
八
九
三
年
に
ク
レ
ペ
リ
ソ
が
こ
の
症
状
に
対
し
て
「
早
発
性
痴
呆
」
と
い
う
語
を
提
唱
し
た
が
、
こ
の
病
名
は
臨

床
に
お
け
る
事
実
に
反
す
る
と
い
う
反
論
を
受
け
、
一
九
―
一
年
に
ブ
ロ
イ
ラ
ー
が
「
S
c
h
i
z
o
p
h
r
e
n
i
e
(
精
神
分
裂
症
）
」
と
い
う
語
を
造
語
し
て
、

こ
の
病
名
の
採
用
を
提
案
し
た
。
し
か
し
、
完
全
な
分
裂
の
症
状
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
名
称
も
適
切
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

5

0

)

 

D
o
k
u
m
e
n
t
e
 z
u
 H
e
g
e
l
s
 E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
,
 hrsg. 
v. J• 

H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
 f
r
o
m
m
a
n
n
 ,
 
holzboog, 1
9
7
4
,
 
S. 2
0
7
 f・ 

(

5

1

)

併
せ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
。
ヒ
ネ
ル
の
著
作

(
T
r
a
i
t
d
m
尽
ico,ミ
hilosoj,hique
s
u
r
 l'al
ざ
t
a
t
N
O
n
m
e
n
t
a
l
e
o
u
l
a
m
a
n
笠

Paris
1
8
0
1
)

を

「
こ
の
分
野
で
現
存
す
る
最
良
の
も
の
」
と
評
価
し
て
い
る

(
4
0
8
N
)
。

(
5
2
)

何
か
困
難
な
事
を
背
負
っ
て
い
る
人
も
こ
の
よ
う
な
在
り
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
普
通
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
事
か
を
達
成
す

る
の
で
あ
る
。
他
方
病
む
人
は
自
己
の
心
的
状
態
を
こ
の
達
成
を
不
可
能
に
す
る
機
構
に
つ
く
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
5
3
)

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ビ
ネ
ル
の
「
私
は
精
神
病
院
で
出
会
っ
た
夫
ゃ
父
以
上
に
愛
情
の
こ
も
っ
た
夫
や
父
を
他
の
所
で
見
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
言
葉

を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
(
4
0
8
N
)
。

'

(
5
4
)

「
要
す
る
に
日
常
生
活
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
精
神
病
の
領
域
に
お
い
て
も
不
幸
や
葛
藤
の
最
も
大
き
な
源
泉
は
卒
直
さ
の
欠
乏
、
偽
輛
と
裏
切

り
の
習
慣
に
あ
る
」
（
ア
ソ
リ
・
バ
リ
ュ
ッ
ク
前
掲
書
一
〇
七
頁
）
の
で
あ
っ
て
、
患
者
は
ま
た
「
病
舎
で
も
た
え
ず
ご
ま
か
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
ら
が
彼
等
の
妄
想
を
強
め
固
定
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
」
（
同
書
一

0
五
頁
）
。
そ
れ
故
、
患
者
の
信
頼
を
得
る
に
は
、
「
絶
対

的
な
忠
実
と
几
張
面
な
正
し
さ
」
が
、
「
約
束
の
徹
底
的
な
実
行
」
が
必
要
で
あ
り
、
信
頼
惑
は
「
絶
対
的
な
真
実
と
真
の
同
情
と
意
志
の
強
固
さ

な
く
し
て
は
得
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
実
際
の
行
動
に
よ
っ
て
そ
れ
を
証
拠
だ
て
な
け
れ
ば
確
立
さ
れ
え
な
い
」
（
同
書
一

0
三
頁
）
。
従
っ
て
、
治
癒

の
本
質
的
要
因
は
「
病
舎
の
運
営
に
お
け
る
、
こ
の
正
義
の
雰
囲
気
」
で
あ
る
。
「
病
院
の
要
員
及
び
学
生
は
こ
の
雰
囲
気
を
涵
騰
す
べ
き
で
あ
り
、

こ
の
努
力
が
彼
等
病
人
の
教
化
の
模
範
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
同
書
一

0
五
頁
）
。
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(
5
5
)

前
掲
書
一
〇
八
頁
。

(
5
6
)

人
倫
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
が
「
協
同
生
活
と
社
会
的
適
応
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
最
も
重
要
な
る
機
能
」
で
あ
る
（
前
掲
書
一

0
二
頁
）
。

そ
れ
故
ま
た
一
方
で
治
癒
は
労
働
や
現
実
的
な
人
間
関
係
の
中
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
に
不
可
欠
な
事
柄
に
つ
い
て

は
多
く
の
こ
と
が
現
在
に
致
る
ま
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
例
え
ば
、
林
宗
義
『
分
裂
病
は
治
る
か
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
一
＿
一
年
）
等
）
。

(

5

7

)

こ
れ
が
「
人
問
学
」
に
続
く
「
現
象
学
」
の
課
題
で
あ
る
。

(

5

8

)

単
純
な
禁
欲
に
よ
っ
て
は
こ
の
習
慣
は
得
ら
れ
な
い
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。
む
し
ろ
、
衝
動
と
そ
の
充
足
は
後
に
「
意
志
の
理
性
性
」
の
契
機
と

な
る
も
の
で
あ
る

(
4
1
0
)
。

(

5

9

)

キ
ケ
ロ
の
こ
と
ば
で
あ
る
(
D
e
F
i
n
i
b
u
s
,
 
V, 2
5
)
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
記
憶
と
想
起
に
つ
い
て
』
4
5
2
a
2
70

 

、
、
、
、
、
.

(

6

0

)

ヘ
ー
ゲ
ル
は
手
を
「
絶
対
的
な
道
具
」

(
4
1
1
)

あ
る
い
は
「
道
具
の
道
具
」

(
4
1
1
N
)

と
呼
ぶ
。

(

6

1

)

そ
れ
故
知
性
や
意
志
の
習
慣
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
自
由
を
内
容
と
す
る
法
一
般
や
人
倫
の
習
慣
」

(
4
1
0
)

も
あ
る
の
で

あ
る
。
後
者
は
特
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』

3
2
a
3
8
|
 bl
l
;
 
3
4
 b

6

 |
 17
,
 
6
9
 a
 

1
5
,
 
1
8
)

。

（
文
学
部
助
手
）




