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ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

近
年
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ナ
イ
ト
ス
タ
ン
ド
・
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
と
い

わ
れ
る
人
々
が
多
く
出
て
き
て
い
て
、
ひ
そ
や
か
な
精
神
的
底
流
と
な

っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る（

１
）。

こ
れ
は
、仕
事
か
ら
帰
っ
て
き
た
人
々
が
、

夕
食
後
自
室
に
戻
り
、
夜
の
手
も
と
の
灯
り
の
下
で
、
ひ
と
り
仏
教
書

や
思
想
書
を
紐
解
い
た
り
、
ま
た
瞑
想
を
行
っ
た
り
し
て
、
生
き
て
い

る
こ
と
の
養
い
と
し
て
い
る
、
自
分
の
心
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
願
っ
て

い
る
、
そ
う
い
う
人
々
を
指
し
て
い
る
そ
う
な
の
で
、
特
に
特
定
の
宗

派
へ
の
信
仰
告
白
な
ど
は
し
て
い
な
い
人
々
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

　

今
日
は
、皆
様
に
「
現
代
文
明
に
お
け
る
宗
教
性
の
方
向
」
と
題
し
、

西
欧
文
明
圏
に
お
い
て
こ
う
し
た
問
題
性
に
関
し
早
く
か
ら
体
験
的
に

試
行
錯
誤
し
て
い
っ
た
二
人
の
パ
イ
オ
ニ
ア
、
ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
と

ヴ
ィ
リ
ギ
ス
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い（

２
）。

二
人
の
思
想
気

圏
は
ア
メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ
と
い
う
大
き
な
地
理
的
な
違
い
が
あ
り
な
が

ら
、
驚
く
ほ
ど
よ
く
似
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ナ
イ
ト
ス
タ
ン
ド
・
ブ
ッ

デ
ィ
ス
ト
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
思
想
な

い
し
行
跡
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
意
義
に

つ
い
て
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　

ヴ
ィ
リ
ギ
ス
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
神
父
は
、
現
代
西
欧
文
明
圏
に
お
い
て
、

日
本
の
禅
の
伝
統
的
な
修
行
を
学
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
活
性
化
に
成
功
し
た
人
物
で
あ
る
。

す
で
に
私
も
イ
ェ
ー
ガ
ー
を
著
書
に
し
て
出
し
て
い
る
の
で（

３
）、

今
日
は

ま
ず
、
や
は
り
同
様
に
禅
の
修
練
と
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
の
修
練
に
従
事
し
、
東
洋
の
宗
教
的
な
知
見
と
現
代
心
理
学
と
を
総

合
的
に
統
合
す
る
と
い
う
巨
大
な
試
み
を
成
し
遂
げ
た
、
ケ
ン
・
ウ
ィ

ル
バ
ー
の
思
想
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
「
フ

ロ
イ
ト
と
ブ
ッ
ダ
を
結
合
さ
せ
た
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
よ

っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
思
想
を
取
り
上
げ
る
こ
と

に
よ
り
、
現
代
社
会
に
お
い
て
宗
教
と
い
う
分
野
が
、
今
後
如
何
な
る

ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

清　

水　

大　
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意
義
を
も
ち
う
る
の
か
、
些
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
希
望
す
る
。

１　

ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
略
歴
と
実
生
活

　

ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
一
九
四
九
年
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
人
、
大
学

で
は
医
学
進
学
課
程
を
止
め
た
あ
と（

４
）、

生
化
学
の
勉
強
を
始
め
て
い

た
が
、
中
国
の
『
老
子
』
に
触
れ
た
こ
と
が
大
き
な
転
機
と
な
っ
て
、

二
〇
歳
に
な
っ
た
と
き
か
ら
、
哲
学
・
古
今
東
西
の
宗
教
思
想
・
心
理

学
な
ど
を
独
学
で
勉
強
し
て
い
く
と
い
う
方
向
に
転
換
し
た
。併
せ
て
、

日
本
か
ら
の
禅
の
修
練
と
、後
に
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
修
練
と
を
行
い
、

生
活
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
た（

５
）。

も
ち
ろ
ん
、
修
練
に
よ
る
境
涯
が
思

想
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
二
三
歳
の
と
き
に
処
女
作
『
意
識
の
ス
ペ

ク
ト
ル（

６
）』

を
公
刊
し
、
幸
い
こ
れ
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
こ
の

本
は
、
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
方
面
の
様
々
な
セ
ラ
ピ
ー
と
古

今
東
西
の
宗
教
思
想
と
を
鳥
瞰
図
的
に
組
み
合
わ
せ
て
纏
め
上
げ
て
お

り
、
非
常
に
手
際
よ
く
纏
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
方
面
で
の
名
著

と
さ
れ
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
一
躍
時
代
の
寵
児
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
本

書
は
全
体
を
見
渡
す
た
め
の
大
き
な
地
図
で
あ
っ
て
、
実
際
の
個
々
の

具
体
的
な
セ
ラ
ピ
ー
を
行
う
の
に
直
接
役
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
ら
し

い
。
そ
の
後
、『
グ
レ
ー
ス
・
ア
ン
ド
・
グ
リ
ッ
ト（

７
）』、

以
下
邦
訳
名
で

挙
げ
る
と
、『
進
化
の
構
造
』、『
万
物
の
歴
史
』、『
統
合
心
理
学
へ
の
道
』

な
ど
多
数
の
著
作
を
公
刊
し
、
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
今
日
で

は
、
心
理
学
の
範
囲
を
越
え
、
ア
メ
リ
カ
の
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
代

表
的
な
哲
学
者
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
体
に
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
思
想
は
オ
ー
プ
ン
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い

う
特
性
を
も
っ
て
お
り
、
愛
読
者
に
は
、
民
主
党
の
元
副
大
統
領
で
、

地
球
温
暖
化
問
題
で
活
躍
し
た
ア
ル
・
ゴ
ア
な
ど
が
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ウ
ィ
ル
バ
ー
の
思
想
は
、東
洋
の
思
想
と
修
練
を
受
容
し
た
と
は
い
え
、

や
は
り
思
想
の
本
質
は
強
靭
な
骨
格
を
も
っ
た
西
洋
人
の
も
の
か
と
思

わ
れ
る
。
後
述
の
「
前
／
超
の
虚
偽
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
合
理
主

義
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
て
い
る
。
北
米
は
、
西
欧
文
明
圏
の
一
部
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
今
東
西
の
思
想
が
根
本
的
に
統
合
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
西
欧
的
な
強
靭
で
生
々
し
い
思
索
力
と
合
理
的

な
精
神
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
行
き
方
は
、
決
し
て
自
分
の
到
達
し
た

思
想
を
こ
れ
が
正
し
い
と
人
に
押
し
つ
け
る
、
と
い
っ
た
態
度
で
は
な

く
、「
こ
う
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
が
、
よ
か
っ
た
ら
ど
う
ぞ
」
と

い
う
提
案
型
の
ス
タ
ン
ス
で
私
た
ち
に
臨
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
最
後

の
頂
点
の
と
こ
ろ
は
、
日
本
人
の
世
界
観
と
も
通
ず
る
柔
和
な
空
の
境

涯
に
な
っ
て
い
る
。
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ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

ウ
ィ
ル
バ
ー
を
私
た
ち
日
本
人
が
読
ん
で
受
け
る
感
想
は
、
こ
う
し

た
東
西
思
想
の
統
合
の
仕
事
は
、
私
た
ち
日
本
人
が
な
し
遂
げ
る
べ
き

課
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
先
を
越
さ

れ
た
と
感
じ
た
日
本
人
も
多
か
ろ
う
か
と
思
う
。
日
本
文
明
圏
に
は
古

来
よ
り
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
韓
国
か
ら
の
東
洋
思
想
が
本
質
的
な
理
解

を
も
っ
て
根
付
い
て
い
る
し
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
な
か
で
は
、
幕
末
以
降
、

一
早
く
西
洋
思
想
を
受
容
・
摂
取
す
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
だ

か
ら
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
成
し
遂
げ
た
よ
う
な
古
今
東
西
の
思
想
の
統
合

と
い
う
仕
事
は
、
本
来
日
本
人
こ
そ
が
や
り
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
た
課

題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ル
バ
ー
が
日
本
人
の
先
を
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
に

は
、理
由
が
あ
る
。ウ
ィ
ル
バ
ー
の
仕
事
は
、ほ
ぼ
英
語
だ
け
で
行
わ
れ
、

成
功
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
英
語
以
外
の
西
洋
思
想
や
、
東
洋
の

イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
な
ど
の
思
想
を
学
ぶ
に
際
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に

良
質
の
翻
訳
が
十
分
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ウ
ィ

ル
バ
ー
は
外
国
語
習
得
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
時
間
を
費
す
こ
と
な
く
、
初

め
か
ら
思
想
そ
の
も
の
と
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
大
き
な
利
点
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
は
今
日
に
至
る
ま
で
、
世
界
に
お
け
る
政
治
文
化
の
最
大

の
中
心
地
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
世
界
各
地
の
人
々
が
自
分
の
文
化
圏

の
秀
れ
た
思
想
文
献
を
英
語
に
翻
訳
し
て
持
ち
込
も
う
と
し
て
き
た
。

し
か
も
、
ア
メ
リ
カ
の
教
養
人
が
読
ん
で
わ
か
る
翻
訳
に
し
て
移
入
し

て
い
る
。
読
ん
で
わ
か
ら
な
い
翻
訳
で
は
、
西
欧
文
明
圏
の
人
々
に
は

買
っ
て
読
ん
で
も
ら
え
な
い
。
だ
か
ら
、
翻
訳
者
は
読
ん
で
わ
か
る
翻

訳
を
作
る
こ
と
に
最
大
の
努
力
を
払
う
。

　

読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
翻
訳
が
ま
か
り
通
っ
て
い
た
の
は
、
か
っ
て

の
日
本
で
は
な
か
っ
た
か
。
往
時
の
日
本
で
は
、
一
般
市
民
の
読
者
の

ほ
う
が
、
わ
か
ら
な
い
の
は
読
む
自
分
の
ほ
う
が
悪
い
の
だ
と
謙
虚
に

考
え
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
悪
弊
は
改
め
な
け
れ
ば

い
け
な
い
だ
ろ
う
。
今
日
、
反
省
は
進
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
有
利
な
点
と
し
て
は
、
実
際
面
で
も
、
禅
な
ど

の
東
洋
の
修
行
者
、
イ
ン
ド
の
グ
ル
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
が
、
各
地
か

ら
ア
メ
リ
カ
に
集
ま
っ
て
き
て
、
東
洋
思
想
を
ア
メ
リ
カ
に
広
め
て
い

こ
う
、と
い
う
状
況
が
で
き
て
い
た
。そ
れ
に
応
じ
て
、ア
メ
リ
カ
で
は
、

ヒ
ッ
ピ
ー
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
人
々
を
含
め
て
、
道
を
求
め
る
霊
的
な

人
々
が
多
数
出
現
し
た
。
日
本
の
仏
教
界
で
は
、「
仏
教
東
漸
」
の
機

あ
り
、
と
い
わ
れ
、
地
球
を
一
回
り
し
て
、
ま
た
日
本
に
戻
っ
て
く
る

の
だ
、
と
ま
で
期
待
が
か
か
っ
て
、
前
向
き
で
積
極
的
な
仏
教
者
た
ち

が
ア
メ
リ
カ
に
出
て
い
っ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
お
膳
立
て
は
で
き
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
あ
と
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は
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
よ
う
な
優
れ
た
人
が
出
て
き
て
、
ひ
と
た
び
世
界
の

諸
思
想
を
統
合
し
よ
う
と
い
う
決
心
さ
え
す
れ
ば
、
成
就
で
き
る
条
件

は
揃
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
引
き
か
え
、
日
本
人
が
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
よ
う
な
仕
事
を
し
よ

う
と
す
る
と
、
ま
ず
外
国
語
を
習
得
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
翻
訳
だ
け
で
は
、
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
大

き
な
ハ
ン
デ
ィ
で
あ
る
。
ど
こ
の
国
の
人
も
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
よ

う
に
は
、
日
本
人
を
助
け
て
く
れ
よ
う
と
は
し
な
い
。
自
力
で
や
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

日
本
の
翻
訳
が
わ
か
ら
な
い
の
は
、
日
本
語
文
脈
に
な
り
き
っ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
欧
文
脈
の
ま
ま
日
本
語
に
直
訳
さ
れ
て
も
、
読
者

は
一
義
的
に
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
直
訳
と
し
て
は
い

か
に
正
確
で
あ
っ
て
も
、
シ
ュ
ン
タ
ッ
ク
ス
が
日
本
文
に
な
っ
て
い
な

い
限
り
、
意
味
は
と
れ
な
い
。
し
か
も
そ
の
上
、
誤
訳
も
少
く
な
い
。

結
局
原
文
を
読
ま
な
い
と
、
確
か
な
意
味
は
と
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

欧
米
で
は
、
ま
ず
平
均
的
な
教
養
人
が
欧
文
と
し
て
き
ち
ん
と
理
解
で

き
る
翻
訳
を
作
る
こ
と
に
、
努
力
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大

き
な
違
い
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
先
に
書
名
を
挙
げ
た
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
『
グ
レ
ー
ス
・

ア
ン
ド
・
グ
リ
ッ
ト
』、『
進
化
の
構
造
』、『
万
物
の
歴
史
』、『
統
合
心

理
学
へ
の
道
』
な
ど
は
、
日
本
語
と
し
て
普
通
に
読
ん
で
一
応
一
義
的

に
意
味
が
わ
か
る
名
訳
で
あ
っ
て
、
民
間
の
方
々
の
目
に
見
え
な
い
膨

大
な
翻
訳
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
想
像
す
る
。
本
稿
の
『
ア
ー

ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
の
お
話
で
興
味
を
も
た
れ
た
方
は
、
是
非

こ
れ
ら
の
名
訳
に
も
目
を
通
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
推
奨
す
る
。ま
た
、

こ
の
よ
う
な
道
に
お
い
て
、
す
で
に
明
瞭
な
体
験
を
も
た
れ
た
方
は
、

是
非
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
『
存
在
す
る
こ
と
の
シ
ン
プ
ル
な
感
覚（

８
）』

を
お
読

み
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
書
は
他
の
編
者
に
よ
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
集
で

あ
る
が
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
体
験
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
採
録
し
て
い
る
。
翻

訳
者
の
松
永
太
郎
は
、
日
本
語
文
脈
に
な
る
よ
う
に
非
常
に
丁
寧
に
訳

文
を
作
っ
て
い
る
。
こ
の
人
は
、
最
高
級
の
ウ
ィ
ル
バ
ー
翻
訳
者
だ
っ

た
と
思
う
。

　

ウ
ィ
ル
バ
ー
が
ア
メ
リ
カ
以
外
で
一
早
く
受
容
さ
れ
た
文
化
圏
は
、

日
本
と
ド
イ
ツ
で
あ
る
そ
う
だ（

９
）。

し
か
し
、
日
本
で
は
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ

的
な
受
け
と
ら
れ
か
た
を
し
た
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
ウ
ィ
ル
バ
ー
は

憤
概
し
て
い
る
よ
う
だ）

（1
（

。
ド
イ
ツ
で
は
、
専
門
的
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

世
界
で
受
け
と
め
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
訳
は
し
っ
か
り
し

て
い
る
。
日
本
で
も
、
遅
き
に
失
し
た
と
は
い
え
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
を
学

術
界
で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
研
究
・
受
容
し
て
い
く
時
期
に
差
し
か
か
っ

て
い
る
と
思
う
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
思
想
は
、
東
西
の
思
想
の
融
合
と
い



四
九

ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

う
面
と
、
根
本
的
に
開
放
的
な
空
の
思
想
で
あ
る
面
と
か
ら
、
こ
れ
か

ら
の
日
本
の
精
神
文
化
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
で
き
る
と
感
ず
る
。

　

ウ
ィ
ル
バ
ー
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
自
ら
立
ち
上
げ
た
「
統
合
研
究

所
」
で
活
動
を
続
け
て
い
た
が
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
は
、
重
度
の
免
疫

疾
患
で
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
る
生
活
に
な
っ
た
よ
う
だ）

（（
（

。
病
因
は
、
奥
さ

ん
の
ト
レ
ー
ヤ
の
看
病
中
に
、
あ
る
土
地
で
環
境
に
由
来
す
る
被
害
を

蒙
っ
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る）

（1
（

。
し
か
し
、
そ
の
後
も
、
活
発
な
出

版
活
動
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
二
〇
一
七
年
五
月
に
も
、「T

he�

Religion� of� T
om

orrow

」
と
い
う
大
著
が
公
刊
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
書
く

こ
と
は
、こ
の
人
の
ダ
イ
モ
ン
で
あ
る）

（1
（

。
病
い
と
闘
い
な
が
ら
も
、人
々

の
救
い
と
な
る
よ
う
な
思
想
の
発
展
に
挺
身
し
、
ま
た
、
直
接
人
々
と

接
す
る
公
開
的
な
活
動
を
も
行
っ
て
、
思
想
の
現
実
適
応
に
努
め
て
い

る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
ウ
ィ
ル
バ
ー
が
、
ど
の
よ
う
な
研
究
生
活
を
送
っ
て
き
た
の

か
、
述
べ
て
お
き
た
い
。
今
日
同
時
紹
介
の
ヴ
ィ
リ
ギ
ス
・
イ
ェ
ー
ガ

ー
が
実
践
型
で
、
禅
の
接
心
や
キ
リ
ス
ト
教
の
観
想
の
指
導
で
、
常
に

人
と
接
し
、
人
と
会
う
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
ウ
ィ
ル
バ
ー

は
理
論
型
で
あ
り
、
閉
じ
込
も
っ
て
一
人
書
物
を
読
み
続
け
る
生
活
を

送
っ
た
。
極
端
に
孤
独
の
生
活
で
あ
り
、
実
質
的
に
隠
者
の
人
生
を
送

っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
思
想
が
細
密
で
あ
り
、
深
く
、
高
度

に
理
論
的
で
あ
る
。
イ
ェ
ー
ガ
ー
の
ほ
う
は
、実
践
型
で
あ
る
だ
け
に
、

ど
う
し
て
も
思
想
の
叙
述
が
簡
易
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
二
人
は
、
現

代
の
人
類
の
文
明
に
お
い
て
、
似
た
よ
う
な
見
通
し
を
も
ち
、
同
じ
よ

う
に
人
々
を
心
の
根
底
か
ら
助
け
て
い
く
と
い
う
人
生
を
送
っ
た
の
だ

が
、
実
際
の
生
活
の
仕
方
は
全
く
異
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
一
日
の
日
課
だ
が）

（1
（

、
朝
は
三
時
か
四
時
に
起
床
。
一
、二
時

間
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
瞑
想
な
ど
を
し
、
五
時
か
六
時
か
ら
机
に
向
か
っ

て
仕
事
を
始
め
る
。
仕
事
は
中
断
な
く
午
後
二
時
ま
で
続
け
ら
れ
、
そ

れ
か
ら
ダ
ン
ベ
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
一
時
間
ほ
ど
す
る
。
そ
の
後
は

買
物
に
出
か
け
、
五
時
頃
に
食
事
を
摂
り
、
そ
れ
か
ら
の
一
日
の
残
り

が
自
由
時
間
で
、
外
出
し
て
映
画
を
見
た
り
、
家
で
ビ
デ
オ
を
見
た
り

す
る
。
あ
る
い
は
友
人
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
り
、
手
紙
の
読
み
書
き
を

し
、
軽
い
読
み
物
を
読
み
、
電
話
を
か
け
た
り
す
る
。
就
寝
は
十
時
こ

ろ
。
そ
の
よ
う
な
生
活
を
ず
っ
と
続
け
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

　

実
際
の
仕
事
は
ま
ず
読
書
。
と
に
か
く
読
み
に
読
ん
で
い
く
。
一
日

に
二
冊
か
ら
四
冊
の
本
を
こ
な
す
の
だ
そ
う
だ
。最
初
は
斜
め
読
み
し
、

メ
モ
も
取
る
。
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
本
に
つ
い
て
は
ゆ
っ
く
り
と
一
週

間
以
上
か
け
て
読
み
直
し
、
今
度
は
詳
細
な
ノ
ー
ト
を
取
る
。
本
当
に

秀
れ
た
良
書
に
つ
い
て
は
、
三
、四
回
読
み
直
す
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

　

自
分
の
本
の
執
筆
の
と
き
に
は
、全
く
違
っ
た
精
神
状
態
に
な
っ
て
、



五
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非
常
に
速
く
書
く
。
長
時
間
座
業
を
続
け
、
心
身
と
も
に
ハ
ー
ド
な
の

で
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
に
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
ダ
ン
ベ
ル
・
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
を
始
め
た
の
だ
そ
う
だ
。
本
を
書
き
始
め
る
の
は
、
大
体
数

百
冊
の
本
を
読
ん
で
、
自
分
の
思
想
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
頭
の
中
に
で

き
あ
が
っ
た
後
か
ら
で
、非
常
に
速
く
書
け
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
二
、

三
か
月
で
書
い
て
し
ま
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
作
曲
家
の
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
の
よ
う
な
作
品
の
作
り
方
か
と
思
う
。

　

た
だ
し
、
主
著
と
な
っ
た
『
進
化
の
構
造）

（1
（

』
は
、
三
年
か
か
っ
た
そ

う
で
、
そ
の
間
、
人
と
会
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
苦
し
か
っ
た
よ

う
だ
。
こ
う
い
う
人
で
も
、
人
と
の
接
触
が
全
く
な
く
な
る
と
い
う
の

は
苦
痛
の
よ
う
で
、
特
に
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
場
合
に
は
皮
膚
接
触
が
な
い

と
い
う
こ
と
に
焼
け
つ
く
よ
う
な
苦
し
み
を
味
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ウ
ィ
ル
バ
ー
は
こ
の
苦
難
を
瞑
想
と
持
ち
前
の
心
理
セ
ラ
ピ
ー
の
知
識

で
解
消
・
克
服
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
で
も
、
実

際
に
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
て
本
と
し
て
執
筆
し
た
の
は
数
か
月
だ
そ
う

で
あ
る
。

　

先
に
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
日
本
発
の
禅
の
修
行
の
後
に
、
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
の
修
行
に
転
じ
た
と
述
べ
た
。
禅
修
行
で
は
、
日
本
人
の
老
師
の
許

で
、
体
験
と
し
て
は
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た

だ
し
、
日
本
臨
済
正
宗
の
白
隠
公
案
体
系
の
修
行
は
本
格
的
に
し
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
転
じ
て
か
ら
は
、
奥
さ
ん
の
ト

レ
ー
ヤ
と
と
も
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
僧
に
就
い
て
、ト
ン
レ
ン（tonglen

）

の
修
練
な
ど
を
行
っ
て
い
る）

（1
（

。

　

こ
れ
は
、
密
教
的
な
修
練
に
関
わ
る
者
一
般
に
い
え
る
こ
と
な
の
で

あ
る
が
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
的
修
練
と
日
常
生
活
で
の
瞑

想
の
場
合
で
も
、
イ
メ
ー
ジ
力
と
か
構
想
力
（
想
像
力
）
と
い
っ
た
人

間
の
精
神
的
能
力
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て

は
、
や
は
り
禅
は
、
無
相
の
自
己
（
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
い
う
超
越
的
目
撃

者
）、
な
い
し
無
と
か
空
と
い
う
、
イ
メ
ー
ジ
力
や
構
想
力
よ
り
も
さ

ら
に
深
い
レ
ベ
ル
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ
と
か
想
像
は
、

眼
前
へ
の
想
い
浮
か
べ
な
の
で
あ
り
、
無
や
空
の
根
源
の
レ
ベ
ル
と
比

べ
れ
ば
や
は
り
浅
い
レ
ベ
ル
な
の
で
あ
る
。
仏
教
は
、
イ
ン
ド
の
末
期

に
到
っ
て
、
タ
ン
ト
ラ
の
影
響
を
受
け
、
イ
メ
ー
ジ
力
や
構
想
力
を
重

要
視
し
、
積
極
的
に
用
い
、
密
教
と
な
っ
て
新
し
い
局
面
を
切
り
開
い

て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
展
開
が
、
仏
教
元
来
の
無
我
と
か
空

の
レ
ベ
ル
と
ど
う
い
う
連
関
に
立
つ
の
か
。

　

と
も
か
く
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
空
と
か
無
我
の
根
柢
の
境
域
を
抜
け

て
、
イ
メ
ー
ジ
力
や
構
想
力
の
レ
ベ
ル
の
修
練
に
出
て
い
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
日
常
性
の
立
場
に
立
つ
な
ら
、
そ
う
い
う
移
行
は
必
然
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
別
次
元
の
本
源
を
ど
う
守
り



五
一

ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

抜
く
か
。

　

さ
て
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
自
己
の
思
想
の
移
り
行
き
を
、
ウ
ィ
ル
バ
ー

Ⅰ
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
Ⅱ
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
Ⅲ
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
Ⅳ
、
と
い
う
よ

う
に
四
つ
の
時
期
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
内
、
こ
れ
か
ら
紹

介
す
る
『
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
は
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
Ⅱ
を
代

表
す
る
著
作
で
あ
る）

（1
（

。
こ
の
書
は
、
一
九
七
六
年
に
書
か
れ
、
縮
約
を

経
て
、
一
九
八
〇
年
に
出
版
さ
れ
た）

11
（

。
同
時
期
に
、
並
行
的
に
『
エ
デ

ン
か
ら
』と
い
う
書
物
が
書
か
れ
た）

1（
（

。『
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』

は
、
個
人
の
人
間
の
個
体
発
生
的
な
心
理
の
発
展
を
論
じ
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、『
エ
デ
ン
か
ら
』
は
、
人
類
全
体
の
系
統
発
生
的
な
進

化
の
歴
史
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
人
間
の
個
体
発
生
と
系
統
発
生
は
、

同
じ
軌
跡
を
辿
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
二
つ
の
書
は
、
人
間
の
心

の
発
展
と
い
う
同
じ
視
点
か
ら
論
述
さ
れ
て
い
る）

11
（

。『
エ
デ
ン
か
ら
』

も
邦
訳
が
出
て
お
り）

11
（

、
抄
訳
だ
が
、
概
要
を
知
る
だ
け
な
ら
、
か
え
っ

て
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
あ
と
す
ぐ
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
人
間
の
心
の
発
展
が
一
本
の
太
い

単
線
で
は
な
く
、
複
数
の
ラ
イ
ン
か
ら
な
る
複
線
的
発
達
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
い
て
い
く
。
こ
れ
が
ウ
ィ
ル
バ
ー
Ⅲ
で
、
代
表
作
が
共
著
の

『
意
識
の
変
容
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
Ⅲ
の
思
想
は
す
ぐ

に
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
は
い
か
な
か
っ
た
。
新
婚
の
奥
さ
ん
に
癌
の
病

い
が
発
見
さ
れ
、
親
身
な
付
添
い
が
必
要
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二

人
で
の
闘
病
生
活
を
経
て
、
奥
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
活
動
で
き

な
い
時
期
が
続
い
た
が
、
何
と
か
再
び
立
ち
上
が
り
、
ま
た
読
書
と
執

筆
に
と
り
か
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
心
理
学
的
に
意
識
の
発
展
の
段
階

ば
か
り
見
て
き
た
の
だ
が
、
今
度
は
そ
う
し
た
意
識
の
段
階
が
そ
の
他

の
人
類
の
文
化
的
領
域
と
ど
う
関
わ
る
の
か
ま
で
広
汎
に
哲
学
的
に
考

察
し）

11
（

、
そ
の
よ
う
に
し
て
悪
戦
苦
闘
の
結
果
で
き
た
書
が
、
主
著
と
な

っ
た
『
進
化
の
構
造
』
で
あ
る
。
こ
れ
が
ウ
ィ
ル
バ
ー
Ⅳ
に
な
る
。『
万

物
の
歴
史
』
は
、
こ
の
『
進
化
の
構
造
』
へ
の
対
話
形
式
に
よ
る
入
門

書
と
し
て
書
か
れ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
文
系
部
門
で
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

と
な
っ
た
そ
う
で
あ
る）

11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
は
、
そ
の
後

の
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
思
想
の
発
展
の
基
礎
と
も
な
り
、
根
幹
と
も
な
っ
た

書
物
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
Ⅱ
が
、
ウ
ィ
ル
バ
ー

Ⅲ
と
ウ
ィ
ル
バ
ー
Ⅳ
の
基
礎
と
根
幹
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情

か
ら
、
今
日
は
『
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
の
内
容
を
取
り
上

げ
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
思
想
の
根
幹
を
探
り
、
も
っ
て
現
代
社
会
に
お
け
る

宗
教
の
意
義
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
た

な
ら
と
思
う
。



五
二

２　

人
間
の
心
の
発
達
の
諸
ス
テ
ー
ジ

　
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
「
梵

我
一
如
」
の
「
我
」
で
あ
り
、
真
の
自
己
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
あ
と

元
因
領
域
の
と
こ
ろ
で
出
て
く
る
「
超
越
的
目
撃
者
」
の
こ
と
で
あ
る
。

人
間
の
心
の
発
達
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
希
求
し
て
進
ん
で
い
く
運
動
な

の
で
あ
る
。

　
『
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
は
、
人
間
個
人
の
心
の
発
達
を

段
階
的
に
論
じ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
発
達
の
諸
段
階
は
、
次
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

　
　
（
一
）
プ
レ
ロ
ー
マ
／
ウ
ロ
ボ
ロ
ス

　
　
（
二
）
テ
ュ
ポ
ー
ン
（
身
体
自
我
）

　
　
（
三
）
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
自
己

　
　
（
四
）
メ
ン
タ
ル
・
エ
ゴ

　
　
（
五
）
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス

　
　
（
六
）
微
細
（subtle

）

　
　
（
七
）
元
因
（causal

）

　
　
（
八
）
究
極
（
非
二
元
）

　
（
一
）
の
プ
レ
ロ
ー
マ
／
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
は
、
誕
生
後
ま
だ
物
体
的
環

境
に
埋
没
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
。（
二
）の
テ
ュ
ポ
ー
ン（
身
体
自
我
）

は
、
自
己
が
物
体
的
環
境
か
ら
抜
け
出
し
て
、
身
体
を
自
己
と
す
る
時

期
で
あ
る
。（
三
）
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
自
己
は
、
言
葉
と
い
う
も
の

が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
言
葉
に
よ
っ
て
共
同
体
の
物
の
見
方
や
役
割
・

規
則
を
習
得
し
始
め
る
時
期
で
あ
る
。（
四
）
の
メ
ン
タ
ル
な
エ
ゴ
は
、

さ
ら
に
身
体
を
自
己
と
同
一
視
す
る
こ
と
か
ら
抜
け
出
し
て
、
精
神
的

な
エ
ゴ
を
中
心
に
据
え
る
時
期
で
あ
る
。（
五
）
の
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
は
、

狭
い
エ
ゴ
か
ら
脱
自
し
て
、
心
身
一
如
に
世
界
の
中
で
躍
動
す
る
と
い

う
時
期
で
あ
る
。（
六
）
の
微
細
段
階
で
は
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
ユ
ン

グ
の
言
っ
た
よ
う
な
元
型
（archetype

）
に
気
が
つ
き
、
そ
こ
に
自

己
の
中
心
を
据
え
る
時
期
で
あ
る
。
元
型
と
い
っ
て
も
、
ユ
ン
グ
の
も

の
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。（
七
）
の
元
因
段
階
で
は
、
元
型
か
ら

も
抜
け
出
し
、
空
性
を
悟
る
。
こ
こ
が
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
。（
八
）

の
究
極
段
階
で
は
、
空
な
い
し
ア
ー
ト
マ
ン
と
事
物
と
の
非
二
元
性
に

到
達
す
る
。

　

こ
の
内
、（
三
）
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
自
己
は
、（
二
）
の
テ
ュ
ポ
ー

ン
期
か
ら
（
四
）
の
エ
ゴ
期
へ
の
移
行
期
に
す
ぎ
ず
、（
四
）
の
エ
ゴ

期
の
初
期
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、（
一
）
の
後
半
の

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
は
、（
一
）
の
プ
レ
ロ
ー
マ
か
ら
（
二
）
の
テ
ュ
ポ
ー
ン

へ
の
移
行
期
だ
が
、
プ
レ
ロ
ー
マ
的
性
質
が
強
く
残
っ
て
い
る
の
で
、

プ
レ
ロ
ー
マ
の
ほ
う
に
入
れ
て
あ
る
。
同
様
に
し
て
、（
五
）
の
ケ
ン

タ
ウ
ロ
ス
は
、
エ
ゴ
を
抜
け
出
そ
う
と
し
た
実
存
的
人
間
主
義
的
段
階



五
三

ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

な
の
だ
が
、（
四
）
の
エ
ゴ
期
か
ら
（
六
）
以
降
の
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ

ナ
ル
な
高
位
の
段
階
へ
の
移
行
期
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

従
っ
て
、
全
体
の
主
要
な
流
れ
は
、
大
雑
把
に
は
プ
レ
ロ
ー
マ
、
テ

ュ
ポ
ー
ン
、
エ
ゴ
、
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
高
位
の
段
階
へ
と
い
う

順
番
に
な
っ
て
い
る
と
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
順
番
は
、
誕
生

直
後
の
プ
レ
ロ
ー
マ
の
物
体
的
環
境
へ
の
埋
没
か
ら
、
ま
ず
身
体
を
自

己
と
す
る
テ
ュ
ポ
ー
ン
へ
と
発
達
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
身
体
を
抜

け
出
し
て
、
精
神
的
な
自
我
意
識
を
基
礎
と
す
る
合
理
的
な
エ
ゴ
期
へ

と
移
行
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
エ
ゴ
を
脱
出
し
て
さ
ら
に
高
次
の
精

神
的
段
階
へ
と
発
展
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
人
間
の
心
の
発
達
と
い
う
見
地
か
ら
い
う
な
ら
、
現
代
社
会
に
お

け
る
宗
教
の
意
義
と
は
、
人
類
が
全
体
と
し
て
エ
ゴ
を
脱
出
し
て
さ
ら

に
高
次
の
精
神
的
段
階
へ
と
発
展
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
発
展
の
方
向
を
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
エ
ヴ
ォ
ル
ー
シ

ョ
ン
（evolution

）
と
呼
ん
だ
。
エ
ヴ
ォ
ル
ー
シ
ョ
ン
は
普
通
「
進
化
」

と
訳
さ
れ
、
そ
れ
で
ひ
と
ま
ず
い
い
の
だ
が
、『
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
』
で
は
、
英
単
語
の
字
義
通
り
に
「
外
展
」
と
理
解
し
た
ほ

う
が
正
確
で
あ
る
。
内
に
包
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
、
外
に
展
開
し
て

い
く
わ
け
で
あ
る
。
心
理
学
的
に
は
無
意
識
下
の
可
能
性
が
、
外
展
し

て
意
識
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
的
な
現
実
化
さ
れ
た
意
識
そ
の
も
の
（Consciousness�as�Such

）

だ
け
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
段
階
を
見
て
い
こ
う
。

（
一
）
プ
レ
ロ
ー
マ
／
ウ
ロ
ボ
ロ
ス

　
「
プ
レ
ロ
ー
マ
」
と
は
「
満
ち
あ
ふ
れ
た
も
の
」
と
い
う
意
味
で
、

ユ
ン
グ
が
グ
ノ
ー
シ
ス
か
ら
借
用
し
て
使
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
グ
ノ
ー

シ
ス
で
は
、光
の
充
満
す
る
無
限
の
、ま
だ
何
の
特
性
も
持
た
な
い
「
一

な
る
世
界
」
を
意
味
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、

「
プ
レ
ロ
ー
マ
」
は
グ
ノ
ー
シ
ス
で
「
マ
テ
リ
ア
ル
な
宇
宙
」
を
意
味

す
る
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
新
約
聖
書
で
も
、
ヨ
ハ
ネ
伝
第
一
章
第
一
六
節

に
お
い
て
、
こ
の
語
が
「
満
ち
あ
ふ
れ
る
豊
か
さ
」
と
い
う
意
味
で
登

場
し
て
い
る
。
こ
の
語
と
次
の
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
を
、
ユ
ン
グ
派
の
ノ
イ
マ

ン
が
、
生
ま
れ
て
間
も
な
く
の
新
生
児
と
そ
の
後
の
幼
児
の
状
態
を
言

い
表
す
の
に
そ
れ
ぞ
れ
用
い
、
そ
れ
を
ウ
ィ
ル
バ
ー
が
引
き
継
い
だ
の

で
あ
る）

11
（

。

　

新
生
児
に
は
、
内
と
外
、
主
観
と
客
観
、
身
体
と
環
境
と
の
分
離
が

な
い
。
新
生
児
は
出
来
事
（events

）
を
覚
知
（be�aw

are�of

）
は

し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
自
分
か
ら
分
離
し
た
客
観
と
し
て
覚
知
し
て
い

る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
と
周
囲
の
物
体
的
環
境
と
は
一
つ
で



五
四

あ
り
、
同
じ
な
の
で
あ
る
。
新
生
児
に
つ
い
て
、
ピ
ア
ジ
ェ
は
「
自
己

と
世
界
と
は
一
つ
で
あ
る
。
自
己
は
い
わ
ば
マ
テ
リ
ア
ル
で
あ
る）

11
（

」
と

述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
新
生
児
の
自
己
は
マ
テ
リ
ア
ル
な
宇
宙
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
プ
レ
ロ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
最
初
の
段
階
を
、
ノ
イ
マ
ン
は
「
楽
園
的
完
全
性
の
プ
レ
ロ
ー

マ
的
ス
テ
ー
ジ
」
と
呼
ん
で
称
揚
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ウ
ィ
ル
バ
ー

は
、
新
生
児
の
段
階
は
確
か
に
「
無
邪
気
と
無
知
に
よ
る
全
能
」
と
呼

べ
る
だ
ろ
う
が
、「
楽
園
的
完
全
性
」
と
い
う
言
葉
が
示
唆
す
る
よ
う

な
「
超
意
識
の
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
楽
園
」
な
の
で
は
な
い
と
批

判
し
て
い
る）

11
（

。
先
に
ピ
ア
ジ
ェ
が
端
的
に
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

新
生
児
の
心
の
状
態
は
マ
テ
リ
ア
ル
、物
質
的
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

新
生
児
の
プ
レ
ロ
ー
マ
の
状
態
は
、
大
人
の
パ
ー
ソ
ン
に
な
る
以
前
の

プ
リ
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
状
態
で
あ
っ
て
、
パ
ー
ソ
ン
を
超
え
た
ト
ラ
ン
ス

パ
ー
ソ
ナ
ル
な
状
態
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ノ
イ
マ
ン
の

よ
う
な
ユ
ン
グ
派
に
多
く
見
ら
れ
る
、
幼
児
の
状
態
を
理
想
と
し
、
楽

園
を
喪
失
し
た
大
人
・
パ
ー
ソ
ン
は
、
幼
児
の
状
態
に
帰
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
見
方
を
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
ロ
マ
ン
主
義
的
な
「
プ
リ

と
ト
ラ
ン
ス
の
取
り
違
え
」
な
い
し
「
前
／
超
の
虚
偽
（pre/trance�

fallacy

）
11
（

）」と
呼
ん
で
批
判
し
て
い
る
。未
発
達
の
プ
リ
の
状
態
な
の
に
、

発
達
の
上
位
の
ト
ラ
ン
ス
の
状
態
だ
と
思
い
違
え
、
未
発
達
の
プ
リ
の

状
態
に
帰
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
度
確
認
の
た
め
に
解
説
し
よ
う
。
プ
リ
と
は
英
語
のpre-

で
、「
ま
え
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
ス
と
は
、
英
語
の

trans-

で
、
超
え
る
、
超
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
パ
ー
ソ
ナ
ル
と
は
、

人
格
的
と
い
う
意
味
で
、
近
現
代
社
会
（m

odern�society

）
の
大
人

の
エ
ゴ
イ
ッ
ク
な
意
識
の
あ
り
方
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
「
プ
リ
と

ト
ラ
ン
ス
の
取
り
違
え
」
な
い
し
「
前
／
超
の
虚
偽
」
と
は
、
幼
児
の

意
識
は
、
元
来
パ
ー
ソ
ン
以
前
の
プ
リ
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
原
始
的
で
マ
テ

リ
ア
ル
な
状
態
で
あ
る
の
に
、
そ
の
原
始
的
状
態
こ
そ
楽
園
の
至
福
状

態
に
他
な
ら
な
い
と
パ
ー
ソ
ン
の
大
人
が
憧
れ
、
パ
ー
ソ
ン
を
超
越
し

た
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
境
域
だ
と
勘
違
い
し
、
も
っ
て
幼
児
の
心

の
状
態
を
理
想
化
し
、
幼
児
の
至
福
の
状
態
に
戻
ろ
う
と
努
力
す
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。

　

ユ
ン
グ
派
の
よ
う
な
、
幼
児
の
無
邪
気
な
状
態
を
楽
園
的
な
理
想
と

す
る
「
プ
リ
と
ト
ラ
ン
ス
の
取
り
違
え
」
は
、
私
た
ち
の
よ
く
犯
す
過

ち
と
い
え
る
。
幼
児
は
無
邪
気
で
か
わ
い
ら
し
く
、
エ
ゴ
イ
ッ
ク
な
社

会
で
苦
労
し
て
い
る
大
人
は
見
て
い
て
、
あ
あ
い
う
無
邪
気
な
子
供
は

い
い
な
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
西
田
幾
多
郎
も
『
善
の
研
究
』
で
、
純

粋
経
験
の
説
明
の
た
め
に
新
生
児
（
嬰
児
）
の
状
態
を
挙
げ
て
い
る

し）
1（
（

、
新
約
聖
書
で
も
、
イ
エ
ス
が
「
汝
ら
、
子
供
の
如
く
に
な
ら
ず
ば
、



五
五

ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

神
の
国
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
マ
ル
コ
一
〇
章
一
四
節
、
ル
カ

一
八
章
一
六
節
）
と
言
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ピ
ア
ジ
ェ
の
よ
う
な
専
門
家
が
正
確
に
観
察
す
れ
ば
、
新
生
児
の

心
の
状
態
は
マ
テ
リ
ア
ル
な
の
で
あ
っ
て
、
精
神
性
と
は
ほ
ど
遠
い
の

で
あ
る
。
新
生
児
の
心
の
状
態
は
、
大
人
の
パ
ー
ソ
ン
を
超
え
た
超
パ

ー
ソ
ナ
ル
で
は
な
く
、
ま
だ
パ
ー
ソ
ン
以
前
の
前
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
の
で

あ
る
。

　

ウ
ィ
ル
バ
ー
自
身
が
「
プ
リ
と
ト
ラ
ン
ス
の
取
り
違
え
」
に
気
が
つ

い
た
の
は
、
ピ
ア
ジ
ェ
の
「（
幼
児
の
）
自
己
は
い
わ
ば
マ
テ
リ
ア
ル

で
あ
る
」
と
い
う
文
句
に
よ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
も
ロ

マ
ン
主
義
的
な
見
方
に
何
年
も
ひ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

ウ
ィ
ル
バ
ー
思
想
初
期
の
ロ
マ
ン
主
義
的
段
階
が
、
こ
れ
ま
で
説
明
を

控
え
て
き
た
が
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
Ⅰ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
ウ
ィ
ル
バ

ー
Ⅱ
は
、「
プ
リ
と
ト
ラ
ン
ス
の
取
り
違
え
」
に
気
が
つ
い
た
段
階
な

の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
確
か
に
新
生
児
の
ス
テ
ー
ジ
は
、
非
二
元
的
（adual

）、

大
洋
的
（oceanic

）、
内
閉
的
（autistic

）
で
あ
る
と
は
い
え
る）

11
（

。
し

か
し
、
こ
れ
を
究
極
段
階
の
非
二
元
性
（nonduality

）
と
取
り
違
え

て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
新
生
児
に
は
リ
ア
ル
な
空
間
が
な
い
。
自
己

と
環
境
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
と
距
離
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、

時
間
も
な
い
。
空
間
に
お
け
る
客
観
の
継
起
が
認
識
さ
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
新
生
児
の
ス
テ
ー
ジ
は
、
前
空
間
的
・
前
時
間
的
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
段
階
の
、
超
空
間
的
・
超

時
間
的
境
域
と
取
り
違
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
新
生
児
に
あ
る
の

は
、
出
来
事
の
覚
知
の
み
で
あ
る
。
ピ
ア
ジ
ェ
は
、
こ
の
自
己
と
マ
テ

リ
ア
ル
な
宇
宙
と
が
一
体
化
し
て
い
る
新
生
児
の
状
態
を
、
原
形
質
的

（protoplasm
ic

）
で
共
生
的
（sym

biotic

）
と
呼
ん
だ）

11
（

。

　

ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
心
の
発
達
を
、
物
体
か

ら
精
神
へ
と
い
う
一
方
方
向
の
段
階
的
な
発
達
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
合
理
的
な
エ
ゴ
期
の
重
要
性
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ユ
ン
グ
派

よ
り
は
フ
ロ
イ
ト
派
の
立
場
に
立
つ
よ
う
に
な
る
。
発
達
の
低
い
段
階

の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー

は
、
ロ
マ
ン
主
義
を
離
れ
て
合
理
主
義
に
接
近
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
西
欧
の
正
統
的
な
理
性
の
哲
学
の
枠
組
に
入
る
よ

う
に
な
る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
が
禅
や
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
修
練
に
よ
り
体
験

し
、
思
想
の
中
核
に
位
置
付
け
た
ア
ー
ト
マ
ン
、
元
因
、
空
、
非
二
元

の
境
域
は
、
確
か
に
西
欧
の
低
次
元
の
合
理
主
義
を
越
え
て
い
こ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
西
欧
の
理
性
的
な

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
究
極
で
あ
る
「
一
者
」
と
そ
の
下
降
（
存
在
の
大
い

な
る
連
鎖）

11
（

）
の
伝
統
に
近
い
境
域
な
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
プ
レ
ロ
ー
マ
の
次
の
発
達
段
階
と
し
て
、
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
が
く

る
。
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
の
時
期
は
、
生
後
、
四
、六
か
月
く
ら
い
ま
で
、
と

い
わ
れ
て
い
る
。
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
神
話
上
の
蛇

で
あ
り
、
円
環
を
な
し
て
、
自
分
自
身
の
尾
を
食
べ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
自
己
充
足
的
で
内
閉
的
（autistic

）
で
あ
り
、
ナ
ル
シ
シ
ス
テ

ィ
ッ
ク
で
あ
り
、
し
か
も
自
分
自
身
に
無
知
で
あ
る
状
態
で
あ
る）

11
（

。
ノ

イ
マ
ン
は
、
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
を
至
福
的
無
知
と
か
転
落
以
前
の
覚
知
と
呼

ん
で
い
る
が
、
プ
レ
ロ
ー
マ
と
同
じ
く
楽
園
的
至
福
を
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
に

も
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る）

11
（

。
他
方
、
フ
ロ
イ
ト
派
の
精
神
分
析
は
、
ウ

ロ
ボ
ロ
ス
の
状
態
を
魔
術
的
幻
覚
的
全
能
（m

agical�hallucinatory�

om
nipotence

）
と
呼
ん
で
い
る）

11
（

。

　

ノ
イ
マ
ン
は
ま
た
、
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
を
食
物
摂
取
的
（alim

entary

）

と
形
容
し
て
い
る
。
そ
の
わ
け
は
、
第
一
に
、
幼
児
の
世
界
と
の
結
び

つ
き
が
オ
ー
ラ
ル
（oral

）
な
も
の
で
あ
り
、第
二
に
、腹
の
（visceral

）

心
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
腹
と
は
「
お
な
か
」

と
い
う
こ
と
で
、
無
意
識
的
で
あ
り
、
生
理
的
で
本
能
的
で
あ
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る）

11
（

。
そ
の
他
、
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
的
幼
児
は
、
爬
虫
類
的
な

知
覚
を
も
ち
、ま
た
原
初
的（rudim

entary

）な
情
動
の
放
射
を
行
う
。

認
知
的
に
は
、
ピ
ア
ジ
ェ
の
感
覚
運
動
領
域
の
最
初
期
の
ス
テ
ー
ジ
で

あ
り
、完
全
に
非
因
果
的
で
あ
り
、反
射
が
支
配
し
、前
時
間
的
で
あ
る
。

　

プ
レ
ロ
ー
マ
が
絶
対
的
に
非
二
元
的
（adual

）
で
、
い
か
な
る
有

意
な
境
界
（boundaries

）
も
も
た
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
ウ
ロ
ボ
ロ

ス
は
、
非
二
元
的
で
あ
り
な
が
ら
、
も
は
や
マ
テ
リ
ア
ル
な
カ
オ
ス
で

は
な
く
、
す
で
に
あ
る
種
の
自
己
境
界
を
有
し
て
い
る
。
ウ
ロ
ボ
ロ
ス

的
自
己
に
、
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
的
他
者
が
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ウ
ロ

ボ
ロ
ス
的
他
者
と
は
幼
児
の
周
囲
（environ

）
で
あ
る
。
ウ
パ
ニ
シ

ャ
ッ
ド
に
「
他
の
あ
る
と
こ
ろ
、
恐
れ
が
あ
る
」
と
い
う
文
句
が
あ
る

よ
う
に
、
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
的
幼
児
に
は
、
原
恐
怖
（prim

ordial�fear

）

と
い
っ
た
も
の
が
芽
生
え
て
い
る）

11
（

。
こ
の
原
恐
怖
は
、
オ
ー
ラ
ル
な
も

の
で
あ
り
、
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
的
他
者
に
よ
っ
て
呑
み
込
ま
れ
る
、
と
い
う

恐
怖
な
の
で
あ
る
。
自
分
が
他
者
を
呑
み
込
む
も
の
だ
か
ら
、
呑
み
込

ま
れ
る
恐
怖
を
感
ず
る
わ
け
で
あ
る
。

（
二
）
テ
ュ
ポ
ー
ン
（
身
体
自
我
）

　

テ
ュ
ポ
ー
ン
の
時
期
は
、
生
後
半
年
か
ら
一
年
半
の
間
の
時
期
で
あ

る
。
こ
の
時
期
に
、
幼
児
は
身
体
（body

）
を
自
己
だ
と
見
做
す
よ

う
に
な
る
。
テ
ュ
ポ
ー
ン
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
半
人
半
蛇
の
怪
物
で

あ
る）

11
（

。
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
が
蛇
で
、
メ
ン
タ
ル
な
エ
ゴ
が
人
だ
と
す
る
と
、

そ
の
間
に
挟
ま
れ
た
身
体
を
自
己
と
見
做
す
移
行
期
は
、
半
人
半
蛇
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
時
期
を
テ
ュ
ポ
ー
ン
と
命
名
し
た
わ
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ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

け
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
し
っ
か
り
身
体
を
自
己
だ
と
定
着
さ
せ
て
お

か
な
い
と
、
後
々
メ
ン
タ
ル
な
エ
ゴ
の
形
成
に
、
障
害
が
生
じ
て
く
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

テ
ュ
ポ
ー
ン
の
ス
テ
ー
ジ
は
、
三
つ
の
サ
ブ
ス
テ
ー
ジ
に
分
か
れ

る
。（
ａ
）
軸
身
（axial-body

）、（
ｂ
）
気
身
（pranic-body

）、（
ｃ
）

像
身（im

age-body
）の
三
つ
で
あ
る
。
こ
の
内
、（
ａ
）の
軸
身
と（
ｂ
）

の
気
身
と
は
、
軸
・
気
レ
ベ
ル
（axial-pranic�level

）
と
し
て
合
わ

せ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
ａ
）
の
軸
身
と
は
、
自
己
の
物
体
的
身
体
が
、
周
囲
の
物
体
的
環

境
と
は
別
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
何
故
「
軸
」
と
名
付
け
た
の
か

は
っ
き
り
し
た
説
明
が
な
い
の
だ
が
、
多
分
、
物
体
的
環
境
と
は
別
に

軸
と
な
る
身
体
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
、
と
い
う
意
味
な
の
だ
と
思

う
。
こ
の
（
ａ
）
の
軸
身
の
段
階
で
も
、
す
で
に
原
初
的
な
イ
メ
ー
ジ

が
登
場
し
て
お
り
、「
軸
像
（axial-im

age

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る）

1（
（

。
最

も
意
義
あ
るaxial-im
age

は
、
精
神
分
析
、
特
に
ク
ラ
イ
ン
派
の
い

うbreast�im
age�

で
あ
る
。good�breast�

とbad�breast�

の
二
つ

の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る）

11
（

。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
は
、
母
と
自
己
と

breast

と
が
一
つ
で
あ
り
、
区
別
さ
れ
な
い
。
対
応
す
る
幼
児
の
恐

怖
は
、breast�

の
喪
失
で
あ
る
。axial-im

age�

は
、
現
在
だ
け
に
限

定
さ
れ
て
お
り
、
ま
だ
過
去
や
未
来
に
広
が
っ
て
い
な
い
。

　
（
ｂ
）
の
気
身
で
は
、
基
礎
的
な
情
動
（em

otion

）
が
出
現
す
る
。

ア
リ
エ
テ
ィ）

11
（

が
「
原
始
情
動
」
と
名
付
け
た
も
の
で
、
激
怒
・
恐
怖
・

緊
張
・
食
欲
・
満
足
・
単
純
な
快
な
ど
で
あ
る
が
、
素
早
く
て
短
絡

的
で
あ
る）

11
（

。
こ
れ
が
、
直
接
的
現
在
のaxial-im

age�

と
結
び
付
く
わ

け
で
あ
る
。axial-pranic�

な
レ
ベ
ル
で
、axial-im

age�

と
素
早
い
情

動
が
結
び
付
い
て
、「
テ
ュ
ポ
ー
ン
的
な
イ
ド）

11
（

」
が
構
成
さ
れ
る
。
こ

のaxial-pranic�

な
レ
ベ
ル
で
顕
著
と
な
る
特
性
の
一
つ
は
、
生
存
ド

ラ
イ
ブ
（survival�drive

）
で
あ
る
。
幼
児
の
自
己
感
覚
が
身
体
に

中
心
を
占
め
る
と
、
幼
児
は
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
の
頃
よ
り
も
鋭
敏
に
消
滅
の

脅
威
を
認
め
る
よ
う
に
な
り
、
単
純
で
素
早
い
サ
バ
イ
バ
ル
を
は
か
ろ

う
と
す
る
。
も
う
一
つ
の
顕
著
な
特
性
は
、
快
不
快
原
理
（pleasure-

unpleasure�principle

）
で
あ
る
。
快
不
快
は
、
身
体
的
な
情
動
で

あ
る
の
で
、
大
洋
的
至
福
に
満
ち
た
プ
レ
ロ
ー
マ
・
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
期
で

は
な
く
、
軸
身
レ
ベ
ル
で
顕
著
と
な
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　
（
ｃ
）
の
像
身
（im

age-body

）
の
段
階
で
は
、
幼
児
に
時
間
的
に

過
去
や
未
来
へ
の
広
が
り
の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
能
力
が
発
達
し
て
く
る）

11
（

。

生
後
七
か
月
く
ら
い
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
、
な
い
し
具
体
的

イ
メ
ー
ジ
と
い
わ
れ
る
も
の
が
登
場
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ピ
ア
ジ

ェ
の
感
覚
運
動
的
発
達
の
第
三
ス
テ
ー
ジ
に
当
た
る
。
例
え
ば
、
幼
児

が
枕
の
下
に
ガ
ラ
ガ
ラ
を
探
す
と
き
に
は
、
彼
は
心
に
ガ
ラ
ガ
ラ
の
イ
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メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る）

11
（

。
幼
児
の
最
初
の
具
体
的
イ

メ
ー
ジ
は
、
サ
リ
バ
ン
の
い
う
「
母
親
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
も
の

（m
othering�one

）」
と
い
う
も
の
で
、
自
分
で
は
な
い
も
の
と
し
て

区
別
化
し
て
も
つ
よ
う
に
な
る
。axial-im

age�

のgood�breast�

と

bad�breast�
が
発
展
し
て
「
良
い
母
」
と
「
悪
い
母
」
と
し
て
は
っ

き
り
し
て
く
る
の
で
あ
る）

11
（

。
そ
こ
で
は
、
幼
児
と
母
親
と
し
て
の
世
話

を
す
る
周
囲
と
の
間
に
、
生
か
死
か
を
め
ぐ
る
実
存
的
な
ド
ラ
マ
が
展

開
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
母
親
イ
メ
ー
ジ
の
全
体
が
「
太
母
（Great�M

other

）」

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
今
の
像
身
（im
age-body

）
の
ス
テ

ー
ジ
は
、
そ
の
前
後
の
時
期
も
含
め
て
、
ユ
ン
グ
と
ユ
ン
グ
派
に
よ
っ

て
は
「
母
親
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
領
域
」
と
し
て
、
ま
た
フ
ロ
イ
ト
派
に

よ
っ
て
は
「
前
オ
イ
デ
ィ
ポ
ス
的
母
親
の
ス
テ
ー
ジ
」
と
し
て
、
研
究

が
進
め
ら
れ
た
。
研
究
は
、
さ
ら
に
バ
ッ
ク
オ
ー
フ
ェ
ン
の
、
父
系
宗

教
の
裏
に
隠
れ
た
「
グ
レ
イ
ト
・
マ
ザ
ー
の
宗
教
」
の
発
見
に
よ
っ
て
、

拍
車
を
か
け
ら
れ
た）

11
（

。

　

周
囲
の
客
体
的
な
マ
ザ
リ
ン
グ
・
ワ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
と
も

に
、
自
己
イ
メ
ー
ジ
が
ボ
デ
ィ
・
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
形
成
さ
れ
て
く
る
。

自
己
が
非
自
己
か
ら
離
れ
て
識
別
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
メ

ン
タ
ル
な
エ
ゴ
の
形
成
の
土
台
と
な
る
。
フ
ェ
ニ
ヒ
ェ
ル
の
い
う
よ
う

に
、
自
己
の
ボ
デ
ィ
・
イ
メ
ー
ジ
を
基
礎
と
し
て
、
メ
ン
タ
ル
な
我わ

れ

の

観
念
が
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

二
年
目
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
こ
れ
は
ピ
ア
ジ
ェ
の
感
覚
運
動
発
達
の

第
六
ス
テ
ー
ジ
に
当
た
る
の
で
あ
る
が
、
子
供
は
、
不
在
の
客
体
を
正

確
に
想
像
し
、
客
体
の
恒
常
性
（object-perm

anence

）
に
基
い
た

イ
メ
ー
ジ
を
描
く
能
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
描
画
能

力
は
ま
だ
弱
々
し
い
も
の
で
あ
る）

11
（

。

　

幼
児
は
今
や
、
現
在
の
出
来
事
・
人
物
・
客
体
に
対
し
て
反
応
す
る

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
に
反
応
す
る
よ
う
に
な
る
。
か
く

し
て
、
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
の
出
現
に
よ
り
、
幼
児
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン

と
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
生
活
は
、
飛
躍
的
に
拡
張
さ
れ
る
。
ア
リ
エ
テ

ィ
に
よ
れ
ば
、
幼
児
は
不
安
を
想
像
に
よ
っ
て
経
験
し
、
そ
れ
が
維
持

さ
れ
て
恐
怖
と
な
る
。
ま
た
、
想
像
さ
れ
た
喜
び
（pleasure

）
が
願

望
（w

ish

）
と
な
る
。
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
の
出
現
に
よ
り
、
願
望

充
足
と
不
安
の
縮
減
と
い
う
動
機
付
け
が
な
さ
れ
、
プ
ラ
ニ
ッ
ク
な
レ

ベ
ル
で
の
快
不
快
原
理
が
拡
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
だ
強

力
な
禁
止
（inhibition

）
が
働
か
な
い
の
で
、
情
動
は
直
接
的
に
放

射
さ
れ
、
衝
動
の
支
配
（im

pulse�predom
inance

）
が
続
く）

11
（

。

　

し
か
し
、
イ
メ
ー
ジ
の
出
現
だ
け
で
は
、
ま
だ
出
来
事
は
論
理
的
に

組
織
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ラ
ン
ダ
ム
な
状
態
で
あ
る
。
サ
リ
バ
ン
は



五
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ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

こ
の
ラ
ン
ダ
ム
な
イ
メ
ー
ジ
の
状
態
を
「
並
列
モ
ー
ド
（parataxic�

m
ode

）」
と
呼
ん
だ）

11
（

。
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
と
い
う
の
は
、
文
法
学
で
は
、

and�
と
かsince�

な
ど
で
論
理
的
に
結
合
さ
れ
て
い
な
い
文
章
の
こ
と

を
い
い
、
ス
ュ
ン
タ
ッ
ク
ス
と
対
置
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
全
体
の
出

来
事
が
た
だ
一
緒
に
起
こ
っ
た
だ
け
で
、
ば
ら
ば
ら
な
状
態
の
ま
ま
で

あ
り
、
部
分
が
論
理
的
に
結
合
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。

　

サ
リ
バ
ン
の
パ
ラ
タ
ク
シ
ッ
ク
・
モ
ー
ド
と
い
う
の
は
、
大
体
に

お
い
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
前
論
理
的
な
「
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス

（prim
ary�process

）」
に
当
た
る
。
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
は
、

フ
ォ
ン
・
ド
マ
ル
ス
に
よ
っ
て
、「
述
語
同
一
性（predicate-identity

）」

な
い
し
「
部
分
同
一
性
（part-identity

）」
と
し
て
法
則
化
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
客
体
は
、
そ
れ
ら
が
顕
著
な
述
語
な
い
し
部
分
を
共

有
し
て
お
れ
ば
互
い
に
同
一
で
あ
る
と
知
覚
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
ク
ラ

ス
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
混
同
さ
れ
、
各
メ
ン
バ
ー
が
互
い
に
混
同
さ
れ

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
岩
穴
・
箱
・
子
宮
・
カ
ッ
プ

は
、「
空
虚
（hollow

ness

）」
と
い
う
述
語
と
「
あ
き
口
（opening

）」

と
い
う
部
分
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
幼
児
の
プ
ラ
イ
マ

リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
岩
穴
は
カ
ッ
プ
だ
と
容
易
に
置
き
換
え

（displacem
ent

）
ら
れ
、「
あ
き
口
の
あ
る
空
虚
」
と
は
岩
穴
だ
と
い

う
圧
縮
（condensation

）
が
起
こ
る
。
こ
れ
は
、
パ
ラ
タ
ク
シ
ッ
ク

な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
後
、
高
位
の
心
の
発
達
の
ス

テ
ー
ジ
で
、
創
造
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
・
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
が
あ
り
、

そ
こ
で
も
岩
穴
と
カ
ッ
プ
が
同
一
だ
と
の
よ
う
な
置
き
換
え
が
行
わ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
岩
穴
と
カ
ッ
プ
は
異
な
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
が
前
提
さ
れ
た
上
で
主
張
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
幼
児

の
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
混
乱
し
た
曖
昧
な
状
態
と
は
全
く
違

う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
テ
ュ
ポ
ー
ン
の
身
体
自
己
な
い
し
ボ
デ
ィ
・
エ

ゴ
（
身
体
自
我
）
の
発
達
は
、
プ
レ
ロ
ー
マ
／
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
の
、
自

己
と
物
体
的
世
界
と
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
「
原
融
合
（prim

ordial�

fusion

）」
の
状
態
か
ら
、
初
め
て
自
己
が
分
離
し
て
出
現
す
る
過
程

な
の
で
あ
っ
て
、
フ
ロ
イ
ト
が
い
う
よ
う
に
、
自
己
は
最
初
身
体
と
し

て
出
現
す
る
わ
け
で
あ
る）

11
（

。
幼
児
は
毛
布
に
噛
み
付
く
が
、痛
く
な
い
。

自
分
の
親
指
に
噛
み
付
く
と
、
痛
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
幼

児
は
、
身
体
と
非
身
体
と
の
違
い
を
学
び
、
覚
知
の
フ
ォ
ー
カ
ス
を
プ

レ
ロ
ー
マ
か
ら
身
体
へ
移
し
て
い
く
の
で
あ
る）

11
（

。
そ
の
よ
う
に
し
て
、

原
始
的
な
マ
テ
リ
ア
ル
な
統
一
状
態
か
ら
、
最
初
の
リ
ア
ル
な
自
己
感

覚
が
出
現
す
る
。
そ
れ
が
身
体
自
己
な
い
し
ボ
デ
ィ
・
エ
ゴ
な
の
で
あ

る
。
身
体
は
、
個
人
性
の
最
初
の
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
ボ
デ
ィ
・

エ
ゴ
は
、
プ
レ
ロ
ー
マ
的
な
マ
テ
リ
ア
ル
な
環
境
か
ら
自
分
を
区
別
・



六
〇

脱
同
一
化
し
、
マ
テ
リ
ア
ル
な
環
境
を
超
越
し
、
そ
し
て
今
度
は
新
た

な
自
己
の
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、
ボ
デ
ィ
・
エ
ゴ
と
は
区
別
さ
れ
た
客

体
に
対
し
て
物
体
的
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
身
体
の
筋
肉
を
用
い
て
行

う）
11
（

。
心
の
発
達
の
ス
テ
ー
ジ
の
移
行
と
は
、
脱
同
一
化
で
あ
り
、
超
越

で
あ
り
、
新
た
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
よ
う

な
脱
同
一
化
・
超
越
・
新
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
い
ず
れ
の
心
の
発
達

の
ス
テ
ー
ジ
の
移
行
に
も
見
ら
れ
る
普
遍
的
な
構
造
で
あ
る
と
い
え
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
テ
ュ
ポ
ー
ン
の
ボ
デ
ィ
・
エ
ゴ
は
、
プ
レ
ロ
ー
マ

的
環
境
に
埋
め
込
ま
れ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

が
、
生
物
学
的
身
体
に
は
埋
め
込
ま
れ
、
拘
束
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
本
能
性
・
衝
動
性
・
快
楽
原
理
・
非
意
志
的
な
駆
り

立
て
・
放
射
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
心
が
一
つ

の
ス
テ
ー
ジ
か
ら
別
の
高
位
の
ス
テ
ー
ジ
に
発
達
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
は
、
一
つ
の
埋
め
込
み
と
拘
束
か
ら
脱
出
・
超
越
し
、
ま
た
別
の
埋

め
込
み
と
拘
束
に
入
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。

（
三
）
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
自
己

　

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
自
己
の
ス
テ
ー
ジ
は
、
自
己
が
身
体
と
同
一
化
し

た
テ
ュ
ポ
ー
ン
期
か
ら
抜
け
出
し
て
、
精
神
的
な
エ
ゴ
と
同
一
化
す
る

メ
ン
タ
ル
・
エ
ゴ
期
に
至
る
中
間
時
期
、
移
行
期
に
当
た
る
。
ウ
ィ
ル

バ
ー
は
明
示
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
大
体
、
一
歳
半
か
ら
二
歳
以
降
で
、

三
、四
歳
頃
ま
で
と
推
定
さ
れ
る
。
パ
ラ
タ
ッ
ク
ス
（
並
列
）・
モ
ー
ド

と
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
支
配
し
て
い
た
テ
ュ
ポ
ー
ン
後
期
か

ら
脱
同
一
化
（disidentification

）
し
、ス
ュ
ン
タ
ッ
ク
ス
（
共
配
列
）

と
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
支
配
す
る
メ
ン
タ
ル
・
エ
ゴ
期
へ
と

超
越
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

自
己
の
ス
テ
ー
ジ
の
特
徴
は
、
言
語
の
出
現
と
獲
得
に
存
す
る）

11
（

。
言
語

に
よ
っ
て
子
供
は
、
自
分
の
属
す
る
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
共
同
体
に
お

い
て
、
特
定
の
世
界
記
述
を
習
得
す
る
よ
う
に
な
る
。
世
界
と
は
、
た

だ
の
記
述
に
他
な
ら
な
い）

1（
（

。
言
語
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
世
界
が
、
子

供
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
子
供
は
、
テ
ュ
ポ
ー
ン
後
期
の
魔
術
的
な
プ
ラ
イ
マ
リ

ー
・
プ
ロ
セ
ス
、
す
な
わ
ち
並
列
モ
ー
ド
で
の
多
面
的
イ
メ
ー
ジ
化
か

ら
、
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
ヴ
ァ
ー
バ
ル
（
言
語
的
）
で
、
リ

ニ
ア
ー
（
線
型
的
）
で
、
ス
ュ
ン
タ
ク
シ
カ
ル
（
共
配
列
的
）
な
思
考

へ
と
、
一
遍
に
移
行
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
マ
ジ
カ
ル
な
イ
メ
ー
ジ

の
パ
ラ
タ
ッ
ク
ス
の
世
界
と
、
線
型
的
で
言
語
的
な
思
考
の
世
界
と
の

間
に
は
、
広
大
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る）

11
（

。
両
者
の
世
界
の
間
に
は
、
非
論

理
的
で
も
純
粋
論
理
的
で
も
な
い
中
間
の
移
行
ス
テ
ー
ジ
が
あ
る
の



六
一

ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
あ
る
。
こ
の
中
間
の
移
行
ス
テ
ー
ジ
を
、
ア
リ
エ
テ
ィ
は
古
論
理

的
（paleological

）
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
ピ
ア
ジ
ェ
は
前
因
果

的
（precausal

）、
フ
ロ
イ
ト
は
前
論
理
的
（prelogical

）、
フ
ェ
レ

ン
ツ
ィ
は
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（anim

istic

）、
サ
リ
バ
ン
は
内
閉
的

（autistic

）
な
言
語
、
ラ
カ
ン
は
「
子
供
時
代
の
忘
れ
ら
れ
た
言
語
」

と
呼
ん
だ）

11
（

。
ま
ず
は
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
自
己
の
ス
テ
ー
ジ
内
に
お
け

る
、
こ
の
初
期
の
段
階
を
通
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
古
論
理
的
思
考
は
、
マ
ジ
カ
ル
（
魔
術
的
）
な
プ
ラ
イ
マ
リ

ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
似
て
、
し
ば
し
ば
全
体
／
部
分
の
同
等
性
と
述
語
同

一
性
を
基
礎
に
し
て
オ
ペ
レ
ー
ト
す
る
。
し
か
し
、
古
論
理
的
思
考

は
、
非
言
語
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
な
る
純
粋
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス

と
は
違
っ
て
、
主
と
し
て
言
語
的
で
あ
り
、
聴
覚
的
で
あ
る
。
こ
の
思

考
は
、
抽
象
的
で
聴
覚
的
な
シ
ン
ボ
ル
と
と
も
に
、
線
型
的
な
「
単
語

と
名
前
（w

ord�and�nam
e

）」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
原
概

念
（protoconcepts

）、
言
語
的
抽
象
、
初
歩
的
な
ク
ラ
ス
形
成
に
よ

っ
て
オ
ペ
レ
ー
ト
す
る）

11
（

。

　

言
語
が
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
古
論
理
的
思
考
は
後
ろ
に
引

き
下
が
る
。
パ
ラ
タ
ッ
ク
ス
は
ス
ュ
ン
タ
ッ
ク
ス
に
道
を
譲
る
の
で
あ

る
。
ス
ュ
ン
タ
ッ
ク
ス
の
発
達
と
と
も
に
、
子
供
は
知
覚
世
界
の
再
構

成
に
向
か
う
。
言
語
・
文
法
・
ス
ュ
ン
タ
ッ
ク
ス
（
構
文
法
）
を
通
し
て
、

子
供
は
特
定
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
世
界
記
述
を
リ
ア
リ
テ
ィ
だ
と
し

て
習
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
決
定
的
な
成
長
経
験
は
、
そ
れ
ま

で
の
ス
テ
ー
ジ
へ
の
接
触
を
多
か
れ
少
な
か
れ
不
可
能
に
す
る
。
大
部

分
の
子
供
時
代
の
経
験
が
忘
れ
去
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
抑
圧
さ
れ
る

か
ら
で
は
な
く
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
記
述
の
構
造
に
適
合
し
な
く
な
る

か
ら
な
の
で
あ
る）

11
（

。

　

言
語
の
出
現
に
よ
っ
て
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
記
述
世
界
の
ス
テ
ー
ジ

に
移
行
す
る
こ
と
で
、
た
く
さ
ん
の
困
難
や
潜
勢
的
な
衝
突
が
生
じ
て

く
る
。
新
し
く
出
現
し
た
高
位
の
構
造
が
、
そ
れ
ま
で
の
低
位
の
構
造

を
統
合
す
る
際
に
、
低
位
の
構
造
を
抑
圧
し
て
し
ま
い
、
低
位
の
構
造

が
そ
れ
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事

態
は
、
し
ば
し
ば
心
理
学
的
に
最
悪
の
不
幸
の
結
末
を
招
く）

11
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
言
語
の
出
現
は
、
子
供
の
意
識
の
成
長
に
お
い
て

は
決
定
的
な
の
で
あ
る
。
言
語
の
使
用
に
よ
っ
て
、
子
供
は
初
め
て
、

出
来
事
の
シ
リ
ー
ズ
な
い
し
連
鎖
の
再
現
を
構
築
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
そ
れ
ま
で
は
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
拡
張
さ
れ
た
現
在
に
す
ぎ
な
か
っ

た
の
だ
が
、
言
語
使
用
に
よ
る
再
現
能
力
は
、
明
瞭
な
過
去
・
現
在
・

未
来
の
線
型
的
な
時
間
概
念
を
構
築
せ
し
め
る
の
で
あ
る）

11
（

。
し
か
し
、

ま
だ
長
期
の
時
間
を
正
確
に
計
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

言
語
的
（verbal
）
な
心
の
出
現
は
、
テ
ュ
ポ
ー
ン
的
身
体
か
ら
自



六
二

己
が
脱
同
一
化
・
超
越
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
自
己
は
も
は
や

現
在
に
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
。
ロ
バ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
は
、「
言
語
は
非

現
在
の
世
界
と
交
渉
す
る
手
段
で
あ
る）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
言
語
は
現

在
だ
け
の
世
界
を
超
越
す
る
手
段
な
の
で
あ
る
。

　

言
語
使
用
に
よ
る
意
識
の
変
化
は
、
現
時
点
で
は
人
類
だ
け
が
成
し

遂
げ
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
支
払
う
べ
き
代
償
が
あ
っ
た
。

言
語
使
用
に
よ
り
、
子
供
は
時
制
（tense

）
の
あ
る
世
界
を
見
る
よ

う
に
な
る
。
テ
ン
ス
の
あ
る
時
間
的
世
界
と
は
、
緊
張
（tension

）

の
あ
る
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
知
っ
て
い
た
よ

う
に
、時
間
と
不
安
と
は
同
義
語
な
の
で
あ
る
。
子
供
は
時
制（tense

）

の
あ
る
自
己
感
覚
を
構
築
し
、
そ
れ
と
同
一
化
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な

意
識
の
成
長
の
代
償
は
、
楽
園
の
ま
ど
ろ
み
か
ら
放
り
出
さ
れ
て
、
自

己
の
孤
立
（separateness,�separation,�isolation

）
と
自
己
の
も

ろ
さ
（vulnerability

）
を
再
認
識
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
子

供
は
、
言
語
獲
得
後
間
も
な
く
、
叫
び
な
が
ら
眠
り
か
ら
覚
め
る
と
い

う
よ
う
な
、
悪
夢
の
時
期
に
突
入
し
て
い
く）

11
（

。

　

し
か
し
ま
た
、
言
語
的
連
続
に
よ
る
時
間
拘
束
と
時
制
メ
ン
バ
ー
シ

ッ
プ
世
界
の
構
築
は
、
子
供
に
、
遅
滞
さ
せ
る
、
制
御
す
る
、
あ
る
方

向
に
向
け
る
、
延
期
す
る
、
と
い
っ
た
能
力
を
か
な
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
能
動
的
な
統
御
力
と
自
己
制
御
は
、
密
接
に
時
制
と
時
間
と
に
依

存
し
て
い
る
。
た
だ
の
放
射
反
応
が
次
第
に
能
動
的
活
動
に
置
き
換
え

ら
れ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
刺
激
と
反
応
と
の
間
に
時
間
を

差
し
は
さ
む
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
自
己
の
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
子
供
は
一
つ
の
大
き
な

内
容
を
、
ば
ら
ば
ら
の
様
相
部
分
に
解
体
し
、
ば
ら
ば
ら
の
様
相
部
分

を
一
片
毎
に
順
次
経
験
す
る
こ
と
を
学
ぶ
。
こ
の
一
片
毎
の
順
次
の
経

験
は
、
時
間
に
お
け
る
線
型
的
な
継
起
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
ノ
イ
マ

ン
は
、
こ
の
よ
う
な
時
間
に
お
い
て
全
体
を
部
分
に
解
体
し
て
い
く
区

別
付
け
を
評
価
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
制
御
不
能
な
情
動
反
応
が
意
識
に

お
け
る
成
長
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る）

1（
（

。

　

言
語
は
ま
た
、
早
期
の
段
階
に
お
い
て
子
供
が
両
親
の
禁
止
と
要
求

を
内
面
化
す
る
の
に
も
役
立
つ
。
ま
た
、
意
志
的
な
世
界
が
テ
ュ
ポ
ー

ン
期
の
願
望
か
ら
原
意
志
（protovolition

）
へ
と
変
容
し
て
い
く
の

に
も
役
立
つ）

11
（

。

（
四
）
メ
ン
タ
ル
・
エ
ゴ

　

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
自
己
の
ス
テ
ー
ジ
を
受
け
て
、
後
続
す
る
（
四
）

の
メ
ン
タ
ル
な
エ
ゴ
の
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
パ
ラ
タ
ッ
ク
ス
は
す
っ
か
り

衰
亡
し
、
ス
ュ
ン
タ
ク
シ
カ
ル
な
、
な
い
し
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
な
プ
ロ

セ
ス
が
広
が
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
思
考
（thinking

）
と
い
う
こ



六
三

ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
が
中
心
を
占
め
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
線
型
的
（linear

）
で
、
概
念

的
（conceptual

）
で
、
抽
象
的
（abstract

）
で
あ
る
。
自
己
は
も

は
や
束
の
間
の
無
形
態
な
セ
ル
フ
・
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
ま
た
メ
ン

バ
ー
シ
ッ
プ
自
己
の
「
名
前
と
単
語
」
の
自
己
で
も
な
く
、
聴
覚
的

（auditory

）
で
言
語
的
（verbal

）
で
対
話
的
で
ス
ュ
ン
タ
ク
シ
カ
ル

（syntaxical

）
な
自
己
概
念
に
な
っ
て
い
く
。
ア
リ
エ
テ
ィ
は
、
心
の

発
達
に
お
い
て
は
、
認
識
（cognition

）
が
情
動
や
動
機
付
け
を
先
導

す
る
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
プ
ロ
セ
ス
と
複
合
的
な
概
念
が
セ
ル
フ
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
決
定
し
、
自
己
は
概
念
の
貯
蔵
所
（repository

）

と
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。

　

テ
ュ
ポ
ー
ン
的
な
身
体
と
の
同
一
化
か
ら
抜
け
出
し
た
自
己
は
、
自

己
と
身
体
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
、
新
た
に
同
一
化
し
た
メ
ン
タ
ル
な

エ
ゴ
に
立
脚
し
て
身
体
を
使
う
よ
う
に
な
る
。
だ
か
ら
、
精
神
分
析
で

い
う
「
健
全
な
自
我
」
と
は
、
身
体
か
ら
区
別
さ
れ
な
が
ら
、
身
体
の

意
志
的
な
筋
肉
組
織
に
根
差
し
て
い
る
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

の
た
め
、
病
理
的
な
自
我
の
状
態
は
、
対
応
す
る
筋
肉
の
機
能
障
害
を

示
す
傾
向
に
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
エ
ゴ
イ
ッ
ク
で
ス
ュ
ン
タ
ク
シ
カ
ル
な
レ
ベ
ル
は
、

概
念
的
認
識
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
お
り
、
テ
ュ
ポ
ー
ン
的
身
体
か
ら

の
超
越
と
、
身
体
に
対
す
る
オ
ペ
レ
ー
ト
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て

い
る）

11
（

。

　

さ
て
、
メ
ン
タ
ル
な
エ
ゴ
の
形
成
に
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
超
自

我
（superego

）
の
出
現
で
あ
る）

11
（

。
ス
ー
パ
ー
・
エ
ゴ
は
、
聴
覚
的

で
言
語
概
念
的
な
セ
ッ
ト
で
あ
る
の
だ
が
、
中
身
は
、
両
親
か
ら
吸
収

し
た
示
唆
・
命
令
・
禁
止
令
・
差
し
止
め
な
ど
か
ら
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
ら
を
内
面
化
し
た
も
の
が
ス
ー
パ
ー
・
エ
ゴ
に
な
る
。
と
い
っ
て
も
、

内
面
化
さ
れ
る
の
は
、
正
確
に
は
両
親
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
両

親
と
子
供
と
の
関
係
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
相
互
作
用
の
ほ
う

が
大
事
な
の
で
あ
る
。
言
語
的
概
念
化
と
ス
ュ
ン
タ
ク
シ
カ
ル
な
思
考

の
発
達
は
、
抽
象
的
な
役
割
に
参
加
す
る
能
力
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
が
エ
ゴ
の
発
達
に
と
っ
て
決
定
的
に
な
る
。
コ
ー
ル
バ
ー
グ

が
い
う
よ
う
に
、
他
者
の
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
役
割
演
技
に
よ
り
、
エ
ゴ
構
造
内
で
の
分
化
が
起
こ

り
、
両
親
と
子
供
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
外
的
関
係
だ
っ
た
も
の
が
、
エ

ゴ
内
の
二
つ
の
サ
ブ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
間
の
内
的
関
係
に
な
っ
て
い

く
。
そ
の
結
果
、
エ
ゴ
内
に
お
い
て
、
非
常
に
激
し
い
ス
ュ
ン
タ
ク
シ

カ
ル
な
内
面
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
展
開
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る）

11
（

。
私

た
ち
エ
ゴ
イ
ッ
ク
な
現
代
に
生
き
る
者
は
、
日
々
間
断
な
く
、
こ
う
し

た
内
面
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
突
き
動
か
さ
れ
、
そ
の
激
し
さ
に
曝
さ
れ

て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
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非
常
に
わ
ず
か
の
個
人
し
か
、
エ
ゴ
が
無
傷
の
ま
ま
で
子
供
時
代
を

生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
な
い）

11
（

。
な
ぜ
な
ら
、
ス
ー
パ
ー
・
エ
ゴ
が
確

立
さ
れ
た
後
は
、
ス
ー
パ
ー
・
エ
ゴ
が
、
ど
の
ド
ラ
イ
ブ
と
ニ
ー
ド
が

許
さ
れ
、抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ス
ー
パ
ー
・
エ
ゴ
の
支
配
下
で
は
、
あ
る
種
の
概
念
ア
フ
ェ
ク
ト）

11
（

は
抜

け
落
ち
、
メ
イ
が
い
う
よ
う
に
疎
外
さ
れ
、
ユ
ン
グ
が
い
う
よ
う
に
無

区
別
化
さ
れ
忘
れ
去
ら
れ
、
パ
ー
ル
ズ
が
い
う
よ
う
に
投
影
さ
れ
、
フ

ロ
イ
ト
が
い
う
よ
う
に
抑
圧
さ
れ
、
サ
リ
バ
ン
が
い
う
よ
う
に
覚
知
か

ら
選
択
的
に
ス
ク
リ
ー
ン
・
ア
ウ
ト
さ
れ
る
。
個
人
に
残
さ
れ
る
の
は
、

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
、
す
な
わ
ち
適
度
に
正
確
で
柔
軟
な
自
己
概
念

で
は
な
く
、
欺
瞞
的
な
自
己
概
念
、
ホ
ー
ン
ビ
ー
の
い
う
理
想
化
さ
れ

た
自
己
、フ
ロ
イ
ト
の
い
う
弱
い
エ
ゴ
、ユ
ン
グ
の
い
う
ペ
ル
ソ
ナ
（
仮

面
）
な
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

ペ
ル
ソ
ナ
は
、
そ
れ
自
体
で
は
必
ず
し
も
病
理
的
な
構
造
の
も
の
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
何
か
し
ら
「
良
い
顔
」・「
社
会
的
マ
ス

ク
」
と
い
っ
た
も
の
で
、
社
会
的
相
互
作
用
を
円
滑
に
し
て
く
れ
る
も

の
で
あ
る）

11
（

。
一
人
の
人
の
も
つ
ベ
ル
ソ
ナ
の
総
計
が
さ
し
あ
た
っ
て
エ

ゴ
で
あ
る
。
エ
ゴ
そ
れ
自
身
は
、
多
様
な
ペ
ル
ソ
ナ
を
習
得
し
、
そ
れ

ら
を
統
合
さ
れ
た
自
己
概
念
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
築
さ
れ

て
い
る
。

　

あ
る
特
定
の
ペ
ル
ソ
ナ
、
例
え
ば
「
攻
撃
的
で
な
い
良
い
少
年
」
が

特
筆
さ
れ
、
覚
知
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
支
配
し
、
他
の
合
法
的
な
ペ
ル
ソ

ナ
、
例
え
ば
「
健
全
な
攻
撃
を
す
る
ペ
ル
ソ
ナ
」
と
か
「
自
己
主
張
す

る
ペ
ル
ソ
ナ
」
が
意
識
に
入
っ
て
こ
な
い
と
、
困
難
が
生
じ
る
。
こ
れ

ら
エ
ゴ
か
ら
隠
さ
れ
て
い
く
色
々
な
面
が
、
影
（shadow

）
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る）

11
（

。
従
っ
て
、
エ
ゴ
は
ペ
ル
ソ
ナ
と
シ
ャ
ド
ウ
か
ら
構

成
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
シ
ャ
ド
ウ
は
無
意
識
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
す
べ

て
の
無
意
識
が
シ
ャ
ド
ウ
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

　

メ
ン
タ
ル
な
エ
ゴ
の
ス
テ
ー
ジ
は
、
三
つ
の
サ
ブ
ス
テ
ー
ジ
に
分
か

れ
る
。
第
一
は
初
期
の
エ
ゴ
で
、
四
歳
頃
か
ら
七
歳
頃
ま
で
と
い
わ
れ

る
。
大
体
に
お
い
て
精
神
分
析
に
お
け
る
フ
ァ
ー
リ
ッ
ク
な
ス
テ
ー
ジ

に
当
た
る
。
第
二
は
中
期
の
エ
ゴ
で
あ
っ
て
、
七
歳
頃
か
ら
一
二
歳
頃

ま
で
と
い
わ
れ
る
。
第
三
は
後
期
の
エ
ゴ
で
、
一
二
歳
頃
か
ら
二
一
歳

頃
ま
で
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
が
思
春
期
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ

る）
11
（

。
決
定
的
な
シ
ャ
ド
ウ
は
、
特
に
初
期
の
エ
ゴ
期
に
生
ず
る
と
い
わ

れ
て
い
る）

11
（

。

　

後
期
の
エ
ゴ
／
ペ
ル
ソ
ナ
期
が
、
ペ
ル
ソ
ナ
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
時
期
ま
で
に
、
個
人
は
適
切
な
い
く
つ

か
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
作
り
出
し
、
そ
れ
ら
と
同
一
化
し
て
い
る
。
し
か
し

次
第
に
、
多
様
な
ペ
ル
ソ
ナ
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
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ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

な
る
。
彼
は
そ
れ
ら
を
超
越
し
、そ
れ
ら
か
ら
脱
同
一
化
（disidentify�

w
ith

）
し
よ
う
と
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
脱
同
一
化
と
は
、
低

位
の
排
他
的
で
制
限
的
な
同
一
化
か
ら
離
れ
る
、
脱
す
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
よ
り
高
位
の
同
一
化
が
作
り

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
幼
児
は
プ
レ
ロ
ー
マ
か
ら
脱
同
一
化
し
、
制
限

的
な
同
一
化
か
ら
自
分
を
区
別
す
る
。
同
様
に
し
て
、
エ
ゴ
は
テ
ュ
ポ

ー
ン
的
身
体
か
ら
脱
同
一
化
す
る
の
で
あ
る）

11
（

。
低
位
の
排
他
的
な
同
一

性
が
打
ち
破
ら
れ
な
け
れ
ば
、よ
り
高
位
の
同
一
化
は
起
こ
り
え
な
い
。

い
っ
た
ん
自
己
が
低
位
の
構
造
か
ら
脱
同
一
化
す
れ
ば
、
自
己
は
低
位

の
構
造
を
、
新
し
く
出
現
し
た
高
位
の
構
造
と
統
合
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
個
人
は
、
ま
ず
自
分
の
全
ペ
ル
ソ
ナ

を
「
成
熟
し
統
合
さ
れ
た
エ
ゴ
」
の
内
に
統
合
し
、
そ
れ
か
ら
、
そ
う

し
た
エ
ゴ
か
ら
ひ
っ
く
る
め
て
脱
同
一
化
し
始
め
る
。
ト
ラ
ン
ス
エ
ゴ

イ
ッ
ク
な
ス
テ
ー
ジ
が
始
ま
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
一
度
、
心
の
ス
テ
ー
ジ
の
発
達
（developm

ent

）
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
纏
め
て
お
こ
う
。
心
の
発
達
は
外
展
（evolution

）
と
も

名
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
。
心
の
ス
テ
ー
ジ

か
ら
ス
テ
ー
ジ
へ
の
発
達
は
、も
う
一
つ
「
変
容
（transform

ation

）」

と
も
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
メ
イ
シ
ョ
ン
と
は
、
字

義
通
り
に
は
、
フ
ォ
ー
ム
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
で
、「
形
式
の
超

越
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
心
の
各
ス
テ
ー
ジ
は
そ
れ
ぞ
れ
形
式
な
い

し
構
造
を
も
っ
て
い
て
、
発
達
の
度
に
そ
の
形
式
な
い
し
構
造
が
超
越

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
こ
の
形
式
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
構

造
と
言
い
換
え
て
、
構
造
と
い
う
用
語
の
ほ
う
を
主
に
使
っ
て
い
る）

11
（

。

自
己
は
低
位
の
構
造
か
ら
区
別
化
（differentiation

）
さ
れ
、
脱
同

一
化
す
る
が
、
こ
の
区
別
化
と
脱
同
一
化
が
低
位
の
構
造
か
ら
の
超
越

（transcendence

）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
低
位
の
構
造
が

超
越
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
は
新
た
に
出
現
（em

ergence

）

し
た
高
位
の
構
造
と
同
一
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
低
位
の
構

造
は
高
位
の
構
造
に
統
合
（integration

）
さ
れ
、
高
位
の
構
造
に
よ

る
低
位
の
構
造
に
対
す
る
オ
ペ
レ
ー
ト
（
操
作
）
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
る）

11
（

。

　

今
論
じ
て
い
る
メ
ン
タ
ル
・
エ
ゴ
の
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
首
尾
一
貫
し

た
メ
ン
タ
ル
・
エ
ゴ
が
ま
ず
四
歳
か
ら
七
歳
ま
で
の
初
期
の
エ
ゴ
期
に

出
現
し
、
身
体
か
ら
自
分
を
区
別
し
、
単
純
な
生
物
学
的
世
界
を
超
越

し
、
そ
の
結
果
生
物
学
的
世
界
と
そ
れ
よ
り
も
早
期
の
物
体
的
世
界
と

を
操
作
（operate�upon

）
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
成
り
行
き
は
、

ピ
ア
ジ
ェ
が
七
歳
頃
に
出
現
す
る
と
述
べ
た「
具
体
的
な
操
作
的
思
考
」

に
よ
っ
て
強
固
に
さ
れ
る
。
こ
の
思
考
モ
ー
ド
は
、
概
念
を
用
い
て
具

体
的
な
世
界
と
身
体
を
操
作
す
る
の
で
あ
り
、
七
歳
か
ら
一
二
歳
ま
で
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の
中
期
の
エ
ゴ
／
ペ
ル
ソ
ナ
期
を
支
配
す
る
。
一
二
歳
か
ら
二
一
歳
ま

で
の
後
期
の
エ
ゴ
／
ペ
ル
ソ
ナ
期
に
到
っ
て
、
自
己
は
具
体
的
思
考
プ

ロ
セ
ス
か
ら
区
別
化
・
脱
同
一
化
を
し
始
め
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
超
越

し
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
か
え
っ
て
精
神
的
に
操
作
す
る
よ
う
に
な
る
。

ピ
ア
ジ
ェ
は
、
こ
の
サ
ブ
ス
テ
ー
ジ
を
「
形
式
的
な
操
作
的
思
考
」
と

呼
ん
で
、
彼
の
最
高
ス
テ
ー
ジ
と
し
た）

11
（

。
こ
の
思
考
は
、
形
式
論
理
学

に
最
も
よ
く
示
さ
れ
る
。
理
性
的
な
思
考
を
武
器
と
す
る
エ
ゴ
が
完
成

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ゴ
は
、
デ
カ
ル
ト
的
な
「
我
思
う
故
に
我
あ

り
」
の
近
代
合
理
主
義
的
な
自
我
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ロ
イ

ト
の
理
想
と
す
る
最
高
ス
テ
ー
ジ
も
こ
こ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
越
え
る

ト
ラ
ン
ス
の
ス
テ
ー
ジ
を
、
フ
ロ
イ
ト
は
プ
リ
の
ス
テ
ー
ジ
に
還
元
し

た
の
で
あ
る
（
ユ
ン
グ
派
と
は
逆
方
向
の
「
プ
リ
と
ト
ラ
ン
ス
の
取
り

違
え
」）。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
心
の
発
達
の
全
過
程
を
見
て
い
く
と
、

幼
児
期
は
自
己
中
心
的
で
あ
っ
た
の
が
、
そ
の
自
己
中
心
性
が
、
合
理

的
な
メ
ン
タ
ル
・
エ
ゴ
の
ス
テ
ー
ジ
で
は
取
れ
て
き
て
、
世
界
中
心
的

に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
メ
ン
タ
ル
・
エ
ゴ
が
、
合
理
的

に
世
界
全
体
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
幼
児
期
の
自
己

中
心
の
我
儘
勝
手
が
脱
却
さ
れ
る
の
で
あ
る
。幼
児
期
か
ら
メ
ン
タ
ル
・

エ
ゴ
に
到
る
中
間
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
自
己
の
ス
テ
ー
ジ
は
、
ま
だ
完

全
に
世
界
中
心
的
で
は
な
く
て
、
自
分
の
所
属
す
る
狭
い
社
会
集
団
を

中
心
と
見
る
時
期
で
あ
り
、
例
え
ば
そ
こ
で
は
、
自
民
族
中
心
主
義
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
の
高
位
の
過
程
に
お
い
て
は
、
合
理
的
な
メ

ン
タ
ル
・
エ
ゴ
の
ス
テ
ー
ジ
で
達
成
さ
れ
た
世
界
中
心
性
が
、
さ
ら
に
、

世
界
が
自
己
で
あ
る
と
し
て
、
微
細
・
元
因
・
非
二
元
に
お
い
て
徹
底

さ
れ
、
深
め
ら
れ
て
い
く
の
だ
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

メ
ン
タ
ル
・
エ
ゴ
の
ス
テ
ー
ジ
の
次
に
は
、
意
識
は
ス
ュ
ン
タ
ク
シ

カ
ル
な
思
考
か
ら
自
分
を
区
別
し
始
め
、
こ
の
思
考
を
超
越
し
、
こ
れ

を
操
作
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
意
識
は
今
度
は
言
語
的（verbal

）

な
エ
ゴ
・
マ
イ
ン
ド
を
超
越
し
始
め
る
。
ト
ラ
ン
ス
バ
ー
バ
ル
、
ト
ラ

ン
ス
エ
ゴ
イ
ッ
ク
に
な
ろ
う
と
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

（
五
）
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス

　

こ
う
し
て
、
自
己
は
メ
ン
タ
ル
な
エ
ゴ
を
脱
同
一
化
・
超
越
し
、（
五
）

の
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
ス
テ
ー
ジ
に
変
容
（
形
式
超
越
）
し
て
い
く
。
意

識
が
エ
ゴ
・
マ
イ
ン
ド
を
超
越
し
始
め
る
と
、
身
体
・
ペ
ル
ソ
ナ
・
シ

ャ
ド
ウ
・
エ
ゴ
な
ど
の
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
下
位
レ
ベ
ル
の
エ
レ
メ

ン
ト
が
調
和
的
に
統
合
さ
れ
、
オ
ペ
レ
ー
ト
（
操
作
）
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
自
己
は
心
か
ら
も
脱
同
一
化
す
る
の
で
、
心
と

身
体
の
両
方
を
調
和
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ



六
七

ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

る
。
こ
の
ス
テ
ー
ジ
を
、
サ
リ
バ
ン
と
二
人
の
グ
ラ
ン
ト
は
「
す
べ
て

の
下
位
レ
ベ
ル
の
統
合
」と
呼
び
、マ
ズ
ロ
ー
は「
自
己
実
現
」と
呼
び
、

フ
ロ
ム
と
リ
ー
ス
マ
ン
は
「
自
律
的
」
と
呼
び
、レ
ー
ビ
ン
ガ
ー
は
「
生

理
学
的
な
も
の
と
心
理
学
的
な
も
の
の
統
合
」
と
呼
び
、
ブ
ロ
ー
ト
ソ

ン
は
「
心
と
身
体
が
統
合
さ
れ
た
自
己
の
経
験
」
と
呼
ん
だ）

1（
（

。
ウ
ィ
ル

バ
ー
は
、
こ
の
ス
テ
ー
ジ
を
、
心
と
身
体
が
完
全
に
調
和
的
に
統
合
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で「
ボ
デ
ィ
マ
イ
ン
ド（
身
体
心
）」ま
た
は「
ケ

ン
タ
ウ
ロ
ス
」
と
名
付
け
て
い
る
。
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
神

話
に
登
場
す
る
、
上
半
身
が
人
体
、
下
半
身
が
馬
の
形
を
し
た
活
発
な

種
族
の
名
前
で
あ
る
。
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
に
お
い
て
は
、
心
と
身
体
と
が

調
和
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ボ
デ
ィ
マ
イ
ン
ド
な
い
し
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
は
、
実
存
的
人
間
主
義
的

セ
ラ
ピ
ー
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
背
景
に
実
存
哲
学
の
流
れ

が
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、

サ
ル
ト
ル
、
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
、
フ
ラ
ン
ク
ル
、
ボ
ス
、
メ
イ
、
ブ
ー

ゲ
ン
タ
ー
ル
、
マ
デ
ィ
ら
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る）

11
（

。
こ
の
ス
テ
ー
ジ
あ

た
り
が
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
西
洋
心
理
学
の
目
標
と
す
る
最
高
段
階

に
な
る）

11
（

。

　

重
要
な
キ
ー
・
ワ
ー
ド
は
、「
自
己
実
現
（self-actualization

）」

で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
テ
イ
ン
と
ホ
ー
ニ
ー
に
よ
っ
て

導
入
さ
れ
、
マ
ズ
ロ
ー
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
、
パ
ー
ル
ズ
及
び
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
運
動
に
よ
っ
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
た
。
例
え
ば
ロ
ー

ジ
ャ
ズ
は
、
各
人
の
も
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
全
て
実
現
す
る
こ
と
を
重

要
視
し
、「
全
体
的
な
有
機
体
的
経
験
」
を
目
指
し
て
い
る）

11
（

。

　

ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
ス
テ
ー
ジ
は
、
要
す
る
に
日
本
社
会
で
は
、「
大

人
に
な
る
」
段
階
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
の
エ
ゴ
イ
ッ
ク
な
若

者
で
は
な
く
、
社
会
の
た
め
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
働
き
、「
ハ
タ
を

ラ
ク
に
す
る
」
人
間
像
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ロ
ロ
・
メ
イ
は
、現
象
学
や
実
存
哲
学
の「
志
向
性（intentionality

）」

の
概
念
を
取
り
上
げ
、こ
れ
を「
意
図（intention

）」の
下
に
横
た
わ
り
、

無
意
識
的
で
非
意
志
的
な
身
体
機
能
と
意
志
的
な
心
と
を
つ
な
ぐ
デ
ィ

メ
ン
ジ
ョ
ン
だ
と
考
え
た）

11
（

。
つ
ま
り
、
志
向
性
に
お
い
て
、
認
識
と
意

志
と
は
統
合
さ
れ
て
働
い
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
志
向
性
の
働

き
が
、
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
自
然
に
発
露
す
る
自
発
的
な
働
き
で
あ
り
、

そ
れ
が
意
志
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
想
像
（im

agination

）

が
働
い
て
お
り
、創
造
的
（
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
）
な
活
動
の
源
と
な
る
。

想
像
力
に
よ
っ
て
超
言
語
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
に
接
触
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
こ
の
場
合
の
イ
メ
ー
ジ
を
ビ
ジ
ョ

ン
・
イ
メ
ー
ジ
と
呼
ん
で
い
る）

11
（

。

　

ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
創
造
的
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
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の
働
き
は
、
テ
ュ
ポ
ー
ン
の
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
・
プ
ロ

セ
ス
と
は
全
く
異
な
る
。
後
者
に
は
混
乱
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ケ
ン
タ

ウ
ロ
ス
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
ト
ラ
ン
ス
な
構
造
に
属
す
る
が
、
テ

ュ
ポ
ー
ン
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
は
プ
リ
の
構
造
の
も
の
で
あ

る）
11
（

。
両
者
を
混
同
し
て
し
ま
う
と
、
先
に
述
べ
た
「
プ
リ
と
ト
ラ
ン
ス

の
取
り
違
え
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
テ
ュ
ポ
ー
ン
の
身
体

自
己
な
い
し
ボ
デ
ィ
・
エ
ゴ
は
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
認
識
以
前
で
あ
り
、

前
社
会
的
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
ボ
デ
ィ
・
マ
イ

ン
ド
は
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
認
識
を
超
越
し
、
超
社
会
的
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
テ
ュ
ポ
ー
ン
の
身
体
自
己
も
「
直
接
的
な
こ
こ
と
今

（im
m
ediate�here�and�now

）」
の
み
を
覚
知
し
、
そ
こ
に
制
限
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
部
分
の
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
的
実
存
的
人

間
主
義
的
セ
ラ
ピ
ー
も
、
極
度
に
「
直
接
的
な
こ
こ
と
今
」
を
強
調
す

る
。
そ
の
た
め
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
心
理
学
者
や
精
神
医
学
者
た

ち
は
、
人
間
主
義
的
セ
ラ
ピ
ー
は
、
幼
児
の
テ
ュ
ポ
ー
ン
へ
の
退
行

（regression

）
で
あ
る
と
結
論
付
け
た）

11
（

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
精
神

医
学
者
た
ち
の
結
論
は
、
全
体
的
な
ポ
イ
ン
ト
を
見
失
っ
て
い
る
。

　

成
熟
し
た
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
・
レ
ベ
ル
で
は
、
実
際
に
直
接
的
で
生

き
生
き
し
た
現
在
が
支
配
的
な
時
間
モ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
こ
で
は
個
人
は
、
過
去
と
未
来
へ
の
拡
張
さ
れ
た
時
間
リ
ア
リ

テ
ィ
で
動
く
慣
習
世
界
全
体
へ
の
、
完
全
な
ア
ク
セ
ス
を
も
有
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
個
人
は
テ
ュ
ポ
ー
ン
の
身
体
自
己
の
よ
う
に
現
在
に
制

限
さ
れ
ず
、
た
だ
現
在
に
立
脚
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
か

ら
過
去
と
未
来
に
出
て
い
け
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
メ
ン
タ
ル
・
エ
ゴ

の
よ
う
に
、
歴
史
的
時
間
に
拘
束
さ
れ
て
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
テ
ュ

ポ
ー
ン
は
線
型
的
時
間
（linear�tim

e

）
の
世
界
に
無
知
で
あ
り
、
ケ

ン
タ
ウ
ロ
ス
は
線
型
的
時
間
の
世
界
を
超
越
し
始
め
て
い
る
。
テ
ュ
ポ

ー
ン
と
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
時
間
は
同
じ
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
全

く
異
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
た
び
線
型
的
時
間
が
創
造
さ
れ
る
と
、
次
に

は
そ
れ
が
超
越
さ
れ
る
。
こ
れ
は
退
行
な
の
で
は
な
く
、
進
化
・
外
展

（evolution

）
な
の
で
あ
る）

11
（

。

　

実
存
レ
ベ
ル
で
の
時
間
モ
ー
ド
は
、
直
接
的
で
生
き
生
き
し
た
生
命

的
現
在
で
あ
る
の
で
、
多
く
の
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
セ
ラ
ピ
ス
ト
は
ク
ラ

イ
エ
ン
ト
に
、
一
切
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
現
在
と
し
て
見
る
よ
う
に
勧
め

て
い
る
。
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
、過
去
の
思
想
を
現
在
の
出
来
事
と
し
て
、

明
日
の
予
想
を
現
在
の
活
動
と
し
て
見
る
こ
と
を
学
ぶ
。
こ
れ
は
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
に
他
な
ら
な
い）

（11
（

。
ま
た
そ
れ
は
、
西
田
幾

多
郎
の
純
粋
経
験
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
物
の
見

方
に
成
功
す
る
と
、
個
人
は
実
存
的
時
間
の
内
へ
変
容
す
る
。
線
型
的



六
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ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

時
間
に
支
配
さ
れ
た
抽
象
的
で
幽
霊
の
よ
う
な
世
界
は
、
強
烈
な
生
命

的
現
在
の
う
ち
へ
と
崩
れ
落
ち
る
の
で
あ
る
。

　

ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
レ
ベ
ル
で
は
、
感
覚
覚
知
は
エ
ゴ
的
で
社
会
文
化

的
な
図
式
か
ら
浄
化
さ
れ
始
め
、
清
澄
さ
と
豊
富
さ
を
も
つ
覚
醒
領

域
に
参
入
し
始
め
る
。
感
覚
覚
知
は
、
あ
る
タ
イ
プ
の
超
感
覚
覚
知

（supersensory�aw
areness

）
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
超
感
覚

覚
知
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
物
体
的
で
粗
い
エ
レ
メ
ン
ト
に
代
わ

っ
て
、高
位
の
微
細
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
流
入
し
始
め
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
超
感
覚
覚
知
は
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
や
パ
ー
ル
ズ
な
ど
、
多
く
の

ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
的
な
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
、
デ
イ
ク
マ
ン

に
よ
っ
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る）

（1（
（

。

　

パ
ー
ル
ズ
の
後
継
者
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
、「
こ
こ
と
今
」

に
中
心
を
置
く
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
的
な
物
の
見
方
に
よ
っ
て
、
個
人
が
結

局
ど
の
よ
う
な
滞
留
状
態
（im

passe

）
に
到
達
す
る
か
を
記
述
し
て

い
る
。

　
　

�

滞
留
経
験
に
は
超
人
格
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
漂
う
感
覚
・
静
音
・
平
和
が
報
告
さ
れ
る
。
セ
ラ
ピ
ス

ト
は
そ
れ
を
追
い
出
す
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
素
晴
し
い
、
と

言
い
、
さ
ら
に
報
告
す
る
よ
う
に
求
め
る
。
そ
う
す
る
と
、
彼
ら

は
あ
る
種
の
光
〔
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
用
語
で
は
真
の
微
細
領
域
〕
を

認
め
始
め
る
。
超
人
格
的
〔
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
〕
な
も
の
に

向
け
て
の
動
き
で
あ
る
。
光
に
近
づ
き
、
外
に
出
る
と
、
外
に
は

太
陽
と
美
し
い
緑
樹
・
青
空
・
白
雲
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験

を
終
え
、
目
を
開
け
る
と
、
彼
ら
の
知
覚
は
も
っ
と
強
力
に
な
っ

て
い
る
〔
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
用
語
で
は
超
感
覚
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
覚

知
〕。
そ
れ
ま
で
の
フ
ィ
ル
タ
ー
〔
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
用
語
で
は
エ

ゴ
的
と
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
的
な
フ
ィ
ル
タ
ー
〕
が
切
断
さ
れ
た
の

で
あ
る）

（10
（

。

　

実
存
的
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
は
、
よ
り
高
位
の
微
細
領
域
と
超
人
格
的
領

域
に
向
け
て
の
移
行
ス
テ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。

（
六
）
微
細
（subtle

）

　

さ
て
、
実
存
的
な
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
ス
テ
ー
ジ
く
ら
い
が
、
誰
し
も

が
認
め
る
、
現
代
人
の
心
の
発
達
の
最
高
段
階
な
の
だ
が
、
さ
ら
に
そ

れ
以
上
の
心
の
発
達
の
ス
テ
ー
ジ
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
統
合
さ
れ
た
自
我
」
と
か
「
自
律
的
な
個
人
」
が
、
人
類
の
意
識
の

最
高
の
到
達
点
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

実
は
私
た
ち
は
、
よ
り
高
位
の
段
階
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
実
例
ら

し
き
も
の
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
世
界
の
偉
大
な
る
神
秘

家
（m

ystics
）
や
聖
人
・
賢
者
た
ち
（sages

）
で
あ
る
。
こ
う
主
張
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〇

す
る
の
は
、
例
え
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ト
イ
ン
ビ
ー
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
ジ

ェ
ー
ム
ズ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
、
マ
ズ
ロ
ー
と
い
っ

た
人
た
ち
で
あ
る）

（10
（

。
従
来
の
神
秘
家
や
聖
人
・
賢
者
の
述
べ
て
い
る
こ

と
を
手
が
か
り
と
し
て
、
人
間
の
心
の
発
達
の
高
位
の
ス
テ
ー
ジ
を
見

出
し
、
こ
れ
ま
で
の
低
位
と
中
位
の
ス
テ
ー
ジ
に
付
け
加
え
て
、
パ
ラ

ン
ス
の
と
れ
た
包
括
的
な
意
識
の
発
達
の
ス
ペ
ク
ト
ル
を
作
り
上
げ
る

こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。実
は
、こ
の
見
通
し
の
成
就
こ
そ
が
、『
ア

ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
と
い
う
本
の
目
的
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
プ
レ
ロ
ー
マ
、
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
、
テ
ュ

ポ
ー
ン
、
メ
ン
タ
ル
・
エ
ゴ
、
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
は
、「
粗
い
領
域
（gross�

realm

）」
に
属
す
る
。
粗
い
領
域
を
脱
同
一
化
・
超
越
す
る
と
、
自

己
は
微
細
領
域
（subtle�realm

）
と
元
因
領
域
（causal�realm

）

に
同
一
化
し
て
い
く
。

　

正
統
西
洋
心
理
学
が
生
み
出
し
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
デ
ー
タ
は
、

粗
い
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
・
ス
ミ
ス
は
こ
の

点
、
は
っ
き
り
し
て
い
た
し
、
ル
ネ
・
ゲ
ノ
ン
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ

て
い
る）

（10
（

。

　

オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
は
、
粗
い
領
域
か
ら
脱
同
一
化
さ
れ
た
微
細
以
上
の

領
域
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

意
識
が
微
細
化
す
る
と
、
意
識
は
も
っ
と
直
接
的
な
仕
方
で
事
物

と
接
触
し
始
め
る
。
意
識
は
拡
大
し
、
世
界
の
事
物
と
宇
宙
的
規

模
で
直
接
に
接
触
し
始
め
、
宇
宙
的
規
模
の
事
物
を
い
わ
ば
含
む

よ
う
に
な
る
。
自
分
自
身
の
内
に
世
界
を
見
る
よ
う
に
な
る
と
い

わ
れ
る
。
あ
る
仕
方
で
世
界
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
一
つ
に
す

る
の
で
あ
る
。
一
切
の
事
物
を
自
己
の
内
に
見
、
自
己
を
一
切
の

事
物
の
内
に
見
る
。
こ
れ
が
宇
宙
的
普
遍
化（universalization

）

で
あ
る）

（10
（

。

　

つ
ま
り
、
実
存
的
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
よ
り
高
位
の
統
一
・
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
・
統
合
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
終
的
に
、
自
己

を
普
遍
的
統
一
そ
れ
自
身
と
究
極
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（Suprem

e�

Identity

）
へ
と
導
い
て
い
く
。

　

さ
て
、
微
細
領
域
は
、
低
位
微
細
（low

-subtle

）
と
高
位
微
細

（high-subtle

）
に
分
か
れ
る
。

　

低
位
微
細
は
ア
ス
ト
ラ
ー
ル
・
サ
イ
キ
ッ
ク
（astral-psychic

）

な
領
域
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
超
常
現
象
と
か
い
わ
れ
る
領
域
で
、
霊
能

者
の
世
界
で
も
あ
る
。
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
に
帰
せ
ら
れ
る
『
ヨ
ー
ガ
・
ス

ー
ト
ラ
』
で
は
、
大
き
な
部
分
が
、
シ
ッ
デ
ィ
と
い
わ
れ
る
こ
の
サ
イ

キ
ッ
ク
な
構
造
に
つ
い
て
の
記
述
に
当
て
ら
れ
て
い
る）

（10
（

。
要
す
る
に
、

低
位
微
細
は
心
霊
の
（psychic

）
世
界
な
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー

自
身
は
、
あ
ま
り
超
常
現
象
と
か
霊
能
者
の
世
界
に
重
き
を
置
い
て
い
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な
か
っ
た
が
、
奥
さ
ん
の
癌
の
看
病
の
最
終
段
階
で
、
奥
さ
ん
と
の
間

で
し
ば
し
ば
超
常
現
象
と
し
か
思
わ
れ
な
い
よ
う
な
心
の
通
い
合
い
を

体
験
し
た
よ
う
で
あ
る）

（10
（

。

　

高
位
微
細
は
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
段
階
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
ユ
ン

グ
の
元
型
（archetype

）
が
現
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
ユ
ン
グ
自
身
の

元
型
は
、
前
人
格
的
か
人
格
的
な
も
の
が
多
く
、
超
人
格
的
（
ト
ラ
ン

ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
）
な
も
の
は
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
が
こ

こ
で
扱
う
元
型
は
も
っ
ぱ
ら
超
人
格
的
で
あ
る）

（10
（

。
こ
こ
で
は
元
型
は
、

神
性
（deity

）、小
神
（lesser-god
）、天
使
な
ど
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、

ま
た
、
光
、
色
、
音
と
し
て
も
示
さ
れ
る
。
キ
ル
パ
ル
・
シ
ン
（K

irpal�

Singh

）
が
こ
の
領
域
を
華
麗
に
描
い
て
い
る
の
だ
そ
う
だ）

（10
（

。
ウ
ィ
ル

バ
ー
自
身
、
瞑
想
修
行
の
過
程
に
お
い
て
、
微
細
領
域
の
体
験
を
通
過

し
て
お
り
、
そ
の
際
キ
ル
パ
ル
・
シ
ン
の
本
が
非
常
に
役
に
立
っ
た
と

い
っ
て
い
る）

（（1
（

。

　

元
型
は
元
々
自
己
自
身
に
他
な
ら
な
い
の
で
、
高
位
微
細
に
お
い

て
自
己
は
、
こ
う
し
た
元
型
に
同
一
化
し
た
自
己
で
あ
る
わ
け
で
あ

る
。
同
一
と
な
っ
た
神
性
イ
コ
ー
ル
自
己
は
、「
自
己
を
超
え
た
自
己

（overself

）」
と
呼
ば
れ
る）

（（（
（

。
ジ
ョ
ン
・
ブ
ロ
ー
フ
ェ
ル
ド
が
「
金
剛
乗
」

の
観
点
か
ら
、
こ
の
最
高
位
元
型
と
し
て
の
神
性
イ
コ
ー
ル
自
己
に
つ

い
て
説
明
し
、次
の
元
因
領
域
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る）

（（0
（

。
レ
ッ
ク
ス
・

ヒ
ク
ソ
ン
も
「
イ
シ
ュ
タ
デ
ー
ヴ
ァ
（ishtadeva

）」
を
中
心
と
し
て
、

今
の
高
位
微
細
と
次
の
元
因
領
域
に
つ
い
て
説
得
力
あ
る
描
写
と
解
説

を
行
っ
て
い
る）

（（0
（

。

　

ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
微
細
領
域
に
つ
い
て
の
章
を
、
意
図
的
に
短
縮
し

て
書
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
領
域
に
つ
い
て
の
情
報
は
大
量
に

存
在
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
大
部
分
の
現
代
の
知
的
な
人
々
に
は
未
知

で
親
し
く
な
い
領
域
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。そ
れ
で
も
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、

こ
う
し
た
微
細
領
域
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て

考
慮
し
て
み
る
よ
う
に
、
私
た
ち
に
勧
め
て
い
る）

（（0
（

。
確
か
に
微
細
領
域

に
つ
い
て
は
、『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
の
み
な
ら
ず
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
・

タ
ン
ト
ラ
・
密
教
な
ど
に
文
献
は
多
い
よ
う
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
神

秘
主
義
に
も
相
当
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

私
自
身
は
、
超
常
現
象
や
微
細
領
域
を
好
ま
な
い
。
そ
れ
で
ウ
ィ
ル

バ
ー
が
、
特
に
超
常
現
象
の
低
位
微
細
を
、
人
間
の
心
の
発
達
に
お
い

て
実
存
的
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
次
に
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
に
、
大
き
な

疑
念
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
わ
け
は
、
私
は
若
い
頃
か
ら
禅
の
修
行
を

曲
が
り
な
り
に
も
し
て
き
た
の
だ
が
、「
魔
境
」
と
い
う
も
の
に
捉
わ

れ
な
い
よ
う
に
い
つ
も
警
告
さ
れ
て
き
て
お
り
、
自
然
と
微
細
領
域
は

避
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
と
思
う
。魔
境
と
い
う
の
は
、

ま
さ
し
く
こ
の
超
常
現
象
や
微
細
領
域
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
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い
う
領
域
が
心
理
学
的
領
域
と
し
て
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

可
能
性
に
つ
い
て
、
頭
か
ら
否
定
す
る
つ
も
り
は
全
く
な
い
。
ウ
ィ
ル

バ
ー
自
身
に
お
い
て
も
、
次
の
ウ
ィ
ル
バ
ー
Ⅲ
に
な
る
と
、
心
の
発
展

が
複
線
化
す
る
の
で
、
こ
う
い
う
実
存
的
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
次
に
超
常

現
象
の
低
位
微
細
を
組
み
込
む
と
い
う
よ
う
な
単
線
的
構
造
は
柔
軟
に

改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
。
し
か
し
、
ま
だ
十
分

に
精
査
し
て
い
な
い）

（（0
（

。
後
の
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
心
霊
な
ど
の
低
位
微
細

を
「
自
然
神
秘
主
義
」
と
、
高
位
微
細
を
「
神
性
神
秘
主
義
」
と
そ
れ

ぞ
れ
呼
び
換
え
て
、
考
察
を
広
げ
て
い
る
よ
う
だ）

（（0
（

。

　

一
般
に
ウ
ィ
ル
バ
ー
を
批
判
す
る
人
々
は
、自
分
の
信
奉
し
て
い
る
、

な
い
し
は
修
行
し
て
い
る
分
野
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
は
積
極

的
に
賛
同
す
る
の
だ
が
、
い
ざ
自
分
が
承
認
し
て
い
な
い
領
域
が
重
要

な
段
階
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
と
、
と
た
ん
に
非

難
の
声
を
上
げ
る
よ
う
で
あ
る）

（（0
（

。
ウ
ィ
ル
バ
ー
本
人
は
、
自
身
の
明
瞭

な
体
験
に
基
づ
き
、
大
量
の
文
献
を
読
み
こ
な
し
て
、
無
私
な
る
観
点

か
ら
客
観
的
か
つ
必
然
的
に
発
展
段
階
説
を
構
築
し
て
い
る
だ
け
な
の

だ
が
。

（
七
）
元
因
（causal

）

　

自
己
が
高
位
微
細
か
ら
脱
同
一
化
す
る
と
、
今
度
は
元
因
領
域
と
同

一
化
す
る
こ
と
に
な
る）

（（0
（

。
私
個
人
か
ら
い
う
と
、
要
す
る
に
よ
う
や
く

魔
境
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
も
あ
と

で
微
細
が
魔
境
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る）

（（0
（

。

　

ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
瑜
伽
行
仏
教
で
は
元
因
領
域
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
だ
と

い
っ
て
い
る
が
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
元
因
領
域
は
悟
り
の
レ
ベ
ル
で
あ

り
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
元
々
迷
い
の
世
界
原
理
な
の
だ
か
ら
、
こ
こ
は
元

因
領
域
は
「
転
依
し
た
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
の
こ
と
だ
と
規
定
し
た
ほ
う
が

正
確
で
あ
ろ
う
。
転
依
し
た
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
、
仏
教
の
歴
史
で
は
第
九

識
の
阿
摩
羅
識
な
い
し
清
浄
識
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
ま

た
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
元
因
領
域
は
大
乗
仏
教
で
は
ダ
ル
マ
カ
ー
ヤ

（dharm
akaya

）、
法
身
の
領
域
だ
と
も
と
い
っ
て
い
る
が）

（01
（

、
こ
の
位

置
付
け
は
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
元
因
領
域
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘

主
義
で
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
プ
ネ
ウ
マ
に
当
た
る
と
い
っ
て
い
る）

（0（
（

。
プ
ネ

ウ
マ
は
ラ
テ
ン
語
で
は
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
に
な
る
。
元
因
領
域
は
ま
た
ア

ー
ト
マ
ン
の
領
域
な
の
だ
が
、
後
の
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ

ド
由
来
の
ア
ー
ト
マ
ン
を
使
わ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
こ
の
ス
ピ
リ
ト

ゥ
ス
、
英
語
で
は
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
代
表
的
に
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
ほ
う
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
ア
ー
ト
マ
ン
よ
り
、
西
欧
世
界
で
は

受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
と
思
う
。
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元
因
領
域
に
お
い
て
は
ま
た
、
実
地
の
瞑
想
修
行
と
の
連
関
で
「
超

越
的
目
撃
者
（T

ranscendent�W
itness

）」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ

る）
（00
（

。
例
と
し
て
は
、
ラ
マ
ナ
・
マ
ハ
リ
シ
、
ダ
ー
・
フ
リ
ー
・
ジ
ョ
ー

ン
、
禅
仏
教
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
い
う
東
西
の
根
源
的
な
思
想
レ
ベ
ル
で
の
対
応
の
見
定
め
は
、

か
な
り
難
し
い
こ
と
な
の
だ
が
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
無
難
な
と
こ
ろ
で
収

め
て
い
る
よ
う
だ
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
に
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

彼
に
は
、
元
因
領
域
と
究
極
の
非
二
元
領
域
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
透

徹
し
た
根
本
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
究
極
さ

え
わ
か
れ
ば
、
そ
の
下
は
は
っ
き
り
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。
究
極
が
わ

か
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
下
も
あ
や
ふ
や
に
し
か
わ
か
ら
な
い
。

　

ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
元
因
領
域
を
低
位
元
因
（low

-causal

）
と
高
位

元
因
（high-causal

）
と
に
分
け
て
い
る
。

　

前
の
高
位
微
細
で
は
、
自
己
は
元
型
神
性
（archetypal�deity

）

の
内
へ
融
解
（dissolve

）
さ
れ
、
元
型
神
性
と
な
っ
た
。
低
位
元
因

で
は
、
こ
の
神
性
元
型
そ
れ
自
身
が
凝
縮
（condense

）
さ
れ
、
最

終
神
（final-God

）
に
融
解
す
る
。
最
終
神
と
は
、
す
べ
て
の
元
型
お

よ
び
小
神
（lesser-god

）
が
顕
現
す
る
地
盤
（ground

）
な
の
で
あ

る
。
低
位
元
因
で
は
、す
べ
て
の
元
型
形
相（archetypal�Form

s

）が
、

最
終
神
内
の
源
（Source

）
に
還
元
（reduce

）
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
自
己
は
、
最
終
神
と
し
て
示
さ
れ
る）

（00
（

。

　

高
位
元
因
で
は
、
一
切
の
顕
現
形
相
（m

anifest�form
s

）
は
根

底
的
に
超
越
さ
れ
、
そ
の
た
め
、
一
切
の
顕
現
形
相
は
も
は
や
意

識
に
現
わ
れ
る
必
要
が
な
い
。
こ
こ
で
は
無
相
意
識
（Form

less�

Consciousness

）
な
い
し
無
相
性
（Form

lessness

）
だ
け
が
残
る
。

そ
れ
は
意
識
そ
れ
自
身
（Consciousness�as�Such

）
で
あ
る）

（00
（

。
要

す
る
に
仏
教
的
な
無
な
い
し
空
の
境
地
を
い
わ
ん
と
し
て
い
る
の
だ
と

思
う
。
の
ち
の
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
高
位
元
因
を
「
無
相
神
秘
主
義
」
と

呼
ん
で
い
る
。

　

そ
う
し
た
高
位
元
因
の
境
地
と
同
等
の
も
の
と
し
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
ニ
ル
ヴ
ィ
カ
ル
パ
・
サ
マ
ー
デ
ィ
（nirvikalpa�sam

adhi�

無
分

別
三
昧
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

（00
（

。
こ
れ
は
、
サ
ヴ
ィ
カ
ル
パ
・
サ
マ
ー

デ
ィ
（savikalpa�sam

adhi�

区
別
の
あ
る
三
昧
）
が
低
位
元
因
の
も

の
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
高
位
元

因
の
も
の
と
し
て
、
小
乗
仏
教
の
ニ
ロ
ー
ダ
（nirodha�

滅
尽
）
と
ヴ

ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
の
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
・
サ
マ
ー
デ
ィ
（jnana�sam

adhi

）

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

（00
（

。

　

ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
元
因
領
域
に
つ
い
て
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
ロ
ー
フ
ェ
ル

ド
の
金
剛
乗
の
観
点
か
ら
の
記
述
や
レ
ッ
ク
ス
・
ヒ
ク
ソ
ン
の
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
の
観
点
か
ら
の
記
述
を
援
用
し
て
、
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
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四

　

ま
た
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
高
位
元
因
を
禅
の
「
十
牛
図
」
を
用
い
て
も

説
明
し
て
い
る
が）

（00
（

、
こ
れ
は
こ
れ
で
か
な
り
よ
い
と
し
て
も
、
多
少
理

解
が
浅
い
感
じ
が
す
る
の
で
、
省
略
す
る
。
こ
の
点
は
ウ
ィ
ル
バ
ー
が

悪
い
の
で
は
な
く
、
宋
代
臨
済
宗
楊
岐
派
の
「
十
牛
図
」
の
第
八
、九
、

十
図
が
よ
ほ
ど
特
別
な
境
涯
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
思

う
。
私
自
身
も
、
今
日
こ
の
あ
と
イ
ェ
ー
ガ
ー
の
時
間
に
紹
介
す
る
旧

著
『
波
即
海
』
で
は
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
と
似
た
よ
う
な
「
十
牛
図
」
の
理

解
の
仕
方
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
四
年
前
か
ら
見
方

が
変
わ
り
、
現
在
で
は
「
十
牛
図
」
に
つ
い
て
は
、
柴
山
全
慶
の
解
釈

が
正
し
い
と
思
っ
て
い
る）

（00
（

。

（
八
）
究
極
（
非
二
元
）

　

無
分
別
三
昧
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
り
、
意
識
は
全
面
的
に
「
元

の
状
態
（O

riginal�Condition

）」
と
「
如
で
あ
る
こ
と
（Suchness,�

tathata

）」
と
し
て
目
覚
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
最
終
の
目
覚
め
た
意

識
の
「
元
の
状
態
」
と
「
如
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、同
時
に
、粗
い
領
域
・

微
細
領
域
・
元
因
領
域
の
一
切
の
状
態
で
も
あ
り
、
如
で
あ
る
こ
と
で

も
あ
る
の
で
あ
る
。
目
撃
し
て
い
る
者
と
目
撃
さ
れ
る
も
の
と
は
、
た

だ
一
つ
で
あ
り
、
同
じ
な
の
で
あ
る）

（00
（

。

　

高
位
微
細
で
自
己
の
中
心
が
元
型
（A

rchetype

）
で
あ
る
と
示

さ
れ
た
よ
う
に
、
低
位
元
因
で
元
型
の
中
心
が
最
終
神
（Final-God

）

で
あ
る
と
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
高
位
元
因
で
最
終
神
の
中
心
が
無
相
性

（Form
lessness

）
で
あ
る
と
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
究
極
領
域
で
は
無

相
性
の
中
心
は
相
あ
る
世
界
全
体
（the�entire�w

orld�of�Form

）

で
あ
る
と
示
さ
れ
る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
こ
こ
で
、
般
若
空
観
の
「
色
即

空
、
空
即
色
（Form

�is�not�other�than�V
oid,�V

oid�is�not�other�

than� Form
.

）」
を
挙
げ
て
い
る）

（01
（

。
ま
た
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
サ
ハ
ジ

ャ
ー
・
サ
マ
ー
デ
ィ
（sahaja�sam

adhi�

生
得
三
昧
）
と
「
ト
ゥ
リ

ヤ
（T

uriya

）」
状
態
も
挙
げ
て
い
る）

（0（
（

。

　

後
に
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
こ
の
究
極
領
域
を
「
非
二
元
神
秘
主
義
」
と

呼
ん
で
い
る）

（00
（

。
例
え
ば
、空
と
色
と
は
、非
二
元
、不
二
一
元
（nondual,�

advaita

）
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
究
極
統
一
（the�ultim

ate�U
nity

）
に
お
い
て
は
、
一
切
の

事
物
と
出
来
事
と
は
、
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
（separate

）
と
個
々

別
々
で
あ
る
こ
と
（discrete

）
と
を
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
に
残
し
つ
つ
、

唯
一
（only�O

ne

）
に
な
る
。
こ
う
し
た
状
態
は
、
他
の
状
態
か
ら
区

別
さ
れ
た
何
か
特
別
の
状
態
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
す
べ
て
の
状
態

の
「
如
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
仏
教
の
「
水
波
の
比

喩
」
を
出
し
、
究
極
統
一
の
状
態
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
波
に
形
を
と

っ
た
水
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
究
極
統
一
は
見
ら
れ
る
こ
と



七
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ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
究
極
統
一
は
、
見
ら
れ
る
も
の
す
べ

て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
究
極
統
一
は
聞
か
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
究
極
統
一
は
聞
く
こ
と
そ
れ
自
身
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
究
極
統
一
は
想
起
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
究
極

統
一
だ
け
が
あ
る
か
ら
で
あ
る）

（00
（

。

　

究
極
領
域
に
お
い
て
は
、
意
識
（Consciousness

）
は
あ
ら
ゆ
る

相
か
ら
自
身
を
区
別
し
、
脱
同
一
化
し
、
あ
ら
ゆ
る
相
を
超
越
し
て
い

る
。
し
か
も
こ
の
超
越
は
、
世
界
か
ら
離
れ
る
超
越
で
は
な
く
、
世
界

と
な
る
最
終
超
越
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
は
、
意
識
は
全
体
的
な
世

界
プ
ロ
セ
ス
と
な
っ
て
オ
ペ
レ
ー
ト
す
る
の
み
で
あ
る）

（00
（

。

　

ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
究
極
の
最
終
変
容
の
と
こ
ろ
に
、
大
梅
法
常
が
亡

く
な
る
と
き
に
、
ム
サ
サ
ビ
の
声
を
聞
い
て
述
べ
た
と
い
う
「
即
ち
此

の
物
に
し
て
他
物
に
非
ず
」
と
い
う
言
葉
を
置
い
て
い
る
。
た
だ
ム
サ

サ
ビ
の
叫
び
声
だ
け
で
、
他
に
は
何
も
な
い
と
い
う
の
で
あ
る）

（00
（

。
超
越

的
目
撃
者
は
、
ム
サ
サ
ビ
の
叫
び
声
の
内
に
消
え
る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
は

『
十
牛
図
』
第
八
、九
、十
図
の
思
想
を
こ
こ
に
置
く
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
。

も
っ
と
も
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
の
ち
に
、「
十
牛
図
」
の
第
八
図
を
キ
リ

ス
ト
教
神
秘
主
義
で
よ
く
い
わ
れ
る
「
暗
い
夜
」
に
当
て
て
お
り
、「
十

牛
図
」
の
境
涯
の
真
相
に
到
達
し
て
い
る）

（00
（

。
ま
た
、
こ
れ
は
ど
こ
か
ら

も
っ
て
き
た
の
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
道
元
の
「
寺
の
屋
根
に
降
る

黒
い
雨
」
と
い
う
文
句
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

（00
（

。
こ
れ
も
ム
サ
サ
ビ
の
叫

び
声
と
同
趣
旨
か
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
で
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
心
の
発
達
の
各
ス
テ
ー
ジ
の
説
明
を
終
え

る
。
こ
こ
ま
で
が
、『
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
と
い
う
本
の

前
半
で
あ
っ
て
、
こ
の
後
、
無
意
識
の
種
類
、「
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
精
神
分
析
の
エ
ロ

ス
と
タ
ナ
ト
ゥ
ス
、
な
い
し
イ
ン
セ
ス
ト
（incest

）
と
カ
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
（castration

）
の
対
概
念
を
用
い
た
、
心
の
発
達
の
全
ス
テ

ー
ジ
の
再
論
、
そ
し
て
最
後
に
「
チ
ベ
ッ
ト
の
死
者
の
書
」
を
手
が
か

り
と
し
た
死
後
の
世
界
に
お
け
る
誕
生
ま
で
の
「
内
包
（involution

）」

の
過
程
の
論
述
へ
と
続
く
が
、
時
間
の
都
合
上
省
略
す
る
。

３　

心
の
発
達
の
各
ス
テ
ー
ジ
に
共
通
す
る
構
造

　

も
う
途
中
で
も
多
少
触
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
低
位
ス
テ
ー
ジ
か
ら

高
位
ス
テ
ー
ジ
へ
の
変
容
・
外
展
に
は
、
一
定
し
た
共
通
の
構
造
パ
タ

ー
ン
が
現
わ
れ
て
い
る
。

　

各
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、
高
位
の
構
造
は
、
下
位
の
構
造
か
ら

区
別
（differentiate

）
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
現
（em

erge

）

す
る
。
こ
の
出
現
は
、
無
意
識
と
い
う
根
源
地
盤
か
ら
想
い
出
す

（rem
em

ber
）
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
る
。
高
位
構
造
の
出
現
は
、
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六

シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
式
（sym

bolic�form

）
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、

ア
シ
ス
ト
さ
れ
る
。
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
式
と
は
、
例
え
ば
、
ウ
ロ
ボ

ロ
ス
、
軸
、
イ
メ
ー
ジ
、
単
語
と
名
前
、
概
念
、
ビ
ジ
ョ
ン
・
イ
メ
ー
ジ
、

イ
シ
ュ
タ
デ
ー
ヴ
ァ
元
型
、
最
終
神
、
無
相
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
形
式
が
、
意
識
の
各
モ
ー
ド
を
高
位
の
モ
ー
ド
へ
と
変

容
な
い
し
形
式
超
越
（transform

）
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、

自
己
は
そ
れ
ま
で
の
構
造
か
ら
脱
同
一
化
（disidentify�w

ith

）
し
、

新
し
く
出
現
し
て
き
た
構
造
と
同
一
化
（identify�w

ith

）
し
た
。

　

正
確
に
は
、
こ
の
脱
同
一
化
は
、
そ
れ
ま
で
の
構
造
と
の
排、

他、

的、

な

同
一
化
か
ら
離
れ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
構
造
は

捨
て
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
排
他
性
を
失
う
の
で
あ
る
。
自

己
は
そ
れ
ま
で
の
下
位
構
造
を
抹
殺
（obliterate
）
す
る
こ
と
な
く
、

た
だ
下
位
構
造
を
超
越
（transcend

）
し
、
上
位
構
造
に
立
っ
て
、

下
位
構
造
に
対
し
て
操
作
（operate�on

）
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
、
下
位
の
レ
ベ
ル
は
上
位
の
意
識
レ
ベ
ル
に
統
合

（integrate

）
さ
れ
て
い
き
、
上
位
の
意
識
レ
ベ
ル
は
よ
り
複
雑
に

な
り
、
よ
り
組
織
化
さ
れ
、
よ
り
統
一
さ
れ
て
い
き
、
最
終
的
に
大

な
る
意
識
（Consciousness

）
だ
け
に
な
り
、
唯
一
の
統
一
（only�

U
nity

）
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
低
位
の
構
造
か
ら
高
位
の
構
造
へ
と
進
化
な
い
し
外
展

（evolution

）
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
低
位
の
構
造

の
全
体
が
新
し
い
高
位
の
構
造
の
部
分
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

の
ち
の
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
低
位
の
全
体
が
、
新
し
い
高
位
の
全
体
の
部

分
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
ア
ー
サ
ー
・
ケ
ス
ト
ラ
ー
の
ホ
ロ

ン
と
い
う
考
え
方
で
纏
め
直
し
、
進
化
な
い
し
外
展
の
基
本
的
な
枠
組

と
し
た）

（00
（

。

　

ま
た
、
下
位
構
造
か
ら
上
位
構
造
へ
の
意
識
の
発
達
が
、
超
越
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
幼
児
か
ら
大
人
へ
の
心
の

発
達
も
、
各
段
階
の
超
越
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
微
細
、
元
因
、
究
極

へ
の
心
の
発
達
も
、全
く
同
じ
仕
方
で
の
超
越
な
の
で
あ
る
。
幼
児
は
、

と
て
つ
も
な
い
心
の
転
換
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い

て
、
人
間
の
心
の
発
達
の
全
過
程
が
、
正
規
的
な
一
つ
の
共
通
の
構
造

と
し
て
把
握
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
微
細
、
元
因
、
究
極
へ
の
超
越
、

す
な
わ
ち
ア
ー
ト
マ
ン
の
究
極
統
一
に
到
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
幼

児
か
ら
大
人
に
至
る
、
プ
レ
ロ
ー
マ
／
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
、
テ
ュ
ポ
ー
ン
、

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
自
己
、
エ
ゴ
イ
ッ
ク
・
マ
イ
ン
ド
、
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス

へ
の
各
超
越
と
、
構
造
的
に
は
何
ら
変
わ
り
の
な
い
普
通
の
精
神
的
発

達
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
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ウ
ィ
ル
バ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

４　

現
代
文
明
に
お
け
る
宗
教
性
の
方
向

　

現
代
人
は
、
エ
ゴ
イ
ッ
ク
な
マ
イ
ン
ド
か
ら
実
存
的
人
間
主
義
的
な

ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
へ
と
移
行
す
る
レ
ベ
ル
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
基
本
的
に

は
ま
だ
主
観
と
客
観
の
対
立
の
枠
内
に
あ
る
。
自
己
は
自
我
マ
イ
ン
ド

な
い
し
主
観
だ
と
思
っ
て
い
る
、
自
我
マ
イ
ン
ド
に
必
死
に
し
が
み
つ

い
て
客
観
と
対
立
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
自
と
他
、
内

と
外
と
の
対
立
が
で
き
あ
が
っ
て
お
り
、
内
な
る
自
己
は
他
と
外
か
ら

忍
び
よ
る
恐
怖
の
支
配
下
に
あ
る
の
で
あ
る
。
現
代
資
本
主
義
・
自
由

主
義
社
会
の
成
り
立
ち
が
そ
う
で
き
て
い
て
、
自
我
の
防
衛
と
い
う
こ

と
が
、
生
き
て
い
く
上
で
欠
か
せ
な
い
。
本
来
は
、
全
体
的
統
一
で
あ

る
ア
ー
ト
マ
ン
へ
と
超
越
し
て
い
き
た
い
の
だ
が
、
現
代
社
会
で
は
自

我
の
防
衛
を
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
ず
、
エ
ゴ
イ
ッ
ク
・
マ
イ
ン
ド

か
ら
超
越
す
る
こ
と
は
無
防
備
に
な
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
と
て

も
危
険
で
恐
ろ
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
、

ア
ー
ト
マ
ン
の
代
替
物
と
し
て
、
ま
っ
た
く
正
反
対
の
、
狭
い
自
我
の

主
観
的
な
能
力
・
権
能
の
増
強
・
拡
大
と
い
う
こ
と
を
求
め
て
し
ま
う
。

ま
た
、
権
力
・
富
・
名
声
・
知
識
の
増
大
・
贅
沢
な
生
活
・
不
死
と
い

っ
た
こ
と
を
願
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
我
の
安
寧
・
勢
力

の
拡
大
の
た
め
に
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他
の
人
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を
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し
た
り
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征
服
し
た
り
し
て
い
く
。

こ
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た
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ア
ー
ト
マ
ン
の
代
替
と
そ
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る
満
足
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求
め
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い
う
こ
と
が
、
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
な
の
で
あ
る
。
で
も
、
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れ
ら
す
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て
は
虚
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い
こ
と
だ
と
、
う

す
う
す
は
わ
か
っ
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る
の
で
あ
る
。
元
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、
ア
ー
ト
マ
ン
、
す
な
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世
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な
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究
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元
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の

自
己
に
到
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済
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あ
る
。
他
方
ま
た
、

今
日
の
状
況
で
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資
本
主
義
の
終
焉
と
い
う
こ
と
が
視
野
に
上
が
っ

て
き
て
い
る
、
多
く
の
人
々
が
そ
う
し
た
時
代
の
転
換
の
予
感
を
持
ち

始
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

一
番
初
め
に
い
っ
た
ナ
イ
ト
ス
タ
ン
ド
・
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
の
う
ち
、

か
な
り
の
人
た
ち
は
、
特
定
の
宗
派
に
信
仰
告
白
す
る
こ
と
な
く
、
ウ

ィ
ル
バ
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理
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化
し
た
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う
な
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の
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の
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を
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っ
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い
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で
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い
だ
ろ
う
か
。
ま
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わ
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。
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感
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ベ
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と
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願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
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他
の
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々
を
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る
こ
と
な
く
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々
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存
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て

い
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
方
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に
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今
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日
で
は
各
種
の
心
理
セ
ラ
ピ
ス
ト
た
ち
も
活
躍
し
て
い
る
。

　

現
代
の
文
明
に
お
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は
、
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か
新
し
い
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教
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向
が
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出

さ
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そ
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ベ
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リ
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あ
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そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
性
の
方
向
を
さ
ら
に

押
し
進
め
て
い
く
こ
と
が
、
現
代
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あ
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。
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