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仏
教
の
原
点
は
、
今
か
ら
約
二
五
〇
〇
年
前
に
活
動
し
た
釈
迦
族
の
聖
者
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
（G

otam
a Siddhārtha

前

四
六
三
頃
〜
前
三
八
三
頃
）
の
悟
り
で
あ
る
。
彼
が
〈
般
若
智
〉
に
目
覚
め
て
、
八
〇
歳
で
示
寂
し
た
約
五
〇
年
の
言
行
の
内
容
が
経
典

と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。
根
本
仏
教
の
立
場
の
究
明
と
は
、
す
で
に
こ
の
イ
ン
ド
原
始
仏
教
と
そ
の
展
開
の
中
に
潜
ん
で
い
た
「
般
若
智
」

お
よ
び
そ
こ
に
開
示
さ
れ
る
「
真
如
実
相
」
の
、
哲
学
的
・
論
理
学
的
自
覚
を
意
味
す
る
。
般
若
智
に
基
づ
く
真
如
、
そ
れ
は
厳
し
い
仏

道
修
行
を
経
た
の
ち
に
漸
く
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
如
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
意
味
で
は
、
彼
の

菩
提
樹
下
の
禅
定
開
眼
の
そ
の
端
緒
に
お
い
て
、
既
に
そ
れ
以
前
か
ら
存
し
て
い
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
が
般
若
系
思

想
の
思
索
と
体
験
と
を
通
し
て
発
展
し
、
自
覚
的
に
取
り
出
さ
れ
て
〈
論
理
〉
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
る
と
き
、
初
め
て
仏
教
思
想
の
哲
学

化
、
換
言
す
れ
ば
華
厳
教
学
及
び
天
台
教
学
へ
の
展
開
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

釈
尊
の
伝
記
の
中
で
は
、
五
比
丘
へ
の
初
転
法
輪
の
時
の
中
道
の
姿
勢
と
、
パ
ー
リ
聖
典
の
『
大
般
涅
槃
経
』
に
出
る
自
灯
明
と
法
灯

明
の
実
践
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
は
、
歓
楽
の
生
活
に
耽
る
こ
と
、
逆
に
過
酷
な
修
行
で
自
己
を
痛
め
苦
し
め
る
こ
と
の
両
極
端
に
近
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づ
く
こ
と
な
く
、「
中
道
」
を
守
る
こ
と
を
説
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

比
丘
た
ち
よ
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
極
端
に
近
づ
く
こ
と
な
く
、
如
来
は
中
道
を
さ
と
っ
た
。
こ
の
中
道
は
、
真
理
を
見
る
眼
を
生

じ
、
真
理
を
知
る
知
を
生
じ
、
心
の
静
け
さ
・
す
ぐ
れ
た
智
慧
・
正
し
い
さ
と
り
・
涅
槃
へ
と
導
く）

1
（

。

次
に
釈
尊
の
最
後
の
旅
を
伝
え
る
パ
ー
リ
語
の
経
典
、『
大
般
涅
槃
経
』
で
は
、
最
後
の
安
居
の
最
中
に
釈
尊
が
病
気
に
な
り
、
死
の
床

に
あ
っ
て
ア
ー
ナ
ン
ダ
（
阿
難
）
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
説
く
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
汝
ら
比
丘
も
、
自
己
を
依
り
所
と
し
自
己
に
帰
依
し
て
過
ご
す
が
よ
い
。
他
人
に
帰
依
す
る
こ
と

な
か
れ
。
ま
た
真
理
を
依
り
所
と
し
て
真
理
に
帰
依
し
て
過
ご
す
が
よ
い
。
他
の
も
の
に
帰
依
す
る
こ
と
な
か
れ）

2
（

。

こ
れ
が
す
な
わ
ち
、
自
灯
明
と
法
灯
明
の
教
え
で
あ
る
。
釈
尊
は
坐
禅
に
始
ま
っ
て
涅
槃
に
到
達
す
る
ま
で
の
道
程
を
説
明
し
て
い
く
に

あ
た
っ
て
、
自
灯
明
と
法
灯
明
を
説
く
の
だ
が
、
そ
の
修
行
こ
そ
が
中
道
の
道
で
あ
り
、
そ
の
涅
槃
に
至
る
道
程
を
四
段
階
に
ま
と
め
た

も
の
が
、「
四
念
処
（
し
ね
ん
じ
ょ
）」〔catvāri sṁ

ṛty-upasthānāni

〕
で
あ
る
。
こ
れ
は
〈
四
念
住
〉
と
も
い
う
が
、
浄
・
楽
・
常
・

我
の
〈
四
顚
倒　

し
て
ん
ど
う
〉
を
打
破
す
る
た
め
の
瞑
想
に
よ
る
修
行
法
で
、
身
体
の
不
浄
性
を
観
察
し
（
身
念
処
）、
感
覚
の
苦
性

を
観
察
し
（
受
念
処
）、
心
の
無
常
性
を
観
察
し
（
心
念
処
）、
法
の
無
我
性
を
観
察
す
る
（
法
念
処
）。
観
察
と
は
瞑
想
で
あ
っ
て
、
い

わ
ば
自
己
内
反
省
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
外
へ
と
向
か
う
意
識
を
遮
断
し
、
自
己
の
内
へ
と
意
識
を
翻
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
自
覚
〉
が
悟

り
に
到
達
す
る
転
換
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
禅
定
の
方
法
で
あ
る
。『
大
念
処
経
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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か
れ
（
結
跏
し
座
禅
し
て
い
る
人
）
は
、
念
を
そ
な
え
て
出
息
し
、
念
を
そ
な
え
て
入
息
し
ま
す
。
ま
た
、（
１
）
長
く
出
息
す

る
と
き
は
〈
私
は
長
く
出
息
す
る
〉
と
知
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、（
２
）
長
く
入
息
す
る
と
き
は
〈
私
は
長
く
入
息
す
る
〉
と
知
り

ま
す
。（
３
）
短
く
出
息
す
る
と
き
は
〈
私
は
短
く
出
息
す
る
〉
と
知
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、（
４
）
短
く
入
息
す
る
と
き
は
〈
私
は

短
く
入
息
す
る
〉
と
知
り
ま
す
。（
５
）〈
私
は
全
身
を
感
知
し
て
出
息
し
よ
う
〉
と
学
び
、（
６
）〈
私
は
全
身
を
感
知
し
て
入
息
し

よ
う
〉
と
学
び
ま
す
。（
７
）〈
私
は
身
行
を
静
め
つ
つ
出
息
し
よ
う
〉
と
学
び
、（
８
）〈
私
は
身
行
を
静
め
つ
つ
入
息
し
よ
う
〉
と

学
び
ま
す
。
・
・
・
そ
し
て
、
か
れ
に
〈
身
が
あ
る
〉
と
の
念
が
現
前
し
ま
す
。
そ
れ
は
他
で
も
な
い
、
智
の
た
め
念
の
た
め
に
な

り
ま
す
。
か
れ
は
、
依
存
す
る
こ
と
な
く
住
み
、
世
の
い
か
な
る
も
の
に
も
執
着
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
比
丘

た
ち
よ
、
比
丘
は
身
に
お
い
て
身
を
観
つ
づ
け
て
住
む
の
で
す）

3
（

。

　

結
跏
趺
坐
し
、
自
分
自
身
の
息
の
出
入
に
意
識
を
集
中
す
る
。
こ
れ
は
現
在
で
も
坐
禅
で
実
践
さ
れ
て
い
る
数
息
観
、
随
息
観
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
釈
迦
は
さ
ら
に
続
け
て
、
四
つ
の
「
威
儀
路
」
す
な
わ
ち
行
・
住
・
坐
・
臥
の
一
々
に
つ
い
て
念
を
そ
な
え
正
し
く
知
る
こ

と
を
説
く
。

　

つ
ぎ
に
ま
た
、
比
丘
た
ち
よ
、
比
丘
は
、（
１
）
行
っ
て
い
る
と
き
は
〈
私
は
行
っ
て
い
る
〉
と
知
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、（
２
）

立
っ
て
い
る
と
き
は
〈
私
は
立
っ
て
い
る
〉
と
知
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、（
３
）
坐
っ
て
い
る
と
き
は
〈
私
は
坐
っ
て
い
る
〉
と
知

り
ま
す
。
あ
る
い
は
、（
４
）
臥
し
て
い
る
と
き
は
〈
私
は
臥
し
て
い
る
〉
と
知
り
ま
す
。
そ
し
て
か
れ
は
、
そ
の
身
が
存
す
る
と

お
り
に
そ
れ
を
知
り
ま
す）

4
（

。
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と
こ
ろ
で
、
注
目
し
た
い
の
は
、
行
為
を
し
な
が
ら
自
ら
の
そ
の
行
為
を
凝
視
す
る
自
己
内
観
察
は
、
印
欧
語
に
特
有
の
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
動
詞
の
再
帰
用
法
に
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
観
察
す
る
自
分
と
観
察
さ
れ
て
い
る
自
分
と
が
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

印
欧
語
族
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
意
識
は
ま
さ
に
日
常
的
な
あ
り
ふ
れ
た
発
想
な
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
ド
イ
ツ
語
に
は
「
私
が
私
を
喜
ば
せ
る
」（Ich freue m

ich.

）、
英
語
で
も
「
私
が
私
自
身
を
喜
ば
せ
る
」（I enjoy 

m
yself.

）
と
い
う
表
現
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
た
だ
「
私
は
喜
ぶ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
用
法
が
、
印
欧
語

族
で
発
達
し
た
か
と
い
え
ば
、
こ
の
語
族
の
言
語
で
は
、
文
章
に
は
必
ず
主
語
が
要
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
目
的
語
が
想
定
さ
れ

る
よ
う
な
動
詞
（
他
動
詞
）
で
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
人
・
物
も
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
文
法
が
確
立
し
て
い
る
か
ら
な

の
で
あ
る
。
し
か
し
再
帰
動
詞
の
場
合
、
動
作
の
主
体
者
の
意
識
構
造
が
変
わ
っ
て
い
る
。
即
ち
「
私
が
私
を
喜
ば
せ
る
」
で
は
「
喜
ば

せ
る
私
」
と
「
喜
ば
さ
れ
て
い
る
私
」
と
、「
私
」
と
い
う
人
物
が
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
重
構
造
と
し
て
人
の
心
を

捉
え
る
習
慣
が
、
印
欧
語
族
の
人
々
の
間
で
は
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
習
慣
は
、
釈
尊
の
思
想
の
な
か
に
も

深
く
入
り
込
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
自
己
反
省
的
な
思
惟
は
、
じ
つ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
、
す
べ
て
を
「
観
る
」
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
西
洋
の
哲
学
思

想
の
特
質
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
形
而
上
学
は
イ
デ
ア
（ιδέα

）、
エ
イ
ド
ス
（είδος

）
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
精
神
的

な
眼
差
し
、
ノ
エ
イ
ン
（νοεȋν 

理
性
）
に
よ
っ
て
本
質
的
な
も
の
を
見
る
と
い
う
よ
う
に
、
つ
ね
に
精
神
も
し
く
は
理
性
の
側
か
ら
把

握
さ
れ
、
そ
う
し
た
意
味
で
〈
主
体
性
の
形
而
上
学
〉
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
内
な
る
「
能
動
知
性
（intellectus 

agens

）」
を
説
い
た
中
世
の
思
弁
的
神
学
者
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
や
、「
思
考
す
る
も
の
」（res cogitans

）
を
実
体
と
考
え
た
近
世

合
理
主
義
の
父
デ
カ
ル
ト
、
主
観
内
の
先
天
的
形
式
を
発
見
し
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
唱
え
た
カ
ン
ト
、
絶
対
精
神
を
唱
え
た
ド
イ

ツ
観
念
論
の
大
成
者
ヘ
ー
ゲ
ル
を
経
て
、「
精
神
と
は
自
己
が
自
己
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
」
と
説
い
た
実
存
主
義
思
想
の
先
駆
者
キ
ル
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ケ
ゴ
ー
ル
、
そ
し
て
能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
基
づ
き「
権
力
へ
の
意
志
」を
強
調
し
た
ニ
ー
チ
ェ
に
至
る
ま
で
首
尾
一
貫
し
た
か
た
ち
で
、

主
体
主
義
的
・
人
間
中
心
的
形
而
上
学
と
な
る
。
そ
れ
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
現
代
の
科
学
的
思
考
の
淵
源
と
な
る
。

　

Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八
九
〜
一
九
七
六
）
に
よ
れ
ば
、
科
学
的
思
考
は
す
べ
て
の
存
在
物
を
客
体
的
対
象
と
し
て
捉
え
、
そ
の
根

拠
を
追
究
し
つ
つ
認
識
主
体
の
内
に
こ
れ
を
奪
回
す
る
〈
理
性
の
根
拠
付
け
〉
の
操
作
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
性
の
根
拠
付
け
は
「
表

象
作
用
」（V

orstellung, repraesentatio

）
と
い
う
学
問
姿
勢
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
表
象
作
用
」
な
る
語
は
、
認
識
主

体
が
存
在
物
を
客
体
的
対
象
と
し
て
自
己
の
前
に
、
自
己
の
彼
方
の
側
に
立
て
る
「
前
‐
立
作
用
」（V

or-stellung

）
を
意
味
す
る
と

同
時
に
、
他
面
、
こ
の
前
‐
立
作
用
と
い
う
有
り
方
に
於
い
て
、
存
在
物
を
自
己
自
身
の
方
に
、
此
方
の
側
に
向
け
て
立
て
、
意
識
の
内

に
意
志
的
に
引
き
入
れ
、
自
己
の
意
識
に
映
し
て
現
前
さ
せ
る
「
再
│

現
前
作
用
」（re-praesentatio

）
を
も
意
味
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
我
々
が
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
総
じ
て
科
学
に
於
い
て
認
識
主
体
と
し
て
の
人
間
に
よ
っ
て
主
体
の
前
に

客
体
的
対
象
と
し
て
前
立
さ
れ
、
主
体
の
理
性
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
た
〈
も
の
〉
は
、
事
象
の
真
実
の
姿
と
し
て
如
実
に
現
前
す
る

も
の
で
は
な
く
、
意
識
の
場
面
に
映
し
出
さ
れ
屈
折
し
て
再
‐
現
前
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
科
学
が

関
わ
る
存
在
物
は〈
客
体
的
対
象
〉で
あ
り
、
そ
れ
は
主
体
の
意
識
の
場
面
に
再
‐
現
前
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
端
的
如
実
に
、

お
の
ず
か
ら
あ
る
が
ま
ま
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
真
如
実
相
」
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
科
学
の
立
場
で
は
、
人
間
を
含
む
天
地
自
然
の
一
切
の
存
在
物
は
、
そ
の
本
来
の
在
り
方
を
剥
奪
さ
れ
そ
の
根
源
性
を
覆
い

隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ら
は
認
識
主
体
の
前
に
立
て
ら
れ
た
客
体
と
し
て
、
人
間
の
能
動
的
な
理
性
が
そ
の
計
算
的
思
惟
に
よ
っ
て
支

配
す
べ
き
受
動
的
な
死
せ
る
物
質
も
し
く
は
素
材
も
し
く
は
「
資
料
」
に
成
り
下
が
る）

5
（

。
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と
こ
ろ
で
、
印
欧
語
の
特
色
と
い
え
る
自
己
内
観
察
に
も
と
づ
く
再
帰
用
法
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
思
惟
の
対
象
化
作
用
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
淵
源
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
用
法
に
遡
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
は
能
動
態
と
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
た「
中
動
態
」

と
い
う
動
詞
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
に
よ
る
と）

6
（

、
動
詞
の
定
形
は
す
べ
て
、
必
ず
い
ず
れ
か
の
態
に
属
し
、
時
称
・

法
・
人
称
・
数
は
、
共
に
能
動
態
と
中
動
態
と
で
異
な
っ
た
表
現
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
、
彼
の
説
を
追
っ
て
略
述

し
て
み
た
い
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
長
い
引
用
に
な
る
が
、
重
要
な
個
所
な
の
で
ご
容
赦
願
い
た
い
。

　

中
動
態
の
一
般
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
言
語
学
者
の
意
見
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
│
中
略
│
今
日
の
考
え
方
の
基
礎
を

な
し
て
い
る
の
は
、
パ
ー
ニ
ニPĀ

N

：IN
I
が
そ
の
時
代
と
し
て
は
感
嘆
す
べ
き
見
識
を
も
っ
て
打
ち
立
て
た
他
者
の
た
め
の
語
（
＝
能

動
態
）parasm

aipada

と
自
ら
の
た
め
の
語
（
＝
中
動
態
）ātm

anepada

と
の
区
別
で
あ
る
。
文
字
通
り
に
と
れ
ば
、
こ
の
区
別
は
、

イ
ン
ド
の
文
法
家
が
重
ん
じ
て
い
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語 yaiati

「
彼
は
（
他
の
人
の
た
め
に
、
僧
侶
と
し
て
）
犠
牲
を
捧
げ
る
」
と 

yajate

「
彼
は
（
自
分
の
た
め
に
、
奉
納
者
と
し
て
）
犠
牲
を
捧
げ
る
」
と
の
よ
う
な
対
立
か
ら
出
て
く
る
。
こ
の
定
義
が
ほ
ぼ
実
態
に

即
応
し
て
い
る
こ
と
は
疑
え
ま
い
。
し
か
し
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
限
っ
た
場
合
で
さ
え
、
こ
の
定
義
が
そ
の
ま
ま
す
べ
て
の
事
実
に
適

用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、中
動
態
の
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
合
い
を
説
明
し
尽
く
せ
る
か
と
い
え
ば
、決
し
て
そ
う
は
い
か
な
い
。（
一
六
七
頁
）

　

今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
言
語
学
者
た
ち
は
、
明
言
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
致
し
て
、
中
動
態
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語 

yajati

と yajate 

や
ギ
リ
シ
ア
語 ποιεῖ

「
作
る
」
と ποιεῖται

「
自
分
の
た
め
に
作
る
」
の
よ
う
に
両
系
列
の
屈
折
語
尾
を
共
に
受
け



七

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
思
惟　

│
比
較
思
想
論
か
ら
見
た
一
考
察
│
（
井
上
）

い
れ
る
形
か
ら
出
発
し
て
定
義
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
（
一
六
八
頁
）。
│
中
略
│
主
辞
と
過
程
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
一
つ
の

区
別
が
現
れ
て
く
る
。
能
動
態
に
お
い
て
は
、
動
詞
は
、
主
辞
に
発
し
て
主
辞
の
外
で

0

0

行
な
わ
れ
る
過
程
を
示
す
。
こ
れ
と
の
対
立
に
よ

っ
て
定
義
さ
れ
る
べ
き
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
中
動
態
で
は

0

0

0

0

0

、
動
詞
は

0

0

0

、
主
辞
が
そ
の
過
程
の
座
で
あ
る
よ
う
な
過
程
を
示
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
主
辞
の
表

0

0

0

0

わ
す
そ
の
主
体
は

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
過
程
の
内
部
に
あ
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
一
六
九
頁
、
傍
点
引
用
者
）

　
《
あ
る
》
は
、
印
欧
語
で
は
、《
行
く
》
や
《
流
れ
る
》
と
同
様
、
主
体
の
干
与
が
必
要
と
は
さ
れ
な
い
過
程
な
の
で
あ
る
。
こ
の
定
義

は
消
極
的
な
範
囲
で
正
し
い
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
中
動
態
の
定
義
は
、
積
極
的
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
中
動
態
の
場
合
、

主
辞
は
、
過
程
の
場
所
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
ラ
テ
ン
語 fruor 

や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語 m

anyate 

の
よ
う
に
、
そ
の
過
程
が
目
的

辞objet

を
要
求
す
る
と
き
に
も
変
り
は
な
い
。
主
辞
は
、
そ
の
過
程
の
行
為
者
で
あ
っ
て
同
時
に
そ
の
中
心
な
の
で
あ
る
。
主
辞
〔
の

表
わ
す
主
体
〕
が
、
主
辞
自
身
の
中
で
成
し
遂
げ
ら
れ
る
何
事
か
―
生
ま
れ
る
・
眠
る
・
寝
て
い
る
・
想
像
す
る
・
生
長
す
る
、
な
ど
―

を
成
し
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
主
辞
は
、
ま
さ
し
く
み
ず
か
ら
が
そ
の
動
作
者
で
あ
る
過
程
の
内
部
に
い
る
（
一
七
〇
頁
）。

　

か
よ
う
に
し
て
中
動
態
を
出
発
点
と
し
て
、
他
動
詞
、
使
役
動
詞
、
あ
る
い
は
作
為
動
詞
と
呼
ば
れ
る
能
動
態
の
動
詞
が
構
成
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
ど
の
場
合
も
、
主
辞
が
過
程
の
外
に
置
か
れ
て
、
そ
れ
か
ら
は
行
為
者
と
し
て
こ
れ

を
支
配
し
、
過
程
は
そ
の
座
を
主
辞
に
置
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
目
標
と
し
て
の
目
的
辞
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ἔλπομαι

「
私
が
希
望
す
る
」＞ἔλπω

「
私
が
（
だ
れ
か
に
）
希
望
を
い
だ
か
せ
る
」、ὀρχέομαι

「
私
は
踊
る
」＞ὀρχέω

「
私
が
（
だ

れ
か
を
）
躍
ら
せ
る
」（
一
七
〇
頁
）。
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さ
て
こ
こ
で
、
二
通
り
の
態
を
も
つ
動
詞
に
も
ど
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も
ま
た
上
の
定
義
が
、
能
動
・
中
動
の
対
立
を
説
き
明
か
す
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
ん
ど
は
、
同
じ
動
詞
の
両
方
の
形
に
よ
っ
て
、
意
味
の
上
で
も
同
義
の
表
現
に
お
い
て
対
比
が
成
り
立
つ

の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
能
動
は
も
は
や
単
に
中
動
の
欠
如
で
は
な
く
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
能
動
、
す
な
わ
ち
行
為
を
つ
く
り
出
す
こ
と
で

あ
っ
て
、
過
程
に
対
し
て
主
辞
が
そ
の
外
に
立
っ
て
い
る
位
置
を
一
層
明
ら
か
に
示
す
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
す
る
中
動
は
、
主
辞
を
過
程

の
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
規
定
す
る
役
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
│
中
略
│
特
に
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
こ
と
の
ほ
か
柔
軟
に
こ
の
対
立
を
利

用
し
た
。
こ
う
し
た
対
立
は
、
ど
の
場
合
に
も
、
結
局
は
、
主
辞
が
過
程
の
外
に
あ
る
か
内
に
あ
る
か
に
従
っ
て
主
辞
の
過
程
に
対
す
る

立
場
を
位
置
づ
け
、
主
辞
が
単
に
事
を
行
な
う
か
（
能
動
態
の
場
合
）、
み
ず
か
ら
も
そ
の
影
響
を
被
り
つ
つ
事
を
行
う
か
（
中
動
態
の

場
合
）
に
従
っ
て
動
作
主
と
し
て
の
資
格
を
定
め
る
こ
と
に
帰
着
す
る
（
一
七
一
頁
）。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
主
辞
が
行
為
の
過
程
の
内
に
あ
る
中
動
態
が
、
や
が
て
印
欧
語
の
再
帰
動
詞
へ
と
発
展
す
る
の
で

あ
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
自
己
内
省
察
を
説
く
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
印
欧
語
族
に
属
し
て
お
り
、
反
省
的

思
惟
を
媒
介
と
せ
ず
に
い
き
な
り
直
観
に
よ
る
〈
自
他
不
二
〉
や
〈
自
他
融
合
〉
を
説
く
東
洋
的
思
惟
と
い
う
よ
り
は
、
却
っ
て
古
代
ギ

リ
シ
ア
以
来
の
自
己
反
省
的
な
西
洋
的
思
惟
と
通
底
す
る
よ
う
な
思
惟
を
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
次
に
着
目
し
た
い
の
は
、
彼
が
『
四
念
処
』
で
説
く
そ
の
「
知
」
の
主
辞
、
知
る
は
た
ら
き
そ
の
も
の
の<

主
体>

で

あ
る
。
ゴ
ー
タ
マ
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
の
主
体
そ
の
も
の
に
目
覚
め
よ
、
覚
醒
せ
よ
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
主
体

は
決
し
て
知
ら
れ
る
対
象
と
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
知
る
主
体
は
知
ら
れ
る
も
の
を
知
り
つ
つ
、
そ
の
内
に
隠
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
思
考
様
式
は
、
上
述
の
よ
う
に
「
観
る
こ
と
」
で
あ
り
、
中
動
態
か
ら
他
動
詞
的
・
能
動
態
的
思
考
へ
と
展
開
し
、
事
象
に
対
し

て
距
離
を
お
い
て
対
象
化
し
て
観
察
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ゴ
ー
タ
マ
の
場
合
は
、
言
う
な
れ
ば
、
主
辞
の
主
体
が
中
動
態
的
思
惟
に



九

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
思
惟　

│
比
較
思
想
論
か
ら
見
た
一
考
察
│
（
井
上
）

留
ま
り
つ
つ
も
、
行
為
の
過
程
の
真
只
中
に
あ
る
主
辞
自
身
を
見
つ
め
、
決
し
て
知
ら
れ
る
対
象
と
は
な
ら
な
い
知
る
作
用
そ
の
も
の
の

主
体
に
覚
醒
す
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
覚
醒
し
た
眼
に
映
現
し
て
く
る
世
界
が
「
真
如
実
相
」
の
世
界
で
あ
り
、
人
法

倶
空
の
「
法
界
縁
起
」
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
決
し
て
知
る
主
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
対
象
化
さ
れ
た
世
界
で
は
な
い
。

三

　

仏
教
が
説
く
「
人
法
倶
空
」
と
い
う
の
は
、
我
（
主
体
的
自
我
）
も
法
（
客
観
的
存
在
）
も
倶
に
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
一
切
法
空
を
如
実
に
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
実
体
の
実
体
性
を
空
化
す
る
縁
起
観
が
、
同
時
に
主
体
の
主
体
性
が

無
我
た
る
こ
と
を
直
下
に
覚
す
る
般
若
空
観
と
一
つ
に
な
り
、
い
わ
ば
我
と
法
と
が
倶
に
空
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
融
即
現
成
し
て
い

る
と
考
え
て
よ
く
、
そ
う
し
た
「
真
如
実
相
」
の
世
界
が
い
か
な
る
構
造
と
動
態
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
い
が
改
め
て
生
じ
て
く
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
空
（śūnya

）
と
い
う
観
念
は
、
虚
無
の
意
味
に
誤
解
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
り
、
そ
こ
で
西
暦
前
後
に
大
乗
仏
教
運
動
が

お
こ
り
、
そ
の
誤
解
を
正
す
べ
く
、
空
の
原
理
的
解
明
と
積
極
的
表
現
化
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
空
と
は
自
己
（
人に
ん

）
と
対
象
（
法
）

に
つ
い
て
の
執
着
（
人
我
見
・
法
我
見
）
を
突
破
し
た
も
の
で
、
人
無
我
な
い
し
人に
ん
く
う空
、
法
無
我
な
い
し
法ほ
つ
く
う空
と
称
さ
れ
た
。
人
我
見
と

は
自
己
に
対
す
る
執
着
で
あ
り
、
法
我
見
と
は
対
象
と
し
て
の
事
物
に
執
着
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
無
我
・
人
空
と
は
、
自

己
へ
の
執
着
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
心
の
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
法
無
我
・
法
空
と
は
、
対
象
を
実
体
的
に
捉
え
る
執

着
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
、
如
実
に
見
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
要
す
る
に
、
空
と
は
、
一
切
の
存
在
が
虚
無
だ
と
い

う
の
で
は
な
く
、
無
執
着
の
自
由
や
主
体
に
目
覚
め
る
こ
と
と
、
事
物
の
如
実
な
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
す
る
眼
に
目
覚
め
さ
せ
る
原

理
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
竜
樹
が
『
中
論
』
観
四
諦
品
第
二
十
四
で
、「
空
性
（śūnyatā

）
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
に
、
い
っ
さ
い
が
成

立
す
る
。
空
性
の
成
立
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
い
っ
さ
い
は
成
立
し
な
い
」（
一
四
偈
）と
語
り
、
一い
っ
さ
い
か
い
く
う

切
皆
空
す
な
わ
ち
一い
っ
さ
い
か
い
じ
ょ
う

切
皆
成
を
主
張
し
、
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後
に
は
真
空
妙
有
な
ど
の
タ
ー
ム
が
で
き
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

大
乗
仏
教
の
最
初
の
も
の
と
さ
れ
る
『
般
若
経
』
に
お
い
て
は
、
空
の
原
理
的
解
明
が
主
眼
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
続
く
経
典
で
は
、

空
の
積
極
的
表
現
化
に
力
点
が
置
か
れ
た
。
た
と
え
ば
、『
法
華
経
』に
お
い
て「
諸
法
実
相
」（dharm

a-svabhāva

）が
強
調
さ
れ
、「
是

法
住
法
位
・
世
間
相
常
住
」（
方
便
品
第
二
）
が
説
か
れ
た
の
は
前
者
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、『
華
厳
経
』
に
お
い
て
「
三
界
虚
妄
・
但

是
一
心
作
」（
十
地
品
第
二
十
二
）
と
「
一
心
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
後
者
に
あ
た
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

四

　

縁
起
の
論
理
は
、
形
式
論
理
的
同
一
律
と
は
ま
っ
た
く
異
質
で
あ
る
。
形
式
論
理
的
同
一
律
は
客
観
的
世
界
の
論
理
で
あ
る
。
縁
起
の

世
界
の
論
理
は
こ
う
し
た
客
観
化
の
立
場
の
論
理
、即
ち
形
式
論
理
の
同
一
律
を
ま
っ
た
く
打
ち
破
る
よ
う
な
論
理
で
あ
る
。色
即
是
空
、

空
即
是
色
、
一
即
多
、
多
即
一
と
か
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
論
理
を
も
つ
。
大
乗
仏
教
で
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
論
理
が
強
く
表
現
せ

ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
主
客
対
立
の
立
場
を
根
底
か
ら
破
っ
た
所
に
立
脚
し
て
思
惟
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
対
象
的
思
惟
を

打
ち
破
っ
て
物
も
人
も
自
己
も
、
す
べ
て
を
対
象
化
し
な
い
で
そ
れ
自
身

0

0

0

0

と
し
て
捉
え
る
立
場
に
立
て
ば
こ
う
し
た
表
現
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
初
め
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
、
我
々
に
対
し
て
対
象
も
し
く
は
客
体
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を
や
め
て
存
在
そ

れ
自
身
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
存
在
を
存
在
と
し
て
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
、
即
ち
真
如
を
見
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
唯
識
説
が
説
く
と
こ
ろ
の
「
唯
識
無
境
」
の
立
場
で
あ
る
。
初
期
の
瑜
伽
行
派
の
哲
学
に
お
け
る
識
る
も
の
（
能
縁
）
と
識
ら

れ
る
も
の
（
所
縁
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
す
れ
ば
、
能
縁
の
中
に
は
い
か
な
る
意
味
の
所
縁
も
含
ま
れ
ず
、
所
縁
の
中
に
も
い
か
な

る
意
味
の
能
縁
も
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
識
は
、
識
と
し
て
能
縁
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
何
か
を
識
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に

よ
っ
て
識
ら
れ
る
対
象
（
境
）
を
そ
れ
の
内
側
に
も
、
ま
た
外
側
に
も
持
た
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
識
は
識
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
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に
よ
っ
て
識
ら
れ
る
も
の
は
、
こ
の
識
自
身
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
識
が
識
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
識
ら
れ

る
も
の
は
、こ
の
識
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
他
は
な
い
。こ
う
し
た
識
る
も
の
と
識
ら
れ
る
も
の
と
の
全
き
自
己
同
一
と
い
う
こ
と
は
、

い
か
な
る
意
味
で
も
対
象
化
を
許
さ
な
い
主
体
と
し
て
の
自
己
が
、
自
分
自
身
を
寸
毫
も
対
象
化
す
る
こ
と
な
し
に
識
る
こ
と
以
外
に
は

あ
り
え
な
い
。

　

我
々
が
自
分
自
身
を
知
る
と
い
う
場
合
、
い
わ
ゆ
る
反
省
作
用
に
よ
っ
て
自
己
を
対
象
化
し
、
い
わ
ば
意
識
面
に
自
分
を
投
影
し
て
そ

れ
を
知
る
の
で
、
そ
こ
に
は
知
る
我
と
知
ら
れ
る
我
と
が
二
分
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
反
省
作
用
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
我
は
、
我
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
反
省
作
用
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
、
観
念
化
さ
れ
た
自
己
で
し
か
な
い
。
真
の
自
己
は
今
現
に
反
省
を
し
、
対
象
化
さ
れ

た
自
己
を
見
て
い
る
主
体
そ
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
今
現
に
生
き
生
き
と
機
能
し
て
い
る
自
己
を
そ
の
ま
ま
把
握
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
の
主
体
を
対
象
化
し
た
り
反
省
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
生
き
て
働
く
主
体
を
そ
の
ま
ま
に
捉
え
る
直
観
に
よ
る
し
か
な
い
。
そ
の

よ
う
な
反
省
以
前
、
分
別
以
前
の
、
い
わ
ば
主
客
未
分
の
純
粋
直
観
が
「
無
分
別
智
」
で
あ
り
「
唯
識
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
唯
識
」
の
「
唯
」
と
は
、
世
親
が
『
唯
識
二
十
論
』
の
初
め
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
境
を
否
定
す
る
意
味
で
あ
り
、
い
か
な
る
客
体

的
境
も
無
い
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
境
も
無
い
と
こ
ろ
（
無
境
）
で
識
る
こ
と
が
「
唯
識
」
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
唯
識
と
い
っ
て
も
、
識
る
主
体
と
し
て
そ
れ
自
身
が
実
体
視
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
識
は
非
識
を

自
性
と
し
て
い
る
。（
例　

真
諦
訳
『
中
辺
分
別
論
』
相
品
第
一
、「
是
故
識
成
就
非
識
為
自
性
」）
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
識
が
そ
れ
自

身
境
と
成
っ
て
似
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
無
と
な
っ
て
そ
の
境
と
一
つ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
識
は
境
を
対
象
化
す
る
こ
と
な
く
、

境
そ
の
も
の
と
成
っ
て
境
を
識
る
。
そ
れ
自
身
境
に
成
り
き
る
こ
と
に
お
い
て
境
を
如
実
に
識
る
の
で
あ
る
。
境
が
境
に
成
り
き
っ
た
と

こ
ろ
に
識
が
非
識
を
自
性
と
し
て
い
る
こ
と
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
識
が
境
と
成
る
こ
と
は
、
境
に
対
向
す
る
主
観
と
し
て
あ
る
こ

と
で
は
な
く
、
境
に
成
り
き
り
、
言
う
な
れ
ば
境
の
内
か
ら
境
を
識
る
も
の
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
境
は
、
主
観
に
よ
っ
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て
対
象
化
さ
れ
、
主
観
化
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
て
、
そ
れ
の
有
る
が
ま
ま
に
識
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
、
言
う
な
れ
ば
境
が
境
自

身
を
識
る
こ
と
、
境
が
境
自
身
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
り
、
境
が
如
実
に
顕
現
し
て
い
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
要
す
る
に
、
い
か
な

る
対
象
化
も
な
し
に
物
を
識
る
識
は
、
識
る
識
自
身
の
ほ
か
に
い
か
な
る
意
味
の
境
も
持
た
な
い
識
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
そ
れ

は
「
唯
識
無
境
」
の
識
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
同
時
に
「
唯
境
無
識
」
と
同
じ
一
つ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
り
の
ま

ま
の
事
事
物
々
に
直
ち
に
自
己
自
身
を
見
る
と
い
う
こ
と
、
一
草
一
木
一
昆
虫
の
微
に
至
る
ま
で
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
そ
の
物
の
な

か
に
、
絶
対
に
客
体
化
さ
れ
な
い
自
己
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
唯
識
無
境
に
し
て
同
時
に
唯

境
無
識
で
あ
る
よ
う
な
智
が
「
般
若
波
羅
密
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
般
若
智
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
「
空
」
と
い
う
言
葉
は
一
切
の
対
象
の
無
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
の
対
象
の
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
が

智
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
更
に
こ
の
智
は
、
い
か
な
る
対
象
化
も
免
れ
た
事
象
の
本
性
に
達
し
た
智
に
ほ
か
な
ら
ず
、

そ
れ
は
実
相
・
真
如
を
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
「
空
」
は
「
真
如
」
や
「
実
相
」
と
同
義
と
な
る
。『
般
若
経
』
に
い
う
「
色

即
是
空
、
空
即
是
色
」
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
般
若
智
に
と
っ
て
、
実
相
・
真
如
は
対
象
で
は
な
い
。
対
象
で
は
な
く
て
、

自
己
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
智
が
真
如
・
実
相
を
知
る
の
は
、
智
が
自
己
自
身
を
知
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
智
は
同

時
に
実
相
で
あ
る
か
ら
、
智
が
自
己
自
身
を
知
る
こ
と
は
、
実
相
が
実
相
自
身
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
智
が
実
相
を
知
る
こ
と

と
、
智
が
自
己
自
身
を
知
る
こ
と
と
が
、
互
い
に
引
き
離
し
え
な
い
同
一
事
と
し
て
成
立
す
る
。
こ
う
し
た
智
が
一
切
に
平
等
な
智
で
あ

り
、
仏
教
で
い
う
真
の
主
体
は
こ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
大
乗
で
い
う
「
人
・
法
二
空
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
は
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
が
分
か
れ
て
い
ず
、
真
実
あ
り
の
ま
ま
な
る
実
在
が
如
実
に
露
現
し
て
い
る
。
言
う
な
れ
ば

個
々
の
事
事
物
々
が
空
ぜ
ら
れ
る
と
同
時
に
、そ
れ
ら
は
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
空
け
放
た
れ
る
の
で
あ
る
。「
色
不
異
空
、空
不
異
色
」

と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
色
」
と
い
う
諸
存
在
を
絶
対
無
に
摂
収
し
融
没
さ
せ
る
「
空
」
の
働
き
が
、
同
時
に

0

0

0

「
色
」
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の
諸
存
在
を
そ
の
本
来
の
姿
の
ま
ま
に
顕
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
同
時
性

0

0

0

は
、
い
わ
ば
主
客
未
分
の
処
か
ら
出
る
自
己
同
一

の
感
覚
で
あ
る
。
要
す
る
に
空
は
単
な
る
空
無
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
物
を
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
な
有
り
方
へ
と
空
け
放
つ
根
源
的
な
働
き

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
一
切
を
摂
収
し
融
没
さ
せ
る
絶
対
無
は
、
一
切
を
開
放
す
る
絶
対
空
と
同
じ
で
あ
る
。
摂
収
と
開
放
と
の
自
己
同
一
、
こ

れ
が
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
と
言
わ
れ
る
場
合
の
「
即
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
「
即
」
の
動
性
は
、

人
と
法
と
の
同
時
的
生
起
で
あ
り
、
根
源
的
な
〈
時
〉
の
は
た
ら
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

五

　

と
こ
ろ
で
、
我
と
法
と
の
関
係
如
何
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
も
そ
も
我
々
が
世
界
の
な
か
の
諸
存
在
を
知
る
と
い
う
こ
と

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
例
え
ば
浄じ
ん
び
ん瓶

（
浄
水
を
蓄
え
る
瓶
）
と
か
竹し
つ
ぺ
い篦

（
禅
の
師
家
が
修
行
僧
を
接
得
す
る
道
具）

7
（

）
を
ま
さ
に
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
知
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、「
浄
瓶
」
と
か
「
竹
篦
」
と
い
う
経
験
的
概
念
を
通
じ

て
認
識
す
る
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
う
し
た
抽
象
化
し
て
得
ら
れ
た
概
念
を
通
し
て
物
を
知
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な

抽
象
化
さ
れ
た

0

0

0

概
念
（abstrahierter B

egriff

）
が
あ
り
得
る
た
め
に
は
、
す
で
に
そ
の
根
底
に
抽
象
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
れ

を
導
い
て
い
る
概
念
、
つ
ま
り
抽
象
す
る

0

0

概
念
（abstrahierender B

egriff

）
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
今
挙
げ
た
浄
瓶
に

せ
よ
竹
篦
に
せ
よ
、
ま
さ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
纏
め
ら
れ
る
前
に
、
す
で
に
一
つ
の
〈
も
の
〉
と
し
て
、
す
な
わ
ち

実
体

0

0

（Substanz

）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浄
瓶
は
ど
こ
ま
で
も
浄
瓶
で
あ
っ
て
、
木ぼ
く
と
つ
（
木
片
）
で
は
な
い
。

.

カ
ン
ト
（
一
七
二
四
〜
一
八
〇
四
）
は
物
を
物
と
し
て
纏
め
上
げ
る
「
枠
組
み
」
を
我
々
の
意
識
の
根
底
に
内
在
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
形
式
と
見
な
す
が
、
こ
う
し
た
、
経
験
に
先
立
ち
、
し
か
も
そ
の
経
験
を
可
能
な
ら
し
め
る
超
越
論
的
な（transzendental

）働
き
は
、

た
だ
単
に
主
観
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
物
を
見
る
場
合
、
そ
れ
は
物
を
物
と
し
て
捉
え
、
量
・
質
・
関
係
・
様
相
と
い
っ
た
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思
惟
の
形
式
、
す
な
わ
ち
「
範
疇
（K

ategorien

）」
を
通
じ
て
対
象
を
成
立
せ
し
め
、
現
象
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、

主
観
が
一
方
的
に
客
観
的
世
界
を
恣
意
的
に
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
言
う
な
れ
ば
範
疇
と
は
、
い
わ
ゆ
る
主
観
と
客
観
と
の
対

立
以
前
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
そ
の
両
者
を
媒
介
し
、
対
象
に
つ
い
て
の
認
識
を
真
理
た
ら
し
め
る
働
き
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
我
々

が
自
然
を
経
験
し
得
る
所
以
の
条
件
は
、
そ
の
ま
ま
裏
か
ら
言
え
ば
、
自
然
が
現
象
し
得
る
所
以
の
条
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン

ト
は
い
み
じ
く
も
そ
れ
を
「
可
能
的
経
験
一
般
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
条
件
は
、
同
時
に

0

0

0

経
験
の
諸
対
象
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
（D

ie 

B
edingungen a priori einer m

öglichen E
rfahrung überhaupt sind zugleich B

edingungen der M
öglichkeit der 

G
egenstände der E

rfahrung
）
8
（.
）」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
は
、
た
だ
単
に
主

観
が
客
観
的
世
界
を
構
成
し
て
知
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
超
越
論
的
演
繹
論
に
於
い
て
、
超
越
的
対
象
Ｘ
と
超
越
論
的

自
我
と
し
て
の
統
覚
が
一
つ
に
結
合
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
、
我
々
が
自
然
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
然
が
自
ら
を
現
象
さ
せ
る
こ
と

で
あ
り
、
逆
に
自
然
が
自
ら
を
現
象
さ
せ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
自
己
の
根
底
へ
と
自
覚
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
自
然
を
し
て
自
然
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、
深
く
自
己
を
し
て
自
己
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
特
に
留
意
し
た
い
の
は
、
カ
ン
ト
の
先
の
引
用
文
の
中
の
「
同
時
に
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
自
己
と
世
界
と

の
同
時
生
起
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

六

　

カ
ン
ト
の
言
う
こ
の
「
同
時
性
（zugleich

）」、
つ
ま
り
そ
の
時
間
性
に
着
目
し
て
、
存
在
論
の
視
点
か
ら
独
自
の
解
釈
を
し
て
い
る

の
は
Ｍ
．
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八
九
〜
一
九
七
六
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
特
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題）

9
（

』
を
取

り
上
げ
、
若
干
論
及
し
て
み
た
い
。
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さ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
冒
頭
部
分
で
は
こ
う
語
っ
て
い
た
。「
い
か
な
る
存
在
の
理
解
に
せ
よ
存
在
一
般
の
理
解

を
可
能
に
す
る
地
平
と
し
て
時
を
解
釈
す
る
こ
と）

10
（

」
と
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
、
従
来
の
実
体
論
的
形
而
上
学
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
の
問

い
と
の
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
存
在
と
し
て
の
存
在
を
〈
時
〉
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
の
思

索
が
も
つ
画
期
的
な
意
味
は
、実
体
を
中
心
と
し
た
見
方
を
打
ち
破
っ
た
こ
と
で
あ
り
、実
体
す
な
わ
ち
ウ
ー
シ
ア
の
内
に
パ
ル
ー
シ
ア
、

つ
ま
り
現
前
＝
現
在
を
看
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
体
の
実
体
た
る
所
以
す
な
わ
ち
実
体
性
を
「
現
前
＝
現
在
し
て
い
る
こ
と
」「
立

ち
現
わ
れ
て
あ
る
こ
と
」、
そ
う
い
う
意
味
で
〈
時
〉
か
ら
解
釈
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
で
重
要
な
こ

と
は
、「
実
体
」
概
念
を
〈
時
〉
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
〈
時
〉
の
内
に
解
体
し
、「
時
性
」
と
そ
の
「
地
平
」
と
の
一

定
の
様
態
か
ら
「
実
体
」
概
念
の
成
立
を
解
明
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ギ
リ
シ
ア
以
来
、
西
洋
の
形
而
上
学
は
、「
実
体
」
概
念
を
根
本
と
し
た
存
在
論
で
あ
り
、
仏
教
が
説
く
諸
法
無
我
の
考
え
と
は
正
反

対
で
、
生
成
変
化
の
根
底
に
恒
常
不
変
の
本
質
を
見
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
生
成
変
化
を
通
じ
て
そ
の
根
底
に
あ
る
と
こ
ろ
の
不
変
不

動
な
る
基
体
（
ヒ
ュ
ポ
ケ
イ
メ
ノ
ンύποκείμευου
）
を
捉
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
の
代
表
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
で
あ
る
。

そ
し
て
更
に
形
而
上
学
は
そ
の
論
理
的
に
徹
底
化
さ
れ
、
そ
の
極
致
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
論
、
す
な
わ
ち
最
高
の
実
体
た
る
「
神
」
を
、

い
わ
ゆ
る
「
自
己
原
因
（causa sui

）」
と
し
て
捉
え
る
神
論
と
な
る
。
か
く
し
て
西
洋
の
形
而
上
学
は
、
い
み
じ
く
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

指
摘
し
た
よ
う
に
「
存
在
‐
神
‐
論
」
的
構
造
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
実
体
の
あ
り
方
と
し
て
、
個
別
的
な
様
態
が
互
い
に

因
果
の
関
係
に
於
い
て
結
び
つ
い
て
現
わ
れ
、
実
体
と
因
果
と
は
相
伴
う
範
疇
と
な
る
。
す
な
わ
ち
自
己
自
身
に
於
い
て
存
在
し
、
自
己

自
身
に
よ
っ
て
思
惟
せ
ら
れ
る
「
自
己
原
因
」
と
し
て
の
実
体
が
基
体
と
な
り
、
そ
の
上
で
個
別
的
な
も
の
が
互
い
に
因
果
的
に
相
対
的

に
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
洋
の
形
而
上
学
は
因
果
的
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
根
底
に
は
実
体
の
範
疇
が
あ
る
。
因
果
と
範

疇
と
は
不
可
分
離
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
因
果
は
実
体
的
因
果
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
場
合
、「
実
体
」
は
「
範
疇
」
の
一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
た
が
、
範
疇
は
一
般
に
、「
純
粋
直
観
」
に
於
い
て
与

え
ら
れ
る
諸
表
象
の
多
様
を
「
純
粋
悟
性
」
が
総
合
統
一
す
る
そ
の
仕
方
、
つ
ま
り
規
則
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
我
に

対
し
て
立
つ
対
象
と
し
て
、
そ
の
対
象
性
に
於
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
は
、
範
疇
は
純
粋
悟
性
概
念

と
い
う
非
感
性
的
性
格
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
純
粋
直
観
と
の
連
関
の
内
で
そ
れ
自
身
を
「
時
間
規
定
」
と
し
て
感
性
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
う
し
た
範
疇
の
感
性
化
す
な
わ
ち
総
合
の
規
則
の
形
象
化
と
し
て
の
「
時
間
規
定
」
が
「
図
式
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
産
出
す

る
能
力
が
「
純
粋
構
想
力
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
か
く
し
て
我
々
は
人
間
的
魂
の
一
つ
の
根
本
能
力
と
し
て
純

粋
構
想
力
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
能
力
は
す
べ
て
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
根
底
に
存
し
て
い
る
。
こ
の
純
粋
構
想
力
に
媒
介
さ
れ

て
我
々
は
、
一
方
で
は
直
観
の
多
様
を
結
合
し
、
更
に
（
こ
の
多
様
を
）
他
方
に
於
い
て
純
粋
統
覚
の
必
然
的
統
一
と
い
う
制
約
と
結
合

す
る）

11
（

」
と
。

　

と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
「
感
性
的
直
観
」
と
「
悟
性
的
思
惟
」
の
間
に
あ
っ
て
両
者
を
媒
介
し
結
合
す
る
能
力
と
し

て
の
「
純
粋
構
想
力
」
を
、
両
者
の
「
共
通
の
根
」
と
捉
え
、
構
想
力
の
所
産
た
る
「
超
越
論
的
時
間
規
定
」
と
し
て
の
「
図
式
」
を
「
対

象
性
一
般
の
地
平）

12
（

」
と
解
釈
す
る
。
で
は
「
実
体
」
と
「
図
式
」
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

カ
ン
ト
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
実
体
の
図
式
は
時
間
の
内
に
於
け
る
レ
ア
ル
な
も
の
の
持
続
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
経
験
的
時
間
限
定

一
般
の
基
体
―
す
な
わ
ち
そ
の
他
の
一
切
は
変
易
す
る
に
拘
ら
ず
常
住
す
る
も
の
―
と
し
て
の
レ
ア
ル
な
も
の
の
表
象
で
あ
る）

13
（

。」「
時
間

は
経
過
し
な
い
、
時
間
の
内
で
経
過
す
る
の
は
変
易
的
な
も
の
の
現
存
在
で
あ
る
。
か
く
し
て
そ
れ
自
身
不
可
変
易
的
に
し
て
常
住
し
て

い
る
時
間
に
、
現
象
に
於
い
て
対
応
す
る
の
は
、
そ
の
現
存
在
に
於
い
て
不
可
変
易
的
な
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
実
体
で
あ
る）

14
（

。」

　

こ
こ
で
留
意
さ
る
べ
き
点
は
、「
時
間
の
内in der Z

eit

で
経
過
す
る
」
も
の
と
「
時
間
」
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
前
者

は
変
易
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
不
可
変
易
的
で
常
住
し
て
い
るunw

andelbar und bleibend

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
こ
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の
よ
う
な
「
時
間
」
と
は
何
か
。
そ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
純
粋
な
今
継
起
と
し
て
の
時
間
（die Z

eit als reine Jetztfolge

）」
と
解

す
る
。
そ
れ
は
「
そ
れ
自
身
の
恒
常
性
（Ständigkeit ihrer selbst

）」
を
示
し
、
不
可
変
易
的
で
常
住
し
て
お
り
、
経
過
し
な
い
。
し

か
も
こ
の
時
間
は
、「
如
何
な
る
今
に
お
い
て
も
今
で
あ
る
」
と
い
う
特
質
に
基
づ
き
、「
常
住
し
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
一
般
の

純
粋
な
所
見
（der reine A

nblick von so etw
as w

ie B
leiben überhaupt

）
15
（

）」
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
所
見
、
も
し
く

は
「
像
（B

ild

）」
と
し
て
の
時
間
は
、「
根
底
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
」
す
な
わ
ち
実
体
の
実
体
性
を
、
純
粋
直
観
の
内
に
表
出
し
て
い

る
。
か
く
し
て
「
今
継
起
と
し
て
の
時
間
」
は
実
体
概
念
の
純
粋
な
る
像
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
「
今
継
起
と
し
て
の
時
間
」
は
単
な
る
常

住
す
る
今
で
は
な
く
、「
各
々
の
今
に
於
い
て
流
れ
つ
つ
、
そ
の
都
度
或
る
一
つ
の
今
で
あ
り
、
そ
の
都
度
別
の
今
と
な
る）

16
（

」
も
の
で
あ

っ
て
、「
常
住
に
於
け
る
純
粋
変
易
の
像
（das B
ild des reinen W

echsels im
 B

leiben

）」
を
呈
す
る
。

七

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
実
体
の
範
疇
の
成
立
を
、「
時
間
」
が
「
今
継
起
」
と
し
て
そ
れ
自
身
を
形
成
す
る
（bilden

）

と
い
う
こ
と
の
内
に
見
、
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
が
物
を
認
識
す
る
場
合
、
物
と
そ
の
属
性
と
い
う
仕

方
で
―
つ
ま
り「
実
体
と
偶
有
性
」と
い
う
範
疇
に
基
づ
い
て
―
諸
々
の
表
象
を
総
合
統
一
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
か
ら
言
え
ば
、

〈
時
〉
が
そ
れ
自
身
を
「
今
継
起
と
し
て
の
時
間
」
と
し
てbilden
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
初
め
て
可
能
と
な
る
と
、
彼
は
理
解

す
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
プ
ラ
ト
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
西
洋
形
而
上
学
の
根
幹
に
あ
っ
た
恒
常
不
変
の
実
体
概
念
を
根
底
か
ら

覆
し
、
そ
れ
を
「
今
継
起
と
し
て
の
時
間
」
と
し
て
捉
え
返
し
、
逆
に
「
今
継
起
と
し
て
の
時
間
」
か
ら
実
体
概
念
の
成
立
を
開
示
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
に
実
体
を
〈
時
〉
か
ら
解
釈
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
れ
と
の
連
関
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
「
純
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粋
統
覚
」
す
な
わ
ち
「
我
思
惟
す
（Ich denke

）」
を
も
〈
時
〉
か
ら
解
釈
す
る
。
彼
は
、
カ
ン
ト
が
「
時
間
」
と
「
我
」
と
に
つ
い
て

同
一
の
述
語
が
陳
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
超
越
的
演
繹
に
於
い
て
自
我
の
超
越
的
（
す
な
わ
ち
超
越
を
可
能
に
す
る
）
本
質

を
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
。「
け
だ
し
（
純
粋
統
覚
の
）
常
住
不
変
の
自
我
（das stehende und bleibende Ich

）
は
、

我
々
の
す
べ
て
の
表
象
の
相
関
者
を
成
す）

17
（

」
と
。
ま
た
、
時
間
の
超
越
的
本
質
が
解
明
さ
れ
る
図
式
論
の
個
所
で
、
カ
ン
ト
は
、
前
述
の

如
く
、
時
間
に
つ
い
て
、「
時
間
は
経
過
し
な
い
」、「
時
間
は
そ
れ
自
身
不
変
で
常
住
で
あ
る）

18
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い

る
「
常
住
不
変
の
自
我
」
と
は
心
的
出
来
事
の
変
易
の
根
底
に
あ
る
恒
常
的
な
心
的
実
体
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
が
「
自

我
」
と
「
時
間
」
と
に
つ
い
て
同
一
の
述
語
で
陳
述
し
て
い
る
こ
と
は
、「
自
我
」
も
「
時
間
」
も
「
時
間
の
内
に
あ
る
」
と
い
う
意
味

で
の
「
時
間
的
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
自
我
が
時
的
に
あ
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
ず
、「
自
我
は
時
そ
れ
自
身

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
時
そ
れ
自
身
と
し
て
の
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
最
も
固
有
の
本
質
に
於
い
て
可
能
に
な
る
と
い
う
ほ

0

0

0

0

ど
に

0

0

〈
時
的
〉
で
あ
る）

19
（

」（
傍
点
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
自
我
は
「
超
越
論
的
統
覚
・
我
思
惟
す
」
の
「
我
」
で
あ
る
。

か
か
る
「
自
我
は
、
我
々
の
す
べ
て
の
表
象
の
相
関
者
を
成
す
」
と
は
、
そ
の
自
我
が
、
す
べ
て
の
表
象
が
そ
こ
に
向
か
っ
て
総
合
統
一

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
と
な
り
う
る
と
こ
ろ
の
「
対
象
性
」
す
な
わ
ち
対
し
て
立
つ
と
い
う
こ
と
（G

egenständlichkeit, 

G
egenstehen

）」
の
地
平
を
、
自
我
の
前
に
、
自
我
に
対
し
て
根
源
的
に
「
形
成
す
る
（bilden

）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

超
越
論
的
統
覚
の
「
常
住
不
変
の
自
我
（das stehende und bleibende Ich

）」
は
、
個
々
の
対
象
を
超
越
し
つ
つ
「
恒
常
的
で
不
変

で
あ
る
こ
と
一
般
（Ständigkeit und B

leiben überhaupt

）」
と
い
う
「
対
象
性
の
地
平
」
を
予
め
前
も
っ
て
形
成
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
地
平
の
内
で
初
め
て
対
象
的
な
も
の
が
対
象
的
な
も
の
と
し
て
変
易
に
於
い
て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
こ
の
よ

う
な
「
対
象
性
」
つ
ま
りG

egen-stehen

の
地
平
は
「
現
在
（G

egenw
art

）」
の
純
粋
な
所
見
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
「
現
在
の

純
粋
な
所
見
」
を
純
粋
に
見
る
こ
と
に
於
い
て
「
形
成
す
る
」
こ
と
は
、「
純
粋
直
観
と
し
て
の
時
間
の
本
質
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
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こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。「〈
常
住
不
変
の
自
我
〉
と
は
、
時
間
の
根
源
的
形
成
に
於
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

自
我
、
換
言
す
れ
ば
、
根0

源
的
時
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

自
我
が
・
・
・
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
（G

egenstehenlassen von

・
・
・
）、
お
よ
び
そ
の
地
平
を
形
成
す
る
こ
と
と

同
義
で
あ
る）

20
（

。」（
傍
点
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
更
に
言
い
換
え
れ
ば
、「
自
我
は
﹇
時
間
の
根
源
的
形
成
と
い
う
仕
方
で
﹈
時
的
で
あ
る
限
り
に

0

0

0

於
い
て

0

0

0

、
換
言
す
れ
ば
、
有
限
的
な
自
我
と
し
て
は
、
こ
の
超
越
論
的
な
意
味
に
於
い
て
〈
常
住
不
変
〉
で
あ
る）

21
（

。」（
傍
点
ハ
イ
デ
ガ
ー
）

　

こ
の
場
合
の
「
時
間
の
根
源
的
形
式
」
と
は
「
今
継
起
と
い
う
純
粋
連
続
（das reine N

acheinander der Jetztfolge

）」
を
発
源

さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
仕
方
で
「
対
象
」
を
超
え
、「
対
象
性
の
地
平
」
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
に
「
超
越
論
的
統
覚
・
我
思
惟
す
」

の
根
源
的
有
り
方
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
「
今
継
起
と
い
う
純
粋
連
続
」
を
直
観
す
る
こ
と
に
於
い
て
成
立
せ
し
め
る
の
が
「
純

粋
直
観
」
と
し
て
の
「
時
間
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
か
か
る
「
今
継
起
と
い
う
純
粋
連
続
」
と
し
て
の
「
時
間
」
を
発
源
せ
し
め

る
こ
と
が
「
純
粋
自
己
触
発
と
し
て
の
時
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
超
越
論
的
統
覚
・
我
思
惟
す
」
も
「
純
粋
直
観
・
時
間
」

も
「
対
象
性
の
地
平
の
根
源
的
形
成
」
と
し
て
の
「
純
粋
構
想
力
」
と
い
う
性
格
を
表
わ
す
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
「
純
粋
自
己
触

発
と
し
て
の
時
」
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
を
縷
縷
説
明
し
て
き
た
が
、
肝
要
な
こ
と
は
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
カ
ン
ト
解
釈
は
、
実

体
概
念
と
主
体
概
念
、
言
い
換
え
れ
ば
物
の
物
性
と
我
の
我
性
と
を
成
立
さ
せ
て
い
る
根
拠
も
し
く
は
そ
の
地
盤
の
露
呈
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
実
体
の
実
体
性
、
す
な
わ
ち
変
易
す
る
も
の
の
根
底
に
存
す
る
基
体
の
恒
常
性
は
「
今
継
起
と
し
て
の
時
間
」
の
「
常
住

と
不
変
（Ständigkeit und B

leiben

）」
と
し
て
露
呈
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
時
間
の
内
に
」
と
言
わ
れ
た
場
合
の
「
時
間
」
に
ほ
か
な

ら
ず
、
そ
の
「
時
間
」
は
「
時
間
の
内
に
」
は
な
く
、「
不
可
変
易
的
に
し
て
常
住
し
て
い
る
」。
そ
れ
が
そ
も
そ
も
実
体
概
念
を
成
立
さ

せ
て
い
る
根
底
で
あ
り
、
実
体
性
の
正
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
ま
た
、
こ
う
し
た
実
体
の
実
体
性
、
言
い
換
え
れ
ば
対
象
の
対

象
性
を
地
平
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
に
、「
超
越
論
的
統
覚
・
我
思
惟
す
」
と
い
う
我
の
我
性
、
も
し
く
は
主
体
の
主
体
性
が
存
し
た
。
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し
た
が
っ
て
、
実
体
の
実
体
性
が
今
述
べ
た
意
味
で
の「
時
間
」と
し
て
露
呈
さ
れ
る
こ
と
と
相
関
的
に
、
超
越
論
的
主
体
の
主
体
性
は
、

か
か
る
「
時
間
」、
す
な
わ
ち
「
今
継
起
と
い
う
純
粋
連
続
」
と
し
て
の
「
時
間
」
を
対
象
性
の
地
平
と
し
て
根
源
的
に
形
成
し
発
現
せ

し
め
る
「
根
源
的
時
」、
つ
ま
り
「
純
粋
自
己
触
発
と
し
て
の
時
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
実
体
の

実
体
性
も
し
く
は
物
の
物
性
も
、
主
体
の
主
体
性
も
し
く
は
我
の
我
性
も
、
共
に
有
の
問
い
の
形
而
上
学
的
根
拠
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ

そ
の
両
者
が
成
立
し
て
く
る
地
盤
と
し
て
「
根
源
的
時
」
が
露
呈
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
に
於
い
て
生
じ
た
根
本
的
出
来
事
、
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
、
実
体
の
実
体
性
と

我
の
我
性
と
の
成
立
根
拠
を
〈
時
〉
と
し
て
露
呈
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
実
体
性
の
形
而
上
学
と
主
体
性
の
形

而
上
学
、
つ
ま
り
西
洋
形
而
上
学
の
全
体
が
も
は
や
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
は
維
持
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
決
定
的
に
顕
示
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
で
触
れ
た
仏
教
の
立
場
は
、
実
体
の
実
体
性
を
空
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
体
の
絶
対
否
定
を
根
本
と
し
て

お
り
、
し
か
も
実
体
の
実
体
性
を
空
化
す
る
こ
と
は
同
時
に

0

0

0

我
の
我
性
の
無
我
た
る
こ
と
を
直
下
に
覚
す
る
こ
と
に
於
い
て
の
み
性
起
す

0

0

0

る0

。
そ
の
「
性
起
」
は
明
ら
か
に
〈
時
〉
で
あ
り
、
未
だ
そ
の
深
い
構
造
が
殆
ど
哲
学
的
に
解
明
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
〈
時
〉
で
あ
る
。

人
法
倶
空
が
同
時
性
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
さ
れ
る
そ
の
同
時
性
と
は
何
な
の
か
。
空
と
は
或
る
根
源
的
な
〈
時
〉
の
働
き
な
の
で
は
な

い
の
か
。

　

こ
こ
に
い
た
っ
て
、
次
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
先
に
言
及
し
た
「
浄
瓶
」、「
竹
篦
」
は
も
は
や
、
自
我
の
認
識
主
体
、

す
な
わ
ち
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
超
越
論
的
統
覚
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
実
体
的
対
象
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た

認
識
自
我
は
空
無
化
さ
れ
て
い
る
。「
浄
瓶
」
や
「
竹
篦
」
も
対
象
化
さ
れ
た
実
体
で
は
も
は
や
な
く
、
実
体
的
巣
窟
か
ら
解
放
さ
れ
、

そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
如
々
に
現
前
す
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
性
起
」
の
う
ち
に
顕
現
す
る
。「
有
時
は
、
時
す
で
に
有
な
り
、
有

は
み
な
時
な
り
。
…
…
松
も
時
な
り
、
竹
も
時
な
り
」（『
正
法
眼
蔵
）「
有
時
」』
と
語
る
道
元
の
顰
に
倣
っ
て
言
え
ば
、「
浄
瓶
」
も
時
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な
り
「
竹
篦
」
も
時
な
り
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
「
時
」
は
「
飛ひ

去こ

」
す
る
の
で
は
な
く
「
経
き
ょ
う
り
ゃ
く

歴
」
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
道
元
の
見
た
「
性
起
」
の
正
体
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

八

　

こ
こ
で
、
唐
突
な
が
ら
比
較
考
察
し
て
み
た
い
の
は
、
唐
の
華
厳
宗
の
第
二
祖
智
儼
（
六
〇
二
〜
六
六
八
）
お
よ
び
第
三
祖
法
蔵
（
六

四
三
〜
七
一
二
）
の
「
性
起
」
の
説
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
性
起
」
と
は
漢
訳
経
典
と
し
て
の
『
華
厳
経
』
の
一
品
に
与
え
ら
れ
た
訳
語

で
あ
り
、
そ
の
源
流
は
イ
ン
ド
仏
教
に
遡
る
。
つ
ま
り
『
宝
性
論
』
の
「
如
来
性
起
」
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
イ
ン
ド
の
仏

教
思
潮
に
お
い
て
、
如
来
蔵
思
想
を
説
く
経
典
や
論
書
に
見
ら
れ
る
「
如
来
性
起
」
の
概
念
が
、
真
如
や
法
性
が
露
現
す
る
と
い
う
意
味

で
理
解
さ
れ
、
中
国
仏
教
に
そ
の
ま
ま
移
植
さ
れ
た
。
浄
影
寺
慧
遠
は
『
大
乗
義
章
』
の
な
か
で
、「
性
」
の
字
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
が
、「
性
」
と
は
仏
性
・
如
来
性
・
如
来
蔵
性
な
ど
、
仏
教
に
お
け
る
衆
生
の
成
仏
可
能
を
示
す
語
と
し
て
重
要
な
概
念
で
あ
る
。『
大

乗
義
章
』「
仏
性
義
」
の
な
か
で
、
慧
遠
は
「
性
」
を
解
釈
し
て
四
義
を
挙
げ
て
い
る
。
種
子
因
本
義
、
体
義
、
不
改
義
、
性
別
義
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
華
厳
教
学
に
お
け
る
「
性
」
の
意
義
の
源
流
と
な
っ
た
。
と
く
に
こ
の
中
、
性
起
の
性
の
解
釈
に
重
要
な
の
は
、「
体
義
」
お

よ
び
「
不
改
義
」
で
あ
る
。
体
義
と
は
真
識
心
・
法
身
・
仏
性
で
あ
り
、
諸
法
の
自
体
を
謂
う
。
ま
た
不
改
の
義
と
は
、
因
体
不
改
、
果

体
不
改
、
因
果
自
体
不
改
、
諸
法
の
体
実
不
改
で
あ
る
。

　

慧
遠
の
性
は
真
性
と
理
解
さ
れ
、
真
性
と
は
如
来
蔵
性
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

真
と
は
所
謂
、
如
来
蔵
な
り
。
恒
沙
の
仏
法
は
同
体
縁
集
し
て
不
離
不
脱
不
断
不
意
な
り
。
此
の
真
性
縁
起
は
生
死
涅
槃
を
集
成

す
。
真
の
集
す
る
と
こ
ろ
な
る
が
故
に
真
実
な
ら
ざ
る
な
し
。（
大
正
四
四
、
四
八
三
上
）
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こ
こ
に
は
「
真
性
縁
起
」
な
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
や
が
て
智
儼
に
お
い
て
法
界
縁
起
染
門
、
摂
末
帰
本
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

く
。

　

智
儼
の
法
界
縁
起
と
は
唯
浄
な
る
性
起
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、『
捜
玄
記
』
巻
四
下
の
「
性
起
品
」
の
「
性
起
」
の
語
の
解
釈
と
し
て
、

「
性
と
は
体
な
り
。
起
と
は
心
地
に
現
在
す
る
の
み
。」
と
あ
る
。
智
儼
が
性
を
体
と
見
な
し
た
の
は
、
慧
遠
の
性
の
解
釈
か
ら
そ
の
第
二

義
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
性
が
体
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
覚
了
以
後
の
真
如
の
体
性
を
謂
う
の
で
あ
り
、
心
地
と
は
、
同
じ
く
覚
了

以
後
の
衆
生
心
を
指
す
。
つ
ま
り
真
如
が
般
若
智
に
顕
現
し
て
く
る
こ
と
が
性
起
で
あ
り
、
不
起
と
し
て
の
性
起
は
積
極
的
に
は
性
徳
顕

現
の
意
で
あ
る
。
従
っ
て
智
儼
に
あ
っ
て
は
唯
浄
の
法
界
縁
起
と
し
て
の
性
起
で
あ
り
、
そ
れ
は
直
ち
に
実
践
せ
る
衆
生
の
身
心
に
具
体

的
に
顕
現
せ
る
用
（
は
た
ら
き
）
が
性
起
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。『
捜
玄
記
』
巻
三
下
に
、
因
縁
生
に
二
種
の
義
が
あ
る
と
し
て
「
一

に
は
無
自
性
の
故
に
空
。
二
つ
に
は
因
縁
有
力
の
故
に
生
じ
て
果
法
を
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
智
儼
は
第
一
義
の
無
自
性
空
を
「
不
起

の
起
」
と
し
て
捉
え
、
こ
の
見
解
が
晩
年
の
著
作
『
孔
目
章
』「
性
起
章
」
に
お
い
て
、

　

是
れ
縁
起
の
性
に
由
る
が
故
に
説
い
て
起
と
な
す
。
起
は
即
ち
不
起
な
り
。
不
起
と
は
是
れ
性
起
な
り
。（
大
正
四
五
、
五
八
〇
下
）

と
の
性
起
思
想
へ
と
結
実
す
る
。
縁
起
し
て
い
る
諸
法
は
顕
わ
れ
な
が
ら
に
し
て
本
来
不
起
の
果
性
な
の
で
あ
る
。
縁
起
の
諸
法
の
一
々

は
そ
れ
自
体
無
自
性
で
あ
り
、
起
が
す
な
わ
ち
不
起
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
本
来
不
起
の
果
性
の
境
位
に
立
っ
て
言
う
こ
と
で
あ
る
。
単

な
る
縁
起
し
て
い
る
起
は
性
起
と
は
言
わ
れ
な
い
。
諸
法
を
無
自
性
に
於
い
て
捉
え
、
起
に
し
て
不
起
で
あ
る
と
な
す
の
が
性
起
の
立
場

で
あ
る
。
性
起
と
縁
起
は
別
の
二
つ
の
も
の
で
は
な
く
、
体
は
一
つ
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
具
体
的
現
実
の
「
事
」
の
方
向
か
ら
見
る
と

き
そ
れ
は
縁
起
で
あ
り
、「
理
」
と
し
て
見
た
場
合
に
は
性
起
と
な
る
。
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次
に
法
蔵
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
『
探
玄
記
』
巻
一
六
で
「
性
起
品
」
を
註
釈
し
、「
性
起
」
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

　

不
改
を
性
と
名
づ
け
、
用
を
顕
わ
す
を
起
と
称
す
。
即
ち
如
来
の
性
起
こ
る
な
り
。
又
た
真
理
を
如
と
名
づ
け
性
と
名
づ
く
。
用

を
顕
す
を
起
と
名
づ
け
来
と
名
づ
く
。
即
ち
如
来
を
性
起
と
為
す
な
り
。（
大
正
三
五
、
四
〇
五
上
）

　

ま
た
、
性
起
と
縁
起
の
関
係
に
つ
い
て
敷
衍
し
て
言
え
ば
、『
華
厳
経
問
答
』
巻
下
に
、
次
の
よ
う
な
論
述
が
あ
る
。

云
何
が
性
起
と
修
生
と
因
果
別
な
り
や
。
答
う
、
実
に
尓
り
。
其
れ
縁
修
な
け
れ
ば
性
起
な
し
、
性
起
な
け
れ
ば
縁
修
を
成
ぜ
ず
。

然
れ
ば
即
ち
其
の
縁
修
は
是
れ
相
を
離
れ
体
に
順
ず
る
が
故
に
性
起
と
な
す
。
性
起
は
即
ち
是
れ
随
縁
の
故
に
縁
修
と
為
す
。（
大

正
四
五
、
六
〇
九
下
）

つ
ま
り
縁
修
（
縁
起
）
を
真
性
・
体
の
立
場
で
見
れ
ば
性
起
で
あ
り
、
性
起
を
相
の
立
場
で
見
れ
ば
縁
修
（
縁
起
）
と
な
る
点
を
論
究
し

て
い
る
。
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
性
起
の
「
起
」
と
は
「
顕
現
」「
挙
起
」「
発
起
」
の
意
味
で
あ
り
、
仏
性
の
現
起
す
る
こ

と
を
謂
う
。
つ
ま
り
如
来
が
一
切
衆
生
の
な
か
に
絶
え
ず
現
在
し
て
や
ま
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
性
起
の
「
起
」
と
い
っ
て
も
、
本
来

具
わ
っ
て
い
る
仏
性
が
よ
う
や
く
今
に
し
て
初
め
て
生
起
し
て
く
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
起
は
「
不
起
」
な
の
で

あ
る
。
不
起
そ
の
も
の
自
体
、
そ
こ
に
根
本
を
お
い
て
見
る
の
が
性
起
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
絶
対
を
相
対
と
の
関
係
を
度
外
視
し
て
、

絶
対
の
ま
さ
に
対
を
絶
す
る

0

0

0

0

0

あ
り
方
に
即
し
て
み
た
場
合
が
「
不
起
」
と
し
て
の
性
起
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
智
儼
や
法
蔵
が
「
性
起
」
を
「
不
起
」
な
り
「
不
改
」
と
し
て
捉
え
た
と
い
う
こ
と
、
少
な
く
と
も
真
如
の
理
体
を
そ
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の
よ
う
に
否
定
表
現
で
言
い
詮
わ
し
た
こ
と
の
真
意
、
つ
ま
り
彼
ら
が
共
に
真
如
の
根
源
的
事
態
の
中
に
看
取
し
て
い
た
そ
の
消
息
は
、

真
如
覚
体
の
自
己
覆
蔵
性

0

0

0

0

0

と
し
て
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
従
来
仏
教
学
者
の
間
で
、
真

如
・
法
性
の
理
体
を
実
体
論
的
・
本
体
論
的
な
も
の
と
見
做
し
て
、
そ
れ
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
誤
解
を

解
く
糸
口
が
、
真
如
が
も
つ
開
顕
（
起
）
と
覆
蔵
（
不
起
）
の
同
時
生
起

0

0

0

0

と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
決
し
て
実

体
的
根
拠
で
は
な
く
、
覆
蔵
的
動
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

九

　

直
接
的
な
般
若
智
の
う
ち
に
顕
在
し
、
念
処
の
修
行
に
於
い
て
は
、
そ
の
全
過
程
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
根
柢
を
な
す
も
の
と
し
て
潜
在
的

な
か
た
ち
で
そ
れ
を
可
能
に
す
る
〈
真
如
覚
体
〉
を
、
い
わ
ば
西
洋
形
而
上
学
の
能
動
態
的
思
考
に
於
け
る
主
辞
の
目
的
語
と
し
て
対
象

化
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
内
反
省
的
に
、
行
為
の
過
程
そ
の
も
の
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
中
動
態
的
思
惟
に

於
け
る
主
体
を
自
ら
の
根
柢
と
し
て
対
自
化
し
、
そ
れ
を
「
自
ら
の
も
の
」
と
し
て
ゆ
く
自
己
内
摂
帰

0

0

こ
そ
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル

タ
が
企
図
す
る
念
処
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
自
覚
作
用
を
通
じ
て
、
真
如
は
は
じ
め
て
真
如
と
し

て
、
自
ら
の
う
ち
に
立
ち
帰
り
、
自
ら
を
顕
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
う
し
た
自
覚
的
な
直
覚
へ
の
「
摂
帰
」
と
、
真
如
そ
の
も
の
の
顕
現
と
が
、
何
か
継
起
的
に
起
こ
る

二
つ
の
運
動
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
は
、
そ
の
ま
ま
一
つ
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
我
々

に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
、
し
か
も
決
定
的
に
困
難
で
あ
る
の
は
、
真
如
が
も
つ
「
そ
の
ま
ま
」
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
直
接

0

0

性0

と
い
う
こ
と
の
正
確
な
把
握
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
念
処
の
自
覚
的
思
惟
に
お
け
る
自
己
関
係
性
、
再
帰
性
と
い
う
も
の
の
把
握
と

一
つ
に
連
な
る
問
題
で
あ
る
。
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
直
接
的
な
真
如
へ
遡
行
的
に
立
ち
帰
っ
て
ゆ
く
摂
帰
的
思
惟
の
営
み
そ
の
も
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の
が
、
覆
蔵
的
統
一
的
な
真
如
の
超
越
性
を
証
し
、
そ
れ
が
ま
た
般
若
智
そ
の
も
の
を
証
す
る
当
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
構
造
で
あ
る
。

こ
う
し
た
自
覚
的
思
惟
の
遡
行
的
自
己
内
反
省
が
、
取
り
も
直
さ
ず
、
真
如
そ
の
も
の
の
覆
蔵
的
自
己
内
還
帰
と
一
つ
に
つ
な
が
り
、
そ

の
こ
と
が
真
如
が
自
己
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
映
し
出
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
構
造
の
正
確
な
把
握
な
く
し
て
真
如
と
は
何
か

と
い
う
問
い
に
は
近
づ
き
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
般
若
智
と
真
如
と
は
一
つ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、〈
事
実
そ
の
ま
ま
〉
と
い
う
真
如
の
直
接
性
は
、
こ
の
よ
う
に
、
摂
帰
的
思
惟
に
対
し
て
、
常
に
既
に
先
ん
じ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
思
惟
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
超
越
的

0

0

0

な
も
の
な
の
で
あ
る
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
更
に
突
っ
込
ん
で
考

察
し
て
み
た
い
。

　

そ
こ
で
ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
真
如
の
直
接
性
そ
れ
自
身
が
も
つ
〈
既
在
性
〉
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
如
が
、
常
に
既
に

0

0

0

0

と
い

う
仕
方
で
自
ら
を
閉
ざ
す
覆
蔵
的
自
己
内
還
帰
と
い
う
傾
向
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
反

省
的
思
惟
の
過
程
、
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
後
の
還
帰
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
に
常
に
統
一
的
全
体
と
し
て
内
在
す
る
可

能
根
拠
と
し
て
の
自
身
へ
の
翻
り
で
あ
り
、
つ
ま
り
外
化
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
が
同
時
に

0

0

0

自
己
内
還
帰
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
般
若
智
が
脱
自
的
に
分
化
発
展
し
て
ゆ
く
そ
の
進
行
の
端
緒
に
お
い
て
常
に
既
に

0

0

0

0

自
ら
の
う
ち
へ
と
翻
り
、
還
帰
す
る
方
向
が

あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
事
実
そ
の
ま
ま
を
知
る
直
接
的
な
知
に
あ
っ
て
は
顕
在
的
な
統
一
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
れ
が
思
惟
も
し
く
は

「
念
処
」
と
い
う
営
み
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
っ
て
は
常
に
「
潜
勢
的
な
」
統
一
作
用
と
な
っ
て
働
く
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
外
化
し
て
ゆ
く
過
程
を
経
て
、
ど
こ
か
の
折
り
返
し
点
で
自
己
還
帰
す
る
の
で
は
な
い
。
般
若
智
は
絶
え
ず
「
現
在
」
な
の
で
あ
っ

て
、
つ
ね
に
一
へ
と
統
べ
る
営
み
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
は
、
言
う
な
れ
ば
間
断
な
き
流
動
的
発
展
と
一
つ
に
な
っ
て
生

起
し
、
そ
の
流
動
性
を
ま
さ
に
間
断
な
き
も
の
と
し
て
可
能
に
す
べ
く
、
自
ら
の
内
に
引
き
こ
も
る
覆
蔵
的
契
機
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
渦
巻
が
そ
の
見
え
ざ
る
中
心
か
ら
湧
出
し
て
く
る
そ
の
動
き
が
、
同
時
に
、
そ
の
見
え
ざ
る
中
心
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へ
向
か
っ
て
吸
収
さ
れ
帰
入
し
て
ゆ
く
ご
と
き
同
時
的
な
動
性
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
般
若
智
の
も
つ
直
接
性
は
、
自
ら
が
そ
れ
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
い
わ
ば
原
初
的
直
接
性
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
れ

0

0

0

0

0

へ

と
展
開
す
る
運
動
と
し
て
、
既
に
そ
れ
自
身
の
内
に
立
ち
帰
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
直
接
性
、
単
純
性
と
い
う
契
機
を
内
に
含
ん
で
お
り
、

次
位
的
展
開
も
ま
た
そ
れ
を
前
提
し
て
い
る
、
と
で
も
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
般
若
智
の
原
初
的
直
接
性
は
〈
自
ら
運
動
す
る
自
己
同
一

性
〉
と
し
て
先
取
的
に
既
に
自
己
同
一
を
保
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
こ
の
よ
う
な
〈
脱
自
的
統
一
〉
と
で
も
言
う
べ
き
自
己
同
一
性
は
、「
無
限
の
統
一
力
」
と
し
て
、
す
べ
て
を
一
に
統
べ
る
根

源
的
働
き
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
決
し
て
そ
れ
自
身
〈
統
一
せ
ら
れ
た
対
象
〉
と
は
な
ら
ず
、
常
に
既
に
そ
の
手
前
で
現
前
し
て
い
る

も
の
で
あ
っ
て
、
事
後
的
に
分
化
発
展
し
て
き
た
も
の
に
対
し
て
は
常
に
そ
れ
に
先
ん
ず
る
も
の
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
超
越
的

0

0

0

で
あ
り
、

時
間
的
経
過
の
中
で
は
常
に
既
に

0

0

0

0

過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
直
覚
に
基
づ
く
念
処
的
思
惟
に
あ
っ
て
、
常
に
既
に
潜
在
的
・

覆
蔵
的
な
仕
方
で
現
前
し
て
し
ま
っ
て
い
る
般
若
智
の
統
一
性
は
、
思
念
を
可
能
な
ら
し
め
な
が
ら
も
そ
れ
自
身
思
念
の
統
一
の
対
象
に

は
な
ら
ず
に
自
ら
覆
蔵
し
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
現
在

0

0

意
識
で
あ
る
般
若
智
は
、
言
う
な
れ
ば
絶
え
ず
そ
の
直
接
性
を
〈
痕
跡
〉
と
し

て
し
か
与
え
な
い
〈
絶
対
的
過
去
〉
と
し
て
既
在
的
自
己
同
一
的

0

0

0

0

0

0

0

0

な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
も
そ
も
念
処
の
営
み
の
前
提
の
一
つ
は
、
そ
の
念
処
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
べ
き
究
極
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
般
若
智
が
、〈
既
に

現
に
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
念
処
に
よ
っ
て

探
究
さ
れ
る
べ
き
真
如
は
、
第
一
に
般
若
智
の
「
そ
の
ま
ま
」
と
言
う
直
接
性
に
内
在
す
る
「
自
己
同
一
」
の
構
造
と
し
て
、「
既
に
現

に
あ
る
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
第
二
に
、
か
か
る
有
機
的
全
体
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
自
己
同
一
を
保
持
す
る
「
統
一
的
或
者
」
で
あ
る
。

　

こ
の「
統
一
的
或
者
」は
、
我
々
の
念
処
に
先
立
ち
、
そ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
超
越
的
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
存
在
と
し
て
ど
こ
ま
で
も「
既

に
現
に
あ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
思
念
の
営
み
と
し
て
の
「
念
処
」
は
常
に
己
の
根
拠
に
向
か
う
自
覚
的
な
運
動
た
ら
ざ
る
を
得
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な
い
。
つ
ま
り
思
念
は
般
若
智
に
お
け
る
統
一
的
或
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
己
の
存
立
を
支
え
ら
れ
つ
つ
も
、
そ
の
直
接
性
か
ら
い
わ

ば
い
つ
も
既
に
歩
み
出
て
し
ま
っ
て
お
り
、
己
の
存
立
の
根
拠
を
常
に
己
の
外
に
持
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
般
若

智
の
直
接
的
な
現
在

0

0

意
識
は
、
既
に

0

0

現
に
あ
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
立
ち
遅
ら
せ
、
そ
う
し
た
〈
差
異
化
〉
が
念
処
を
促
し
、
思
念
に
対

し
て
ど
こ
ま
で
も
超
越
的
な
も
の
と
し
て
将
来
的
に

0

0

0

0

現
前
し
て
い
る
と
で
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

般
若
智
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つ
「
直
接
性
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は
、
こ
う
し
た
時
間
的
構
造
を
も
つ
。
真
如
の
当
体
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こ
の
よ
う
に
、
既
在
的
に
自
己
内
還
帰
す
る

超
越
的

0

0

0

現
在
と
し
て
、
差
異
的
に
将
来
す
る
〈
同
時
的
・
絶
対
現
在
〉
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
仏
道
修
行
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
そ

う
し
た
絶
対
現
在
を
生
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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