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第
四
章
　
鏡
を
介
し
て
〈
見
る
／
見
え
る
〉
現
実

　

わ
れ
わ
れ
は
日
々
、
身
繕
い
を
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
化
粧
を
す
る
と
き
、
鏡
の
前
に
立
っ
て
わ
が
身
を
見
る
。
そ

こ
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
が
私
の
目
で
は
直
接
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
〈
見
え
な
い
現
実
〉
で
あ
る
。
鏡
の
〈
あ
ち

ら
側
〉
に
、
見
え
な
い
〈
こ
ち
ら
側
〉
が
可
視
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
〈
見
る
〉
と
い
う
働
き
は
、
視
線
の

矢
印
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
、
意
志
的
な
志
向
性
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
鏡
に
反
射
し
て
わ
が
身
を
見
る
と
き
、
そ
こ

に
は
、
私
の
目
の
中
に
あ
る
意
志
的
な
輝
き
が
、
あ
る
い
は
不
快
げ
な
面
持
ち
が
、
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
像
が

〈
見
え
な
い
現
実
〉
を
形
成
し
て
い
る
。
本
章
で
は
鏡
の
比
喩
を
手
掛
り
に
し
て
〈
見
え
な
い
現
実
〉
を
見
て
み
よ
う
。

目
は
目
を
見
な
い
、
そ
の
〈
私
〉
の
〈
目
〉
は
、
ど
の
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
を
形
成
す

る
源
と
な
る
意
欲
す
る
意
志
は
、〈
私
〉
の
〈
目
〉
の
中
に
ど
の
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
そ
れ
は
、
鏡
を
介
し
て
い
る
限
り
反
転
像
に
す
ぎ
な
い
。
鏡
を
介
す
る
こ
と
は
、
光
線
が
鏡
で
折
れ
曲
が

り
、
反
射
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
反
省
と
同
様
で
あ
る
。
意
識
の
分
裂
に
お
け
る
自
己
意
識
の
反
省
作

用
は
、
光
の
反
射
に
喩
え
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
意
識
が
分
裂
す
る
そ
の
地
点
を
、
鏡
の
中
に
見
て
み
よ
う
。
鏡
で
見

る
像
が
反
転
像
で
あ
る
こ
と
は
、
意
識
の
分
裂
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
も
う
一
つ
鏡
を
持
っ
て
い
る
。
日
々
、
親
し
い
人
と
語
り
合
う
と
き
、
ま
た
見
知
ら
ぬ
人
に
声

を
か
け
る
と
き
、
相
手
の
話
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
そ
の
素
振
り
に
、
私
が
映
し
出
さ
れ
る
と
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
微

笑
み
で
あ
っ
た
り
、
倦
怠
感
に
満
ち
た
口
元
の
動
き
で
あ
っ
た
り
、
声
色
で
あ
っ
た
り
、
ふ
と
逸
ら
し
た
視
線
の
動
き

で
あ
っ
た
り
、
そ
の
中
に
〈
私
〉
の
姿
が
浮
ん
で
来
る
こ
と
が
あ
る
。
理
解
が
他
者
理
解
と
自
己
理
解
の
〈
対
称
性
〉

を
も
っ
て
相
手
と
の
相
互
作
用
の
中
で
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
鏡
の
世
界
の
像
の
反
転
性
は
理
解
の
〈
非
対
称	

性
〉
に
重
な
り
合
っ
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
〈
見
え
な
い
現
実
〉
は
、
二
つ
の
鏡
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
見
え
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
の
連
関
が
交
差
す

る
〈
私
〉
の
〈
目
〉
に
遡
っ
て
み
よ
う
。
第
一
節
「
鏡
の
世
界
」
で
は
、
こ
の
現
実
を
不
可
視
の
〈
見
え
な
い
現
実
〉

と
可
視
的
世
界
と
し
て
、
つ
ま
り
「
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
」
と
し
て
語
っ
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
、
そ
れ

を
鏡
の
比
喩
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
語
り
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。〈
見
え
な
い
現
実
〉
は
鏡
の
〈
あ
ち
ら
側
〉

の
世
界
に
ど
の
よ
う
に
可
視
化
し
、
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
節「
鏡
の
こ
ち
ら
側
、
あ
ち
ら
側
」
で
は
、

鏡
の
世
界
を
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
に
分
け
て
い
る
〈
私
〉
の
中
に
、
と
り
わ
け
鏡
を
見
る
／
に
見
え
る
〈
私
の
目
〉

の
中
心
を
目
指
し
て
進
も
う
。
そ
こ
に
、
落
着
の
地
点
が
現
実
の
果
て
な
き
渦
の
中
心
点
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
こ

と
が
、
鏡
に
映
し
出
さ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
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第
一
節
　
鏡
の
世
界
　

一
　
反
　
射

　

目
は
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
分
の
目
を
見
よ
う
と
し
た
ら
、
鏡
に
頼
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

鏡
は
、
通
常
は
見
え
な
い
自
己
自
身
を
映
し
出
す
も
の
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う（

1
（

。
し
か
し
、
鏡
に
映
る
目
は
、

自
分
自
身
の
目
で
あ
っ
て
も
、
反
射
と
い
う
仕
方
で
現
れ
る
反
転
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
目
に
限
ら
ず
鏡
を
介
し
て
も
の

を
見
る
と
き
に
生
じ
る
。
た
と
え
ば
自
分
の
手
や
足
、
あ
る
い
は
自
分
以
外
の
事
物
な
ど
、
鏡
に
現
れ
る
像
は
、
直
接

的
に
見
た
対
象
と
比
べ
れ
ば
、
左
右
逆
の
反
転
像
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
理
解
が
〈
対
称
的
／
非
対
称
的
〉
で
あ
る
こ
と
と
類
比
的
で
さ
え
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
体
験
の
最
中
に
自
分

の
体
験
を
覚
知
し
表
現
を
介
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
、
他
者
も
私
の
方
を
向
い
て
同
様
に
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し

相
手
の
体
験
は
理
解
で
き
て
も
そ
れ
を
相
手
が
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
覚
知
で
き
な
い
こ
と
、
こ
う
し
た
理
解
の

〈
対
称
性
／
非
対
称
性
〉
か
ら
生
じ
る
〈
理
解
の
ず
れ
〉
は
、
鏡
の
世
界
で
は
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私

が
鏡
の
像
を
見
て
い
る
こ
と
を
覚
知
し
て
い
る
こ
と
、
鏡
の
向
こ
う
側
の
私
も
同
様
に
し
て
い
る
こ
と
、
こ
こ
に
私
の

対
称
性
が
成
り
立
つ
が
、
し
か
し
、
鏡
を
挟
ん
で
向
こ
う
側
に
い
る
私
は
私
の
反
転
像
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ

こ
に
非
対
称
性
が
生
じ
る
。
理
解
の
〈
対
称
性
／
非
対
称
性
〉
か
ら
生
じ
る
ず
れ
は
、
鏡
の
世
界
で
は
反
転
と
い
う
ず

れ
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
い
ず
れ
も
折
り
返
し
（reflect

：
反
省
・
反
射
）
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
鏡
に
映
る
像
が
反
転
像
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
る
い
は
反
省
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
自
己
が
他

者
の
理
解
と
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
自
己
の
在
り
方
が
変
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
見
え
方
の
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違
い
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
視
線
や
光
を
一
本
の
道
筋
に
喩
え
る
な
ら
、
対
象
か
ら
光
が
直
接
的
に
目
に
届
い
て
対
象

が
見
え
る
か
、
あ
る
い
は
鏡
に
当
た
っ
て
方
向
転
換
し
て
目
に
届
い
て
見
え
る
か
と
い
う
、
対
象
が
目
に
〈
見
え
る
〉

光
の
道
筋
の
違
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
目
が
対
象
を
直
接
的
に
見
る
か
、
あ
る
い
は
鏡
を
介
し
て
見
る
か
と
い
う
、
目

が
対
象
を
〈
見
る
〉
視
線
の
道
筋
の
違
い
に
よ
る
。
理
解
で
言
え
ば
、
反
省
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
表
現
を
介
し
て
理

解
す
る
か
、
こ
の
違
い
に
対
応
す
る
。
対
象
か
ら
の
光
と
そ
れ
を
見
る
視
線
が
一
つ
に
な
っ
た
〈
光
／
視
線
〉
が
鏡
に

反
射
し
て
、
対
象
が
〈
見
え
る
〉
こ
と
と
対
象
を
〈
見
る
〉
こ
と
が
一
つ
に
な
っ
た
〈
見
え
る
／
見
る
〉
世
界
が
作
ら

れ
る
の
で
あ
る
。〈
光
／
視
線
〉〈
見
え
る
／
見
る
〉
に
映
し
出
さ
れ
る
世
界
、
こ
れ
が
鏡
の
世
界
と
で
も
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
対
象
の
〈
見
え
る
／
見
る
〉
仕
方
の
違
い
は
、
と
き
に
は
誤
っ
て
、
あ
た
か
も
二
つ
の
存
在
者
が
あ
る
か

の
よ
う
に
、
在
り
方
の
違
い
に
す
り
か
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
表
現
で
言
い
表
さ
れ
よ
う
。

た
と
え
ば
、
対
象
と
像
、
実
在
と
見
え
、
不
可
視
と
可
視
、
そ
し
て
カ
ン
ト
か
ら
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
で
現
実
の

基
本
的
な
連
関
を
形
成
し
た
物
自
体
と
現
象
、
な
ど
で
あ
る
。
目
の
場
合
に
は
、〈
目
が
見
る
〉
働
き
そ
れ
自
体
が
覚

知
さ
れ
て
い
て
も
目
自
身
は
不
可
視
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
鏡
を
介
す
こ
と
に
よ
っ
て
目
は
鏡
像
と
し
て
可
視
的
に
な

り
、
鏡
を
見
て
い
る
〈
目
が
見
え
る
〉
の
で
あ
る
。

　

前
章
「
見
え
な
い
現
実
」
で
手
掛
か
り
と
し
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
う
「
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世

界
」
も
、
現
実
を
、
鏡
を
介
し
て
〈
見
る
／
見
え
る
〉
現
実
と
し
て
捉
え
、
不
可
視
と
可
視
の
内
実
を
意
志
と

表
象
に
求
め
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
彼
は
鏡
の
比
喩
を
語
り
、
鏡
の
像
が
反
転
像
で
あ
る
こ
と

を
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
し
、
光
の
反
射
・
方
向
転
換
・
反
転
を
人
間
の
反
省
の
喩
え
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に

と
っ
て
鏡
の
比
喩
は
、
わ
れ
わ
れ
〈
が
見
る
／
に
見
え
る
〉
現
実
が
人
間
の
反
省
を
介
し
た
〈
意
志
／
表
象
〉
の
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世
界
で
あ
り
、
し
か
も
反
射
を
介
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
意
志
と
表
象
の
「
異
な
る
関
係
の
反
転
」（SW

2,34

（
2
（5

）	

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
現
実
を
〈
意
志
／
表
象
〉
と
し
て
捉
え
る
彼
の
思
想
は
、
鏡
を

介
し
た
〈
光
／
視
線
〉
の
反
射
・
方
向
転
換
・
反
転
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

鏡
の
比
喩
が
ま
た
、
現
実
と
そ
の
理
解
の
あ
り
方
を
よ
り
よ
く
わ
れ
わ
れ
に
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
彼
の
鏡
の
比
喩
に
、
と
り
わ
け
反
射
の
折
り
返
し
と
し
て
の
方
向
転
換
か
ら
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。

二
　
方
向
転
換

　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
自
身
は
、『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』（
以
下
『
主
著
』
と
略
記
）
の
中
で
鏡
の
比
喩
を

主
題
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
思
想
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
従
来
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
研
究
に
お
い
て
も
、
鏡
の
比
喩
が
議
論
の
テ
ー
ブ
ル
に
載
る
こ
と
は
な
か
っ
た（

3
（

。
し
か
し
な
が
ら
、『
主
著
』

の
中
で
は
、
目
立
つ
こ
と
な
く
、
し
か
し
決
定
的
な
仕
方
で
、
鏡
の
比
喩
が
使
わ
れ
て
い
る
。

「
表
象
と
し
て
の
世
界
の
中
で
、
意
志
に
は
み
ず
か
ら
の
鏡
が
現
れ
、
意
志
は
そ
の
鏡
の
中
で
自
分
自
身
を
認
識

す
る
」（SW

2,323

）。「
生
は
意
志
の
鏡
で
あ
り
、
そ
の
鏡
に
明
瞭
に
意
志
を
見
て
取
る
の
は
、
意
志
か
ら
自
由

な
認
識
で
あ
る
」（SW

2,328

）。

　

こ
こ
で
は
、
生
が
鏡
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
鏡
に
映
っ
て
見
え
る
の
は
意
志
で
あ
る
。
し
か
も
鏡
の
中
に
意

志
を
認
識
す
る
の
は
意
志
自
身
で
あ
る
、
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
、
意
志
を
鏡
の
中
に
見
る
の
は
意
志
か
ら
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自
由
な
認
識
で
あ
る
、
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
こ
で
は
、
意
志
が
否
定
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て

認
識
が
主
体
と
し
て
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
前
章
で
行
き
着
い
た
地
点
、
意
識
が
分
裂
す

る
地
点
に
至
る
。
そ
こ
で
は
、
意
欲
の
主
体
は
意
志
主
体
で
は
な
く
、
そ
れ
を
認
識
す
る
認
識
主
体
に
代
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
、
彼
の
中
心
思
想
に
立
ち
入
る
。
そ
れ
が
、
意
志
の
否
定
と
し
て
の
意
志
の
自
己

認
識
で
あ
る
。
意
志
は
み
ず
か
ら
を
否
定
し
、
自
己
自
身
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
に
満
ち
た
内
容
が
右
の

引
用
文
で
鏡
の
比
喩
と
共
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
解
く
鍵
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
も
し
そ
れ

が
あ
る
な
ら
、
そ
の
一
つ
は
、
ま
さ
し
く
鏡
の
比
喩
の
中
に
あ
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
『
主
著
』
以
前
の
遺

稿
に
、
そ
の
鍵
を
見
出
す
。
そ
の
遺
稿
で
は
、
鏡
の
比
喩
と
共
に
「
意
志
」
の
「
方
向
転
換
」
そ
し
て
「
自
己
廃
棄
」

と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
意
志
」
の
「
方
向
転
換
」、
そ
れ
は
、
意
志
を
光
線
に
喩
え
た
「
光
の

反
射
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

遺
稿
で
は
、
学
位
論
文
（
一
八
一
三
年
）
直
後
の
一
八
一
四
年
か
ら
鏡
の
比
喩
が
散
見
さ
れ
る（

4
（

。『
主
著
』

（
一
八
一
九
年
）
の
五
年
前
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
、「
鏡
」
と
共
に
「
可
視
的
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
。

「
身
体
（
物
体
的
人
間
）
は
、
可
視
的

0

0

0

に
な
っ
た
意
志
に
ほ
か
な
ら
な
い
。····

人
間
は
、
ち
ょ
う
ど
鏡0

の
中
で

の
よ
う
に
、
生0

の
経
過
の
中
で
、
み
ず
か
ら
の
意
志
を
認
識
す
る
」（H

N
1,N

r.191

）。

「
可
視
的
」
に
合
わ
せ
て
「
不
可
視
」
と
い
う
語
を
対
に
し
て
使
う
な
ら
、
こ
こ
で
は
、
意
志
は
自
分
自
身
に
は
不
可
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視
で
あ
る
が
、
生
と
い
う
鏡
を
介
し
て
可
視
的
に
な
り
認
識
さ
れ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
鏡
に
映
る
像
は
身

体
で
あ
る
。
鏡
を
介
し
た
〈
不
可
視
／
可
視
〉
は
、
そ
の
内
実
と
し
て
〈
意
志
／
身
体
〉
と
な
る
。
鏡
の
反
射
を
強
調

し
て
言
う
な
ら
、
そ
れ
自
身
で
は
〈
見
え
な
い
〉
意
志
は
、
鏡
で
反
転
し
て
身
体
と
し
て
〈
見
え
る
〉
の
で
あ
り
、
わ

れ
わ
れ
は
鏡
に
見
え
る
身
体
を
介
し
て
意
志
を
〈
見
る
〉
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
鏡
が
生
に
喩
え
ら
れ
不
可
視
を
可
視

化
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
鏡
の
世
界
は
、
ま
さ
し
く
見
え
な
い
も
の
が
表
出
さ
れ
た
表
現
の
世

界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
身
体
も
ま
た
感
受
的
意
志
的
な
体
験
の
表
現
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
二
年
後
の
一
八
一
六
年
の
遺
稿
で
あ
る
。
彼
は
そ
こ
で
鏡
の
比
喩
と
共
に
、
意
志

と
身
体
の
関
係
、
そ
し
て
意
志
が
み
ず
か
ら
方
向
転
換
す
る
こ
と
を
語
る
。

「	

〔
前
半
〕
鏡
は
、
各
人
が
何
を
意
志
し
、
そ
れ
を
ど
れ
ほ
ど
激
し
く
意
志
す
る
か
を
そ
の
人
に
見
せ
る
。
意
志

が
方
向
転
換

0

0

0

0

す
る
な
ら
、
こ
の
鏡
の
中
に
も
は
や
意
志
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
、

意
志
が
今
ど
こ
へ
向
か
っ
て
方
向
転
換
し
た
か
を
問
う
て
も
無
駄
で
あ
り
、
意
志
が
無
の
中
へ
失
わ
れ
て
い
っ
た

こ
と
を
嘆
き
叫
ぶ
の
で
あ
る
。

	

〔
後
半
〕
意
志
が
み
ず
か
ら
を
廃
棄

0

0

し
て
方
向
転
換

0

0

0

0

し
た
人
は
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
も
自
分
自
身
の
反
省

0

0

に

対
し
て
も
何
も
取
り
繕
わ
な
い
。
つ
ま
り
、
意
志
の
廃
棄
に
お
い
て
存
続
し
て
い
る
も
の
は
、
い
か
に
し
て
も
そ

の
人
に
は
与
え
ら
れ
え
な
い
し
、
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（H

N
1,N

r.571

）。（〔
前
半
〕
と
〔
後

半
〕
は
引
用
者
）
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〔
前
半
〕
で
は
「
わ
れ
わ
れ
」
が
主
語
に
な
り
、〔
後
半
〕
で
は
「
意
志
が
み
ず
か
ら
を
廃
棄
し
て
方
向
転
換
し
た
人
」

が
主
語
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
に
お
い
て
も
意
志
は
「
方
向
転
換
」
す
る
。「
方
向
転
換
」
は
、
そ
れ
が
鏡

の
比
喩
と
共
に
語
ら
れ
て
い
る
限
り
、
光
の
反
射
の
道
筋
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
わ

れ
わ
れ
は
、
一
つ
は
用
語
に
つ
い
て
、
一
つ
は
そ
れ
に
対
応
す
る
思
想
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　

用
語
と
し
て
は
、
こ
の
遺
稿
で
使
わ
れ
て
い
る
方
向
転
換
と
廃
棄
は
、『
主
著
』
で
は
意
志
の
否
定
と
共
に
語
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、「
意
志
の
否
定
・
廃
棄
・
方
向
転
換
」（SW

2,485

）。
さ
ら
に
『
続
編
』
で
は
「
自
己
認
識
に
よ
っ

て
意
志
の
廃
棄
・
方
向
転
換
・
救
済
が
可
能
に
な
る
」（SW

3,740

）
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
意
志
の
方
向
転
換
は
、
意
志
の
自
己
認
識
に
よ
る
意
志
の
否
定
と
救
済
と
い
う
、
彼
の
中
心
思
想

を
形
成
す
る
用
語
と
な
る
。

　

そ
し
て
『
主
著
』
の
「
意
志
の
否
定
・
廃
棄
・
方
向
転
換
」
の
中
で
言
わ
れ
る
「
否
定
」
と
い
う
語
は
、
す
で
に
先

に
引
い
た
一
八
一
四
年
の
遺
稿
と
同
年
直
後
に
現
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
身
体
の
否
定
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、「
自
然
の
欲
求
の
充
足
は
身
体
の
肯
定
で
あ
る
。
禁
欲
は
身
体
の
否
定
で
あ
る
」（N

H
1,N

r.286

））。
同
じ

遺
稿
の
中
に
「
意
志
の
否
定
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
私
の
身
体
の
肯
定
」
に
対
す
る
「
他
の
身
体
、

す
な
わ
ち
他
の
意
志
の
否
定
」
と
い
う
言
い
回
し
で
語
ら
れ
る
（N

H
1,N

r.286

）。
し
た
が
っ
て
一
八
一
四
年
に
は
、

「
否
定
」
は
、
欲
求
充
足
に
対
す
る
欲
求
の
禁
止
と
し
て
の
身
体
の
否
定
で
あ
っ
て
、『
主
著
』
で
の
「
意
志
の
〔
自
己
〕

否
定
・
廃
棄
・
方
向
転
換
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
主
眼
と
な
っ
て
い
る
の
は
私

の
身
体
の
肯
定
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
私
の
意
志
の
肯
定
で
あ
り
、
こ
の
限
り
で
の
他
の
意
志
の
否
定
で
あ
る
。
す
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な
わ
ち
、
意
志
の
肯
定
に
お
い
て
生
じ
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
眼
目
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
一
八
一
六
年
の
右
の
遺
稿
で
は
、「
意
志
の
廃
棄
」、「
意
志
の
方
向
転
換
」
が
鏡
の
比
喩
と
共
に

語
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
訳
す
れ
ば
、「
意
志
が
み
ず
か
ら
を
廃
棄
し
、
み
ず
か
ら
を
方
向
転
換
す
る
」

と
い
う
文
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
意
志
の
肯
定
で
は
な
く
、
意
志
の
自
己
否
定
が
眼
目
に
な
っ
て
い
る
。
か
く
し
て

『
主
著
』（
一
八
一
九
年
）
に
至
っ
て
意
志
の
自
己
認
識
よ
る
意
志
の
〔
自
己
〕
否
定
・
廃
棄
・
方
向
転
換
、
そ
し
て
救

済
が
一
つ
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
初
、
否
定
は
禁
欲
と
し
て
身
体
の
否
定
で
あ
っ
た
が
、
鏡
の
比
喩
の
中
で
「
意
志
が
み
ず
か
ら
を

廃
棄
し
て
方
向
転
換
す
る
」
と
い
う
表
現
が
生
じ
、
か
く
し
て
『
主
著
』
お
よ
び
『
続
編
』
に
お
い
て
彼
の
中
心
思
想

が
、「
意
志
の
否
定
・
廃
棄
・
方
向
転
換
」（SW

2,485

）
そ
し
て
「
自
己
認
識
に
よ
っ
て
意
志
の
廃
棄
・
方
向
転
換
・

救
済
が
可
能
に
な
る
」（SW

3,740
）
と
明
示
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
意
志
の
方
向
転
換
」
が
鏡
の
比
喩
と

共
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
意
志
が
光
に
喩
え
ら
れ
、
な
お
か
つ
光
が
一
本
の
道
筋
に
喩
え
ら
れ
、
意
志
と
い
う
光

源
か
ら
光
が
発
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
鏡
に
反
射
し
て
方
向
転
換
す
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
し
か
も
方
向
転
換
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
反
射
像
は
、
光
源
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
反
転
像
と
し
て
の
身
体
に
な
る
。
意
志
と
身
体
の
反
転
関

係
、
そ
し
て
意
志
の
否
定
、
意
志
の
自
己
認
識
、
救
済
、
こ
れ
ら
が
鏡
の
比
喩
の
中
で
重
な
り
合
っ
て
形
成
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
中
心
に
な
る
の
が
「
方
向
転
換
」
と
「
反
転
」
と
い
う
比
喩
的
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
用
語
を
踏
ま
え
、
彼
の
思
想
に
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。

　

右
の
一
八
一
六
年
の
遺
稿
は
、「
わ
れ
わ
れ
」
が
主
語
と
な
る
〔
前
半
〕
と
「
意
志
が····

人
」
が
主
語
と
な
る
〔
後

半
〕
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
対
照
は
、『
主
著
』
で
も
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
。『
主
著
』
の
最
終
節（
七
一
節
）
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の
次
の
二
つ
の
文
面
は
、
三
年
前
の
遺
稿
の
文
面
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け〔
後
半
〕
は
、

『
主
著
』
最
終
節
の
最
後
を
飾
る
文
章
で
あ
る（

5
（

。

「〔
前
半
〕
わ
れ
わ
れ
が
意
志
を
こ
の
鏡
の
中
に
認
め
な
い
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
意
志
が
ど
こ
へ
向
け
て
方
向
転
換

0

0

0

0

し
た
か
を
問
う
て
も
無
駄
で
あ
り
、
そ
し
て
意
志
は
も
は
や
い
つ
ど
こ
に
も
な
い
の
で
意
志
は
無
の
中
に
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
の
だ
と
嘆
く
の
で
あ
る
。

	

〔
後
半
〕
こ
れ
に
対
し
て
逆
転
し
た
立
場
は···· 

」（SW
2,485

）。「
意
志
が
み
ず
か
ら
を
方
向
転
換
し
て
否
定

し
た
人
々
に
と
っ
て
、
か
く
も
実
在
的
な
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
世
界
さ
え
も
、
そ
の
太
陽
と
銀
河
の
す
べ
て
を
含
め

て
、

―　
無
で
あ
る
」（SW
2,487

）。（〔
前
半
〕
と
〔
後
半
〕
は
引
用
者
）

　

わ
れ
わ
れ
は
先
の
遺
稿
で
述
べ
ら
れ
た
鏡
の
比
喩
を
『
主
著
』
の
こ
の
箇
所
に
重
ね
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
ま
ず
〔
前

半
〕
で
は
、「
意
志
が
方
向
転
換
す
る
な
ら
、
こ
の
鏡
の
中
に
も
は
や
意
志
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言
わ
れ
て

い
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
見
え
る
の
は
反
転
像
と
し
て
の
「
身
体
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
わ
れ

わ
れ
が
身
体
を
見
れ
ば
、
つ
ま
り
、
鏡
を
見
れ
ば
、「
鏡
は
、
各
人
が
何
を
意
志
し
、
そ
れ
を
ど
れ
ほ
ど
激
し
く
意
志

す
る
か
を
そ
の
人
に
見
せ
る
」。
実
際
わ
れ
わ
れ
は
、
誰
で
あ
れ
、
そ
の
こ
ぶ
し
と
顔
つ
き
に
、
そ
の
人
の
意
欲
を
認

め
る
こ
と
が
あ
る
。
一
八
一
四
年
の
遺
稿
で
は「
性
器
は
意
欲
の
焦
点
で
あ
る
」（N

H
1,N

r.274

）。『
主
著
』
で
は「
性

器
は
性
欲
が
客
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」（SW

2,129

）。
こ
れ
が
「
身
体
の
肯
定
」
と
し
て
の
「
意
志
の
肯
定
」
で

あ
る
。
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こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、
意
志
は
鏡
に
よ
る
方
向
転
換
を
介
し
て
身
体
と
し
て
可
視
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
意
志

が
意
志
自
身
を
認
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
意
志
は
身
体
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ

れ
が
鏡
の
反
転
像
を
自
分
自
身
と
み
な
す
よ
う
に
、
意
志
と
身
体
は
同
じ
自
分
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
、
彼
が
哲
学
の

真
理
と
し
て
挙
げ
た
「
意
志
と
身
体
の
同
一
性
」（SW

2,122

）
が
成
立
す
る
。
と
同
時
に
、
鏡
を
介
し
た
限
り
で
の
、

「
認
識
主
体
と
意
欲
主
体
の
同
一
性
」（SW

2,296

）
も
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
意
志
と
い
う
光
源
か
ら
発
し
た
光
が
鏡

で
方
向
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
目
か
ら
発
し
た
視
線
が
鏡
で
方
向
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

反
転
像
と
し
て
の
鏡
像
を
介
し
て
自
分
が
自
分
〈
に
見
え
る
／
を
見
る
〉
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
同
一
性
と
言
っ
て
も
、
反
転
的
な
同
一
性
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
同
一
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
を
同
じ
自
分
だ
と
特
定
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、〔
後
半
〕
で
は
、「
意
志
が
み
ず
か
ら
を
廃
棄
し
て
方
向
転
換
し
た
人
」
に
つ
い
て
語
ら

れ
て
い
る
が
、〔
前
半
〕
が
光
の
方
向
転
換
に
よ
る
意
志
の
肯
定
で
あ
れ
ば
、〔
後
半
〕
に
お
け
る
意
志
の
自
己
否
定

は
、
ど
の
よ
う
な
方
向
転
換
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
違
い
が
鏡
の
比
喩
の
、
し
た
が
っ
て
意
志
の
肯
定
と
否
定
の
、
キ
ー

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
そ
れ
を
〈
光
／
視
線
〉
の
方
向
転
換
に
特
徴
的
な
〈
入
射
角
／
反
射
角
〉
か
ら
捉
え
て
み
よ
う
。

三
　
入
射
角
／
反
射
角

　

ま
ず
、
次
の
よ
う
に
問
う
て
み
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
現
実
の
中
で
、
鏡
を
見
て
、
そ
こ
に
〈
見
る
／
見
え
る
〉
像
が

反
転
像
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
自
分
の
像
だ
と
分
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に

は
、
次
の
よ
う
な
場
面
を
想
定
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
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私
も
含
め
て
数
十
人
の
集
団
が
、
集
団
内
で
の
自
分
の
位
置
関
係
を
直
接
見
る
こ
と
な
く
、
ま
た
自
分
も
含
め
て
他

人
の
身
体
・
服
装
を
直
接
見
る
こ
と
も
な
く
、
前
方
の
大
き
な
鏡
に
映
っ
て
い
る
像
だ
け
を
見
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ

の
場
合
、
自
分
の
鏡
像
を
ど
の
よ
う
に
特
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
は
簡
単
で
あ
ろ
う
。
体
を
動
か
し
な
が
ら
鏡

像
を
見
て
、
私
が
動
か
そ
う
と
意
志
し
た
通
り
の
動
き
を
し
て
い
る
鏡
像
を
見
つ
け
れ
ば
、
つ
ま
り
自
分
の
意
志
に
一

致
し
て
い
る
動
き
の
鏡
像
を
見
つ
け
れ
ば
、
そ
れ
が
自
分
の
鏡
像
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
言
う
一
致
と
は
、
内
と
外
と
い
う
言
葉
を
使
え
ば
、
鏡
に
映
っ
た
身
体
に
対
す
る
外
的
知
覚
と
、
動
き
を
引

き
起
こ
そ
う
と
す
る
自
己
の
意
欲
に
対
す
る
内
的
知
覚
と
が
、
動
き
に
応
じ
て
一
致
し
て
い
る
こ
と
の
意
識
で
あ
る
。

内
側
か
ら
見
た
も
の
と
外
側
か
ら
見
た
も
の
が
反
転
的
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
体
と
い
う
言
葉
を
使
う
な

ら
、
こ
の
一
致
を
意
識
す
る
意
識
主
体
が
、
認
識
主
体
と
し
て
、
外
的
に
知
覚
さ
れ
る
私
の
像
（
反
転
像
と
し
て
の
身

体
）
と
、
内
的
に
知
覚
さ
れ
る
意
欲
す
る
私
と
を
同
一
化
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
う

「
身
体
と
意
欲
主
体
の
同
一
性
」
と
「
認
識
主
体
と
意
志
主
体
の
同
一
性
」
は
鏡
を
介
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ

て
鏡
を
介
し
た
限
り
で
、
成
立
す
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
意
識
と
主
体
・
客
体
を
巡
っ
た
議
論
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
鏡
を
介
し
た
ご
く
現
実
的
な
振
舞

い
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
鍵
に
な
る
の
が
身
体
の
動
き
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
こ
で
注
意
し
た

い
の
は
、
身
体
の
動
き
に
よ
る
自
己
特
定
の
仕
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
を
特
定
す
る
と
き
は
、
動
か
そ
う
と
す

る
意
欲
は
内
的
知
覚
に
よ
っ
て
直
接
的
に
把
握
で
き
る
の
に
対
し
て
、
鏡
像
の
知
覚
は
外
的
知
覚
と
し
て
、
身
体
器
官

を
経
由
し
て
間
接
的
で
あ
る
ば
か
り
か
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
身
体
像
が
数
あ
る
鏡
像
の
な
か
の
ど
れ
な
の
か
、
ど
れ
が

自
分
の
身
体
か
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
動
か
そ
う
と
す
る
意
志
を
〈
自
分
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の
も
の
〉
と
し
て
肯
定
的
に
直
接
的
に
ま
ず
把
撞
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
そ
の
意
志
に
一
致
す
る
鏡
像
を
数
あ

る
像
の
中
か
ら
〈
自
分
の
も
の
〉
と
し
て
肯
定
的
に
特
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
意
志
的
動
き
を
基
礎
に
し
て

認
識
に
よ
る
自
己
特
定
が
可
能
に
な
る
。
意
志
の
肯
定
に
お
い
て
は
、
認
識
は
意
志
に
仕
え
、
意
志
に
よ
る
動
き
が

〈
見
え
る
〉
と
お
り
に
、
認
識
は
〈
見
る
〉
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
自
分
の
身
体
を
特

定
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

鏡
の
反
射
に
喩
え
る
な
ら
、〈
見
る
目
〉（
認
識
主

体
）
と
〈
見
え
る
目
〉
と
し
て
の
光
源
（
意
欲
す
る
も

の
：
意
志
主
体
）
と
の
〈
開
き
〉
が
入
射
角
と
反
射
角

を
形
成
し
、
し
か
も
見
る
目
と
光
源
が
、
一
方
で
は
内

的
直
接
的
に
結
ば
れ
、
他
方
で
は
鏡
像
を
介
し
て
外
的

間
接
的
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
が
内
的
知

覚
に
よ
る
反
省
と
も
呼
ば
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
は
こ
れ
を
、
自
分
を
自
分
に
映
し
出
す〈
内
な
る
鏡
〉

と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
〈
内
な
る
鏡
〉
に

よ
っ
て
〈
鏡
の
反
射
〉
を
介
し
た
〈
自
己
同
一
化
〉
が

可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
意
志
の
肯
定
に
お
い
て
は
、
意
志
的

（図）鏡を使ったショーペンハウアーの概念図式は以下のようになろう

主　体 客　体

意志 鏡＝生
＝

意欲主体 身体／器官

 

 

〈
ず
れ
〉

〈
開
き
〉

認識主体

反省

意志界
（不可視界）

表象界
（可視界）

意志と表象としての世界

〈反　転〉 ⇨ 客体
行為/認識

入射角
反射角
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動
き
に
基
づ
い
て
、
し
た
が
っ
て
意
志
を
直
接
的
に
捉
え
る
〈
内
な
る
鏡
〉
に
基
づ
い
て
、
認
識
は
意
志
に
仕
え
、
身

体
を
自
分
の
も
の
と
し
て
特
定
す
る
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
私
の
身
体
で
あ
る
と
し
て
私
の
意
志
を
肯
定
す
る
の
で
あ

る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
意
志
の
肯
定
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
生
は
、
意
志
的
身
体
的
な
動
き
に
こ
そ
基
づ
い
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
実
際
、
先
の
例
で
も
、
自
分
の
鏡
像
を
特
定
す
る
た
め
に
は
、
動
く
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の

用
語
を
使
え
ば
、
生
（Leben

）
は
生
動
的
（lebendig

）
で
あ
っ
て
初
め
て
生
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

逆
に
、
静
か
に
落
ち
着
い
た
動
き
の
な
い
世
界
は
ど
の
よ
う
な
現
実
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
鏡
の
世
界
に
映

し
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
私
の
鏡
像
に
何
の
動
き
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

わ
れ
わ
れ
が
挙
げ
た
例
で
言
え
ば
、
身
体
を
動
か
す
こ
と
な
く
鏡
の
中
の
一
点
を
ど
こ
で
も
よ
い
の
で
ひ
た
す
ら
見

つ
め
て
い
る
場
合
が
こ
れ
に
当
た
ろ
う
。
ま
た
、
か
り
に
動
か
し
た
と
し
て
も
、
動
か
そ
う
と
す
る
意
志
が
意
識
さ
れ

て
い
な
い
場
合
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
身
体
的
動
き
が
な
い
た
め
、
ま
た
動
か
そ
う
と
す
る
自
分
の

意
志
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
ど
れ
が
自
分
の
鏡
像
な
の
か
、
鏡
を
介
し
て
自
分
を
特
定
で
き
な
い
。
言
い
換
え

れ
ば
、
自
己
と
他
者
を
区
別
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
入
射
角
と
反
射
角
に
よ
っ
て
〈
光
／
視
線
〉
の
方
向
転
換
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
道
筋
の
敷
か
れ
方
が
、

意
志
の
肯
定
の
場
合
と
異
な
る
。
意
志
の
肯
定
で
は
、
意
志
に
よ
る
動
き
が
〈
見
え
る
〉
と
お
り
に
認
識
は
〈
見
る
〉

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
意
志
を
光
源
と
し
た
光
の
道
筋
が
方
向
転
換
し
な
が
ら
目
に
向
か
っ
て
敷

か
れ
、
目
は
そ
の
道
筋
を
外
れ
る
こ
と
な
く
逆
方
向
に
な
ぞ
り
な
が
ら
、
鏡
の
中
に
あ
る
反
転
像
を
特
定
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
動
き
が
意
識
さ
れ
ず
、
意
志
も
ま
た
意
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
目
は
意
志
か
ら
自

由
に
な
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
こ
で
は
、
目
が
〈
見
る
〉
と
お
り
に
世
界
は
〈
見
え
る
〉
こ
と

に
な
ろ
う
。「
瞑
想
」
が
こ
の
状
態
で
あ
る
。

　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
一
八
一
四
年
の
遺
稿
の
中
で
「
瞑
想
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
人
は
瞑
想
の
と
き
自
分
自
身
を
忘
れ
て
い
る····

客
体
に
つ
い
て
知
る
限
り
で
の
み
自
分
に
つ
い
て
知
っ
て
い

る
」（N

H
1,N

r.221
）。

こ
の
考
え
は
『
主
著
』
に
も
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

「
ま
さ
に
目
の
前
の
自
然
的
対
象
の
安
ら
か
な
瞑
想
」
に
お
い
て
は
「
純
粋
な
主
体
」
が
「
客
体
の
明
白
な
鏡
」

と
な
り
、「
あ
た
か
も
、
対
象
を
知
覚
し
て
い
る
人
な
し
に
対
象
だ
け
が
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
直
観
す
る
人
を

も
は
や
直
観
か
ら
分
離
で
き
ず
、
全
意
識
が
唯
一
の
直
観
像
に
よ
っ
て
全
面
的
に
充
溢
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者

は
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
」（SW

2,210

）。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
に
目
と
世
界
が
一
つ
に
な
っ
た
状
態
は
、
お
そ
ら
く
は
瞑
想
者
の
数
が
少
な
い
だ
け
に
、
わ
れ
わ

れ
に
は
い
っ
そ
う
稀
な
状
態
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
意
志
的
な
こ
の
現
実
は
、
主
体
と
客
体
と
の
連
関
を
基
礎
に
し
て

形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
瞑
想
者
よ
り
も
さ
ら
に
稀
有
な
の
は
、
意
志
か
ら
自
由
に
な
っ
た
認
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識
が
、
自
己
と
他
者
の
区
別
が
な
い
状
態
の
中
で
、
見
つ
め
る
一
点
を
ほ
か
な
ら
ぬ
〈
私
の
目
〉
に
向
け
る
場
合
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
動
き
の
な
い
世
界
で
、
数
あ
る
鏡
像
の
中
か
ら
〈
私
の
目
〉
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

目
の
動
き
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
目
の
動
き
で
あ
っ
て
も
目
は
鏡
の
中
の
目
自
身
か
ら〈
ず
れ
〉

て
し
ま
う
。
通
例
、
鏡
に
自
分
の
姿
を
映
す
と
き
は
、
こ
の
ず
れ
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
む
し
ろ
ず
れ
を
前
提
に

し
て
い
る
。
目
は
、
目
自
身
か
ら
ず
れ
て
、
髪
の
毛
や
服
装
を
見
て
、
そ
れ
を
直
し
た
り
す
る
。
ず
れ
は
動
き
で
も
あ

る
。
し
か
も
こ
う
し
た
ず
れ
は
、
鏡
を
介
し
た
世
界
で
は
、
同
一
の
主
体
で
あ
っ
て
も
認
識
主
体
と
意
欲
主
体
に
分
か

れ
て
い
る
こ
と
の
ず
れ
で
も
あ
り
、
こ
の
ず
れ
が
反
省
と
い
う
内
な
る
鏡
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ず
れ
の

度
合
い
が
、
入
射
角
と
反
射
角
の
開
き
の
角
度
と
な
る
。
目
が
目
自
身
か
ら
ず
れ
て
こ
そ
、
動
き
が
あ
り
、
反
省
が
あ

り
、
入
射
角
／
反
射
角
が
で
き
る
。
こ
れ
が
現
実
の
世
界
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
目
が
自
分
の
目
自
身
を
見
入
る
と
き
は
、
入
射
角
／
反
射
角
が
零
度
に
な
り
、
入
射
光
と
反
射
光

が
完
全
に
一
つ
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
意
志
主
体
と
認
識
主
体
は
完
全
に
一
致
し
、〈
見
る
目
〉
が
〈
見
え
る
目
〉
を

見
入
っ
て
一
つ
に
な
る
。
こ
の
完
全
な
一
致
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、「
意
志
」
が
「
完
全
な
自
己
認
識
に
至
る
」

（SW
2,486

）、
と
言
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
動
き
に
よ
っ
て
自
他
を
区
別
し
な
が
ら
自
己
を
特
定
し
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、〈
見
る
〉
と
〈
見
え
る
〉
が
完
全
に
一
致
し
て
、〈
見
る
／
見
え
る
〉
も

の
が
ど
れ
で
あ
れ
〈
自
分
の
目
〉
と
し
て
の
自
己
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
ど
れ
が
自

分
の
目
か
を
探
す
必
要
さ
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
鏡
の
比
喩
の
中
で
瞑
想
と
比
べ
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
「
意
志
の
完

全
な
自
己
認
識
」
を
特
徴
づ
け
て
み
よ
う
。
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ま
ず
瞑
想
が
対
象
へ
の
安
ら
か
な
瞑
想
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
入
射
角
／
反
射
角
が
零
度
に
な
っ

て
、
目
は
目
自
身
し
か
見
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
瞑
想
の
よ
う
に
目
が
鏡
に
な
つ
て
世
界
を
映
す
こ
と
さ
え
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
分
の
目
し
か
見
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
身
体
も
世
界
も
存
在
し
無
い
の
で
あ
る
。
意
志
が
み
ず

か
ら
を
方
向
転
換
し
て
否
定
し
た
人
々
に
と
っ
て
、
か
く
も
実
在
的
な
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
世
界
は
、
無
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
瞑
想
で
は
「
主
体
と
客
体
が
一
つ
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
入
射
光
と
反
射
光
が
完
全
に
一
つ
に
な

る
以
上
、「
主
体
と
客
体
と
い
う
形
式
が
も
は
や
無
い
」（SW

2,485

）。

　

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
意
志
も
ま
た
無
で
あ
る
。
意
志
が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
意
志
の
肯
定

に
お
い
て
、
目
が
意
志
の
通
り
に
動
い
て
い
る
鏡
像
を
〈
自
分
の
身
体
〉
と
し
て
特
定
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
意
志
を

肯
定
す
る
こ
と
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
は
、
光
／
視
線
の
反
射
・
方
向
転
換
が
完
全
に
な
さ

れ
、
光
源
（
意
志
）
と
目
（
認
識
）
が
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
が
光
源
と
な
つ
て
光
を
発
し
、
そ
の
光

に
よ
っ
て
目
が
見
て
い
る
状
態
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
光
は
目
が
見
る
こ
と
に
完
全
に
仕
え
、
し
た
が
っ
て
光
（
意

志
）
は
存
在
し
て
も
目
（
認
識
）
に
仕
え
る
と
い
う
仕
方
で
み
ず
か
ら
を
滅
却
・
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
志
の

否
定
は
、
意
志
の
肯
定
と
逆
に
、
意
志
が
認
識
に
仕
え
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
動
き
が
存
在
し
て
も
、
す
な
わ
ち
、
認
識
す
る
目
が
鏡
に
面
し
て
自
在
に
動
い
て
も
、
入
射
角
／
反
射

角
が
零
度
で
あ
る
以
上
、
鏡
に
〈
見
る
／
見
え
る
〉
の
は
〈
自
分
の
目
〉
で
あ
り
続
け
、
動
き
は
認
識
さ
れ
ず
、
滅
却

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
認
識
だ
け
が
残
り
、
意
志
は
滅
却
す
る
」（SW

2,486

）。
意
志
の
滅
却
は
苦
悩
の
源
の
滅

却
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
苦
悩
か
ら
救
済
さ
れ
、
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。
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「
人
間
は
、
自
由
な
断
念
、
諦
念
、
ま
っ
た
く
意
志
が
滅
却
し
た
真
の
落
着
の
状
態
に
至
る
」（SW

2,448

）。

　

こ
の
よ
う
な
状
態
に
至
っ
た
人
が
、
瞑
想
者
に
対
し
て
聖
人
と
呼
ば
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
「
意
志
の
自

己
認
識
」
と
言
わ
れ
る
「
自
己
」
が
あ
る
な
ら
、「
自
己
」
は
〈
目
〉
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
他
か
ら
区
別
さ
れ
て

個
体
と
し
て
時
空
間
に
局
所
づ
け
ら
れ
た
自
己
は
も
は
や
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
自
己
は
特
定

さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
か
り
に
肯
定
的
に
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
目
か
ら
光
が
及
ん
で
見
る
／
見
え
る
も

の
す
べ
て
が
自
己
で
あ
ろ
う
。
認
識
す
る
目
が
鏡
（
生
）
に
面
し
て
見
る
／
見
え
る
の
は
、
入
射
角
と
反
射
角
が
零
度

と
し
て
、
ま
さ
し
く
〈
自
己
の
目
〉
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

四
　
鏡
を
介
し
た
現
実

　

こ
の
よ
う
に
意
志
の
肯
定
と
意
志
の
否
定
、
意
志
の
自
己
認
識
と
し
て
の
救
済
と
落
着
、
こ
れ
ら
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
の
中
心
思
想
は
、
鏡
を
介
し
た
〈
光
／
視
線
〉
の
反
射
・
方
向
転
換
・
反
転
を
喩
え
に
し
て
連
関
づ
け
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
。
彼
か
ら
す
れ
ば
、
日
々
、
誰
も
が
鏡
を
使
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
現
実
は
、「
意
志
と
表
象
と
し
て

の
世
界
」
と
し
て
、
鏡
を
介
し
た
現
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
〈
鏡
を
介
し
た
現
実
〉
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
三
つ
の
局
面
か
ら
成
り
立
つ
世
界
に
な
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
光
／
視
線
が
向
か
う
鏡
面
の
こ
ち
ら
側

0

0

0

0

、
そ
し
て
鏡
面
に
映
っ
て
い
る
あ
ち
ら
側

0

0

0

0

、
そ
し
て
な
に
よ
り
も

こ
の
世
界
を
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
に
分
け
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
両
面
を
結
び
つ
け
て
い
る
〈
私0

〉
あ
る
い
は
〈
私

た
ち
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
ち
ら
側
は
こ
ち
ら
側
の
反
転
像
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
こ
ち
ら
側
と
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あ
ち
ら
側
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
面
と
外
面
、
主
体
と
客
体
と
も
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
応
じ
て
わ
れ

わ
れ
の
認
識
の
仕
方
に
も
、
内
的
知
覚
と
外
的
知
覚
と
い
う
二
つ
の
道
筋
が
設
定
さ
れ
よ
う
。
い
ず
れ
の
名
称
を
使
う

に
し
て
も
、
鏡
を
見
て
い
る
〈
私
〉、
そ
の
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
、
こ
れ
ら
三
つ
の
局
面
か
ら
鏡
を
介
し
た
現
実
が

成
り
立
っ
て
い
る
。

　

こ
の
場
合
に
は
も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
鏡
を
見
て
い
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
と
い
う

対
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
現
実
の
世
界
の
中
で
光
／
視
線
の
方
向
転
換
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
、
道
筋
の
違
い
を
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
洞
窟
の
比
喩
の
よ
う
に
、
洞
窟
の

中
で
囚
わ
れ
の
身
に
な
っ
て
、
あ
ち
ら
側
の
壁
面
を
見
て
い
る
と
き
、
こ
ち
ら
側
の
遥
か
後
方
に
超
越
し
た
そ
れ
自
体

で
存
在
す
る
も
の
、
存
在
者
の
中
の
存
在
者
を
設
定
し
、
そ
れ
が
光
源
と
な
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
存
在
す
る
も
の
を
照

ら
し
、
そ
し
て
あ
ち
ら
側
の
壁
面
に
そ
の
影
を
映
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
超
越
に
対
し
て

超
越
論
的
と
い
う
、
よ
り
慎
重
な
言
い
回
し
を
用
い
て
、
こ
ち
ら
側
は
あ
ち
ら
側
を
可
能
に
す
る
超
越
論
的
条
件
で
あ

る
、
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
わ
れ
わ
れ
が
日
々
、
鏡
の
中
に
自
分
の
姿
を
認
め
る
と
き
、
こ
ち

ら
側
の
自
分
と
あ
ち
ら
側
の
自
分
を
、
超
越
と
現
象
、
超
越
論
的
条
件
と
現
象
、
と
い
う
よ
う
に
捉
え
て
は
い
な
い
の

と
同
様
で
あ
る
。
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
は
、
あ
く
ま
で〈
見
る
／
見
え
る
〉
道
筋
の
違
い
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、

ど
ち
ら
も
こ
の
現
実
の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
自
身
は
、
み
ず
か
ら
の
思
想
を
開
示
す
る
と
き
、
プ
ラ
ト
ン
と
カ
ン
ト
を
称
賛

し
、
イ
デ
ア
と
物
自
体
と
い
う
用
語
も
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
彼
の
思
想
が
哲
学
的
言
説
の
中
で
語
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
内
実
ま
で
プ
ラ
ト
ン
的
（
実
体
論
的
）
あ
る
い
は
カ
ン
ト
的
（
超
越
論
的
）
で
あ
る
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と
は
限
ら
な
い
。
そ
う
し
た
哲
学
用
語
の
鎧
兜
を
脱
ぐ
と
、
そ
こ
に
は
、
こ
の
現
実
に
あ
る
鏡
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
鏡
の
比
喩
は
、
謎
に
満
ち
た
哲
学
的
議
論
に
誘
う
よ
り
も
、
現
実
の
鏡
へ
と
連
れ
戻
し
、
こ
の
世
界
を
明

晰
に
映
し
出
す
。

　

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
彼
は
、
意
志
の
否
定
と
救
済
さ
え
も
、
鏡
を
介
し
た
こ
の
現
実
の
中
か
ら
語
り
出
す
。
鏡
の

比
喩
か
ら
す
れ
ば
、
意
志
の
否
定
は
こ
の
現
実
の
消
滅
で
は
な
く
、
救
済
も
こ
の
現
実
を
超
越
し
た
彼
岸
に
お
い
て
成

就
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
意
志
の
否
定
は
、〈
光
／
視
線
〉
の
道
筋
の
違
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
〈
見

る
／
見
え
る
〉
仕
方
が
変
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
落
着
し
た
救
済
も
こ
の
現
実
の
出
来
事
に
な
る
。
も
ち
ろ

ん
、
落
着
に
至
っ
た
聖
人
の
心
境
は
、
鏡
を
介
し
た
現
実
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
、
意
志
の
肯
定
の
世
界
に
は
存
在
せ

ず
、
し
た
が
っ
て
聖
人
に
と
っ
て
意
志
の
肯
定
の
世
界
は
無
で
あ
る
。
聖
人
は
鏡
を
介
し
た
こ
の
現
実
の
中
に
存
在
し

て
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
（
意
志
の
肯
定
の
世
界
）
に
は
存
在
し
無
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の

現
実
の
中
に
存
在
し
て
、
聖
人
が
い
る
世
界
（
意
志
の
否
定
の
世
界
）
に
は
存
在
し
無
い
の
で
あ
る
。
聖
人
と
わ
れ
わ

れ
で
は
、
存
在
と
無
が
反
転
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
聖
人
と
わ
れ
わ
れ
の
根
本
的
な
違
い
は
、
入
射
角
／
反
射
角
が
零
度
か
否
か
、
ず
れ
が
あ
る

か
否
か
、
し
た
が
っ
て〈
内
な
る
鏡
〉
と
し
て
の
反
省
が
あ
る
か
否
か
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、

先
に
引
い
た
よ
う
に
、「
意
志
が
み
ず
か
ら
を
廃
棄
し
て
方
向
転
換
し
た
人
は
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
も
自
分
自
身
の

反
省
に
対
し
て
も
な
に
も
取
り
繕
わ
な
い
」
の
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
反
省
か
ら
理
解
の
ず
れ
を
生
み
、
そ
れ
の
取

り
繕
い
は
さ
ら
な
る
苦
悩
を
呼
び
寄
せ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
苦
悩
の
源
は
意
志
（
光
）
そ
れ
自
身
で
は
な
く
〈
内
な

る
鏡
〉
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
落
着
し
た
聖
人
も
ま
た
光
（
意
志
）
を
照
ら
し
て
こ
の
世
界
を
認
識
し
、
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身
体
的
に
行
為
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
〈
内
な
る
鏡
〉
を
改
め
て
見
れ
ば
、〈
内
な
る
鏡
〉
は
自
分
を
自
分
に
映
す
反
省
で
あ
っ
て
も
、

内
的
知
覚
と
し
て
直
接
的
で
あ
る
限
り
、
外
な
る
鏡
（
他
者
）
を
媒
介
に
し
た
折
り
返
し
と
し
て
の
反
射
を
持
た
な
い

の
で
あ
る
。
鏡
の
特
性
が
反
射
に
こ
そ
あ
る
な
ら
、
内
な
る
鏡
は
〈
反
射
な
き
鏡
〉、
し
た
が
っ
て
〈
鏡
に
非
ず
鏡
〉、

〈
虚
妄
な
る
鏡
〉
と
で
も
言
え
よ
う
。
意
志
の
肯
定
の
世
界
で
あ
る
苦
悩
の
世
界
は
、〈
虚
妄
な
る
鏡
〉
に
よ
っ
て
成
立

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
意
志
の
否
定
の
世
界
で
は
、
内
な
る
鏡
は
存
在
せ
ず
、
入
射
光
と
反
射
光
が
完
全
に
一
致

し
た
〈
完
全
な
反
射
〉
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
う
「
完
全
な
自
己
認
識
」

で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
る
な
ら
、
聖
人
が
存
在
し
て
も
苦
悩
の
世
界
の
中
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
無
い

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
救
済
は
存
在
し
無
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
完
全
な
反
射
こ
そ
鏡
本
来
の

在
り
方
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
聖
人
こ
そ
鏡
の
本
来
の
住
人
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
見
る
な
ら
、〈
虚
妄
な
る
鏡
〉
を
懐

手
に
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、
存
在
し
た
と
し
て
も
本
来
の
鏡
の
世
界
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
苦
悩
は

存
在
し
無
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
存
在
と
非
存
在
が
反
転
す
る
。
し
か
し
救
済
は
、
し
た
が
っ
て
落
着
は
、

彼
岸
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
現
実
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
存
在
と
無
、
意
志
の
肯
定
と
否
定
、
意
志
と
認
識
の
従
属
関
係
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
鏡
を
介
し
て

〈
見
る
／
見
え
る
〉
世
界
の
中
で
の
反
転
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
現
実
の
中

で
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
と
も
知
れ
ず
押
し
流
さ
れ
、
落
ち
着
き
処
を
見
失
っ
て
い
て
も
、
落
着
は
こ
の
現
実
の

中
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
落
ち
着
き
処
は
ど
こ
に
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
、
現
れ
て
来
る
の
で
あ
ろ
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う
か
。
鏡
の
比
喩
で
は
、
そ
れ
は
、
目
が
目
を
見
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
れ
て
来
た
。
し
か
も
そ
こ
で
は
、
見
る
も
の

が
み
な
自
己
で
あ
れ
ば
、
ど
れ
が
自
己
で
あ
る
か
探
す
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
た
め
に
は
、〈
私

の
目
〉
を
見
つ
め
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
か
く
し
て
振
り
出
し
の
問
い
に
戻
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ

に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
問
い
を
携
え
て
、
意
識
が
分
裂
し
て
来
る
地
点
へ
近
づ
き
な
が
ら
、〈
私
の
目
〉
と
し
て
の
主
体

が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
、
問
題
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
意
志
主
体
と
認
識
主
体
が
分
裂
し
て
来
る
地
点
で
あ
り
、

鏡
の
比
喩
か
ら
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
〈
内
な
る
鏡
〉
が
形
成
さ
れ
て
〈
私
の
目
〉
か
ら
〈
私
の
目
〉
が
〈
ず
れ
〉
て
く

る
地
点
で
あ
る
。

第
二
節
　
鏡
の
こ
ち
ら
側
、
あ
ち
ら
側

一
　
よ
り
良
き
意
識
と
経
験
的
意
識

　

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
鏡
を
手
掛
か
り
と
す
る
と
き
、〈
私
〉
は
ど
の
よ
う
に
分
裂
し
て
〈
鏡
の
こ
ち
ら
側
〉

と
〈
鏡
の
あ
ち
ら
側
〉
が
出
現
し
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
意
志
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
来
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
鏡
の
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
に
分
け
て
い
る
〈
私
〉
は
両
側
に
分
裂
し
て
来
る
地
点
で
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
意
識
の
分
裂
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
学
位
論
文
『
充
足
根
拠
律
の
四
重
の
根
』
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（
一
八
一
三
年
）
第
一
六
節
冒
頭
の
一
文
の
中
で
語
り
、
一
八
一
八
年
の
『
主
著
』
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
い
ず

れ
も
、
意
識
が
主
体
と
客
体
に
分
裂
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
分
裂
す
る
意
識
は
、
意
志
す
る
意
識
で

あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
認
識
す
る
意
識
で
あ
る
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。
鏡
の
比
喩
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
、
見
る

目
が
自
分
を
見
よ
う
と
し
て
自
分
を
対
象
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
対
象
化
さ
れ
分
裂
し
た
自
分
が
意
欲
す
る
も

の
で
あ
れ
ば
、
認
識
す
る
意
識
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
彼
は
学
位
論
文
第
二
版
（
一
八
四
七
）
で
は
学
位
論
文
初
版
に
加

筆
し
、「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
す
る

0

0

0

0

意
識
は
、····

主
体
と
客
体
に
分
裂
し···· 

」
と
い
う
具
合
に
、「
認
識
す
る
」
を
付

加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
意
志
が
現
れ
て
主
体
と
客
体
か
ら
な

る
表
象
界
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
認
識
主
体
の
分
裂
に
意
志
の
現
れ
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
学
位
論
文
と
主
著
の
間
の
時
期
、
と
り
わ
け
学
位
論
文
直
後
の
一
八
一
四
年
頃
の
遺
稿
に
目
を
向
け
よ
う（

6
（

。
と

い
う
の
も
、
学
位
論
文
と
主
著
で
は
、「
意
識
の
分
裂
」
と
い
う
言
葉
が
語
ら
れ
る
の
み
で
、
そ
の
内
実
、
と
り
わ
け

意
志
の
現
れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
学
位
論
文
直
後
の
遺
稿
に
手
掛
か
り
を
得
て
そ
の
関
係
を

推
定
し
う
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
分
裂
し
て
来
る
起
点
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
問
う
て
み
よ
う
。
認
識
す
る
意
識
が
主
体
と
客
体
に
分
裂
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
分
裂
す
る
以
前
の
意
識
は
、
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
意
志
の
現
れ
と
い
う
、
意
志

が
働
い
て
い
る
状
態
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
こ
で
、「
分
裂
す
る
以
前
」
と
い
う
問
い
方
自
体
が
、
意
識
の
分
裂
に

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、「
以
前
」
に
含
意
さ
れ
る
時
間
的
規
定
は
、
空
間
規
定
と
根
拠

律
と
共
に
、
主
体
と
客
体
か
ら
な
る
表
象
界
に
固
有
な
規
定
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
か
り
に
分
裂
以

前
の
意
識
状
態
を
語
る
な
ら
、
ど
こ
ま
で
も
表
象
界
の
側
か
ら
見
る
限
り
で
の
、
否
定
的
な
語
り
方
し
か
で
き
な
い
で
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あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
意
識
が
分
裂
す
る
以
前
の
状
態
と
は
、
も
は
や
以
前
と
い
う
時
間
規
定
そ
れ
自
体
が
な
く

0

0

、
そ

も
そ
も
表
象
界
に
固
有
な
主
体
と
客
体
の
区
別
の
な
い

0

0

状
態
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
否
定
的
な
語

り
方
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
跳
躍
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
一
九
一
四
年
前
後
の
遺
稿
で
そ
れ
を
「
よ
り

良
き
意
識
」
と
呼
び
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
こ
の
時
間
的
、
感
性
的
、
悟
性
的
な
世
界
に
は
、
な
る
ほ
ど
人
格
性
と
原
因
性
が
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ

ら
は
必
然
的
で
さ
え
あ
る
。	

―　
し
か
し
私
の
内
な
る
よ
り
良
き
意
識
は
、
人
格
性
も
原
因
性
も
、
さ
ら
に

は
も
は
や
主
体
も
客
体
も
な
い
世
界

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
中
へ
私
を
高
め
る
」（N

H
1,N

r.81

）。

　
「
よ
り
良
き
意
識
」
と
は
、「
私
の
内
な
る
」
意
識
で
あ
り
、「
主
体
も
客
体
も
な
い
世
界
の
中
へ
私
を
高
め
る
」
意

識
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
ま
た
、「
こ
の
よ
り
良
き
（
超
感
性
的
、
時
間
の
外
の
）
意
識
」（N

H
1,N

r.81

）、「
よ
り
良

き
永
遠
的
な
意
識
」（N
H
1,N

r.86

）
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
超
感
性
的
」、「
時
間
の
外
」、「
永
遠
的
」
と
い
う

形
容
も
受
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
世
界
の
意
識
は
、
主
体
と
客
体
に
分
裂
し
た
意
識
と
し
て
、「
こ
の
世
界（
す

な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
、
感
性
的
、
悟
性
的
な
、
時
間
と
空
間
の
中
の
意
識
）」（N

H
1,N

r.79

）、「
わ
れ
わ
れ

の
経
験
的
な
意
識
」（N

H
1,N

r.86

）、「
時
間
的
な
意
識
」（N

H
1,N

r.86

）
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
意
識
は
経
験
的
意
識
と
よ
り
良
き
意
識
に
区
分
さ
れ
、
二
項
対
立
的
な
連
関（
時
間
的
と
時
間
の
外
、

感
性
的
と
超
感
性
的
、
な
ど
）
の
中
で
、
経
験
的
意
識
は
一
方
の
項
（
時
間
的
、
空
間
的
、
感
性
的
、
悟
性
的
）
に
置

か
れ
、
よ
り
良
き
意
識
は
も
う
一
方
の
項
（
時
間
の
外
、
超
感
性
的
、
永
遠
的
）
に
置
か
れ
る
。
し
か
も
後
者
の
よ
り
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良
き
意
識
は
「
私
の
内
な
る
意
識
」
と
し
て
、「
主
体
も
客
体
も
な
い
世
界
の
中
へ
私
を
高
め
る

0

0

0

0

0

」
の
で
あ
る
。
経
験

的
意
識
が
主
体
と
客
体
に
分
裂
し
た
意
識
と
し
て
こ
の
表
象
界
の
意
識
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
よ
り
良
き
意
識····

は
、
や
は
り
、
主
体
と
客
体
に
分
裂
し
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0···· 

」（N
H
1,N

r.274

）
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
連
関
は
、
伝
統
的
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
現
象
界
と
イ
デ
ア
界
の
形
而
上
学
的
区
分
に
則
っ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
実
際
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
意
識
を
以
上
の
よ
う
に
形
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
に

つ
い
て
語
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
世
界
の
事
物
を····

観
想
す
る
や
否
や

0

0

0

0

0

0

0

、
瞬
時
に
、
主
体
性
は
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
悲
哀
の

源
は
消
滅
し
、
わ
れ
わ
れ
は
自
由
で
あ
り
、····

客
体
の
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
て
い
る
。····

時
間
的
な
意

識
か
ら
の
こ
の
解
放
は
、
永
遠
の
よ
り
良
き
意
識

0

0

0

0

0

0

を
後
に
残
す
の
で
あ
る
」（N

H
1,N

r.86

）。

こ
こ
で
彼
は
、
感
性
界
と
超
感
性
界
の
区
分
の
中
で
、
超
感
性
的
な
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
の
観
想
に
つ
い
て
語
っ
て
い

る
。
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
の
観
想
が
、
悲
哀
の
源
を
消
滅
さ
せ
、
時
間
的
な
意
識
か
ら
解
放
し
、
よ
り
良
き
意
識
を
後

に
残
す
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
苦
悩
か
ら
救
済
へ
向
か
う
、
彼
の
基
本
的
な
方
向
性
を
読
み
取

る
と
共
に
、
よ
り
良
き
意
識
を
観
想
に
よ
っ
て
救
済
に
至
る
意
識
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
よ
り
良
き
意

識（
本
来
の
浄
福
な
状
態
）」（N

H
1,N

r.274

）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
悲
哀
の
源
は「
主
体
性
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
の
「
主
体
性
」
は
、「
純
粋
に
客
体
的
な
観
想
」（N

H
1,N

r.86
）
に
対
置
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
時
間
的
、
感

性
的
な
制
約
を
受
け
た
状
態
を
示
し
て
い
る
。
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し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
苦
悩
と
救
済
と
い
う
連
関
の
中
で
の
、
よ
り
良
き
意
識
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
、
よ
り
良
き
意
識
は
救
済
に
連
関
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
の
微
妙
な
言
い
方
に
注
意
し
た

い
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
こ
の
意
識
を
比
較
級
で
語
り
、「
主
体
も
客
体
も
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

世
界
の
中
へ
私
を
高
め
る
」
と
言
う

と
共
に
、
こ
の
意
識
自
身
は
「
主
体
と
客
体
に
分
裂
し
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

」
と
語
り
、
瞑
想
を
具
体
的
状
態
に
挙
げ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
前
節
の
鏡
の
比
喩
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
よ
り
良
き
意
識
は
、
瞑
想
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
主
体
と
客
体
が
一
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

に
な
っ
た
意
識
状
態
と
し
て
、
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
主
体
も
客
体
も
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

救

済
へ
向
か
っ
て
よ
り
高
ま
っ
て
い
く
意
識
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
苦
悩
と
救
済
の
間
に
、
し
か
も
救
済

へ
高
ま
る
方
向
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
救
済
へ
の
高
ま
り
と
い
う
点
か
ら
、
浄
福
な
ど
、
救
済
と
同
じ

状
態
の
形
容
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
救
済
へ
の
高
ま
り
は
、
主
体
と
客
体
と
が
一
つ
の
状
態
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
意
識
と
は
言
っ

て
も
、
よ
り
良
き
意
識
は
、
表
象
界
に
お
け
る
感
性
・
悟
性
・
理
性
に
よ
る
意
識
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
カ

ン
ト
が
道
徳
を
実
践
理
性
の
事
柄
と
し
て
提
示
し
た
の
に
反
対
し
て
、「
理
性
」
を
「
最
高
の
よ
り
良
き
意
識
よ
り
も

低
い
位
置
に
あ
る
能
力
」（N

H
1,N

r.87

）
と
み
な
し
、
道
徳
を
理
性
で
は
な
く
よ
り
良
き
意
識
の
事
柄
と
し
て
位
置

づ
け
る
。

「
行
為
の
道
徳
的
な
も
の
を
理
性
か
ら
導
出
す
る
の
は
、
冒
涜
で
あ
る
。
道
徳
的
な
も
の
の
中
に
は
よ
り
良
き
意

識
が
語
り
出
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
良
き
意
識
は
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
を
超
え
た
高
み
に
あ
り
、
行
為
の
中
で
み
ず
か

ら
を
聖
性
と
し
て
現
し
、
真
の
世
界
救
済
で
あ
る
」（N

H
1,N

r.85
）。
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こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
時
の
彼
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
意
識
は
経
験
的
意
識
と
よ
り
良
き
意
識
に
区
分
さ

れ
、
一
方
の
経
験
的
意
識
は
感
性
、
悟
性
、
そ
し
て
理
性
と
し
て
現
れ
、
そ
こ
で
は
主
体
と
客
体
の
世
界
が
成
り
立

ち
、
こ
れ
に
対
し
て
よ
り
良
き
意
識
は
、
道
徳
的
な
も
の
、
さ
ら
に
は
聖
性
、
真
の
救
済
の
中
で
現
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
構
想
を
背
景
に
据
え
る
な
ら
、
学
位
論
文
（
第
一
版
）
は
、
因
果
律
を
主
体
の
超
越
論
的
制
約
と
し
た
カ

ン
ト
を
賞
賛
す
る
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
道
徳
的
行
為
を
実
践
理
性
の
問
題
と
し
た
カ
ン
ト
に
反
対
す
る
批
判
の
書
で

も
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
学
位
論
文
（
第
一
版
）
に
は
「
よ
り
良
き
意
識
」
と
い
う
用
語
さ
え
現
れ
て
い
な
い

点
を
顧
慮
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
自
然
の
生
成
の
み
な
ら
ず
人
間
の
行
為
も
根
拠
律
（
動
機
づ
け
）
に
従
っ
て
い
る
こ

と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
よ
り
良
き
意
識
」
の
た
め
の
場
所
を
、
つ
ま
り
「
道
徳
的
な
も
の
」、
さ
ら
に
は
「
真
の

世
界
救
済
」
の
た
め
の
場
所
を
別
途
確
保
す
る
た
め
の
書
で
あ
っ
た
、
と
も
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
「
信
仰
の

た
め
に
場
所
を
確
保
す
る（

7
（

」
た
め
の
書
と
し
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
一
層
徹
底
化
す
る
試
み
で
あ
っ
た
、
と
も
言
え

よ
う
。

　

し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
開
け
ら
れ
る
場
所
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
が
占
め
て
い
た
場
所
で
は

な
い
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
の
観
想
を
語
り
は
す
る
が
、
よ
り
良

き
意
識
は
経
験
的
意
識
に
対
し
て
超
越
的
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
意
識
全
体
を
球
に
喩
え
て
次
の
よ

う
に
言
う
。

「
わ
れ
わ
れ
の
意
識
全
体

0

0

0

0

を
一
つ
の
球
に
喩
え
る
な
ら
、
音
楽
は
中
心
の
最
も
近
く
に
あ
っ
て
半
径

0

0

が
最
も
短
い

遊
動

0

0

で
あ
り
、
そ
の
動
き
は
、
表
面
に
較
べ
て
（
長
い
半
径
の
部
分
よ
り
も
）
遥
か
に
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
。
そ
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う
で
あ
れ
ば
音
楽
は
、
よ
り
良
き
意
識

0

0

0

0

0

0

を
じ
か
に
鼓
舞
す
る
が
、
経
験
的
な
も
の
か
ら
最
も
遠
く
に
あ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
」（N

H
1,N

r.85

）。

こ
こ
で
は
、「
意
識
全
体
」
が
「
一
つ
の
球
」
に
喩
え
ら
れ
、
音
楽
は
経
験
的
な
も
の
か
ら
最
も
遠
く
、
む
し
ろ
中
心

に
最
も
近
く
に
あ
っ
て
、
よ
り
良
き
意
識
を
じ
か
に
鼓
舞
す
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
喩
え
か
ら
す
れ
ば
、
球
の

中
心
か
ら
表
面
の
外
側
へ
向
か
う
と
き
、
外
的
な
経
験
的
意
識
が
成
り
立
ち
、
逆
に
中
心
に
向
か
う
と
き
は
経
験
的
な

も
の
に
背
を
向
け
、
遠
ざ
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
音
楽
が
中
心
に
最
も
近
く
に
あ
っ
て
よ
り
良
き
意
識
を

じ
か
に
鼓
舞
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
良
き
意
識
は
、
よ
り
中
心
に
向
か
う
意
識
に
な
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
が
、「
私

の
内
な
る
よ
り
良
き
意
識
」
と
し
て
「
主
体
も
客
体
も
な
い
世
界
の
中
へ
私
を
高
め
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
良
き
意

識
が
向
か
う
球
の
中
心
は
、
主
体
と
客
体
と
い
う
相
対
性
の
枠
組
み
自
体
が
存
在
し
な
い
地
点
で
あ
る
。
し
か
も
球
の

回
転
運
動
か
ら
す
れ
ば
、
表
面
の
方
が
動
き
が
よ
り
激
し
く
な
る
の
に
対
し
て
、
中
心
は
動
き
の
無
い
静
寂
な
地
点
に

喩
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
鏡
の
比
喩
で
、
目
が
鏡
の
中
の
目
を
真
っ
直
ぐ
に
見
て
い
る
地
点
、
ち
ょ
う
ど
目
が
目
に
重

ね
合
わ
さ
っ
た
地
点
、
す
な
わ
ち
時
間
空
間
的
な
表
象
と
し
て
の
世
界
の
中
に
は
存
在
し
え
な
い
〈
点
〉
で
あ
る
。
逆

に
、
そ
の
〈
点
〉
に
表
象
と
し
て
の
世
界
は
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
無
で
あ
る
。
こ
こ
が
わ
れ
わ
れ
が

目
指
し
て
き
た
落
着
の
地
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
経
験
的
意
識
と
よ
り
良
き
意
識
、
こ
れ
ら
二
つ
の
意
識
は
、
光
／
視
線
の
折
れ
曲
り
に
よ
っ
て
鏡
の

世
界
が
こ
ち
ら
側
と
向
こ
う
側
に
分
か
れ
た
よ
う
に
、
意
識
が
向
か
う
方
向
性
の
違
い
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
彼
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
も
表
現
す
る
。
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「
こ
の
世
界
（
す
な
わ
ち
、
時
間
と
空
間
の
中
の
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
、
感
性
的
、
悟
性
的
な
意
識
）
は
、
よ

り
良
き
意
識
の
言
葉
に
従
わ
ず
、
そ
の
逆
の
方
向

0

0

0

0

に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
徳
と
禁
欲
に
背
を
向
け
た

0

0

0

0

0

も
の····

に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
」（N

H
1,N

r.79

）。

　

二
つ
の
意
識
は
二
つ
の
異
な
る
存
在
領
域
に
分
か
れ
て
並
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
意
識
が
観
想
に
よ
っ
て
よ
り

内
に
向
か
う
と
き
、
よ
り
良
き
意
識
と
名
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
と
は
逆
に
意
識
が
徳
と
禁
欲
に
背
を
向
け
て
外
に
向
か
っ

て
感
性
的
な
も
の
を
目
指
す
と
き
、
経
験
的
意
識
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
経
験
的
意
識
と
よ
り
良
き
意
識
の
違
い
は
、
意
識
が
志
向
す
る
方
向
の
違
い
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

双
方
の
連
関
は
、
形
而
上
学
的
な
物
自
体
と
現
象
の
区
分
な
ど
、
何
ら
か
の
領
域
区
分
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
意
識
の

方
向
性
の
転
換
あ
る
い
は
逆
転
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
点
に
着
眼
す
る
と
き
、
次
の
よ
う
な
見
解
は
誤
解
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
よ
り
良
き
意

識
が
分
裂
し
て
経
験
的
意
識
が
成
立
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
意
識
が
分
裂
す
る
以
前
の
状
態
は
よ
り
良
き
意
識
で
あ

る
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
本
節
冒
頭
で
「
分
裂
す
る
以
前
」
と
い
う
こ
と
を
否
定

的
な
語
り
方
で
理
解
し
た
さ
い
に
も
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
入
り
込
ん
で
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
見

解
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
今
や
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
分
裂
す
る
以
前
」
と
い
う
時
間
規
定
が
よ
り
良
き
意

識
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
に
加
え
、
二
つ
の
意
識
の
連
関
が
、
存
在
論
的
生
成
の
前
後
関
係
で
も
領
域
関
係
で
も
な

い
か
ら
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
苦
悩
に
満
ち
た
こ
の
現
実
か
ら
跳
躍
し
て
、
よ
り
良
き
意
識
に
よ
っ
て
目

指
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
現
実
の
意
識
を
超
え
た
彼
岸
的
存
在
で
は
な
く
、
こ
の
現
実
の
意
識
の
あ
り
方
の
方
向
転
換
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で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
何
ら
か
の
超
越
的
存
在
を
目
標
に
設
定
す
る
こ
と
な
く
、
本
節
の
冒
頭
で
立

て
た
問
い
「
意
識
は
ど
の
よ
う
に
分
裂
す
る
の
だ
ろ
う
か
」
を
、
改
め
て
次
の
よ
う
に
問
い
直
し
て
み
よ
う
。
経
験
的

意
識
は
よ
り
良
き
意
識
に
、
あ
る
い
は
逆
に
、
よ
り
良
き
意
識
は
経
験
的
意
識
に
、
ど
の
よ
う
に
方
向
転
換
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

二
　
意
識
の
分
裂

　

問
い
が
こ
の
よ
う
に
立
て
直
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
改
め
て
冒
頭
で
引
い
た
言
葉
を
見
直
し
て
み

よ
う
。
学
位
論
文
第
一
版
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
、
そ
れ
が
感
性
、
悟
性
、
理
性
と
し
て
現
象
す
る
限
り
、
主

体
と
客
体
に
分
裂
し
」、
と
言
わ
れ
て
い
た
。
意
識
が
分
裂
す
る
の
は
、「
そ
れ
が
感
性
、
悟
性
、
理
性
と
し
て
現
象

す
る
限
り
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
「····
限
り
」
と
い
う
限
定
に
注
目
す
る
な
ら
、
逆
に
、
感
性
等
と
し
て
現
象
し
な
い

限
り
意
識
は
分
裂
し
な
い
、
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
意
識
の
分
裂
は
そ
れ
が
感
性
等
と
し
て
現
象
す
る
か
否
か
に
か

か
っ
て
い
る
。
し
か
も
第
一
版
の
「
わ
れ
わ
れ
の
意
識
」
は
第
二
版
で
は
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
す
る
意
識
」
と
加
筆
さ

れ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
意
識
の
認
識
に
は
、
主
体
と
客
体
に
分
裂
し
た
限
り
で
の
認
識
と
、
そ
う
で
な
い
認
識
が

あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
経
験
的
意
識
の
認
識
で
あ
り
、
後
者
は
よ
り
良
き
意
識
の
観
想
で
あ
ろ

う
。
こ
の
点
か
ら
入
り
直
し
て
み
よ
う
。
改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
二
つ
の
意
識
の
方
向
転
換
で
あ
る
。

　

意
識
が
感
性
、
悟
性
、
理
性
と
し
て
現
れ
る
と
き
、
そ
の
中
で
も
感
性
が
「
外
的
お
よ
び
内
的
感
性
（
受
容
性
）」

と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
器
官
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
意
識
の
こ
の
よ
う
な
現
れ
は
、
意
識
が
ま
さ
し
く
感
覚
器
官
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を
介
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
の
も
の
に
向
か
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
あ
る
い
は
、
意
識
が
外
に
向
か
う
こ
と
が
、
意
識
が

感
性
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
、
感
覚
的
な
も
の
の
受
容
は
直
観

に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
直
観
は
ま
た
感
性
的
で
あ
る
。
そ
し
て
悟
性
的
に
捉
え
ら
れ
た
も
の
は
、
ま
た
、
理
性
的
に
捉
え

ら
れ
る
。
か
く
し
て
感
性
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
、
主
体
に
対
す
る
個
々
の
客
体
と
し
て
認
識
の
対
象
に
な
る
。
こ
こ

に
、
主
体
に
対
す
る
客
体
が
、
ま
た
客
体
に
対
す
る
主
体
が
成
立
す
る
。
要
す
る
に
、
意
識
が
感
覚
器
官
を
介
し
て
外

に
向
か
う
限
り
、
ま
た
感
性
的
な
も
の
が
感
覚
器
官
を
介
し
て
現
れ
る
限
り
、
意
識
は
主
体
と
客
体
に
分
裂
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
経
験
的
意
識
の
在
り
方
で
あ
る
。
意
識
が
経
験
的
意
識
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
感
覚
を
介
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
端
的
に
言
え
ば
、
経
験
的
意
識
は
身
体
的
で
あ
る
。〈
私
〉
の
個
体
的
な
身
長
や
体
重
の
違
い

に
よ
っ
て
す
ら
、
表
象
的
感
受
的
意
志
的
に
形
成
さ
れ
る
〈
私
の
現
実
〉
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
意
識
が
外
か
ら
内
へ
方
向
転
換
す
る
と
き
、
意
識
は
感
性
的
な
も
の
を
目
指
さ
な
い
が
ゆ
え
に
、
感

性
、
悟
性
、
理
性
と
し
て
現
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
主
体
と
客
体
に
分
裂
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
意
識
は
よ
り
良
き
意
識

と
し
て
、
感
性
的
時
間
的
な
個
々
の
事
物
で
は
な
く
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
を
観
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を

「
純
粋
な
認
識
主
体
」
と
も
呼
ぶ
。
す
な
わ
ち
、「
観
想
す
る
人
は
、····

純
粋
な
認
識
主
体
で
あ
り
、
個
体
性
と
そ
の

原
理
か
ら
自
由
で
あ
る
」（N

H
1,N

r.217

）。
し
た
が
っ
て
、
経
験
的
意
識
が
身
体
的
で
あ
り
、
観
想
す
る
人
は
身
体

を
持
っ
て
い
て
も
、
身
体
を
介
さ
ず
に
認
識
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
意
識
の
方
向
転
換
は
、
認
識
が
身
体
を
介
す
る
か

否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
身
体
を
介
さ
な
い
認
識
と
は
、
目
を
開
け
な
が
ら
目
で
見
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
身
体
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
彼
は
学
位
論
文
第
一
版
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
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「
自
分
の
身
体
」
は
認
識
主
体
に
対
し
て
「
直
接
的
な
客
体
」
で
あ
り
、
他
の
客
体
は
「
身
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ

れ
て
い
る
」（SW

7,36

）。
す
な
わ
ち
、「
た
と
え
ば
、
私
の
手
が
私
と
は
別
の
客
体
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
客
体
が
私
の
手
に
作
用
す
る
こ
と
を
私
が
認
識
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
客
体
を
空
間
の
中
に
現
前
す

る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
と
き
、
私
の
手
は
私
の
直
接
的
な
客
体
で
あ
る
」（SW

7,32,A
nm

2

）。

　

こ
こ
に
は
主
体
と
客
体
、
客
体
と
客
体
の
相
対
的
な
連
関
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
表
象
界
の
認
識
の
あ
り
方
が
よ

く
現
れ
て
い
る
。
こ
の
現
実
は
個
々
の
も
の
が
独
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、

デ
ィ
ル
タ
イ
が
言
う
よ
う
に
、
相
互
作
用
（
抵
抗
経
験
）
と
い
う
相
対
的
な
連
関
を
通
し
て
個
々
の
も
の
が
個
々
の
も

の
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
の
身
体
が
そ
れ
と
し
て
私
に
認
識
さ
れ
る
の
は
、
右
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
私

と
は
別
の
客
体
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
そ
の
客
体
に
よ
っ
て
私
が
作
用
さ
れ
る
こ
と
を
私
が
内
的
に
知
覚
す

る
と
同
時
に
そ
の
客
体
を
外
的
に
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
触
れ
る
／
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
相
互
作
用
の
中

で
私
の
身
体
と
同
時
に
客
体
が
私
に
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
は
主
体
と
客
体
に
分
裂
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
は
、
表
象
界
に
お
け
る
認
識
の
経
路
は
内
的
知
覚
と
外
的
知
覚
の
二
つ
の

経
路
が
あ
り
、
同
時
に
働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
自
分
の
身
体
を
特
定
す
る
こ
と
さ
え
で

き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
二
つ
の
経
路
の
う
ち
ど
ち
ら
か
一
方
が
な
け
れ
ば
、
身
体
は
存
在
し
て
い
て

も
、
身
体
が
〈
私
の
身
体
〉
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
状
態
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
鏡
の
比
喩
か
ら
す
れ
ば
、
目
が
内
的
知

覚
に
よ
っ
て
目
自
身
を
対
象
化
し
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
反
省
と
い
う
〈
内
な
る
鏡
〉
が
消
滅
す
る
状
態
で
あ
ろ
う
。

そ
の
状
態
こ
そ
、
主
体
と
客
体
が
一
つ
に
な
っ
た
瞑
想
の
状
態
、
よ
り
良
き
意
識
の
状
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
で
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あ
れ
ば
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
経
路
は
外
的
知
覚
の
み
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
〈
私
の
身
体
〉
は
特
定
さ
れ
ず
、
身
体
が

あ
っ
て
も
〈
私
の
身
体
〉
を
介
さ
な
い
身
体
的
外
的
知
覚
と
し
て
の
認
識
が
生
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
の

よ
う
な
よ
り
良
き
意
識
の
状
態
の
と
き
、
身
体
的
外
的
知
覚
が
外
を
向
き
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
内
的
に
自
己
を
知
覚
し

て
い
た
反
省
意
識
は
消
滅
し
て
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
意
識
は
方
向
転
換
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
鏡
の
比
喩
を
思
い
起
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
自
分
の
身
体
を
特
定
す
る
た
め
に
、

身
体
を
動
か
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
動
か
そ
う
と
す
る
意
欲
を
内
的
に
知
覚
し
、

他
方
で
、
そ
れ
に
一
致
し
た
客
体
を
〈
私
の
身
体
〉
と
し
て
外
的
に
知
覚
す
る
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
表
象
界
の
中

で
〈
私
の
身
体
〉
に
よ
る
〈
私
の
行
為
〉
が
可
能
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
れ
は
、
内
的
な
意
欲
に
合
う
よ
う
に
外

的
に
知
覚
・
認
識

0

0

さ
れ
る
客
体
を
意
志
的

0

0

0

な
行
為
の
主
体
と
し
て
特
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
、
あ
る
身
体
を
自
分
の
身
体
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
、
主
体
と
客
体
へ
の
認
識
す
る
意
識
の
分
裂
で
あ
り
、
同

時
に
、
意
志
の
身
体
へ
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
身
体
を
「
認
識

の
直
接
的
客
体
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
意
欲
の
直
接
的
客
体
」
で
あ
る
と
語
る
の
で
あ
る
（SW

7,114

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
意
識
の
分
裂
は
同
時
に
意
志
の
現
れ
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
に
よ
っ
て
、
身
体
は
た
ん
な
る
客
体
で

な
く
行
為
主
体
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
こ
で
は
、
経
験
的
意
識
の
二
つ
の
経
路
は
、
た
と
え

内
的
知
覚
で
あ
っ
て
も
、
外
へ
向
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
内
的
知
覚
は
、
意
欲
す
る
も
の
を
内
的
に
知
覚
す
る

が
、
意
欲
は
身
体
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
意
志
的
・
身
体
的
な
行
為
主
体
と
し
て
、
外
に
あ
る
他
の
客
体
を
目
指
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
内
的
知
覚
は
内
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
内
で
折
れ
曲
っ
て
外
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
〈
内
な
る
鏡
〉
の
折
れ
曲
り
（
反
省
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
先
の
問
い
に
こ
う
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
経
験
的
意
識
は
外
的
知
覚
は
も
ち

ろ
ん
内
的
知
覚
も
外
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
よ
り
良
き
意
識
の
方
向
転
換
が
明
瞭
に
な
る
。
そ
れ
は

〈
私
の
身
体
〉
を
介
さ
な
い
で
認
識
す
る
こ
と
と
し
て
、
外
的
知
覚
は
身
体
的
に
外
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
内
的
知
覚

は
意
欲
か
ら
外
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
方
向
転
換
し
て
、
意
欲
に
背
を
向
け
て
内
側
へ
、
そ
し
て
中
心
を
目
指
す
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
よ
り
良
い
意
識
は
身
体
に
背
を
向
け
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
意
欲
す
る
意
志
に
背

を
向
け
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
志
の
否
定
で
あ
る
。
身
体
が
、
し
た
が
っ
て
表
象
界
が
、
否
定
さ
れ
消
滅
す
る

わ
け
で
は
な
い
。

　

意
志
の
否
定
は
、
意
識
の
方
向
転
換
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
意
志
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
ニ
ー
チ
ェ
そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
分
岐
点
が
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
浄
福
な
認
識

0

0

0

0

0

の
直
接
的
客
体
と
し
て
の
身
体
と
浄
福
で
な
い
意
志

0

0

0

0

0

0

0

の
現
れ
と
し
て
の
身
体
が
一
つ
で
あ
る
と
い

う
同
一
性
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
」（N

H
1,N

r.220

）。

こ
こ
で
も
身
体
は
認
識
と
意
欲
の
両
面
か
ら
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
が
「
浄
福
な
認
識
」
と
「
浄
福
で
な
い
意
志
」
と
い
う

具
合
に
形
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、「
無
限
な
認
識
主
体
」
と
「
困
窮
し
た
苦
悩
す
る
意
欲
主
体
」
と
い
う
対

置
と
し
て
も
語
ら
れ
る
（N

H
1,N

r.220

）。
前
者
は
ま
た
「
純
粋
な
認
識
主
体
」
と
も
言
わ
れ
、
後
者
に
は
「
願
い
、

努
力
、
望
み
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
（N

H
1,N

r.220

）、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
肉
付
け
さ
れ
る
。「
本
来
の
意
志
、····

つ
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ま
り
認
識
か
ら
分
離
さ
れ
た
意
志
は
、
生
き
ん
と
す
る
暗
く
鈍
い
衝
動
で
あ
り
、
こ
の
衝
動
は
純
粋
な
性
欲
に
お
い
て

も
っ
と
も
強
く
語
り
だ
さ
れ
て
い
る
」（N

H
1,N

r.362

）。

　

こ
こ
に
現
れ
て
い
る
連
関
「
浄
福
な
認
識
：
浄
福
で
な
い
意
志
」、「
無
限
な
認
識
主
体
：
困
窮
し
た
苦
悩
す
る
意
欲

主
体
」、「
純
粋
な
認
識
主
体
：
願
い
・
努
力
・
望
み
」、
さ
ら
に
は
「
認
識
：
本
来
の
意
志
、
鈍
い
衝
動
、
性
欲
」、
こ

の
よ
う
な
連
関
が
、
よ
り
良
き
意
識
と
経
験
的
意
識
の
連
関
の
具
体
相
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
無
限
な
認
識
主
体
」
と

「
困
窮
し
た
苦
悩
す
る
意
欲
主
体
」
と
の
対
置
は
、「
禁
欲
」
と
「
性
欲
」
と
い
う
対
置
と
し
て
も
現
れ
る
。
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
の
「
本
来
の
意
志
」
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
善
意
志
と
し
て
自
律
し
た
実
践
理
性
で
は
な
く
、

「
性
欲
」
と
し
て
最
も
強
く
現
れ
る
「
生
き
ん
と
す
る
暗
く
鈍
い
衝
動
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
身
の
立
法
に
従
っ
て
「
汝

な
す
べ
し
」
と
知
性
化
さ
れ
て
い
な
い
「
本
来
の
意
志
」
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
可
視
化
と
い
う
用
語
と
共
に
初
め

て
語
ら
れ
た
の
は
、
遺
稿
を
見
る
限
り
、
イ
エ
ス
の
身
体
と
の
対
置
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
す
べ
て
の
悪
、
す
べ
て
の
罪
深
い
素
質
か
ら
ま
っ
た
く
自
由
な
人
間
で
あ
っ
た····

と

わ
れ
わ
れ
が
み
な
す
の
で
あ
れ
ば
、（
罪
深
い
素
質

0

0

0

0

0

は
身
体
を
も
っ
て
本
来
的
必
然
的
に
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

じ
つ
に
身
体

0

0

は
、
身
体
化
さ
れ
可
視
化
さ
れ
た
罪
深
い
素
質

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
）　

―　
イ
エ
ス
の
身
体

は
も
ち
ろ
ん
、
か
り
の
身
体
と
の
み
名
づ
け
ら
れ
る
」（N

H
1,N

r.188

）。

こ
こ
で
身
体
は
「
罪
深
い
素
質
」
の
「
可
視
化
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
素
質
」
は
、
カ
ン
ト
で
あ
れ
ば
、
善

意
志
に
基
づ
く
行
為
と
は
反
対
に
、
感
覚
を
介
し
て
悪
に
傾
く
感
性
的
に
制
約
さ
れ
た
意
志
（
衝
動

（
（
（

）
に
な
る
。
こ
れ
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に
対
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
身
体
を
、
実
践
理
性
に
よ
っ
て
道
徳
的
に
行
為
す
る
身
体
と
し
て
で
は
な
く
、

「
罪
深
い
」
欲
求
の
可
視
化
と
し
て
ま
ず
経
験
し
、
そ
し
て
こ
こ
か
ら
救
済
を
求
め
、
そ
の
よ
り
良
き
意
識
の
具
体
相

を
イ
エ
ス
の
「
か
り
の
身
体
」
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
衝
動
と
し
て
生
き
ん
と
意
欲
す
る
こ

と
は
、
そ
の
欲
求
充
足
の
た
め
に
諸
対
象
を
追
い
求
め
る
身
体
的
行
為
と
な
り
、
主
体
に
よ
る
客
体
の
認
識
は
そ
の
た

め
の
道
具
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
イ
エ
ス
の
よ
り
良
き
意
識
の
「
無
限
な
認
識
主
体
」
の
逆
方
向
に
対
置
さ
れ
る

の
は
、「
苦
悩
す
る
意
欲
主
体
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

か
く
し
て
、「
苦
悩
す
る
意
欲
主
体
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
現
実
は
、
苦
悩
の
世
界
と
な
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
は
、
こ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
罪
深
き
意
欲
す
る
も
の
に
背
を
向
け
、
浄
福
な
認
識
を
希
求
す
る
。
そ
れ
が
意
志
の
否

定
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
問
い
か
ら
す
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
や
デ
ィ
ル
タ
イ
に
は
見
出
せ
な
い
可

能
性
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
意
志
の
否
定
に
よ
る
方
向
転
換
が
目
指
す
、
球

と
い
う
こ
の
現
実
の
中
心
点
、
落
ち
着
き
処
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や
、
意
志
は
現
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
　
意
志
の
現
れ

　

よ
り
良
き
意
識
に
お
い
て
意
志
の
現
れ
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
こ
で
も
な
お
意
志

が
現
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
欲
望
」、「
性
欲
」
そ
し
て
「
生
き
ん
と
す
る
暗
く
鈍
い
衝
動
」
に
対
し
て
、
ど
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
学
位
論
文
第
一
版
の
中
で

提
示
さ
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
連
関
、
す
な
わ
ち
、
経
験
的
性
格
と
叡
知
的
性
格
の
対
置
を
取
り
上
げ
よ
う
。
と
い
う

の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
意
志
に
叡
知
的
性
格
が
帰
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
方
の
経
験
的
性
格
は
、
字
義
通
り
に
、
経
験
的
に
知
ら
れ
る
わ
れ
わ
れ
各
人
の
性
格
を
意
味
す

る
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
こ
れ
は
、「
時
間
の
外
に
あ
っ
て
決
し
て
認
識
さ
れ
な
い
、
い
わ
ば
恒
久
的

0

0

0

な
意
志
主
体

0

0

0

0

0

の
状
態
の
現
れ
」（SW

7,119

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
恒
久
的
な
意
志
主
体
の
状
態
」
が
も
う

一
方
の
叡
智
的
性
格
で
あ
り
、
こ
れ
が
時
間
の
中
で
現
れ
た
も
の
が
経
験
的
性
格
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
は
一
年
後
の

遺
稿
に
も
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

「
私
は
時
間
の
外
に
あ
る
意
志
作
用

0

0

0

0

を
叡
智
的
性
格
と
名
づ
け
た
。
そ
し
て
か
か
る
意
志
作
用
の
展
開
が
、
時
間

の
中
で
の
生
、
経
験
的
性
格
に
お
け
る
生
で
あ
る
」（N

H
1,N

r.241

）。

　

こ
こ
で
は
「
意
志
主
体
の
状
態
」
が
「
意
志
作
用
」
と
さ
れ
る
。
意
志
主
体
は
意
志
作
用
と
し
て
あ
る
。
こ
れ
ら
を

経
験
的
性
格
の
側
か
ら
見
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
知
覚
さ
れ
る
の
は
内
的
な
意
欲
と
外
的
な
身
体
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
行
為
と
し
て
時
間
の
中
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
行
為
主
体
の
性
格
は
経
験

的
に
知
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
身
体
的
行
為
は
知
覚
さ
れ
、
そ
の
行
為
主
体
の
性
格
は
経
験
的
に
知
ら
れ
る
が
、
時
間

を
貫
い
て
展
開
し
て
い
る
行
為
主
体
の
働
き
そ
の
も
の
は
知
覚
さ
れ
ず
不
可
視
で
あ
る
。
目
は
目
を
見
な
い
の
で
あ

り
、
見
る
と
い
う
働
き
は
不
可
視
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
働
き
を
意
志
作
用
と
す
る
の
で
あ
る
。
叡
知
的
性
格
と
し
て
の

意
志
作
用
は
非
感
性
的
で
不
可
視
で
あ
る
が
、
時
間
の
中
で
展
開
し
て
初
め
て
そ
の
存
在
が
類
比
さ
れ
る
、
と
言
え
よ

う
。「
時
間
の
外
」
と
い
う
表
現
も
こ
の
意
味
で
理
解
で
き
よ
う
。
彼
に
と
っ
て
「
叡
智
的
」
と
は
経
験
的
性
格
を
超

越
し
た
「
外
」
に
で
は
な
く
、
可
視
的
か
不
可
視
的
か
と
い
う
現
れ
方
、
認
識
の
仕
方
の
違
い
を
意
味
し
て
い
る
の
で
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あ
る
。
そ
れ
は
砂
鉄
の
動
き
に
磁
力
の
存
在
を
理
解
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
暗
い
衝
動
や
快
や
痛
み
な
ど
は
、
内
的
に
知
覚
さ
れ
る
意
欲
と
し
て
、
時
間
の
外
の
不
可
視
の
意

志
作
用
が
時
間
的
可
視
的
に
現
れ
た
も
の
に
な
る
。
か
く
し
て
こ
こ
に
は
三
つ
の
局
面
が
取
り
出
さ
れ
る
。
時
間
の
外

の
意
志
主
体
の
作
用
（
叡
知
的
性
格
）、
そ
し
て
こ
の
作
用
が
時
間
の
中
で
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
的
に
知
ら

れ
る
現
象
（
各
人
の
経
験
的
性
格
：
山
本
は
短
気
だ
、
な
ど
）
と
内
的
外
的
に
知
覚
可
能
な
現
象
（
意
欲
、
身
体
的
行

為
：
山
本
は
よ
く
怒
鳴
る
、
な
ど
）、
以
上
の
三
つ
で
あ
る（

9
（

。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
叡
知
的
性
格
、
よ
り
良
き
意
識
、
意
志
主
体
の
作
用
、
純
粋
な
認
識
主
体
、
こ
れ
ら
は
み
な

時
間
の
外
に
あ
る
と
い
う
点
で
一
つ
に
溶
け
合
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
各
々
に
固
有
な
働
き
と
相
互

の
連
関
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
ふ
た
た
び
、
鏡
の
比
喩
を
手
が
か
り
に
し
て
み
よ
う
。
鏡
と
鏡
を
見
る

も
の
に
つ
い
て
、『
主
著
』
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

「
意
志
全
体
の
比
類
な
き
自
己
認
識
が
、
表
象
全
体
で
あ
り
、
直
観
可
能
な
全
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
志
の
客

体
性
、
顕
示
、
鏡
で
あ
る
」（SW

2,96

）。
で
は
誰
が
鏡
を
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
生
は
意
志
を
映
す
鏡
で
あ
り
、
そ
の
鏡
に
明
瞭
に
意
志
を
見
て
取
る
の
は
、
意
志
か
ら
自
由
な
認
識
で
あ
る
」

（SW
2,328

）。

す
な
わ
ち
、
意
志
主
体
が
表
象
界
に
現
れ
る
と
き
、
表
象
は
意
志
を
映
し
出
す
鏡
と
な
り
、
そ
の
鏡
を
見
て
い
る
の
は

意
志
か
ら
自
由
な
認
識
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
通
例
、
私
が
鏡
（
表
象
界
）
に
自
分
の
姿
を
映
し
出
す
（
可
視
化
す
る
）
と
き
、
鏡
を
見
て
い
る
も
の

と
、
鏡
に
映
っ
て
い
る
像
は
、「
同
じ
私
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
意
志
と
表
象
の
場
合
は
そ

う
な
っ
て
い
な
い
。
鏡
（
表
象
界
）
に
み
ず
か
ら
を
映
し
出
す
（
可
視
化
す
る
）
の
は
意
志
で
あ
り
、
し
か
し
鏡
を
見

て
い
る
の
は
「
意
志
か
ら
自
由
な
認
識
」
で
あ
る
。
同
じ
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が
、
鏡
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
転
化

す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
鏡
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
名
づ
け
よ
う
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
、
実
際
に
私
が
鏡
を
見
る
場
合

に
も
生
じ
る
。
そ
れ
が
同
じ
私
で
あ
っ
て
も
、
左
右
は
反
転
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
意
志
」
か
ら
「
意

志
か
ら
自
由
な
認
識
」
へ
の
転
化
は
、
こ
の
左
右
反
転
と
同
種
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
鏡
の
像
は
光
の
反
射
に
よ
っ
て

反
転
す
る
が
、
意
志
は
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
ぜ
認
識
に
転
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
い
を
携

え
て
遺
稿
に
遡
っ
て
み
よ
う
。

　

一
八
一
四
年
の
遺
稿
に
は
、
右
に
見
た
主
著
と
同
趣
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
人
間
と
動
物
の
身
体
は
、
現
象
の
中
で
の
彼
の
意
志
に
、
つ
ま
り
空
間
の
中
で
客
体
と
な
っ
た
彼
の
意
志
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
彼
の
生
は
、
時
間
の
中
で
の
こ
の
意
志
の
展
開
で
あ
り
、
彼
の
自
己
認
識
で
あ
り
、
彼
自
身
の
歴

史
的
現
れ
で
あ
り
、
彼
の
叡
智
的
性
格
で
あ
る
時
間
の
外
の
主
題
に
基
づ
く
変
奏
で
あ
り
、
彼
が
彼
自
身
（
す
な

わ
ち
彼
の
意
志
）
を
見
て
驚
愕
す
る
こ
と
に
な
る
鏡
で
あ
る
」（H

N
1,N

r.242

）。

こ
こ
で
も
主
著
と
同
様
に
、
意
志
は
鏡
（
生
）
に
映
し
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、
身
体
を
軸
に
し
て
語
ら
れ
て

い
る
。
身
体
に
着
眼
す
る
な
ら
、
身
体
が
「
空
間
の
中
で
客
体
と
な
っ
た
意
志
」
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
で
の
生
は
身
体
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的
生
で
あ
り
、
鏡
に
喩
え
ら
れ
る
の
も
身
体
的
生
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
先
に
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
意
志
が
「
時

間
の
中
」
で
展
開
し
た
の
が
経
験
的
性
格
の
生
で
あ
り
、
し
か
も
直
接
的
に
内
的
に
知
覚
さ
れ
る
の
は
意
欲
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
生
が
空
間
的
時
間
的
に
身
体
的
生
で
あ
る
以
上
、
意
志
は
、
空
間
的
外
的
に
は
身
体
と
し
て
現
れ
、

時
間
的
内
的
に
は
意
欲
と
し
て
現
れ
る
。
そ
し
て
前
者
は
外
的
知
覚
に
よ
っ
て
、
後
者
は
内
的
知
覚
に
よ
っ
て
把
握
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
れ
方
の
違
い
、
そ
れ
に
対
応
し
た
把
握
の
仕
方
の
違
い
か
ら
、
鏡
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。（
以
下
、
本
書
二
九
三
頁
図
を
参
照
）

　

意
志
が
身
体
と
し
て
現
れ
、
身
体
が
意
志
を
映
す
鏡
に
喩
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
意
志
は
光
源
に
喩
え
ら
れ
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
意
志
を
光
源
に
し
た
光
は
、
身
体
を
鏡
に
し
て
反
射
し
、
鏡
を
見
て
い
る
人
の
眼
に
届
く
。
こ
の
と

き
、
鏡（
身
体
）
に
は
光
源（
意
志
）
が
映
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
彼
が
言
う「
意
志
と
身
体
と
の
同
一
性
」
が
成
り
立
っ

て
い
る
。

　

こ
の
場
合
に
注
意
し
た
い
の
は
、
鏡
を
反
射
点
と
し
て
入
射
光
と
反
射
光
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
、
意
志
を
光
源
に
し
た
光
が
身
体
（
行
為
）
と
い
う
鏡
に
入
射
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
は
、
意
志
が
意
欲
す

る
も
の
と
し
て
内
的
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
こ
の
内
的
知
覚
が
な
け
れ
ば
、
意
志（
光
）

に
つ
い
て
何
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
こ
の
場
合
に
、
光
が
鏡
へ
入
射
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
人
射
光
を

知
覚
す
る
た
め
に
は
、
光
が
反
射
し
、
そ
の
反
射
光
を
も
知
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
入
射
側
か
ら
見
て

い
る
の
が
意
欲
の
内
的
知
覚
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
実
際
に
入
射
し
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
反
射
し
た
こ
と
を
確
か
め
る

た
め
に
は
、
反
射
側
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
見
て
初
め
て
、
入
射
が
確
認
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が

同
じ
光
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
射
光
を
知
覚
す
る
こ
と
が
、
鏡
を
見
る
こ
と
、
つ
ま
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り
身
体
を
知
覚
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
あ
る
身
体
を
自
分
の
身
体
と
し
て
捉
え
る
た
め

に
は
、
意
欲
す
る
も
の
を
内
的
に
知
覚
す
る
同
時
に
そ
れ
が
現
象
し
た
身
体
を
外
的
知
覚
に
よ
っ
て
特
定
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

鏡
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
く
鍵
と
な
る
の
は
、
鏡
を
反
射
点
と
し
た
入
射
光
と
反
射
光
の
現
れ
の
仕
方
に
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
意
志
の
現
れ
に
お
い
て
入
射
光
も
反
射
光
も
同
じ
光
で
あ
る
が
、
前
者
は
内
的
に
意
欲
と
し
て
現
れ
、
後
者

は
外
的
に
身
体
と
し
て
現
れ
る
。
同
じ
光
で
あ
っ
て
も
、
入
射
角
／
反
射
角
の
開
き
の
ゆ
え
に
、
し
た
が
っ
て
反
省
の

〈
ず
れ
〉
の
ゆ
え
に
、
現
れ
方
は
鏡
を
境
に
し
て
異
な
る
。
か
く
し
て
、
入
射
光
の
光
源
が
意
志
で
あ
っ
て
も
、
鏡
に

映
っ
た
像
を
認
識
す
る
の
は
、
鏡
の
反
射
光
を
捉
え
る
外
的
知
覚
で
あ
り
、
身
体
を
介
し
て
主
体
と
客
体
と
に
分
裂
し

た
認
識
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
志
の
現
れ
に
お
い
て
、
意
志
主
体
は
身
体
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
主

体
に
転
化
し
、
こ
の
転
化
に
よ
っ
て
こ
そ
、
意
志
の
自
己
認
識

0

0

0

0

0

0

0

が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
鏡
に
映
っ
た
反
転
像

が
私
で
あ
る
と
い
う
私
の
自
己
認
識
と
同
様
で
あ
る
。
意
志
の
自
己
認
識
と
は
、
意
志
が0

意
志
を0

認
識
す
る
こ
と
と
し

て
、
意
志
主
体
が
身
体
（
鏡
）
を
介
し
て
認
識
主
体
に
転
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
反
転
・
転
化
を
惹
起
す
る

の
は
反
射
・
反
省
の
〈
ず
れ
〉
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
同
時
に
、
よ
り
良
き
意
識
が
方
向
転

換
し
て
中
心
に
向
か
う
と
き
の
意
志
の
現
れ
方
に
つ
い
て
も
回
答
を
与
え
て
く
れ
る
。
ま
ず
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
意

識
が
中
へ
中
へ
と
中
心
を
目
指
し
て
進
む
こ
と
は
、
け
っ
し
て
身
体
（
鏡
・
生
）
に
背
を
向
け
、
外
側
の
世
界
に
も
背

を
向
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
二
つ
の
知
覚
経
路
の
う
ち
の
内
的
知
覚
が
、
意
欲
す
る
も
の
か
ら
中
心
へ
向
け
て
方
向
転

換
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
方
向
転
換
に
お
い
て
よ
り
良
き
意
識
が
意
欲
す
る
も
の
（
経
験
的
性
格
）
に
背
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を
向
け
る
こ
と
は
、
意
志
主
体
と
し
て
の
意
志
作
用
（
叡
智
的
性
格
）
が
意
欲
へ
と
現
れ
る
こ
と
に
背
を
向
け
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
方
向
転
換
で
は
、
意
志
作
用
は
意
欲
に
現
れ
る
こ
と
が
無
く
、
直
接
的
に
身
体
に

現
れ
、
行
為
主
体
と
し
て
外
側
の
客
体
に
向
か
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
う
意
志
の
否

定
に
お
け
る
意
志
の
現
れ
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
意
志
作
用
が
意
欲
を
介
さ
ず
に
現
れ
る
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
認
識
主
体
が
意
欲
す
る
も
の
に
背

を
向
け
て
中
心
を
目
指
す
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
反
省
作
用
に
よ
る
内
な
る
鏡
が
、
し
た
が
っ
て
〈
ず
れ
〉
が

消
滅
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
鏡
の
比
喩
で
、
入
射
角
と
反
射
角
が
零
度
に
な
り
、
認
識
主
体
と
意
志
主

体
が
一
つ
に
な
り
、
光
／
視
線
が
一
本
の
筋
に
な
っ
て
鏡
に
反
射
し
て
い
る
状
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
〈
私
の

目
〉
が
鏡
に
映
る
〈
私
の
目
〉
を
見
入
る
状
態
で
あ
る
。
内
的
な
意
欲
に
背
を
向
け
て
目
指
す
球
の
中
心
と
は
、
外
的

な
鏡
に
映
る
〈
私
の
目
〉
の
中
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
意
志
の
自
己
認
識
は
、
こ
こ
で
、
完
全
に
な
る
。

　

球
の
比
喩
で
よ
り
良
き
意
識
が
目
指
し
て
い
る
球
の
中
心
は
、
鏡
の
比
喩
で
は
、
光
／
視
線
が
一
本
の
筋
に
な
っ
て

鏡
に
反
射
す
る
反
射
点
、〈
私
の
目
〉
の
中
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、「
困
窮
し
た
苦
悩
す
る
意
欲
主
体
」
で

は
な
く
、
意
志
作
用
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
「
無
限
な
認
識
主
体
」
が
行
為
主
体
と
な
る
。
こ
れ
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
に
お
い
て
は
聖
人
が
実
現
し
て
い
る
落
着
で
あ
る
。
か
く
し
て
先
に
挙
げ
た
連
関
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

経
験
的
意
識　
　

相
対
：
表
象
：
必
然
：
行
為
：
意
欲
主
体
：
意
志
の
肯
定　
　
　

可
視
化

よ
り
良
き
意
識　

自
体
：
意
志
：
自
由
：
落
着
：
認
識
主
体
：
意
志
の
否
定　
　
　

聖　
　
　
　

人　

？　

：
？　

：
自
由
：
落
着
：
認
識
主
体
：
意
志
の
自
己
認
識　

可
視
化
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こ
の
連
関
を
形
成
し
て
い
る
原
理
は
、
よ
り
良
き
意
識
を
導
い
て
聖
人
の
境
域
へ
達
す
る
原
理
、
す
な
わ
ち
意
志
の
否

定
そ
し
て
意
志
の
完
全
な
自
己
認
識
と
し
て
の
意
志
の
現
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
鏡
の
比
喩
か
ら
見
る
な
ら
、
落
着

は
こ
の
現
実
を
超
え
た
彼
岸
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
現
実
の
〈
直
中
〉
で
、
す
な
わ
ち
、
鏡
に

映
る
〈
私
の
目
〉
を
見
る
〈
私
の
目
〉
の
中
で
、
あ
る
い
は
回
転
す
る
球
の
〈
中
心
〉
で
、
可
視
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
磁
力
が
砂
鉄
の
動
き
に
可
視
化
す
る
の
と
同
じ
仕
方
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
の

世
界
を
、
相
対
と
自
体
に
対
し
て
、
表
象
と
意
志
に
対
し
て
、
何
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
そ
の
当
処

で
あ
る
現
実
の
中
心
点
、
落
着
の
地
点
を
目
指
そ
う
。

注第
一
節

（
1
）　

鏡
が
汚
れ
て
い
れ
ば
鏡
の
用
を
な
さ
な
い
よ
う
に
、
鏡
が
自
己
を
映
す
も
の
に
喩
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
鏡
が
「
玲
瀧
明
白
」

「
清
浄
明
白
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（『
新
版　

禅
学
大
辞
典
」
大
修
館
書
店
、
昭
和
六
〇
年
、
一
四
八
頁
、「
鏡
」
の
項
を
参

照
）。
こ
れ
に
対
し
て
本
章
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
鏡
の
比
喩
を
扱
う
と
き
、
重
点
は
鏡
に
映
る
像
が
〈
光
／
視
線
〉
の
反

射
に
よ
っ
て
反
転
像
に
な
る
点
に
あ
る
。

（
2
）　

こ
こ
で
は
認
識
（
表
象
）
と
意
志
の
関
係
に
つ
い
て
、
意
志
の
肯
定
に
お
い
て
は
認
識
が
意
志
に
仕
え
て
お
り
、
こ
れ
は
意

志
の
否
定
に
お
い
て
意
志
が
認
識
に
仕
え
る
救
済
か
ら
す
れ
ば
、
意
志
と
認
識
（
表
象
）
の
関
係
の
反
転
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
は
本
文
以
下
で
明
ら
か
に
す
る
。
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（
3
）　

従
来
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
研
究
で
鏡
の
比
喩
を
主
題
化
し
た
論
考
に
つ
い
て
は
浅
学
に
し
て
知
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
高

橋
陽
一
郎
氏
よ
り
、
以
下
の
国
際
学
会
に
お
い
て
鏡
の
比
喩
を
主
題
に
し
た
発
表
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
教
示
い
た
だ
い
た
。

	
Joerg	B

ernardy

（H
ildesheim

）,	Schopenhauers	Spiegelm
etapher	zw

ischen	D
uplizitätsstrukturen	und	

Selbsterkenntnis,	Internationaler	K
ongress	anläßlich	des	150.	T

odestages	A
rthur	Schopenhauers:		

Schopenhauer -W
as	die	W

elt	bew
egt,	Frankfurt	a.M

.	vom
	21.bis	24.	Septem

bar,	2010.
	

　

ま
た
、
同
氏
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
こ
の
発
表
者
の
関
連
草
稿
に
目
を
通
す
こ
と
が
で
き
た
。
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
そ
の

関
連
草
稿
に
よ
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
は
鏡
の
比
喩
が
二
重
に
語
ら
れ
お
り
、
一
つ
は
可
視
的
世
界
が
意
志

の
鏡
と
な
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
純
粋
な
主
体
が
世
界
の
鏡
と
な
る
こ
と
、
で
あ
る
。
本
節
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
詳
細
な
区

分
と
位
置
づ
け
を
次
の
よ
う
に
試
み
て
い
る
（
以
下
で
は　
『
主
著
」
を
例
示
に
し
て
お
り
、
テ
キ
ス
ト
検
索
は
次
を
使
用
し

て
い
る
。Schopenhauer	im

	K
ontext,	W

erke	auf	CD
-Rom

,	V
olltextretrievalsystem

	V
iew

Lit	3.1	Professional,	
K
arsten	W

orm
;	InfoSoftW

are,	Berlin	2001

）。

	

　

ま
ず
、
何
が
鏡
に
喩
え
ら
れ
る
か
、
大
別
す
れ
ば
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
①
「
意
志
か
ら
自
由
に
な
っ
た
認
識
」、「
純
粋

な
主
体
」、「
純
粋
に
認
識
す
る
存
在
者
」
な
ど
（S.181,210,219,339,462

）、
②
「
詩
人
」、「
画
家
」、「
天
才
」、「
詩
作
」
な

ど
（S.290,293,294,377

）、
③
「
表
象
全
体
」、「
直
観
的
な
全
世
界
」、「
可
視
的
な
全
世
界
」、「
表
象
と
し
て
の
世
界
」、「
現

象
界
」、「
世
界
」、「
生
」、「
行
為
」、「
絶
望
」、「
嫌
悪
」
な
ど
（S.196,315,323,324,328,354,357,384,390,415,431,451,485

）、

で
あ
る
。
こ
の
区
分
に
お
い
て
、
②
を
①
の
具
体
化
と
し
て
捉
え
、
つ
ま
り
、
①
の
認
識
・
主
体
を
働
か
せ
る
人
を
②
に
挙
げ

ら
れ
る
人
物
と
し
て
捉
え
、
し
た
が
っ
て
①
と
②
を
ひ
と
纏
ま
り
に
す
れ
ば
、
区
分
け
は
二
区
分
に
な
り
、Bernardy

氏
の
指

摘
す
る
鏡
の
二
重
化
（
①
と
③
）
も
、
広
く
は
こ
の
区
分
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
次
に
、
何
が
鏡
に
映
さ
れ
る
か
と
い

う
点
で
は
、
前
者
①
②
で
は
、「
世
界
」、「
客
体
」、「
理
念
」、「
人
間
性
」
な
ど
表
象
界
の
も
の
（
正
確
に
言
え
ば
意
志
の
直
接

的
お
よ
び
間
接
的
な
現
象
）
が
挙
げ
ら
れ
、
後
者
③
で
は
一
様
に
「
意
志
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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こ
こ
で
①
②
③
相
互
の
位
置
づ
け
で
注
意
し
た
い
の
は
、
①
②
は
、『
主
著
』
の
頁
数
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、『
主
著
』
第
三

部
（S.197 -316

）
に
集
中
し
、
③
は
第
四
部
（S.317ff.

）
に
集
中
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
自
身
、
次
の

よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
第
三
部
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
認
識
が
個
々
の
人
間
に
お
い
て
こ
う
し
た
意
志
へ

の
奉
仕
か
ら
身
を
退
き
、
自
分
の
軛
を
投
げ
捨
て
、
意
欲
の
全
目
的
か
ら
自
由
に
な
っ
て
純
粋
に
そ
れ
自
身
で
、
世
界
の
全
く

明
白
な
鏡
と
し
て
、
存
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
芸
術
は
そ
う
し
た
鏡
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
最
後
に
第
四
部
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
種
の
認
織
が
意
志
に
働
き
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
意
志
の
自
己
廃
棄
が
生
じ

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、····

諦
念
が
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
見
る
で
あ
ろ
う
」（S.181

）。
つ
ま
り
、
意

志
か
ら
自
由
な
認
識
・
主
体
、
そ
し
て
そ
う
し
た
詩
人
や
画
家
は
、
第
三
部
で
集
中
的
に
挙
げ
ら
れ
る
「
世
界
の
全
く
明
白
な

鏡
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
①
②
と
し
て
、
対
象
を
純
粋
に
映
し
出
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
四
部
で
は
、
こ
の
よ
う
な
純
粋

で
意
志
か
ら
自
由
な
認
識
が
、
対
象
で
は
な
く
意
志
そ
れ
自
身
に
向
け
ら
れ
る
と
き
、
諦
念
、
意
志
の
否
定
、
そ
し
て
救
済
が

生
じ
、
こ
れ
が
③
と
し
て
の
鏡
の
比
喩
に
お
い
て
語
り
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

	

　

以
上
の
よ
う
な
鏡
の
比
喩
の
二
な
い
し
三
区
分
と
位
置
づ
け
の
内
容
理
解
を
踏
ま
え
て
、
本
節
は
③
に
お
け
る
鏡
の
比
喩
に

向
か
い
、
生
が
意
志
の
鏡
に
喩
え
ら
れ
、
意
志
が
み
ず
か
ら
を
廃
棄
し
な
が
ら
み
ず
か
ら
を
認
識
す
る
と
い
う
事
態
を
、
鏡
の

比
喩
を
手
掛
か
り
に
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
に
、
①
②
③
の
区
分
の
中
で
の
「
瞑
想
」
の
位

置
づ
け
に
注
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
瞑
想
」
は
「
ま
さ
に
目
の
前
の
自
然
的
対
象
の
安
ら
か
な
瞑
想
」
と
し
て
あ
り
、
そ
の

認
識
は
対
象
を
映
し
出
す
①
の
鏡
に
数
え
ら
れ
て
い
る
（S.210

）。
言
い
換
え
れ
ば
、「
瞑
想
」
は
、「
意
志
へ
働
き
返
す
こ
と

に
よ
っ
て
意
志
の
自
己
廃
棄
が
生
じ
る
」
場
合
の
③
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
区
別
に
つ
い
て
は
本
文
で
詳
述

す
る
。

（
4
）　

本
文
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
よ
り
良
き
意
識
は
、『
主
著
』
で
は
「
意
志
の
否
定
」
に
至
っ
た
聖
人
の
境
域
に
通
じ
る
。
こ
の

場
合
に
「
意
志
の
否
定
」
の
内
実
が
「
意
志
の
廃
棄
と
方
向
転
換
」
と
し
て
考
え
ら
れ
、
し
か
も
鏡
の
比
喩
が
手
掛
か
り
に
さ
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れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
章
か
ら
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
、
よ
り
良
き
意
識
に
お
い
て
救
済
が
可
能
に
な
る
仕
方
と

し
て
「
意
志
」
の
「
方
向
転
換
」
が
鏡
の
喩
え
と
共
に
語
ら
れ
る
の
が
一
八
一
四
年
（H

N
1,	N

r.321

）、
ま
た
救
済
と
同
義
的

に
「
意
志
の
廃
棄
」
が
語
ら
れ
る
の
も
一
八
一
四
年
（H

N
1,	N

r.321

）
で
あ
る
。
そ
し
て
両
方
が
鏡
の
比
喩
の
中
で
、
し
か
も

無
と
共
に
語
ら
れ
る
の
が
一
八
一
六
年
（H

N
1,	N

r.571

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
意
志
の
廃
棄
と
方
向
転
換
」
は
、
そ
の
一

方
で
、
鏡
の
比
喩
を
使
わ
ず
、
ま
さ
し
く
否
定
概
念
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
主
著
（
と
く
に
そ
の
最
終

節
）
の
試
み
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
六
章
で
明
ら
か
に
す
る
。

（
5
）　

こ
こ
で
は
「
実
在
」
す
る
世
界
を
「
無
」
と
述
べ
た
り
、
ま
た
、
意
志
は
表
象
界
（
主
体
と
客
体
に
よ
る
認
識
界
）
を
現
象

さ
せ
る
と
言
い
な
が
ら
他
方
で
は
意
志
が
否
定
さ
れ
て
も
認
識
は
残
る
と
み
な
し
た
り
、『
主
著
』
最
終
章
は
矛
盾
に
満
ち
た
表

現
が
あ
り
、
研
究
者
を
悩
ま
せ
て
き
た
（
齋
藤
ほ
か
編
、
二
〇
〇
七
年
）。
こ
れ
に
対
す
る
本
書
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
本
書
第

四
章
二
節
、
第
六
章
を
参
照
。

第
二
節

（
6
）　

こ
の
時
期
の
資
料
に
は
フ
ィ
ヒ
テ
講
義
ノ
ー
ト
が
あ
る
が
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
で
論
じ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
遺
稿
に
基
づ
く
こ
の
時
期
の
研
究
と
し
て
次
を
参
照
し
て
い
る
。K

am
ata,	1988,	insb.	S.111ff.	

M
alter,	1988,	insb.	S.4 -26.

な
か
で
も
本
節
の
出
発
点
と
し
た
経
験
的
意
識
と
よ
り
良
き
意
識
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
者
は

「
緊
張
」（S.114ff.

）
と
し
て
、
後
者
は
「
意
識
の
分
裂
」
で
は
な
く
「
自
己
自
身
へ
の
二
重
の
態
度
可
能
性
」（S.5

）
と
し
て

捉
え
る
。
ま
た
、
後
者
に
関
連
し
て
問
題
を
本
質
認
識
の
問
題
と
し
て
引
き
受
け
て
主
著
に
ま
で
展
開
し
た
以
下
の
論
文
を
参

照
。Ruffi

ng,	2001,	S.51ff.

こ
の
論
文
は
、「
表
象
と
し
て
主
体
と
客
体
に
「
分
裂
」
さ
せ
る
も
の
は
一
つ
で
あ
る
」
と
し
て
、

そ
の
よ
う
な
「
一
つ
で
あ
る
」「
と
こ
ろ
」
が
、
根
拠
の
認
識
で
は
な
く
、
本
質
の
認
識
が
可
能
に
な
る
「
と
こ
ろ
」
だ
と
規
定

す
る
（S.55

）。
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こ
れ
ら
に
対
し
て
本
節
は
、
鏡
の
比
喩
に
基
づ
い
て
、
二
つ
の
意
識
の
関
係
を
意
識
の
向
か
う
方
向
性
の
逆
転
関
係
と
し
て

捉
え
、「
意
識
の
分
裂
」
を
認
識
の
問
題
だ
け
で
な
く
意
志
の
可
視
化
と
の
関
係
か
ら
捉
え
て
い
る
。

（
7
）　K

ant,	K
drV

,	V
orrede,	X

X
X
.

（
8
）　ibid.,	B830.

（
9
）　

こ
の
三
つ
の
局
面
は
伝
統
的
に
は
「
実
体

－

属
性

－
様
態
」
と
い
う
位
階
に
通
じ
る
。
し
か
し
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
意

志
を
「
実
体
」
で
は
な
く
「
作
用
」
と
し
て
語
る
。
本
書
第
三
章
四
節
を
参
照
。






