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西
田
の
処
女
作

『善
の
研
究
』
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
同
時
に
西
田
哲
学

に

お
け

る

「論

理
」

の
位
置
付
け
を
考
え
る
端
緒
に
な
る
と
も
思
え
る
。
特

に
純
粋
経
験
と
言
わ
れ
、
直
接
経
験
と
言
わ
れ
た

「事
実
」
は
、
西
田
の
長

い
参
禅
体
験
よ
り
得
ら
れ
た
直
接
知

の
ご
と
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
直
接
知
が
ど
の
様

に
論
理
化
さ
れ
て
行
く

の

か

を
、
先

ず

『善

の
研
究
』
に
限

っ
て
見
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

、
純
粋
経
験
と
直
接
経
験

『
善
の
研
究
』
の
冒
頭
で

「
純
粋
経
験
」

の
定
義
が
な
さ
れ
る
。

「
経
験
す
る
と
い
う
の
は
事
実
其
盤
に
知
る
の
意
で
あ
る
。
全
く
自

己
の
細
工
を
棄
て
て
、
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
。
純
粋
と
い
う
の
は
、
普
通
に
経
験
と
い

っ
て
居
る
者
も
其
実
は
何
等
か
の
思
想

を
交

え
て
居
る
か
ら
、
毫
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
、
真
に
経
験
其
儘
の
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、

未
だ
之
が
外
物
の
作
用
で
あ
る
と
か
、
我
が
之
を
感
じ
て
居
る
と
か
い
う
よ
う
な
考

の
な
い
の
み
な
ら
ず
、
此
色
、
此
音
は
何
で
あ
る
と



『善 の研究』に おけ る論理 と宗教90

い
う
判
断
す
ら
加
わ
ら
な
い
前
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
純
粋
経
験
は
直
接
経
験
と
同

一
で
あ
る
。
自
己
の
意
識
状
態
を
直
下
に
経
験

(
1
)

し
た
時
、
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
、
知
識
と
其
対
象
と
が
全
く
合

一
し
て
居
る
。

こ
れ
が

経
験
の
最
醇
な
る
者
で
あ
る
。L
判
断
以
前

の
、
主
客
未
分

の
事
実
其
儘
を
知
る
こ
と
、
こ
れ
が

「
純
粋
経
験
」
で
あ
り
、
「
直
接
経
験
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
「
真

の
純
粋

(
2
)

経
験
は
何
等
の
意
味
も
な
い
、
事
実
其
儘
の
現
在
意
識
あ
る
の
み
で
あ
る
」
と
言
う
。
し
か
し
、
西
田
は
同
時

に

「
か
く

の
如
く
主
客
未

だ
分
れ
ざ
る
独
立
自
全
の
真
実
在
は
知
情
意
を

一
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
真
実
在
は
普
通
に
考
え
ら
れ
て
居
る
様
な
冷
静
な
る
知
識
の
対

(
3
)

象

で
は
な
い
。
我
々
の
情
意
よ
り
成
り
立

っ
た
者
で
あ
る
。
即
ち
単
に
存
在
で
は
な
く
し
て
意
味
を
も

っ
た
者
で
あ
る
」
と
も
言

っ
て
い

る
。
こ
こ
で
、
主
客
未
分
た
る
独
立
自
全
の
真
実
在
と
は
純
粋
経
験

の
事
実
と
見
倣
し
て
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
純
粋
経
験

に
関
し
て
、

一
方
で
は

「意
味
も
な
い
」
と
言
い
、
他
方

「
単
に
存
在
で
は
な
く
し
て
意
味
を
も

っ
た
者
で
あ
る
」

と
し
て
、

一
見
矛
盾

し

て
い
る
こ
と
を
言

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
種

の
、
不
斉
合
的
と
も
見
え
る
言
明
は

『善

の
研
究
』
に
は
か
な
り
多
く
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば

(
以
下
は
哲
学
と
し
て
の

『善

の
研
究
』
の
立
場
成
立

の
基
盤
に
関
わ
る
重
大
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
)
明
治
四
十
四
年
の
序
文
に

「
純
粋
経
験

を
唯

一
の
実
在
と
し

(
4
)

て
す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
い
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
純
粋
経
験
を
唯

一
の
実
在
と
す
る
こ
と
に
よ
り
全
て
を
説
明
し
得
る
と
い
う
見
通

し
が
あ

っ
て
初
め
て
言
い
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
こ
の

「説
明
」
に
よ

っ
て

『善
の
研
究
』
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の

「
説
明
」
が
最
初
か
ら
断
念
さ
れ
る
の
が
、
宗
教
に
関
し
て
言
及
さ
れ
る
時
で
あ
る
。

「
真
の
宗
教
的
覚
悟
と
は
思
惟
に
基

づ
け
る
抽
象
的
知
識
で
も
な
い
、
又
単
に
盲
目
的
感
情
で
も
な
い
、
知
識
及
意
志

の
根
抵
に
横
わ
れ
る
深
遠
な
る
統

一
を
自
得
す
る
の
で

あ
る
、
即
ち

一
種

の
知
的
直
観
で
あ
る
、
深
き
生
命

の
捕
捉
で
あ
る
。
故

に
い
か
な
る
論
理
の
刃
も
之
に
向
う
こ
と
は
で
き
ず
、
い
か
な

(
5
)

る
欲
求
も
之
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
ぬ
」
と
言
う
。

「
説
明
」
す
る
以
上
は
、
説
明
の
規
則
と
も
言
う
べ
き
論
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、

こ
の

「
論
理
の
刃
」
も
か
な
わ
ぬ
も
の
が

「宗
教
的
覚
悟
」
と
言
わ
れ
る

一
種
の

「知
的
直
観
」
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
、
宗
教

の
範
囲

に
限
ら
ず
知
的
直
観
そ
の
も
の
が
、
抑

々
説
明
し
得
ぬ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「我
々
が
い
か
に
縦
横

に
思
想
を
馳
せ
る
と



も
、
根
本
的
直
覚
を
超
出
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
思
想
は
此
上
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
思
想
は
何
処
ま
で
も
説
明
の
で
き
る
も
の
で
は

な
い
、
其
根
抵

に
は
説
明
し
得
べ
か
ら
ざ
る
直
覚
が
あ
る
、
凡
て
の
証
明
は
此
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
思
想
の
根
抵

に
は
い

(
6
)

つ
で
も
神
秘
的
或
者
が
潜
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。L
こ
の

「根
本
的
直
覚
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
が

純
粋
経
験
で
は
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
純
粋
経
験
そ
の
も
の
は
説
明
不
可
能

の
事
柄
と
な
る
。

「
何
ご
と
に
せ
よ
我

々
に
直
接

の
事
実
で
あ
る
も

の
は
説
明
で
き
ぬ
、
理
性
で
あ

っ
て
も
そ
の
根
本
で
あ
る
直
覚
的
原
理
は
説
明
で
き
ぬ
。
説
明
と
は

一
の
体
系
の
中
に
他
を
包
容
し
得
る

(
7
)

の
謂

で
あ
る
。
統

一
の
中
軸
と
な
る
者
は
説
明
で
き
ぬ
、
と
に
か
く
そ
の
場
合
は
盲
目
的
で
あ
る
。」

「
す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
い
」
と
い
う
哲
学
の
意
図
と

「
説
明
し
得
ず
」
と
い
う
断
念
と
は
、

一
体
ど
の
よ
う
に
関
り
合

っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
後

に
述
べ
る
高
橋
里
美
の
純
粋
経
験
に
つ
い
て
の
批
判

の
よ
う
に
、
右

の

一
見
、
相
対
立
す
る
言
表
は
、

単
な
る
矛
盾
、
不
斉
合
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。
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と
こ
ろ
で
、

「意
味
」
と
は

『
善
の
研
究
』

に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
意
味
」

と
い

う

概

念

は

『善

の
研
究
』
で
は
多
義
的
で
あ
り
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

「
意
味
」
に
関
し
て
は
、
末
木
剛
博

『
西

田

幾

多

郎

(
8
)

1

そ
の
哲
学
体
系
1
』
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

末

木
は

「直
接
経
験
の
事
実
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
無
意
味
で
あ
る
が
、
反
省
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
意
味
を
賦
与

さ
れ

る

の

で

あ

(
9
)

る
」

と
言
う
。
確
か
に
あ
る
面
で
は
末
木
の
言
う
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
末
木
は
純
粋
経
験
が
三
段
階
に

(
即
ち

「背
後
の
純
粋
経
験
」

な
る
反
省
以
前
の
主
客
未
分

の
段
階
、

「現
在
意
識
と
し
て
の
純
粋
経
験
」
な
る
反
省
に
よ
る
主
客
対
立
の
段
階
、
そ
し
て

「
理
想
の
純

粋
経
験
」
な
る
反
省
を
越
え
て
達
す
る
主
客
再
合

一
の
段
階
の
三
段
階
)

に
進
展
し
て
行
く
に
応
じ
て
三
種
の
意
味
を
分
類
し
て
は
い
る
。

し
か
し
、
意
味
成
立
に
と

っ
て
は
、
要
す
る
に

「直
接
経
験
の
事
実
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
無
意
味
」
と
い
う
こ
と
と
、

「意
味
は
反
省

の
立
場
で
始
め
て
、
或
い
は
直
接
経
験
そ
の
も
の
に
、
或
い
は
判
断
そ
れ
自
身

に
、
或
い
は
こ
の
両
者
の
関
係
に
対
し
て
賦
与
さ
れ
る
」
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と

い
う
こ
と
が
根
幹
を
成
し
て
い
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、

「意
味
」
は
反
省
的
立
場
で
の
み
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
純
粋
経
験
の
三
段
階
説
に
は
見
習
う
所
が
多
い
に
し
て
も
、
意
味

の
与
え
ら
れ
る
場
を
裁
然
と
区
別
し
得
な
い
処
に
、
か
え

っ
て

『善
の
研
究
』
お
よ
び

『
思
索
と
体
験
』
の
立
場
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
直
接
経
験
と
純
粋
経
験
を
ど
う
解
す

る
か
に
関
り
、
西
田
の
こ
の
時
期
で
の
思
索
の
立
場
の
あ
り
様

の
理
解

に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

の
で
、
挿
入
節
的

で
は
あ
る
が
前
以

っ

て
述
べ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
意
味
が
与
え
ら
れ
る
場
が
裁
然
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
高
橋
里
美
が
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
高
橋
は

「意
識
現

(
10
)

象

の
事
実
と
そ
の
意
味

西
田
氏
著

『善
の
研
究
』
を
読
む
I

」

に
お
い
て
、

「純
粋
経
験
は
か
く
の
如
く
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
、

(
11
)

経
験
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
絶
対
的
の
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
西
田
が

「
我

々
に
直
接
に
現
わ
れ

来

る
純
粋
経
験
に
対
し
、
す
ぐ
過
去
の
意
識
が
働
い
て
来
る
の
で
、
之
が
現
在
意
識

の
一
部
と
結
合
し

一
部
と
衝
突
し
、
此
処
に
純
粋
経

験

の
状
態
が
分
析
せ
ら
れ
破
壊
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
」と
言
う

一
方
で
、
「意
味
と
か
判
断
と
か
い
う
も
の
は
こ
の
不
統

一
の
状
態
で
あ

る
。
併
し
こ
の
統

一
、
不
統

一
と
い
う
こ
と
も
、
よ
く
考
え
て
見
る
と
畢
尭
程
度

の
差
で
あ
る
、
全
然
統

一
せ
る
意
識
も
な
け
れ
ば
、
全

(
12
)

然

不
統

一
な
る
意
識
も
な
か
ろ
う
」
と
す
る
不
斉
合
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
反
省
の
立
場
を
基
軸
に
し
て
西
田
の
思
惟

の
立

場

を
解
釈
す
る
点
で
、
末
木
の
考
え
と
軌
を

一
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
高
橋
に
よ
れ
ば
、
統

一
、
不
統

一
も
程
度
の
差
に
す
ぎ
な
い

(
13
)

こ
と
を
認
め
れ
ば
、
「純
粋
経
験
そ
の
も
の
も
程
度
上

の
も
の
と
な
り
」、
主
客
未
分
と
か
、
事
実
そ
の
ま
ま
と
言

っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の

実
、
純
粋
経
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
「
か
く
し
て
は
、
意
味

の
起
原
は
到
底
説
明
さ
れ
ず
、
従

っ
て
こ
れ
に
対
す
る
事

実

と
し
て
の
純
粋
経
験
の
本
来
も
説
明
が
で
き
ず
、
す
べ
て
が
意
味
と
も
い
え
れ
ば
、
す
べ
て
が
事
実
と
も
見
え
、

つ
い
に
統

一
を
も

っ

　

　

て
目
安
と
さ
れ
た
そ
の
こ
と
が
ら
が
、
無
意
義
に
帰
し
て
し
ま
う
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ
氏

の
純
粋
経
験
の
根
本
に
横

わ
る
矛
盾
で
な
か
ろ

(
14
)

う
か
」
と
な
る
。
「純
粋
」
と
は

「
一
切

の
程
度

・
比
較
を
容
さ
な
い
全
具
体
的
な
純
事
実
純
経
験
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

(
15
)

こ
れ
に
事
実
上
の
程
度

・
比
較

の
相
対
性
を
考
え
よ
う
と
す
る
や
否
や
、
忽
ち
そ
の

『純
粋
』
と
い
う
意
義
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
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さ
て
、
高
橋
の
批
判
は
、

「意
味
も
な
い
」
と
い
わ
れ
た
純
粋
経
験
は

「
余
の
考
で
は
絶
対
的
に
純
粋
経
験
と
い
う
も
の
も
な
け
れ
ば
、

(
16
4

絶
対
的
に
不
純
粋
経
験
と
い
う
も
の
も
な
い
、
す
べ
て
が
見
方
に
よ
っ
て
は
純
粋
経
験
と
も
い
え
る
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
し
て
、

『思

索
と
体
験
』
に
て
高
橋
批
判
に
対
し
て
答
え
た
よ
う
な
程
度
の
差
を
認
め
る
純
粋
経
験
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
、
と
い
う
も
の

で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
西
田
自
身

の
立
場
か
ら
す
れ
ぽ

一
貫
し
て
、

「
意
味
も
な
い
」
も
の
も
、

「意
味
を
も

っ
た
も
の
」
も
、
ど
ち

ら
も
純
粋
経
験
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
は
以
下

の
論
を
進
め
る
上
で
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
り
、
少
く
と
も
高
橋
的
な
解
釈
で
は
、

西
田

の
純
粋
経
験
の
核
心
に
は
迫
り
得
な
い
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

従

っ
て
、
我
々
は
こ
こ
で
改

め
て

「
純
粋
経
験
」
な
る
語
が
意
味
す
る
事
柄
の
範
囲
を
明
確
に
看
て
取

っ
て
置
く
必
要
に
迫
ら
れ
る
。

「
純
粋
経
験
」

の
意
味
を
差
し
当

っ
て
三
つ
に
分
類
す
る
が
、
こ
れ
は
前
に
も
言

っ
た
よ
う
に
、
末
木
説
と
は
全
く
異

っ
た
立
場
か
ら
出

立
し
て
い
る
の
で
注
意
さ
れ
た
い
。

先
ず
第

一
に
は
、
序
文
に
あ
る

「
純
粋
経
験
を
唯

一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
い
」
と
い
う
時
の
純
粋
経
験
は

『善
の

　

　

　

　

研
究
』
の
説
明
原
理
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
こ
れ
を

「
原
理
的
な
純
粋
経
験
」
と
呼
ん
で
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

　

　

　

「す

べ
て
を
説
明
す
る
」
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、

『善
の
研
究
』
に
展
開
さ
れ
る
純
粋
経
験

の
体
系
の
全
体
を
担
う
も
の
で
も
あ
る
。

次

に
、

「何
等
の
意
味
も
な
い
」
と

「意
味
を
持

っ
た
者
」
を
基
準
に
し
て
純
粋
経
験
を
分
類
す
る
と
、
第
二
の
も

の
は

「
経
験
す
る

と
い
う

の
は
事
実
其
儘
に
知
る
の
意
で
あ
る
。
全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
て
、
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
経
験
を

「何
ら

　

　

　

　

の
思
慮
分
別
を
加
え
ぬ
」、
「
判
断
以
前
の
」
と
い
う
意
味
で
純
粋
な
、
し
か
も
直
接
に
経
験
す
る

「純
粋
経
験
」
で
あ

る
。
こ
れ
は

「直

(
17
)

接
経
験
」
と
も
呼
ば
れ
、
末
木
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
体
験
の
事
柄
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
直
接
経
験
は
、

「
自
己
の

意
識
状
態
を
直
下
に
経
験
し
た
時
」
主
客
未
分
で
あ
る
が
故
に
、
知
識
と
そ
の
対
象
と
が
全
く
合

一
し
て
い
る
と
も
言

え
、
未
分
化
即
ち

自
己
同

一
的
で
差
別
相
を
具
え
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

従

っ
て
ま
た
、

他
と
の
関
係

に
入
る
こ
と
も
な
く
、

意
味
も

判
断
も
生
じ
て

く
ゑ

肱
解

荷

等

の
意
味
も
な
い
・
事
実
其
儘
の
葱

意
識
あ
る
の
み
」
と
さ
れ
る
種
類
の
魏

経
験
で
あ
る
。
現
在
意
識
と
は
、
現
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に
今
経
験
し
て
い
る
意
識
、
直
接
に
こ
の
身
の
上
に
経
験
し
て
い
る
意
識
状
態
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た

「
純
粋
経
験
の
直

、

、

、

、

、

、

、

(
19

)

接

に
し
て
純
粋
な
る
所
以
は
、
…
…
か
え

っ
て
具
体
的
意
識
の
厳
密
な
る
統

一
に
あ
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
よ
う

に
、
厳
密
な
る
統

一

の
内
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
第
二
義
の
も
の
は
、
主
客
未
分
と
し
て
自
己
同

一
的
な
る
、
直
接
経
験
と
し
て
体
験
し
得
る
、

現
在
意
識
と
し
て
現
に
今
経
験
し
て
い
る
、
具
体
的
に
し
て
厳
密
な
る
統

一
と
し
て
の
純
粋
経
験
で
あ
る
が
、
そ
の
最
も
本
質
的
性
格
を

表
わ
す
言
葉
は

「直
接
経
験
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
20
)

第
三
の
も
の
は
、

「自
ら
差
別
相
を
具
え
た
者
」
と
し
て
の
純
粋
経
験
で
あ
る
。
純
粋
経
験
、
即
ち
真
の
実
在
が
差
別
相
を
具
え
て
い

(
21
)

る
と
い
う
こ
と
は
、

「実
在
に
は
種
々
の
体
系
が
あ
る
、
即
ち
種

々
の
統

一
が
あ
る
。
此
の
体
系
的
統

一
が
相
衝
突
し
相
矛
盾
」
す
る
こ

と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

矛
盾

・
衝
突
が
あ
る
処
に
は
、

そ
の
背
後
で
既
に
、

よ
り
大
な
る
統

一
が
働
い
て
い
る
、

と
西
田
は

考
え
る
。
そ
し
て
、
矛
盾
か
ら
統

一
へ
の
進
行
は
無
限
な
る
進
行
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
実
在
は

一
に
統

一
せ
ら
れ
て
い
る
と
共

に
対
立
を
含
ん
で
お
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
此
処
に
一
の
実
在
が
あ
れ
ば
必
ず
こ
れ
に
対
す
る
他
の
実
在
が
あ
る
。
而
し
て
か
く
こ
の
二
つ
の

物
が
互
に
相
対
立
す
る
に
は
、
此
の
二
つ
の
物
が
独
立

の
実
在
で
は
な
く
し
て
、
統

一
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち

一

の
実
在
の
分
化
発
展
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
こ
の
両
者
が
統

一
せ
ら
れ
て

一
の
実
在
と
し
て
現
わ
れ
た
時
に
は
、
更
に

一
の
対
立

　

　

　

　

　

が
生
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
此
時
こ
の
両
者

の
背
後

に
、
又

一
の
統

一
が
働
い
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
無
限

の
統

一
に
進
む
の

で
あ
る
。
之
を
逆

に
一
方
ま
り
考
え
て
見
れ
ば
、
無
限
な
る
唯

一
実
在
が
小
よ
り
大
に
、
浅
よ
り
深
に
、
自
己
を
分
化
発
展
す
る
の
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
此
の
如
き
過
程
が
実
在
発
現
の
方
式
で
あ

っ
て
、
宇
宙
現
象
は
之
に
由
り
て
成
立
し
進
行
す

る

の

で
あ

(22
)

る

。
」

と

こ

ろ

で
、

差

別

相

、

即

ち
体

系

の
矛
盾

・
衝

突
が

生
ず

る
相

に
お

い

て

は
、

統

一
の
働

き

は

背
後

に
退

く

。

「
背

後

に
統

一
的

或

者

(
23

)

、

、

、

、

、

、

が
働
い
て
い
る
」
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
背
後

の
統

一
的
或
者
は
、
矛
盾

・
対
立
に
対
し
て
こ
れ
を
統

一
す
る
作
用
そ
の
も
の
で
あ
り
、

統

一
さ
れ
た
状
態
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
従

っ
て
、
も
し
そ
れ
が
背
後
に
あ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
対
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立

・
矛
盾
の
場
に
自
ら
を
顕
わ
す
こ
と
の
な
い
も
の
と
し
て
、
矛
盾

・
対
立
を
含
む
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

「背
後
」

の
意
味
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
と
同
時

に
、
矛
盾

・
対
立
を
含
む
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
も
問
題
で
あ
る
。

右

の
問
題
を

一
時
保
留
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
背
後

の
統

一
的
或
者
が
第
二
義
の
直
接
経
験
に
極
め
て
相
似
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
し
か
し
、

「背
後
」
と
は
説
明
的
思
惟
が
届
き
得
ぬ
と
い
う
意
味
に
解
し
得
る
と
し
た
な
ら
ぽ
、

「意
味
も
な
い
」
純
粋
経
験
が

こ
の
背
後

の
統

一
的
或
者
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今

の
時
点
で
は
、
大
雑
把
に
言
う
こ
と
を
許
し

て
も

ら
え
る
な
ら
ば
、
直
接
経
験
と
し
て
の
純
粋
経
験
、
即
ち
主
客
未
分
の
厳
密
な
る
統

一
が
他
と
の
関
係
に
入
り
、
分
化
発
展
過
程
に

(
24

)

お
い
て
自
己
発
現
さ
せ
る
時
、
直
接
経
験
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
直
接
性
が
背
後
に
退
き
、
背
後

の
統

一
的
或
者
と
し
て
働
い
て
い
る
と

言

っ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
二
つ
の
実
在
が
対
立
す
る
に
は
、
そ
の
対
立
以
前
に
既
に
統

一
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
既
に

統

一
さ
れ
て
い
る
が
故
に
対
立
可
能
と
な
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
統

一
は

一
面
で
は
全
体
的
で
は
な
く
部
分
と
し
て
顕
現
化
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
面
で
は
や
は
り
部
分
と
し
て
未
だ
顕
現
化
せ
ず
し
て
潜
在
的
と
な

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
後
者

(
25
)

の
統

一
は
未
だ
起

っ
て
い
な
い
が
、
起
る
力
を
潜
勢
的
に
も

っ
て
い
る
こ
と
と
し
て

「
背
後

に
お
け
る
潜
勢
力
」、

あ
る
い
は

そ
の
統

一

す
る
働
き
に
着
目
す
れ
ぽ

「
潜
在
的
統

一
作
用
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
純
粋
経
験
の
第
二

義
と
第
三
義
は
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
切
り
離
し
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
錯
綜
し
た
構
造
を
も
う
少
し
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
第
二
義
と
し
て
取
り
出
し
た

「差
別
相
を
具
え
た
純
粋
経
験
」
な
い
し
は

「
分
化
発
展
過
程
に
お
け
る
純
粋
経
験
」
と
背
後

の

統

一
的
或
者
な
い
し
は
作
用
と
の
関
係
は
二
重
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り

「
背
後
の
統

一
的
或
者
」
は
こ
の
差
別
相
の
世
界
に

於
て
背
後

に
退
き

「潜
勢
力
」
と
な
る
と
同
時
に
、
そ
の
反
面
既
に
自
ら
を
、
差
別
相
に
お
い
て
相
対
立
す
る
も

の
を
統

一
す
る
と
し
て
、

顕
現
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
様
な
仕
方
で
純
粋
経
験
な
る
真
実
在
が
働
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
差
別
相
に
あ

っ
て
も
、
同
じ

「純
粋
経
験
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
は
相
容
れ
な
い
様

に
見
え
る
事
を
も
言
う
。
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
先
に
、
純
粋
経
験
は

「事
実
其
儘
の
現
在
意

　識
あ
る
の
み
」
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
意
識

の
本
来
は
体
系
的
発
展
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

「意
識

の
体
系
と
い
う
の
は
凡

(
26

)

て

の
有
機
物
の
よ
う
に
、
統

一
的
或
者
が
秩
序
的
に
分
化
発
展
し
、
其
全
体
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

こ
の
分
化
発
展
の
途

上
で
、

「我
々
に
直
接
現
わ
れ
来
る
純
粋
経
験

(直
接
経
験
に
等
し
い

筆
者
註
)
に
対
し
、
す
ぐ
過
去

の
意
識
が
働
い
て
来
る
の
で
、

之
が
現
在
意
識
の

一
部
と
結
合
し

一
部
と
衝
突
し
、
此
処
に
純
粋
経
験
の
状
態
が
分
析
せ
ら
れ
破
壊
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
意
味
と
か

(
27
)

判
断
と
か
い
う
も
の
は
こ
の
不
統

一
の
状
態
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
、
こ
こ
に

「意
味
」
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
訳
だ
が
、
同
時
に

「
純

粋
経
験

の
状
態
が
破
壊
さ
れ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
右
に
半
面
潜
在
、
半
面
顕
在
と
し
て
常
に
働
き
続
け
る
も
の
と
し
て
純
粋
経
験
を

解
し
た
右

の
立
場
か
ら
は
理
解
し
難
い
言
葉
で
あ
る
。
破
壊
と
い
う
こ
と
で
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、
背
後

の
統

一
的
或
者
す
ら
も
働
き

を
停
止
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

・「背
後
」

の
意
味
、

「潜
勢
力
」
の
意
味
を
再
度
問
返
す
必
要
が
あ

ろ
う
。

(
28

)

さ
て
、
西
田
は

「純
粋
経
験
と
思
惟
と
は
元
来
同

一
事
実

の
見
方
を
異
に
し
た
者
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
思
惟

に
と

っ
て
問
題
と
な

る
概
念

の
一
般
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

「
我
々
の
純
粋
経
験
は
体
系
的
発
展
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
根
抵

に
働
き

つ
つ
あ
る
統

一
力
は

直

に
概
念

の
一
般
性
其
者
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
」、

我
々
は
こ
こ
で
、

体
系
的
発
展
に
お
け
る
純
粋
経
験
、
す
な
わ
ち
我

々
が
第
三
義
の

純
粋
経
験
と
呼
ん
だ
も
の
が
、
思
惟
と
い
う
様
態
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
先
ず
確
認
し
て
お
こ
う
。
西
田
は
更
に
続
け
て

言
う
、

「経
験
の
発
展
は
直
に
思
惟
の
進
行
と
な
る
、
即
ち
純
粋
経
験
の
事
実
と
は
所
謂

一
般
な
る
者
が
己
自
身
を
実
現
す

る

の
で

あ

(
29

)
る
。」
即
ち

一
般
者
の
自
己
実
現
が
純
粋
経
験

の
事
実
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
直
に
思
惟
の
進
行
」
と
い
う
過
程

に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
、

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(
こ
の

「直
に
」
を
如
何
な
る
意
味
に
解
釈
す
可
き
な
の
か
は
問
題
的
で
あ
る
。
こ
の

「直

に
」
は
前
引
用
文
中

の

「
そ
の
根
抵
に
働
き

つ
つ
あ
る
統

一
力
は
直
に
概
念

の
一
般
性
其
者
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
」
を
前
提
と
し
て
い

る
。
こ

ち

ら

の

「直

に
」
が
自
己
同

一
的
と
解
し
得
る
な
ら
ば
、

「
意
味
が
な
い
」
と

「意
味
を
持

つ
」

の
矛
盾
は
生
じ
て
来
な
い
は
ず

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

(
30

)

の
事
に
関
し
て
は
、
小
論

「
二
」
に
後
述
す
る
。)
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思
惟
に
沿

っ
て
今
少
し
考
察
を
進
め
よ
う
。
そ
れ
は
第
三
義

の
純
粋
経
験
の
も
つ
矛
盾
的
構
造
を
は

っ
き
り
取
り
出
し
、
第
三
義
と
第

二
義
が
ど
う
関
る
か
を
理
解
す
る
た
め
で
あ
る
。
さ
て
、
体
系
的
発
展
と
い
う
こ
と
が
あ
る
以
上
、
先
述

の
通
り
、
そ

こ
に
は
矛
盾

・
衝

突
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
惟
と
は
(
心
理
学
か
ら
見
れ
ば
)
「
そ
の
最
も
単

一
な
る
形
は
判
断
で
あ

っ
て
、
即
ち
二

つ
の
表
象
の
関
係

(
31

)

を
定

め
、
こ
れ
を
結
合
す
る
の
で
あ
る
。」
こ
の
結
合
、

即
ち
統

一
、

あ
る
い
は

一
般
化
に
対
し
て
個

々
の
表
象
、
即

ち
個
体
と
の
関
係

が
問
題
と
さ
れ
る
の
が
思
惟

(な
い
し
は
判
断
)
で
あ
る
。
個
体
と
個
体
と
が
相
対
立
し
、
矛
盾

・
衝
突
す
る
所
に
思
惟
が
統

一
作
用
と

し
て
働
く
の
で
あ
る
、
と
言

っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
従

っ
て
思
惟
に
お
い
て
は
、

一
般
者
の
自
己
実
現
と
い
う
だ
け
で
は

一
面
的
で
あ
る
。

(
32

)

「
個
体
を
離
れ
て

一
般
的
な
る
者
が
あ
る
の
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

一
般
者
と
個
体
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

「
真

に
一
般
的
な
る
者
は
個
体
的
実
現
の
背
後

に
お
け
る
潜
勢
力
で
あ
る
、
個
体

の
中

に
あ
り
て
之
を
発
展
せ
し
む
る
力
で
あ
る
、
た

(
33
)

と
え
ば
植
物

の
種
子
の
如
き
者
で
あ
る
。」
更
に
、
「
真
に

一
般
的
な
る
者
は
、
個
体
的
現
実
と
其
内
容
を
同
じ
う
す
る
潜
勢
力
で
な
け
れ

(
34

)

ぽ
な
ら
ぬ
、
唯
そ
の
含
蓄
的
な
る
と
顕
現
的
な
る
と
に
由
り
て
異
な

っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
」
右
の
引
用
か
ら
解
し
得

る

こ
と

は
、
「
背

　

後
」

と

か

「
…潜
勢

」

と

か

い
う

こ
と

が

「
含

蓄

的
」

と

し

て
、

一
般

者

が

個

体

の
内

に
あ

っ
て

力

と

な

っ
て
働

い

て

い

る
と

い
う

こ
と

で

　

　

　

　

　

あ
る
。
し
か
も

一
般
者
は
個
体
的
現
実
と
同
内
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

一
般
者
が
全
体
と
し
て
個
体
に
於
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る

　

　

　

　

　

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
般
者
が
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
思
惟
の
内
で
、
個
体
に
於
い
て
力
と
し
て
実
現
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か

　

　

は
、
右

の
引
用
か
ら
で
は
分
ら
な
い
。
個
体

に
於
い
て
自
己
実
現
し
た

一
般
者
は
、
あ
く
ま
で
自
己
限
定
し
た
限
り
で
の

一
般
者
で
あ
る

(
35
)

と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が

「
個
体
と
は

一
般
的
な
る
者
の
限
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
と
な

っ
て
表
現

さ
れ
て
い
る
事
柄
の

一
面
で
あ
る
と
思
え
る
。

し
か
し
同
時
に
次
の
事
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「個
体
を
離
れ
て

一
般
的
な
る
者
が
あ
る
の
で
は
な
い
」
、

つ
ま
り

一
般
者
が
個
体

と
何

ら
の
関
係
に
も
入
ら
ず
に
隔
絶
的
に

「
あ
る
が
ま
ま
に
」
自
己
実
現
す
る
こ
と
な
ど
は
、
具
体
的
事
実
、
具
体
的
意
識
に
は
有
り
得
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べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え

】
般
者
が
個
体
か
ら
隔
離
さ
れ
て

「あ
る
が
ま
ま
」

に
自
己
実
現
す
る
こ
と
が
あ

る
と
し
て
も
、
そ
れ

は
具
体
的
事
実
を
離
れ
た
抽
象
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
個
体
は

一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
既
に
一
般
的
な
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
、

と
西
田
は
考
え
て
い
る
。

一
般
者
を
全
体
と
い
う
概
念
で
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
個
体
も
あ
る
意
味
で
全
体
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、

個
体
に
お
い
て

一
般
者
が
既
に
自
己
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
個
体
は
謂
わ
ば

「
個
別
的
全
体
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
西

田
は
こ
れ
を

『
思
索
と
体
験
』
で
は

「
無
限
の
独
立
せ
る
全
体
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
一
般
者
の
方
を

「
そ

の
中
に
無
限
の
全
体

を
ゆ
る
す
全
体
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
右

の
意
を
汲
ん
で
、
し
か
も
簡
単
化
の
た
め
に
、

我
々
は
前
者
を

「個
別
的

全

体
」、

後

者

を

　

「
無
限
大
の
全
体
」
な
い
し
は

「全
体
と
し
て
の
全
体
」
と
仮
り
に
名
付
け
て
お
こ
う
。
す
る
と
、
無
限
大
の
全
体
が
個
別
的
全
体
に
於

い
て
自
己
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

思
惟
に
お
け
る

一
般
者
と
個
体
と
の
関
係
に
右

の

「全
体
」

の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
は
、
純
粋
経
験
の
第
二
義
と
第

三
義
と
の
、
す
な
わ
ち
直
接
経
験
と
差
別
相
を
具
え
た
純
粋
経
験
と
の
錯
綜
し
た
関
係
に
柳
か
解
明
の
手
掛
り
を
得

ら
れ
る
よ
う
に
考
え

る
。
考
察
を
続
け
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
義
の
純
粋
経
験
、
即
ち
直
接
経
験
は
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
し
て
眺
め
れ
ば
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
知
的
直
観
と
い
う
仕
方
で
、
個
体

的
差
別
相
に
関
り
を
持
た
ず
に

「あ
る
が
ま
ま
の
」
全
体
と
し
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
我
々
に
と

っ
て

は
、
具
体
性
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
今
、
差
別
相
を
具
え
た
純
粋
経
験
を
問
題
と
し
て
い
る
。
分
化
発
展
的
過
程
に
お
け
る
純

粋
経
験
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
第
二
義

の
直
接
経
験

へ
と
接
近
す
る
方
向

に
あ
る
。

さ
て
、
分
化
発
展
過
程
に
お
け
る
、
従

っ
て
体
系
的
発
展
に
お
け
る
純
粋
経
験
に
於
て
は
、

「
全
体
と
し
て
の
全
体
」
が
個
体
の
内
で

個
別
的
全
体
と
し
て
自
己
実
現
し
て
い
た
。

「
全
体
と
し
て
の
全
体
」
た
る
直
接
経
験
は
そ
の
時
、
真

に
一
般
的
な
る
者
と
し
て
個
体
に

お
い
て
含
蓄
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
含
蓄
的
な
る
も
の
は
力
と
し
て
解
さ
れ
た
。
こ
の
力
は
個
別
的
全
体
を
そ
れ
自
身
た
ら
し
め
る
時
、

顕
現
化
す
る
。
す
る
と
今
度
は
、
こ
の
力
は
個
別
的
全
体
を
個
別
的
全
体
と
し
て
発
展
せ
し
め
る
力
と
な

っ
て
い
る
、

つ
ま
り

「無
限
の
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全
体
を
ゆ
る
す
全
体
」
と
し
て
無
限
の
個
別
的
全
体
を
作
り
出
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
対
立

・
矛
盾
を
個
別
間
に
作
り
出
す
力
と
な
る
と

解

さ
れ
る
。
従

っ
て
、
対
立
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
既
に
統

一
力
と
し
て
の

一
般
が
含
蓄
的
に
働
い
て
い
た
か
ら
、
そ

れ
が
対
立
と
し
て
顕
現
化
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
差
別
相
に
お
け
る
個
体
は
対
立

・
矛
盾
と
し
て
、
潜
勢
力

(含
蓄
的
)
と
し
て
の

一
般
者
の
自
己
実
現

の
結
果
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

次

に
個
体
か
ら
出
発
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、

一
個
の
個
体
と
し
て
、
個
体
は
既
に
全
体

(個
別
的
全
体
)
で
あ
り
、

一
つ
の
体
系
を
な

し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
己
以
外

の
他

の
個
体
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
他
の
個
体
と
対
立

・
衝
突
し
、
矛
盾
的
関
係
に
入
る
。

一
個

の
個
体
と
し
て
の
自
同
性
を
脅
す
も

の
と
し
て
他
の
個
体
が
現
前
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
個
体
の
自
己
実
現
に
は
必
然
的
に
他
の
個

体
と

の
衝
突
、
す
な
わ
ち
矛
盾
的
関
係
に
入
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
矛
盾
は
、
本
来
的
に
は
、
個
体
に
お
い
て
自
己
実
現
を
し
て
い
る

一

般
者

よ
り
生
じ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。

一
般
者
は

一
般
者
で
あ
る
が
故
に
多
な
る
個
体
の
夫
々
に
お
い
て
自
己
実
現
し
、
し
か
も
多
な
る

個
体

を
全
体
と
し
て

一
に
統

一
し
て
い
る
も
の

(全
体
と
し
て
の
全
体
)
で
あ
り
、
自
己
の
個
体
と
他
己
の
個
体
と
を
包
み
込
ん
で
、
そ

　

　

れ
ら
の
背
後
に
働
い
て
い
る
。
こ
の
働
き
故

に
生
じ
来
た

っ
た
矛
盾
で
あ
る
。
従

っ
て
、
自
己
の
個
体
と
他
己
の
個
対
と
の
矛
盾

・
対
立

は
、
究
極
的
に
は
他
の
個
体
の
背
後
に
あ
る

一
般
者
と
自
己
の
個
体
と
の
矛
盾

・
対
立
と
な
る
。
矛
盾
、
対
立
に
は
こ
の
二
重

の
性
格
が

あ
る

の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
が
、
こ
の
究
極
的
矛
盾

・
対
立
は

一
般
者
の
自
己
実
現
と
個
体
の
自
己
実
現
と
の
対
立
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
矛
盾
的

　

　

　

　

な
こ
と
で
は
な
く
、
全
く
同

一
的
事
柄
、
す
な
わ
ち
自
己
実
現
で
あ
る
と
個
体
に
自
覚
さ
れ
る
。
主
客
合

一
の
事
態
で
あ
る
。
こ
の
時
、

一
般
者
は
真

に
全
体
と
し
て
の
全
体
と
な
り
、
個
体
間
の
対
立
を
、
そ
し
て
個
体

・
一
般
間
の
矛
盾
を
統

一
し
た
こ
と

に
な
る
。
他
方
、

個
体
も
全
体

に
お
け
る
個
と
し
て
、
真
の
独
立
性
を
得
た
個
体
と
な
ろ
う
。

「其
全
体
は
有
機
的
全
体
に
於
て
の
よ
う

に
其
中
に
無
限
の

全
体
を
ゆ
る
す
全
体
で
あ
り
、
其
統

一
は
有
機
的
統

一
に
於
て
の
よ
う
に
無
限
の
統

一
を
ゆ
る
す
統

一
で
あ
る
、
而
し
て
か
く

一
方

に
於

(
36
)

て
無

限
の
独
立
せ
る
全
体
を
ゆ
る
す
と
い
う
こ
と
が
、
全
体
の
独
立
を
害
す
る
の
で
な
く
、
却

っ
て
之
を
成
す
所
以
で
あ
る
」
と
は
右

の
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解
釈
を
言

っ
た
も
の
と
思
う
。

こ
の
様
な
解
釈
の
立
場
か
ら
、
今
ま
で
、
そ
こ
か
し
こ
に
言
い
残
し
て
来
た
疑
問
に
解
答
ら
し
き
も
の
を
考
え
て
見
る
と
次
の
よ
う
に

な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず

「純
粋
経
験
の
状
態
が
破
壊
さ
れ
る
」
こ
と
な
ど
が
有
り
得
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
個
体
と
個
体
と
の
対
立

・
矛
盾

の
真
只
中
に
あ

っ
て
は
、
真
の
一
般
者

の
統

一
作
用

(即
ち
純
粋
経
験
)
は
個
体
に
は
意
識
さ
れ
ぬ
、
従

っ
て
対
立

の
背
後
に
退
い
て
し

ま
う
。
こ
の
立
場
か
ら
統

一
作
用
は
捕
捉
し
よ
う
が
な
い
、
純
粋
経
験
の
状
態
は
統

一
作
用
が
全
く
自
ら
を
隠
し
、
破
壊
さ
れ
て
し
ま

っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
、
個
体
は
相
対
立
し
て
い
る
が
故
に
、
結
び
付
く
と
い
う
こ
と
が
生
じ
得
る
。
対
立
の
な
い
所
に
統

一
は
有

り
得
な
い
。
主
観
は

客
観
と
対
立
す
る
が
故
に
結
び
付
く
。
こ
の
結
び
付
き
は
主
観
が
基
と
な
り
、
こ
の
基
体

へ
と
客
観
を
繋
ぎ
止
め
る
と
い
う
仕
方
で
結
び

付

く
こ
と
が
通
例
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
結
び
付
け
が
判
断
と
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
結
び
付
け
の
方
向
が
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
結
び
付
け
が
可
能
と
な
る
の
は
、
そ
も
そ
も
背
後
に
退
い
て
い
た
か
に
見
え
る

(破
壊
さ
れ
て
い
た
か
に
見
え
る
)

統

一
力
が
働
い
て
い
る
か
ら
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
個
体
は
、
背
後
の
潜
勢
力
と
し
て
の
一
般
者
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
。

或

は
む
し
ろ
個
は

一
般
者
に
よ
っ
て
自
覚
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
言

っ
た
方
が
良
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
が
直
接
経
験
と
呼
ば
れ
た
純

粋
経
験
で
あ
ろ
う
。
そ

の
時
ま
で
無
意
識
的
に
対
立

・
矛
盾
し
て
い
た
個
体
と

一
般
者
が
、
そ
の
対
立
の
究
極
を
意
識
に
自
覚
化
し
た
時
、

全
き
自
己
同

一
の
内
に
自
己
を
見
出
す
、
そ
れ
が
主
も
な
く
客
も
な
い
、
直
接
経
験
と
し
て
の
純
粋
経
験
な
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
個

体

に
は
未
だ
自
覚
化
さ
れ
て
い
な
い
段
階

は
、
直
接
経
験

の
立
場
か
ら
は
自
覚
化

へ
の
過
程
と
見
な
さ
れ
、
そ
れ
が

差
別
相
を
具
え
た
純

粋
経
験
と
見
倣
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

だ
が
、
果
し
て
こ
の
様
な
解
釈
で
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
あ
る
。
少
く
と
も
、
我
々
は
第

一
義
の
純
粋
経
験
と
し
て
挙
げ
た

「原

理
と
し
て
の
純
粋
経
験
」
に
つ
い
て
は
未
だ
何
も
触
れ
ら
れ
な
い
で
い
る
。
こ
の
点
を
考
え
な
が
ら
、
右

の
解
釈
を
確
か
め
て
み
な
け
れ



ば

な

ら

な

い
。

二
、
同

一
性

の
立
場
と
矛
盾
性
の
立
場
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さ
て
、
前
節
で
試
み
た
解
釈

に
は

『善

の
研
究
』

の
立
場
だ
け
か
ら
で
は
折
合
い
の
つ
か
な
い
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
に

認
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
解
釈

の
依
り
所
と
し
た
、

「
全
体
」
に
関
す
る
引
用
は

『思
索
と
体
験
』
中
の

「高
橋
文
学

(
1
)

士
に
答
う
」
か
ら
の
も
の
だ

っ
た
事
で
あ
る
。
こ
の
論
文
中
に
は

『善
の
研
究
』
の
立
場
か
ら
更

に
一
歩
展
開
を
進
め
た
、
或
い
は
進

め

よ
う
と
す
る
も
の
が
既
に
萌
芽
状
態
で
含
ま
れ
て
い
る
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
個
体
同
志
の
対
立
が
そ
の
背
後
で
働
く

一
般
者
と
個
体
と

の
対
立
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
時
、

一
般
と
個
と
は
全
き

自
己
同

一
に
於
て
あ
る
こ
と
が
同
時
に
自
覚
化
さ
れ
る
、
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
を
西
田
自
身
の

「高
橋
文
学
士
に
答
う
」
中
の
言

葉
で
言
い
表
わ
す
な
ら
ぽ
、

二

方
に
於
て
無
限
の
独
立
せ
る
全
体

(
す
な
わ
ち
個
体
ー

筆
者
註
)
を
ゆ
る
す
と
い
う
こ
と
が
、
全
体

(
一
般
者
、
即
ち
全
体
と
し
て
の
全
体
-

筆
・者
註
)

の
独
立
を
害
す
る
の
で
な
く
、
却

っ
て
之
を
成
す
所
以
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
更
に
簡
単
化
し
た
言
葉
と
し
て
は

「
多
を
包
む
全
体
な
る

一
、
活
動
其
者

の
全
体
と
し
て
の
静
止
と
い
う
如
き

も
の

(
こ
の
言
葉

(
2
)

自
体

は
高
橋
里
美
、
全
四
、
燭
に
出
て
来
る
ー

筆
者
註
)
」
で
あ
る
。
こ
の
様
な
考
え
方
は
、
『善
の
研
究
』
に
は
見
出
し
難
い
よ
う
に

思
え

る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
至
る
基
盤
は

『
善
の
研
究
』
に
も
見
出
さ
れ
得
る
。
例
え
ば
、

「
真
の
個
体
と
は
そ
の
内
容
に
於
て

個
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
唯

一
の
特
色
具
え
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

一
般
的
な
る
者
が
発
展
の
極
処
に
到

っ
た
処
が
個
体

(
3
)

で
あ

る
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、

一
般
者
と
個
体
と
が
矛
盾

・
対
立
に
あ
り
な
が
ら
同
時
に
自
同
的
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
に

到
る
方
向
を
孕
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
出
て
来
た
と
解
せ
る
。
だ
が
、

『
思
索
と
体
験
』

の
立
場
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、

一
般
か
ら
個

へ
の
限

定
の
方
向
は
あ

っ
て
も
、
個
か
ら

一
般

へ
の
限
定
の
方
向
は
見
出
し
難
い
と
い
う
点

に
あ
る
。
と
云

っ
て
も
、

『
思
索

と
体
験
』
に
お
い

て
既

に
、
こ
の
両
方
向
が
十
全
に
自
覚
的
に
把
み
取
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
個
か
ら

一
般

へ
の
方
向
を
考
え
る
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た
め
の
基
盤
が
見
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
程
度
に
と
ど
ま
る
と
言

っ
た
方
が
む
し
ろ
良
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
様

な
点
を
踏
ま
え
て
右
の
事
が
主
張
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
考
察
す
る
た
め
に
、
我
々
は

『思
索
と
体
験
』
に
お
け
る

「
論
理
の
理
解
と
数
理

の
理
解
」
を
採
り
上
げ

た
い
。
こ
の
論
文

の

最
初
の
部
分
で
同

一
律

(自
同
律
)
、

矛
盾
律
、

そ
し
て
排
中
律
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
手
掛
り
に
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

先
ず
、
同

一
律
を
命
題
間
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
現
代
論
理
学

の
趨
勢
と
は
違

っ
て

「
物
の
実
在
的
同

一
器
巴
o
H伍
o昌
葺
痒
α
oω
U
一昌
αq
oω

を
言
い
表
わ
し
た
形
而
上
学
的
原
則
の
意
義
」
に
西
田
は
解
す
る
。
つ
ま
り

「物
が
己
自
身

に
同

一
で
あ
る
と
い
う

の
は
、
物
は
如
何
に

変
化
す
る
も
物
自
身
に
於
て
は
同

一
で
あ
る
と
い
う
意
義
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
か
く
解
す
る
こ
と
に
於
て
の
み
、
右
の
命
題
は
実
在
の

原
則
と
し
て
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
何
等

の
意
味
に
於
て
も
絶
対
に
変
化
を
排
斥
す
る
自
己
同

一
は
実
在

の
原
則
と
し
て
は
何
等
の

(
4
)

意
味
も
有

つ
こ
と
は
で
き
ぬ
」
と
解
す
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
く
可
き
こ
と
は
、
先
ず
物
と
い
わ
れ
る
も

の
が
存
在
論
的
意
味
合
い
を

持
ち
、
実
在
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
、
次
に

「変
化
す
る
も
物
自
身
に
お
い
て
は
同

一
で
あ
る
」
と
し
て
、
変
化
、
す
な
わ
ち
他
の
物
と

の
関
係
の
中

に
あ

っ
て
も

(
こ
の
意
味
で
相
対
的
)
そ
れ
自
身
を
自
同
的
に
維
持
す
る

(そ
れ
故
、
あ
る
意
味
で
絶
対
的
)
こ
と
で
あ
る
。

(
5

)

「
物
は
種
々
の
関
係

に
入

っ
て
而
も
己
自
身
を
維
持
す
る
所
に
そ
の
実
在
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。」
こ
の
こ
と
は
先

に
問

題

に
し

た

「
高
橋
文
学
士
に
答
う
」
で
は
、

「
真
の
絶
対
は
相
対
を
排
斥
す
る
絶
対
で
は
な
く
、
却

っ
て
自
己
の
中
に
相
対
を
包
容
す
る
絶
対
で
な

(
6
)

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

に
呼
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
西
田
が
自
己
同

一
を
実
在
的
同

一
と
し
て
形
而
上
学
的
と
解
す
る
の
は
、
即
ち
存
在
論
的
自
同
律
を
単
な

る
思
惟

の
原
則
と
し

て

の
論
理
的
自
同
律
よ
り
具
体
的
で
あ
る
、
そ
れ
故
に
、
よ
り
真
実
在
の
根
本
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
は
、
自
己
同

一
と
い

、

、

(
7
)

う
事
柄
が

「動
的

一
般
者
」

の

「内
面
的
必
然
」
が
自
同
律
と
い
う
論
理
性
を

「
要
求
」
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
要
求

は
、

「当
為

Q。
o
一一①昌
」
と
し
て
、

真
実
在
が

(従

っ
て

「論
理
の
理
解
と
数
理
の
理
解
」

で
は

「
動
的

一
般
者
」

の
)
単
に
そ
れ
自
身

の
内
に
止
ま
り
自
同
的
に

(そ
れ
故
あ
る
意
味
で
静
止
的

・
潜
勢
的
)
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
差
別
相
を
具
え
た
世
界
、
す
な
わ
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ち
個
体
と
個
体
と
が
対
立

・
矛
盾
す
る
世
界
と
し
て
自
ら
を
展
開
し
行
く

(
こ
の
意
味
で
動
的

・
顕
現
的
)
と
い
う

「
内
面
的
心
然
」
性

の
内

に
あ
る
自
己
自
身
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
が
よ
り
厳
密
に
、
し
か
も
右
の
両
面
が
分
離
す

る
こ
と
な
く
同
時

的
に
思
惟
さ
れ
る
の
は

『自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
以
後
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
さ
て
措
き
、
形
面
上
学
的
自

己
同

一
は
動
的

一
般
者
の

「自
発
自
展
的
要
求
」
で
あ
り
、
こ
の
要
求
が
西
田
の
謂
う
所
の

「
意
味
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ

て
、
動
的

一
般
者
と
し
て
の
真
実
在
は

「意
味
を
有

っ
た
も
の
」
と
し
て
そ
の

「自
動
不
息
」
な
る
自
発
自
展
的
過
程

に
お
い
て
自
ら
を

示
す

こ
と
に
な
る
。
動
的

一
般
者
が
そ
の
内
面
的
必
然
と
し
て
の
要
求
に
従

っ
て
自
ら
を
展
開
す
る
場
は
、
差
別
に
あ
る
世
界
で
あ
る
、

即
ち
個
と
個
が
矛
盾

・
対
立
す
る
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
の
が
動
的

一
般
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
立

.
矛
盾

の
惹
き
起
す
変
化
の
中
で
自
同
的
と
し
て
、
対
立
す
る
二
者
を
統

一
す
る

一
般
者
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
こ
の

一
般
者

の
統

一
が
、
対
立

・
矛
盾
を
可
能
に
し
、
成
立
せ
し
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
動
的

一
般
者

の
要
求
と
し
て
の
形
而
上
学
的
自
己
同

一
は
、

そ
れ
自
身

の
内
に
既
に
対
立

・
矛
盾
の
差
別
相
を
同
時
的
に
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
実
在
的
自
己
同

一
は
矛
盾

.
対
立

を
必
然
的

に
要
求
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
論
理
的
に
言
え
ば
、
同

一
律
と
矛
盾
律
と
は
動
的

一
般
者

の
内
面
的
性
質
の
欠
く
可
か
ら

ざ
る
両
側
面
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
察
し
て
み
よ
う
。

周
知

の
通
り
、
同

一
律
と
は
、

(西
田
の
用
語
法
に
よ

っ
て
表
わ
せ
ば
)
「
甲
は
甲
で
あ
る
」

で
あ
り
、

矛
盾
律
は
簡
単
化
し
て
言
え

ば

「
甲
は
非
甲
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
甲
を
甲
と
し
て
肯
定
す
る
の
が
同

一
律
で
あ
り
、
甲
を
非
甲
か
ら
区
別
す
る
の
が
矛

盾
律

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
西
田
は
そ
う
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
前
以

っ
て
結
論
的
な
こ
と
を
言

っ
て
お
く
と
矛
盾

・
対
立

の
仕
方
に
二
層
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
た
め
に
、
西
田
自
身
の
叙
述
に
従

っ
て
考
察
を
進
め
て
行
く
こ
と

に
し
よ
う
。

先
ず
矛
盾
律
か
ら
出
発
す
れ
ぽ
、

「甲
と
非
甲
と
を
区
別
す
る
に
は
、
此

の
二
者
を
統

一
す
る

一
般
者
が
な
け
れ
ぽ

な
ら
ぬ
、
此

一
般

(
8
)

者
の
統

一
に
於
て
両
者
の
区
別
、
両
者
の
対
峙
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
こ
ろ
で
自
同
律
の
方
は
、
甲
は
甲
で
あ
る
と
肯
定
す
る
こ
と
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は
観
念
の
内
容
を
固
定
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

「
観
念
の
内
容
を
固
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
之
を
抽
象
す
る
こ
と
で
、
即
ち
同
時

に

之
を

一
般
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
之

に
種
々
の
思
惟
の
内
容
と
な
り
得
る
一
般
性
を
与
え
る
こ
と

(
9
)

で
あ

る
。
」

従

っ
て

「
甲

を

甲

と

す

る

と

い

う

こ

と

は
、

上

に

い

っ
た
様

に
、

之

を

一
般

化

す

る

こ
と
、

即

ち
種

々

の
対
峙

を
内

か

ら
統

(
10

)

一
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
対
峙
を
内
か
ら
統

一
す
る
こ
と
」
は
、
矛
盾
律

に
於
い
て
既
に
言
わ
れ
た
様

に
、
対
峙
を
成
立
せ
し

め
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち

「
論
理
的
に
物
を
区
別
す
る
こ
と
は
即
ち
統

一
す
る
こ
と
で
、
之
を
統

一

(
11

)

す

る
こ
と
は
即
ち
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
物

の
対
立

・
矛
盾
を
成
立
せ
し
め
る

一
般
者
そ
れ
自
身
が
ま

た
も
や
矛
盾
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
矛
盾
の
二
層
性
で
あ
る
。
即
ち
、
論
理
に
お
い
て
、
そ
の
内
面
的
必
然
性

に
従

っ
て
働
く

(
12
)

一
般
者
、
却
ち

「
論
理
的

一
般
者
は

一
方
に
於
て
個
物
相
互
の
拒
斥
で
あ
る
と
共
に
、

一
方
に
於
て
個
物
相
互
の
牽
引
で
あ
る
」
と
は
、

右

の
よ
う
に

「
個
物
相
互
の
拒
斥
」
即
ち
個
物
的
矛
盾
を
成
立
せ
し
め
る
と
共
に
、
そ
れ
自
身
が

「
個
物
相
互
の
拒
斥

に
し
て
牽
引
」
と

い
う
矛
盾
を

「
内
面
的
性
質
」
と
し
て
有

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
矛
盾
律
と
い
う
側
面
に
於
て
だ
け

「
論
理
的

一
般
者
」

に
当

嵌

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同

一
律
に
つ
い
て
も
、
個
物
が
そ
れ
自
身
で
あ
る
と
し
て
、
個
物
的
同

一
性
は
、

一
般
者
の
一
般
化
作
用
に

於

て
成
立
つ
と
同
時

に
、

「拒
斥
に
し
て
牽
引
」

の
只
中
に
あ
り
、

一
般
者
が

一
般
者
で
あ
る
と
し
て
、

一
般
者
そ
れ
自
身

の
自
同
性
が

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
や
は
り
二
層
的
な
性
格
を
具
え
て
い
る
。

こ
の
二
層
性
は
そ
も
そ
も

一
般
者
を
論
理
的
に
捕
え
よ
う
と
し
た
時

に
出
会
う
、

一
般
者
そ
の
も
の
の
矛
盾

に
由

来
す
る
。
論
理
に
於

け

る

一
般
者
の
働
き
は
、
そ
の

一
般
化
と
し
て
、
つ
ま
り
既
に
互
に
対
立
し
た
二
者
を
統

一
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
と
こ
ろ
が

一
般
者

は
、
そ
れ
自
身
に
於
い
て
は
統

一
が
区
別
で
あ
り
、
区
別
が
統

一
と
し
て
、
対
立
以
前
に
統

一
が
、
こ
の
統

一
以
前

に
対
立
が
と
い
う
仕

方

で
無
限
の
動
性
の
只
中
に
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
論
理
的

一
般
者
は
、
論
理
が
始
ま
る
時
点
で
こ
の
動
性
を
固
定
化
し
た
も

の
、

つ
ま

り
そ
れ
自
身
を
統

一
す
る

一
般
者
と
し
て
顕
現
化
す
る
こ
と

へ
と
自
己
自
身
を
限
定
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
論

理
的

一
般
者

へ
と
自

己
限
定
す
る
以
前
の
一
般
者
は
そ
の
動
性
の
故
に

「
動
的

一
般
者
」
と
呼
ば
れ
て
然
る
べ
き
だ
が
、
こ
の
動
的

一
般
者

の
動
性
は

一
般
化
、
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即
ち
固
定
化
に
よ
り
背
後
に
退
い
て
し
ま
う
。
併
し
作
ら
、
こ
の
本
来
的
動
性
が
先
の
論
理
的

一
般
者
に
お
け
る

「
個
物
相
互
の
拒
斥
に

(
13

)

し
て
牽
引
」

と
い
う
矛
盾
的
動
性
と
し
て
反
映
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を

「論
理
的

一
般
者
の
内
面
的
性
質
」

と
呼
ぶ
が
、

そ
れ
は
先
に

「要
求
」
な
い
し
は

「
当
然
」
と
言

っ
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
右

の
よ
う
に
、
固
定
化
か
ら
自
ら
を
背
後
に
退
け
る
も
の
は
、
同

一
律
の
立
場
か
ら
も
矛
盾
律
の
立
場
か
ら
も
、
即
ち
所
謂

論
理

の
立
場
か
ら
は
窺
い
知
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

「
動
的
な
る
真
の

一
般
者
は
思
惟

の
対
象
と
な
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
之
を

(
14
)

思
惟

の
対
象
と
し
て
思
惟
の
範
疇
に
当
嵌
め
よ
う
と
す
れ
ば
矛
盾
に
陥
る
、
斯
く
自
ら
矛
盾
な
る
が
故
に
能
く
動
的
で
あ
る
の
で
あ
る
」

と
西
田
は
言
う

の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
同

一
律
と
矛
盾
律
と
を
共
に
視
野
に
納
め
得
る
立
場
が
論
理
学
上
で
も
古
来
か
ら
言
わ
れ
て

来
た
。
往

々
に
し
て
余
分
な
論
理
的
原
則
と
し
て
継
子
扱
い
さ
れ
て
来
た
排
中
律
で
あ
る
。
現
代
論
理
学
で
は
こ
れ
を
論
理
の
原
則
と
は

認
め
な
い
も
の
も
出
て
来
て
い
る
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ウ
ア
ー

ピ
・
国
●
↑

中

穿
2
≦
興

が
排
中
律
の
無
制
限

の
使
用

は
不
当
で
あ
る
と

主
張

す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
人
間
の
論
理
は
す
べ
て
所
謂

「経
験
」
的
な
も
の

(西
田
の
言
う
所
の
経
験

の
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ

ヒ
ュ
ー
ム
的
意
味
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
排
中
律
を
、
所
謂

「経
験
」
の
内
で
正
し
い
と
証
明
し
得
る
根
拠
は
な
い
、
と
す
る
に
過
ぎ

な
い
。

排
中
律
は
、

恐
ら
く
従
来
の
論
理
学
の
使
用
制
限
枠
を
突
き
破
る
力
を
秘
め
た
、

動
的

一
般
者

の
内
面
的
必
然
の
表
現
、

な
い

し
は
要
求
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
西
田
は
、
こ
の
排
中
律
に
着
目
し
た
の
で
あ
る
。

「
甲
か
非
甲
か
中
間
者
を
許
さ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、

(
15
)

反

っ
て
此
等
の
関
係
を
超
越
し
、
而
も
此
等
の
関
係
を
成
立
せ
し
む
第
三
者
に
依

っ
て
斯
く
言
い
得
る
の
で
あ
る
」
と
言
う
の
は
、
動
的

一
般
者
の
両
面
的
必
然
を
表
わ
す
言
葉

の
よ
う
に
思
え
る
。
排
中
律

の
立
場
こ
そ
、
動
的

一
般
者
の
動
性
を
、
そ
の
動
性
の
ま
ま
に
論
理

化
し
得
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
可
能
性
の
検
討
は

『自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
に
お
け
る

フ
ィ
ヒ
テ
の
事
行
と
の
取
り
組
み
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

と

こ
ろ
で
、
二
層
性
は
、
論
理
の
形
で

一
般
者
を
顕
現
化
せ
し
め
る
基
礎
と
な

っ
た
形
而
上
学
的
同

一
性
と
呼
ば
れ
た
事
態
に
お
い
て

既
に
自
ら
を
告
知
し
て
い
た
の
は
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は

「当
為
」
を
述
べ
た
箇
所
で
、

「真
実
在
そ
れ
自
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身

に
於
て
自
己
同

一
的
に
そ
れ
自
身
の
内
に
止
ま
る
面
」
と
同
時
に
、
差
別
相
の
世
界
、
即
ち

「個
物
相
互
の
拒
斥

に
し
て
牽
引
」
の
場

へ
と
自
ら
を
展
開
し
て
行
く
面
の
、
両
面
を
同
時

に
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
後
者
の
面
は
、
あ
る
程
度

ま
で
矛
盾
律
、
同

一

律

の
論
理
の
網

に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
動
性
そ
の
も
の
は
網
目
か
ら
す
り
抜
け
て
し
ま
う
。
こ
の
動
性
も
真
実
在
の
根
元
に
お
け

(
16

)

る
在
り
方
の
一
面
な
の
で
あ

っ
て
、
も
う

一
方
の
面
は
動
に
対
す
る
静
、

つ
ま
り
動
に
対
し
て
は
自
ら
を
背
後

に
潜

め
る
面
で
あ
り
、
真

実
在
は
両
面
を
併
せ
有

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
表
現
に
も
た
ら
し
得
る
立
場
は
最
早
従
来
の
論
理
学
的
な
立
場
で
は
な
い
。

　

　

　

　

　

実
在
に
関
わ
る
形
而
上
学
の
対
象
に
し
か
な
り
得
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に

「
形
而
上
学
的
同

一
」

と
呼
び
、
背
後
に
神

(
17
)

的

な
も
の
を
見
て
取

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
善
の
研
究
』
で
は
、
こ
れ
は

「神
秘
的
或
者
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で

『
思
索
と
体
験
』

に
は
見
ら
れ
て
、

『
善
の
研
究
』
に
は
未
だ
見
ら
れ
ぬ
立
場
と
し
て

「
個
か
ら

一
般

の
方
向
に
見
る
可
能

性

を
開
い
た
」
こ
と
を
挙
げ
た
が
、
そ
れ
は
排
中
律
の
立
場
に
よ

っ
て
開
か
れ
た
可
能
性
と
言

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
以
下

の

如

く
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「個
物
相
互
の
拒
斥
に
し
て
牽
引
」
と
い
う
こ
と
が
看
取
で
き
る
こ
と
は
、

一
般
者
自
身

の
矛
盾
、

つ
ま
り
動
性

に
よ
る
も
の
で
あ

っ

た
。
こ
こ
で
も
主
と
し
て
、

一
般
者
と
の
直
観
的
自
己
同

一

(
こ
れ
が
後
述
す
る
直
接
経
験
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
)
か
ら
、
更

に
そ
の

背
後
の

「神
秘
的
或
者
」

へ
と
、

一
般
者
的
立
場
か
ら
思
索
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
併
し
な
が
ら
、

「個
物
相
互
の
拒
斥

に
し

て
牽
引
」
と
し
て

「個
物
」
の
矛
盾
的
動
性
を
見
て
取

っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
同
時
に

一
般
者
の
動
性
の
顕
現
面
で
あ
る
こ
と

と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
点
が

「個
か
ら

一
般

へ
の
方
向
」
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
個
物
的
限
定
即

一
般

的
限
定
と
い
う
、
後
に
概
念
化
さ
れ
る

「逆
限
定
」
と
い
う
こ
と
は
未
だ
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
従

っ
て
、

「個
物
か
ら

一
般

へ
の
方

　

　

　

向
」
と
い
う
可
能
性
は
開
か
れ
て
は
い
て
も
、
こ
の
立
場

に
立

っ
て
思
索
を
展
開
し
て
い
る
と
は
言
い
得
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
到

っ
て
漸
く
、
我
々
は

二

L
に
お
い
て
問
題
と
し
て
来
た
純
粋
経
験
の
第

一
義
と
第
二
義

・
第
三
義
と

の
関
係
、
な
い
し
は

「す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
い
」
と

「
思
想
は
ど
こ
ま
で
も
説
明
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
の
根
抵

に
は
説
明
し
得
べ
か
ら
ざ
る
直



107「 善 の研 究」における論理 と宗教

覚
が
あ
る
」
と
の
矛
盾
的
関
係
、
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎

(
あ
く
ま
で
基
礎
だ
が
)
を
準
備
し
得
た
。
も
う

一
度

『
善
の
研
究
』

に
話

を
戻
し
、
こ
れ
ら
の
関
係
な
い
し
は
意
味
を
分
析
す
る
こ
と
に
向
け
て
考
察
を
進
め
よ
う
。

『
善
の
研
究
』
は
第
二
義
の
純
粋
経
験
、
す
な
わ
ち
自
得
し
体
験
す
る
し
か
な
い
直
接
経
験
を
全
て
の
出
発
点
と
し
た
。
こ
の
直
接
経

　

　

験
を
出
発
点
と
す
る
時
、
直
接
経
験
は
第

一
義
の
原
理
的
純
粋
経
験
と
な
る
。
直
接
経
験
は
主
客
未
分
と
し
て
知
情
意

を

一
に
し
た
も
の

で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
論
理
的
に
表
わ
ぜ
ば
、
自
己
同

一
が
支
配
的
性
格
と
し
て
見
倣
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
主
客
未

分

の
直
接
経
験
は

「
何
等
の
意
味
も
な
い
、
事
実
其
儘
の
現
在
意
識
」
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
意
味

へ
と
、
即
ち

「
個
物

相
互
の
拒
斥
に
し

　

　

て
牽
引
」

の
場

へ
と
顕
現
的
に
自
ら
を
働
き
出
さ
し
め
る
以
前
の
真
実
在
を
、
現
在
意
識
と
し
て
体
験
し
て
い
る
時
に
し
て
処
の
事
実
で

あ
る
。
直
接
経
験
と
は
、
形
而
上
学
的
自
己
同

一
と
呼
ん
だ
、
自
己
同

一
と
し
て
背
後

に
自
ら
を
潜
め
せ
し
め
る
真
実
在
の
一
方

の
側
面

に
も
、
ま
た
そ
れ
が
動
的

一
般
者
と
し
て
差
別
相

へ
動
き
出
る
側
面
に
も
、
同
時
に
触
れ
た
出
来
事
で
あ

っ
た
。
真
実
在
の
背
後

へ
潜
も

う
と
す
る
側
面
か
ら
す
れ
ば
、

一
切
の
思
議
を
、
従

っ
て

一
切
の
論
理
を
拒
否
す
る
面

に
出
会
わ
れ
、
「何
等

の
意
味
も
な
い
」
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
動
性
に
触
れ
た
処
か
ら
は

(
こ
の
動
性
そ
の
も
の
と
し
て
も
、
個
物
相
互

の
間
に
自
ら
を
顕
現
化
さ
せ
て

い
る
と
こ
ろ
の
、

一
般
化
H
固
定
化
の
手
続
き
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
た
矛
盾
の
動
性
と
は
異
な
り
、

一
切

の
従
来
的
論
理
学
的
把
握
に
よ

　

　

っ
て
は
そ
の
網
目
か
ら
す
り
抜
け
て
し
ま
う
類
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
少
く
と
も
動
性
そ
の
も
の
を
直
接
経
験
し
て
お
り
)
そ
れ
が
現
在

意
識
と
し
て
働
き
出
て
は
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
証
は

「
す
べ
て
の
意
識
の
統

一
は
変
化
の
上
に
超
越
し
て
湛
然
不
動
で
な
け
れ
ぽ
な
ら

(
18

)

ぬ
、
而
も
変
化
は
こ
れ
よ
り
起

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
即
ち
動
い
て
動
か
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
に
あ
り
、
背
後
に
潜
み
行
く
原
初
的
自
己

同

一
を
捉
え
て
い
る
。
だ
が

『善

の
研
究
』

の
立
場
で
は
二
層
性
を
は
っ
き
り
と
意
識
化
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
自
同
性

の
立
場
か

ら
こ
れ
を
表
現
す
る
か
、
矛
盾
性
に
立

っ
て
差
別
相
を
具
え
た
純
粋
経
験
の
立
場
か
ら
表
現
す
る
か
、
ど
ち
ら
か

一
方
し
か
選
び
得
な
か

　

　

っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
が
、
「動
い
て
動
か
ざ
る
も
の
」
を
こ
こ
で
は
自
同
性
の
立
場
に
立

っ
て

「意
識
の
統

一
」
と
し
て
し
か
捉
え

得
な
か

っ
た
と
解
し
得
る
。
自
同
性
を
も
矛
盾
性
を
も
、

一
挙
に
発
動
せ
し
め
得
る
排
中
律
の
立
場
が
開
か
れ
る
可
能
性
は
未
だ
見
出
せ
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ず

に
い
た
様
に
思
え
る
。
理
想
と
し
て
は

「
元
来
、
実
在
の
分
化
と
そ
の
統

一
と
は

一
あ

っ
て
二
あ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

一
方
に
お

(
19
)

い
て
統

一
と
い
う
こ
と
は
、

一
方
に
お
い
て
分
化
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
統

一
と
分
化
の
不

一
不
異
を

捉

え
る
論
理
の
立
場
は
見
出
し
得
な
い
で
い
た
。
た
だ
た
だ
体
験
の
事
実
を

「
具
体
的
真
実
在
、
即
ち
直
接
経
験
の
事
実
に
於
て
は
分
化

(
20
)

と
統

一
と
は
唯

一
の
活
動
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
に
止

っ
て
い
た
の
で
あ
る
即
ち
論
理
と
し
て
は
展
開
し
得
ず
に
止

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『善

の
研
究
』
で
は
参
禅
体
験
に
よ
り
、
先
に

「
形
而
上
学
的
自
己

　

　

同

ご

と
呼
ん
だ
事
実
を
自
得
し
て
い
た
。
即
ち
、
自
ら
を
背
後
に
潜
め
自
己
同

一
を
保

つ
静
的
な
面
と
、
自
ら
を
差
別

・
矛
盾
相
と
い

う
個
物
的
世
界

へ
と
動
性
と
し
て
働
き
出
さ
せ
、
あ
る
意
味
で
顕
現
化
さ
せ
る
動
的
な
面
と
を
同
時
に
併
せ
有

つ

(
と
は
い

っ
て
も
二
つ

を
同
時
に
も

つ
こ
と
で
は
な
く
唯

一
の
働
き
で
あ
る
が
、
思
惟
は
ど
う
し
て
も

一
般
化
11
固
定
化
に
よ
り
、
二
つ
に
分
け
て
見
ざ
る
を
得

　

　

　

　

な
い
)
唯

一
実
在
の
事
実
を
直
下
に
触
れ
経
験
し
、
そ
し
て
こ
の
唯

一
実
在

の
事
実
を

「純
粋
経
験
」
(即
ち

「直
接
経
験
」)

の
事
実
と

　

　

呼

ん
だ

の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の
直
接
経
験
か
ら
す
れ
ぽ
主
も
な
く
客
も
な
く
、

「
具
体
的
真
実
在
、
即
ち
直
接
経
験
の
事
実
に
於
て
は

分
化
と
統

一
と
は
唯

一
の
活
動
で
あ
る
」
或
い
は
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に

「意
識
の
統

一
は
…
…
動
か
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
事

実
体
験
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

　

だ
が
こ
れ
を
思
惟
の
対
象
と
し
て
論
理
に
よ
っ
て
捕
捉
し
よ
う
と
思

っ
た
瞬
間
か
ら
あ
る
種
の
乖
離
が
生
じ
て
来

る
、
い
や
生
じ
て
来

ざ

る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば

『善

の
研
究
』
に
お
い
て
西
田
が
拠

っ
て
立
つ
論
理
的
基
盤
は
同

一
性
の
立
場
か
矛
盾
性
の
立
場
か
の
一

方

で
あ
り
、

排
中
律
の
前
二
者
を
独
立
さ
せ
つ
つ
統

一
的
に
捉
え
る
場
は
ま
だ

開
か
れ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も

っ
と
も

同

一

性

の
立
場
と
言

っ
て
も
、
同

一
律
だ
け
し
か
論
理
と
し
て
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
同

一
性
の
立
場
と
は
主
客
未
分

に
し
て
知

識
と
そ

の
対
象
と
が
合

一
し
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
ま
ま
の
状
態
が
見
え
て
来
る
場
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
見
た
実
在
の
真
景
は

「
物
我

(
21
)

(
22
)

一
体
、
唯
、

一
事
実
あ
る
の
み
」
「
宇
宙
は
唯

一
実
在

の
唯

一
活
動
で
あ
る
」
「事
実

に
於
て
は
、
物
を
離
れ
て
自
己
あ
る
の
で
は
な
く
、

(
23
)

我

々
の
自
己
は
直
に
宇
宙
実
在
の
統

一
力
其
者
で
あ
る
」、

或
い
は

「物
我
相
忘
じ
、

物
が
我
を
動
か
す
の
で
も
な
く
、
我
が
物
を
動
か
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(
24
)

す
の
で
も
な
い
、
た
だ

一
の
世
界
、

一
の
光
景
あ
る
の
み
で
あ
る
」
と
表
現
さ
れ
る
。
い
わ
ば

「
知
的
直
観
」

の
世
界
と
言

っ
て
良
い
で

あ
ろ
う
。

「
知
的
直
観
と
い
え
ば
主
観
的
作
用
の
様
に
聞
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
は
主
客
を
超
越
し
た
状
態
で
あ

る
、
主
客
の
対
立

(
25
)

は
寧
ろ
こ
の
統

一
に
由
り
て
成
立
す
る
と
い

っ
て
よ
い
、
芸
術
の
神
来

の
如
き
も

の
は
皆
此
境
に
達
す
る
の
で
あ
る
」
。

こ
れ
に
対
し
、
矛
盾
性
の
立
場
で
は
、
差
別
相
を
具
え
た
世
界
か
ら
、
事
実
其
儘

の
自
己
同

一
な
る
事
実
の
も
つ
動
性
の
残
し
た
足
跡

　

　

　

を
後

か
ら
顧
み
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
、
矛
盾
の
立
場
と
言

っ
て
も
差
別
面
だ
け
し
か
見
え
て
来
な
い
立
場
と
い
う
こ
と
で
は

　

　

な
く
、
む
し
ろ
事
実
其
儘
に
直
接
に
接
し
、
そ
の
動
性
の
只
中
に
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
動
性
の
働
き
か
ら
離
れ
、
動
性

の
残

し
た
足
跡
を
後
か
ら
想
起
的
に
眺
め
る
こ
と
に
む
し
ろ
そ
の
本
質
的
性
格
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
矛
盾
の
立
場
、
主
客
分
離
の
差
別
の

世
界

は
、
主
客
分
離
と
し
て
知
識
が
そ
れ
自
身
の
前
に
対
象
を
有
ち
、
所
謂

「
論
理
」
で
以

っ
て
思
惟
を
展
開
し
得
る
立
場
で
あ
る
。
例

え
ば
思
惟
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

「思
惟
と
は
二
表
象
間
の
関
係
を
定
め
こ
れ
を
統

一
す
る
作
用
で
あ
る
が
、
そ

の
最

も
単

一
な
形
は
判
断
で
あ
る
。
例
え
ば

『
馬
が
走
る
』

の
如
き
判
断
が
成
立
す
る
以
前
に
、

『走
る
馬
』
な
る
或

一
つ
の
全
き
表
象

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
断
と
は
寧
ろ
こ
の
或

一
つ
の
全
き
表
象
の
分
析
に
よ
り
て
成
立
つ
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
判
断
の
背
後

に
は

(
26

)

い
つ
で
も
純
粋
経
験
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
言
う
よ
う
に
、
背
後

の
統

一
的
或
者

へ
と
遡
及
す
る
立
場
で
あ
る
。
同

一
性
の
立
場
を
動
性

の
足
跡
を
見
て
後
か
ら
想
起
的
に
眺
め
る
と
は
右
の
如
き
行
き
方
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
既
に
言

っ
た
様
に

「乖
離
」
が
は
っ
き

り
と
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
更
に
も
う

一
つ
、
こ
の

「
乖
離
」
を
自
覚
し
た
引
用
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

「普
通
に
理
と
い
え
ば
、
我
々
の
主

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

観
的
意
識
上
の
観
念
連
合
を
支
配
す
る
作
用
と
考
え
ら
れ
て
居
る
。
併
し
斯

の
如
き
作
用
は
理
の
活
動
の
足
跡
で
あ

っ
て
、
理
其
者
で
は

　

　

な
い
。
理
其
者
は
創
作
的
で
あ

っ
て
、
我
々
は
之
に
な
り
き
り
之

に
即
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
之
を
意
識

の
対
象
と
し
て
見
る
こ

(
27
)

と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。」

こ
の
乖
離
は
、
同

一
性
の
立
場
と
矛
盾
性
の
立
場
と
を
同
時
に
納
め
取
る
こ
と
の
で
き
る
論
理
的
立
場
を
未
だ
見
出
せ
ぬ
た
め
に
、
ど

ち
ら
か

一
方
か
ら
し
か
同

一
の
事
柄
を
捕
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
由
来
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
こ
に

「直
接
経
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験
と
し
て
の
純
粋
経
験
」
と

「
差
別
相
を
具
え
た
純
粋
経
験
」
と
が
分
離
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
原
因
を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
矛
盾
性

の
立
場
に
あ
る
、
差
別
相
を
具
え
た

「純
粋
経
験
」
は
、
真
の
実
在
そ
の
も
の
と
合

一
し
切

っ
た

「直
接
経
験
」
で
は

　

　

　

な

い
が
故
に
、
純
粋
経
験
の
働
き
の
足
跡
を
後
か
ら
顧
み
て
、
そ

の
本
来
の
働
き
を
何
と
か
叙
述
し
よ
う
と
し
た
時

に
は
、
想
起
的
な
立

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

場

か
ら

「直
接
経
験

の
事
実
よ
り
見
れ
ぽ
」
と
か

「
純
粋
経
験

の
立
場
か
ら
見
れ
ぽ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で

あ

る
。

「乖
離
」
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の

「
乖
離
」

の
た
め
に
、
差
別
相
、
従

っ
て
矛
盾
性

の
立
場
か
ら
同

一
性
の
立
場
を
想
起
的
に
眺
め
、
論
理
で
以

っ
て
同

一
性
の
立

場

へ
近
づ

こ
う
と
し
な
が
ら
、
乖
離
よ
り
開
け
た
深
淵

に
直
面
す
る
こ
と
が
度

々
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「我

々
の
意
識
統

一
は
見
る
こ

と
も
で
き
ず
、
聞
く
こ
と
も
で
き
ぬ
、
全
く
知
識
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

一
切
は
之
に
由
り
て
成
立
す
る
が
故
に
能
く

一
切
を

(
28
)

超
絶
し
て
居
る
。」
、

「何
ご
と
に
せ
よ
我
々
に
直
接
の
事
実
で
あ
る
も

の
は
説
明
で
き
ぬ
、
理
性
で
あ

っ
て
も
其
根
本
で
あ
る
直
覚
的
原

、

、

・

(
29

)

理

は
説
明
で
き
ぬ
」。

こ
こ
に
は
、

説
明
の

「
断
念
」
と
も
思
え
る
も
の
が
鳴
り
響
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
矛
盾
性

の
立
場
か
ら
同

一
性
の
立
場

へ
の
接
近
の
断
念
は
、
宗
教
的
な
も
の
と
の
関
り
で
は
よ
り

一
層
明
白
な
調
子
を
増
し
て
く
る
。

「真

の
宗
教
的
覚
悟
と
は

　

　

思
惟
に
基
づ
け
る
抽
象
的
知
識
で
も
な
い
、
又
単
に
盲
目
的
感
情
で
も
な
い
、
知
識
及
意
志
の
根
抵
に
横
わ
れ
る
深
遠
な
る
統

一
を
自
得

　

　

す

る
の
で
あ
る
、
即
ち

一
種

の
知
的
直
観
で
あ
る
、
深
き
生
命

の
捕
捉
で
あ
る
。
故
に
い
か
な
る
論
理
の
刃
も
之
に
向
う
こ
と
は
で
き
ず
、

(
30

)

い
か
な
る
欲
求
も
こ
れ
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
ぬ
、
凡
て
の
真
理
及
満
足

の
根
本
と
な
る
の
で
あ
る
。」
こ
の
断
念

に
も

か
か
わ
ら

ず
、

「純
粋
経
験
を
唯

一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
第

一
義
と
し
て
挙
げ
た
原
理
的
純
粋
経
験
を

「説
明
原
理
」
と
し
て
立
て
る
こ
と
は
、

一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
哲

学

と

宗

教

先
の
引
用
の
如
く
、
宗
教
的
覚
悟
と
は

「知
識
及
意
志
の
根
抵
に
横
わ
れ
る
深
遠
な
る
統

一
を
自
得
す
る
」
こ
と

で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
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「深
遠
な
る
統

一
」
と
し
て
の
宗
教
的
な
る
も
の
、
或
い
は

「神
」
は
、
思
想

の
根
抵
に
潜
む

「
神
秘
的
或
者
」
で
あ

る
。
し
か
し
、
矛

　

　

盾
性

の
立
場
、
論
理
の
立
場
、
従

っ
て
思
惟
の
立
場
か
ら
こ
の
深
遠
な
る
統

一
と
し
て
の
神
秘
的
或
者
は
思
惟
に
お
い
て
は
足
跡
と
し
て

し
か
捕
え
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
統

一
作
用
と
し
て
働
き
出
て
い
る

「潜
勢
力
」
、
「
背
後
の
統

一
力
」
そ
れ
自
身
で
は
な
い
。
「
潜
勢
力
」
、

「背
後
の
統

一
力
」
は
神
秘
的
或
者
が
真
に
静
的
同

一
的
な
、
従

っ
て
同
時
に
動
的
矛
盾
的
な
形
而
上
学
的
自
己
同

一
と
し
て
排
中
律
的

立
場

に
お
い
て
後
に
捕
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
真
実
在
そ
の
も
の
の
影
、
な
い
し
は
反
映
に
す
ぎ
な
い
。
潜
勢
力
、
背
後

の
統

一
力
は
矛
盾

性
の
立
場
に
自
ら
を
示
し
て
来
る
限
り
で
の

一
般
者
の
働
き
、
統

一
力
で
あ

っ
た
。
神
秘
的
或
者
は
、
更
に
こ
の
潜
勢

の
も
う

一
つ
背
後

へ
と
最
深
の
統

一
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
二
層
性
」

の
突
破
で
あ
る
。
宗
教
が
真
の
自
己
を
求
め
る
要
求
で
あ
る
と
い
う
時
に

は
、
先
の
二
層
性
を
突
き
抜
け
る
努
力
と
な
る
。

「
背
後
の
背
後
」

へ
と
絶
え
ず
遡
源
す
る
働
き
に
合

一
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
要
求
で

あ
る
。

「我
々
は
知
識
に
於
て
又
意
志
に
於
て
意
識
の
統

一
を
求
め
主
客

の
合

一
を
求
め
る
、
併
し
こ
は
尚
半
面
の
統

一
に
す
ぎ
な
い
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

(
1
)

宗
教

は
此
等
の
統

一
の
背
後

に
於
け
る
最
深
の
統

一
を
求
め
る
の
で
あ
る
、
知
意
未
分
以
前
の
統

一
を
求
め
る
の
で
あ
る
」
と
は

「背
後

の
背
後
」
に
お
け
る

「
最
深
の
統

一
」
は
神
秘
主
義
的
色
彩
を
帯
び
た

「知
的
直
観
」

に
お
い
て
の
み
、
あ
る
い
は

「
根
本
的
直
覚
」
に

(
2

)

、

、

よ

っ
て
の
み
直
観
さ
れ
経
験
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

「深
遠
な
る
統

一
を
自
得
す
る
」

の
は
知
的
直
観

・
根
本
的
直
覚

の
み
に
よ

っ
て
な

さ
れ

る
直
接
経
験
の
事
柄
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
知
的
直
観

・
根
本
的
直
覚
と
は

「知
識
及
意
志
の
根
抵
」
で
あ
る
。
知
的
直
観

・
根
本
的
直
覚
と
い
う
立
場
か
ら
眺
め
れ
ぽ
、

思
惟
も
意
志
も
、
従

っ
て
学
問

・
道
徳
も
、
更
に
は
宗
教
も
同
根
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
哲
学
と
宗
教
と
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
宗

教
は
直
接
経
験
の
事
実
そ
の
も
の
と
し
て

「自
得
」
す
る
ほ
か
な
い
。
事
実
に
直
接
し
た
経
験
で
あ
る
。

「
神
が
宇
宙

の
統

一
で
あ
る
と

い
う

の
は
単
に
抽
象
的
概
念
の
統

一
で
は
な
い
、
神
は
我
々
の
個
人
的
自
己
の
よ
う
に
具
体
的
統

一
で
あ
る
、
即
ち

一
の
生
き
た
精
神
で

あ
る
。
…
…
か
く
の
如
き
神
性
的
精
神

の
存
在
と
い
う
こ
と
は
単
に
哲
学
上
の
議
論
で
は
な
く
し
て
、
実
地
に
於
け
る
心
霊
的
経
験
の
事

実
で
あ
る
。」
我
々
は
、

宗
教
的
事
実
は
自
得
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も

「
我
々
の
意
識
の
底
に
は
誰
に
も
か
か
る
精
神
が
働
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(
3
)

い
て
居
る
の
で
あ
る
。L

だ
が
哲
学
、
即
ち
思
惟
は
、
先
の

「
二
層
性
」

の

「乖
離
」
に
よ
り
直
接
の
経
験
よ
り
隔
て
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。

い
や
寧
ろ
逆
で
あ
る
。

直
接
経
験
よ
り
隔
て
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
性
格
を
思
惟
は
持

っ
て
い
た
が
故
に
、
事
実
が
二
層
性

の
も
と
で
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
思
惟
が
自
同
性
か
矛
盾
性

の
立
場
の
い
ず
れ
か

一
方
に
し
か
立
ち
得
な
い
な
ら
ぽ
、
真
実
在
の
動
性
が
力
と

し
て
働
き
通
過
し
た
足
跡
を
後
か
ら
辿
り
、
道
筋
を
付
け
る
こ
と
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

こ
の
、
後
か
ら
の
道
筋
付
け
が

「
説

明
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
足
跡
を
後
か
ら
追
蹴
す
る
こ
と
も
あ
る

「
力
」、

つ
ま
り
統

一
力
に
催
起
さ
れ
て

跡
付
け
る
の
で
あ
る
。

先
に
も
言

っ
た
様
に
、

神
秘
的
或
者
の
反
映
、

な
い
し
は
影
と
し
て
の
作
用
は
働
き
続
け

て
い
る
の
で
あ
る
、

「
我
々
の
意
識

の
底
に
は
誰
に
も
か
か
る
精
神
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
は
そ
の
意
で
あ
る
。
真
実
在

の
、
従

っ
て
神
秘
的
或
者
の

静
即
動
の

「
二
面
性
」
も
思
惟
に
お
け
る
反
映
な
い
し
は
影
と
し
て
も
、
や
は
り
働
き
出
て
い
る
。
そ
れ
は
知
的
直
観
、
な
い
し
は
根
本

的
直
覚
が
思
惟

の

「根
抵
」
で
あ
る
と
共
に
思
惟
の

「
力
」
と
な

っ
て
い
る
点
に
現
わ
れ
て
い
る
。
力
は
思
惟

に
よ
る

「説
明
」
を
し
て
、

思
惟
の

「根
抵
」

へ
帰
還
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
帰
還
せ
し
め
よ
う
と
要
求
す
る
こ
と
、
な
い
し
は
意
志
す
る
こ
と

と
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
な
に
し
ろ
、
原
初
的
な

「乖
離
」
を
経
た

「力
」
で
あ
る
の
だ
か

(
4
)

ら
。
こ
の
点
を
考
え
て
、
西
田
は

「
説
明
と
い
う
の
は
更
に
根
本
的
な
る
直
覚
に
摂
帰
し
得
る
と
い
う
意
味

に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
」
と

言

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

従

っ
て
思
惟
に
は
根
本
的
直
覚
に
辿
り
着
く

保
証
は
な
い
の
で
は
あ
る
が
、

思
惟

の

「根
抵
」
か
ら
働
く

「
力
」
に
催
起
さ
れ
て
無
限
の
道
程
を
進
み
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
5
)

こ
こ
で
も
う

一
度
、
実
在
の
分
化
発
展
を
表
現
し
た

『
善
の
研
究
』
第

一
編
第
七
章
か
ら
の
引
用
を
思
い
起
し
て
頂
き
た
い
。
実
在
発

現

の
方
式
と
言
わ
れ
た
こ
の
箇
所
は

「
説
明
」
的
思
惟
の
性
格
、
即
ち
統

一
力

の
跡
付
け
と
い
う

一
般
化
11
固
定
化
を
せ
ざ
る
を
得
な
い

性
格
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
「
此
処
に

一
の
実
在
が
あ
れ
ぽ
必
ず

こ
れ
に
対
す
る
他

の
実
在
が
あ
る
」。
説
明
的

思
惟
は
自
ら
を

コ

の
実
在
L
に
固
定
化
"

一
般
化
す
る
と
、
実
在
そ
の
も
の
の

「根
抵
」
か
ら
の
統

一
力
が
こ
の
固
定
化
を
打
ち
破
る
、



113「 善 の研究」 におけ る論理 と宗教

つ
ま
り
他

の
実
在
が
衝
突
対
立
し
て
来
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
対
立
す
る
二
つ
の
実
在
を
同
時

に
納
め
得
る
視
野
を
説
明
的
思
惟
は
統

一
力

に
よ

っ
て
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
而
し
て
か
く
こ
の
二
つ
の
物
が
互
い
に
相
対
立
す
る
に
は
、
此

の
二
つ
の
物
が
独
立
の
実
在

　

　

　

　

　

　

　

で
は
な
く
し
て
、
統

一
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
」
と
は
右
の
事
態
を
指
す
。
し
か
も
、
こ
れ
が
統

一
力

か
ら
の

「
要
求
」

で
あ

る
が
故
に

「
ね
ぽ
な
ら
ぬ
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
度
は
こ
の
統

一
さ
れ
る
実
在

の
事
態
を

一
般
化
し
固
定
化
す
る
こ
と
に

　

　

な
る
。
即
ち
こ
こ
に
、
最
初
の

コ

の
実
在
」
よ
り
も
大
な
る
体
系
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

「体
系
」
と
は
統

一
力
が

一
般
化
11
固
定
化

さ
れ

た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
体
系

へ
と
実
在
を

一
般
化
H
固
定
化
す
る
こ
と
は
、
説
明
的
思
惟
が
自
ら
の
立
場
を
統

一
力
が
も
つ
動
性

の
足
跡
と
し
て
の
体
系
に
自
ら
を

一
般
化
H
固
定
化
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
足
場
を
見

つ
け
た
思
惟
は
統

一

「力
」

の
動
性
を
想
起
的
に
顧
み
て
、

「
即
ち

一
の
実
在
の
分
化
発
展
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
反
省
す
る
訳
で
あ
る
。
こ
の
反
省
は
、
実
在

の

統

一
を
対
立

の

「背
後
」
に
常
に
見
い
出
す
こ
と
と
し
て
そ
の
想
起
的
性
格
、
す
な
わ
ち
統

一
力
の
働
き
が
発
す
る

「根
抵
」
(そ
れ
は
同

時

に
思
惟
の

「根
抵
」
で
も
あ
る
)

へ
と
遡
源
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
実
在

の
分
化
発
展

の
進
行
、
そ
れ
は
各
過
程
で

一
般
化

さ
れ
固
定
化
さ
れ
た
統

一
力
が

「
体
系
」
と
し
て
残
し
た
足
跡
を
辿
る
こ
と
だ
が
、
足
跡
を
辿
る
こ
と
が
同
時
に
統

一
力
の
根
源
と
し
て

の
実
在
、
即
ち
思
惟
の

「
根
抵
」

へ
の
遡
源
と
な

っ
て
い
る
。
進
行
即
遡
源
で
あ
る
。
し
か
し
説
明
的
思
惟
は
そ
の
運
命
づ
け
ら
れ
た
性

格
、
即
ち

一
般
化
H
固
定
化
に
よ
り
、
動
性
そ
の
も
の
に
な
り
き
る
こ
と
は
で
き
ず
に
、
進
行
即
遡
源

の
無
限
行
程
の
中
に
身
を
置
か
ね

　

　

　

　

　

ぽ
な
ら
な
い
。

「
而
し
て
こ
の
両
者
が
統

一
せ
ら
れ
て

一
の
実
在
と
し
て
現
わ
れ
た
時

に
は
、
更
に

一
の
対
立
が
生
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
此
時
こ
の
両
者
の
背
後
に
、
又

一
の
統

一
が
働
い
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
無
限

の
統

一
に
進
む
の
で
あ
る
。」

と
は
右

の
事

態
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
も
無
限
行
程

の
中
に
身
を
置
か
ね
ぽ
な
ら
ぬ
説
明
的
思
惟
は
、
統

一
力
か
ら
そ

の
よ
う
に

「
ね
ば

な
ら

ぬ
」
と
い
う
仕
方
で

「
要
求
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
化
ロ
固
定
化
を
性
格
づ
け
ら
れ
た
説
明
的
思
惟
に
と

っ
て
は
必
然
的

に
無
限
行
程
の
中
に
自
ら
を
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

統

一
力
か
ら
の

「要
求
」、

つ
ま
り
思
惟
の
根
抵
か
ら
の
要
求
は

「実

　

　

　

　

　

在
は

一
に
統

一
せ
ら
れ
て
い
る
と
共
に
対
立
を
含
ん
で
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
に
到

っ
て

「
説
明
」
的
思
惟
が
矛
盾
性
の
立
場

へ
と
定
め
ら
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れ

て
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
宗
教
に
於
て
自
得
す
る
、
す
な
わ
ち
直
接
経
験
す
る
事
実
は
、
真
実
性
に
お
い
て
統

　

　

　

一
即
対
立
、
同

一
即
矛
盾
で
あ
る
。
同

一
性
の
立
場
と
矛
盾
性
の
立
場
は
乖
離
し
て
は
い
な
い
。

(そ
も
そ
も

「
同

一
即
矛
盾
」
と
言
う

　

　

　

　

こ
と
が
乖
離
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
も
言
え
る
。)
と
こ
ろ
が
、
説
明
的
思
惟
は
、

宗
教

に
お
け
る

「
一
の
生
き
た
精
神
」
の
働
き
、

「実

地
に
お
け
る
心
霊
的
経
験
の
事
実
」

の
通
り
過
ぎ
た
足
跡
を
後
か
ら
跡
付
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
し
か
、
こ
の
直
接
経
験

の
事
実
が
示
す
道

標

を
会
得
し
得
な
い
。
説
明
的
思
惟
の
一
般
化
ロ
固
定
化
と
い
う
性
格
の
所
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
直
接
経
験

の
事
実
、

つ
ま
り
同

一
性

即
矛
盾
性
の
立
場
か
ら
乖
離
し
た
説
明
的
思
惟
が
自
ら
を
矛
盾
性
の
立
場
に
見
出
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
か
ら
説
明
的
思
惟
の

「断
念
」
が
生
じ
て
来
る
。
乖
離
し
た
矛
盾
性
の
立
場
か
ら
は
直
接
経
験
の
事
実

に
は
到
り
得
な
い
と
い
う

(
6
)

断
念
で
あ
る
。
こ
の
断
念
が
言
葉
と
な

っ
て
現
わ
れ
出
た
の
が
、
「
思
想
は
ど
こ
ま
で
も
説
明
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
「
真

の
宗
教
的

覚
悟
と
は
、
…
…
知
識
及
意
志
の
根
抵
に
横
わ
れ
る
深
遠
な
る
統

一
を
自
得
す
る
の
で
あ
る
…
…
。
故
に
い
か
な
る
論
理
の
刃
も
之
に
向

(
7
)

(
8
)

う

こ
と
は
で
き
ず
」
或
い
は

「何
ご
と
に
せ
よ
我
々
に
直
接
の
事
実
で
あ
る
も

の
は
説
明
で
き
ぬ
」
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
断
念
は
真

に
直
接
な
経
験
と
し
て
の
神
人
合

一
と
で
も
言
う
べ
き
純
粋
経
験
か
ら
の
乖
離

の
自
覚
的
表
現
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
乖
離

の
自
覚
と
し
て
の
断
念
は
思
惟
の

「根
抵
」
か
ら
の
働
き
か
け
で
あ
る
思
惟
の

「
力
」

の
要
求
に
よ

っ
て
生
じ

た
も
の
で
あ
る
。
要
求
は

「根
抵
」

へ
と
到
達
せ
よ
と
い
う

「
要
請
」
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
乖
離
を
再
び
結
び
止
め
、
同

一
即

矛

盾

の

「即
」
に
到
れ
、
と
い
う
真
実
在
そ
の
も
の
か
ら
の
要
請
で
あ
る
。
た
と
え
乖
離
に
よ

っ
て
同

一
性
即
矛
盾
性
な
る
直
接
経
験
の
事
実
か

ら
隔
て
ら
れ
た
処
か
ら
、
こ
の
事
実
に
向

っ
て
無
限
行
程
の
中
に
身
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
こ
の
自
ら
の

「根
抵
」
、
即
ち
直
接

経
験
の
事
実
に
向
え
と
い
、
う
思
惟
そ
の
も
の
へ
課
せ
ら
れ
て
く
る
要
請
で
あ
る
。
思
惟
本
来

の
根
抵
か
ら
働
き
か
け
て
来
る

「
要
求
」

の
力
で
あ
る
。
こ
の
思
惟
の
立
場
に
お
け
る

「要
求
」
を
哲
学
的
要
求
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
教
的
要
求
が
発
せ
ら
れ
る

「
根
抵
」
と
同

根

の
も

の
で
あ
る
。
(『
善
の
研
究
』
第
四
編
第

一
章
参
照
)
。
こ
の
哲
学
的
要
求
に
従
う
時
、
「純
粋
経
験
を
唯

一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て

を
説
明
し
て
見
た
い
」
と
い
う
決
意
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
決
意
は

「
説
明
し
得
ぬ
」
と
い
う
断
念
を
、
も
う

一
度
断
念
の
生
じ
て
来
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る

「
根
抵
」
に
向

っ
て
問
い
直
そ
う
と
す
る
決
意
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
乖
離
に
よ
る
矛
盾
性
の
立
場
を
も
う

一
度
そ
の
乖
離
を
成
り

立
た
し
め
て
い
る

「根
抵
」
に
向

っ
て
問
い
直
す
こ
と

へ
と
自
ら
を
定
め
る
決
意
、
断
念
を
経
た
決
意
で
あ
り
、
要
求

の
根
元

へ
と
遡
及

す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
単
な
る
表
面
的
な
矛
盾
が

「説
明
で
き
ぬ
」
と

「説
明
し
て
見
た
い
」

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
矛
盾
の
生
ず
る

根
元

へ
の
問
い
か
け
と
い
う
決
意
を
表
わ
し
た
も
の
、
そ
れ
が
哲
学
の
立
場
な
の
で
あ
ろ
う
。

「
思
索
な
ゼ
す
る
奴
は
録
の
野
に
あ

っ
て
枯
草
を
食
う
動
物

の
如
し
と

メ
フ
ィ
ス
ト
に
嘲
ら
る
る
か
も
知
ら
ぬ
が
、
我
は
哲
理
を
考
え

る
様

に
罰
せ
ら
れ
て
居
る
と
い
っ
た
哲
学
者

(
へ
ー
ゲ
ル
)
も
あ
る
様
に
、

一
た
び
禁
断
の
果
を
食

っ
た
人
間
に
は
、

か
か
る
苦
悩

の
あ

(
9
)

る
の
も
己
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。」
と
は
右

の
断
念
を
含
ん
だ
決
意
を
示
す
、

哲
学
的
要
求
に
沿

っ
た
言
葉
で
あ

ろ
う
。

(
一
九
八
七
年
七
月
二
十
七
日
)

(
付
記
)

本
来
な
ら
ば
、

『善

の
研
究
』
に
お
け
る
直
接
経
験
の
事
実
、

つ
ま
り
心
霊
的
経
験
の
事
実
が
ど
の
様
に
論
理
化
さ
れ
る
の
か
を

「
排

中
律
」

の
立
場
に
着
目
し
て
考
察
を
し
た
あ
と
で
、
次

に

『自
覚

に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
で
こ
の

「排
中
律
」
の
立
場
が
ど
の
様

に
受

け
取
ら
れ
、
変
容
し
て
行
く

の
か
を
見
、
更
に
は

「
場
所
」

の
立
場

へ
ど
う
繋
が

っ
て
行
く
の
か
を
考
察
し
た
い
と
思

っ
て
い
た
。
し
か

し
、
計
画
倒
れ
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
は
、
論
文
を
書
く
時
間
を
な
か
な
か
見
出
し
得
ず
に
い
た
筆
者

の
不
徳
の
所
為
で
あ
る
、
そ

の
た

め
に
、
提
出
期
限
を
守
れ
ず
、
西
村
恵
信
先
生
に
御
迷
惑
を
か
け
て
し
ま

っ
た
。
誌
面
を
借
り
て
お
詑
び
申
し
上
げ
る
と
同
時
に
、

執
筆

す
る
機
会
を
与
え
て
下
さ

っ
た
事
に
心
底
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

註

口

(
1
)

西

田
幾
多
郎
全
集
第

一
巻
九
頁
、

略
記
。

(
2
)

全

一
、
1

0
4

以

下

「
全

一
、

9
」

の

よ
う

(
3
)

全

一
、

6

0
。

(
4

)

全

一
、

4
。

(
5
)

全

一
、

4

5
。

(
6
)

全

一
、

4

4
。
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里
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(
16
)

「
高
橋
文
学
士
に
答

う
で
は

「
活
動
其
者
」

静

止
L
と
言
わ
れ
て

い
る
。

(
全

一
、
3
0
8
参
照
)
。
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(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

の
全
体

と
し
て

の

全

一
、

1
7
2
1

筆
者
傍
点
。

例
え
ば

『
善

の
研
究
』
第

二
編
第
十
章
、
第
四
編
第

三
章
参
照
。

以
上
、
全

一
、
1
8
8
。

全

一
、
4
4
。

以
下
引
用
中

の
傍
点

は
筆
者
。
小
論

「
こ

に
既

に
引
用
。

全

一
、

4
・4
。

(
7
)

全

一
、

4
5
。

(
8
)

全

一
、

4
0
。

(
9
)

全

一
、

4
。

(
補
註
)

西
田
全
集

か
ら
の
引
用

は
、
漢
字
お
よ
び
お
く
り
が
な
と
も

に
現
代
表
記
法

に
ほ
ぼ
改
め
た
。


