
自
性
ト
云
フ
モ
ノ
目
ナ
シ
ニ
コ
ソ
有
レ
︑
其
ノ
目
ヲ
今
ニ
一
度
離
レ
来
タ
レ
ト
云
フ

—
—
—
石
田
梅
岩
(
1

)

1
．﹁
人
間
以
降
﹂
に
不
穏
な
円
了
を
読
む
こ
と

二
〇
一
九
年
六
月
九
日
に
公
開
さ
れ
︑
毎
日
映
画
コ
ン
ク
ー
ル
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
賞
・
第
二
三
回
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
部
門
大
賞
を
受
賞
し
た
﹃
海
獣
の
子
供
﹄
(
2

)

に
お
け
る
︑
少
し
長
い
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
シ
ー
ン
は
と
て
も
印
象
的

で
あ
る
︒
巨
躯
を
持
つ
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
に
主
人
公
の
少
女
は
呑
ま
れ
︑
そ
こ
か
ら
﹁
誕
生
祭
﹂
が
始
ま
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
深
海
で

繰
り
広
げ
ら
れ
る
︑
受
精
︵
生
命
の
誕
生
︶
と
宇
宙
や
惑
星
の
誕
生
が
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
描
か
れ
る
映
像
に
満
ち
て
い
る
︒
そ
の
さ

ま
に
出
会
い
つ
つ
︑
少
女
は
﹁
見
え
る
︒
私
が
宇
宙
⁝
⁝
﹂
と
つ
ぶ
や
く
︒
ま
た
そ
こ
に
は
︑
海
底
に
漂
う
た
く
さ
ん
の
﹁
眼
﹂
も

描
き
こ
ま
れ
て
い
る
︒

中
学
二
年
生
の
安
海

あ
ず
み

琉
花
る

か

は
︑
夏
休
み
に
入
っ
た
ば
か
り
な
の
に
︑
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
部
で
友
人
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
り
︑
部
活
を
出

禁
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
自
分
の
気
持
ち
を
う
ま
く
言
葉
に
で
き
ず
︑
母
親
と
も
距
離
を
置
い
て
い
る
琉
花
は
︑
学
校
だ
け
で
な
く
家

で
も
居
場
所
を
失
っ
て
し
ま
う
が
︑
父
親
が
働
い
て
い
る
水
族
館
に
足
を
運
ん
だ
彼
女
は
︑
そ
こ
で
﹁
海う

み

﹂
と
い
う
不
思
議
な
少
年
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と
出
会
う
︒
琉
花
は
︑
幼
少
期
の
思
い
出
の
残
る
大
水
槽
の
中
で
彼
が
魚
の
群
れ
た
ち
と
泳
ぐ
姿
を
見
て
驚
愕
す
る
︒
実
は
︑﹁
海
﹂

は
兄
で
あ
る
﹁
空そ
ら

﹂
と
と
も
に
︑
ジ
ュ
ゴ
ン
の
群
れ
と
泳
い
で
い
る
と
こ
ろ
を
発
見
さ
れ
た
の
だ
っ
た
︒﹁
彼
ら
は
ジ
ュ
ゴ
ン
に
育
て

ら
れ
た
ん
だ
﹂
と
琉
花
の
父
が
い
う
場
面
が
あ
る
(
3

)

︒﹁
海
﹂
と
﹁
空
﹂
と
出
会
っ
た
こ
と
で
︑
琉
花
の
身
辺
で
は
不
思
議
な
現
象
が

起
こ
り
始
め
る
︒
空
か
ら
光
り
輝
く
彗
星
︵
隕
石
︶
が
海
中
に
落
ち
た
後
︑
海
の
生
物
た
ち
が
日
本
へ
と
移
動
を
し
始
め
︑
巨
大
な

ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
が
﹁
ソ
ン
グ
﹂
と
と
も
に
﹁
祭
﹂
の
本
番
が
近
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
︒
こ
の
﹁
ソ
ン
グ
﹂
の
謎
を
追
い
続
け
る
海
洋

学
者
の
ジ
ム
︑
そ
の
相
棒
で
あ
る
ア
ン
グ
ラ
ー
ド
︑
そ
し
て
﹁
海
の
な
ん
で
も
屋
﹂
を
自
称
す
る
デ
デ
た
ち
を
絡
め
な
か
ら
︑
物
語

は
進
ん
で
い
く
︒

さ
て
︑
こ
の
物
語
の
中
で
は
︑
宇
宙
と
人
間
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
︑
隕
石
は
精
子
で
あ
り
︑
海
は
産
み
の
親
で
あ
る
こ
と

が
︑
繰
り
返
し
登
場
人
物
た
ち
の
セ
リ
フ
を
通
し
て
語
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
空
﹂
に
隕
石
を
託
さ
れ
た
の
ち
︑
海
底
に
潜
り
︑
ザ
ト

ウ
ク
ジ
ラ
に
飲
み
込
ま
れ
た
琉
花
は
︑
そ
の
胎
内
で
直
接
﹁
ソ
ン
グ
﹂
を
聴
き
︑﹁
誕
生
祭
﹂
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
作
品

が
興
味
深
い
の
は
︑
め
く
る
め
く
展
開
さ
れ
る
映
像
美
の
ゆ
え
に
だ
け
で
は
な
い
︒
生
命
を
め
ぐ
る
︑
ま
な
ざ
し
の
反
転
が
鮮
明
に

描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
遠
い
星
々
の
誕
生
が
深
海
に
お
け
る
生
命
の
誕
生
と
交
差
し
︑
宇
宙
の
誕
生
が
ま
た
人
体

と
交
差
し
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
媒
介
と
な
る
の
は
︑
深
海
の
﹁
眼
﹂
な
の
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
︒
海
と
空
は
泡
や
光
の
よ
う
に
な
っ
て
消
え
て
し
ま
う
︵
そ
れ
は
死
と
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
明
確
に
は
語
ら
れ
な

い
︶︒
そ
の
こ
と
は
神
秘
的
な
物
語
の
展
開
の
中
で
︑
少
し
の
不
穏
さ
を
残
す
︒

今
か
ら
お
よ
そ
五
億
四
二
〇
〇
年
前
〜
五
億
三
〇
〇
〇
年
前
に
カ
ン
ブ
リ
ア
爆
発
が
起
き
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
契

機
と
な
っ
た
の
が
﹁
眼
﹂
の
誕
生
と
さ
れ
て
い
る
︒
原
始
三
葉
虫
に
視
覚
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
競
争
や
捕
食
が
淘
汰
圧
に
な
っ

て
い
く
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
視
覚
の
な
い
生
物
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ま
で
は
偶
然
に
頼
っ
て
い
た
捕
食
行
動
に
際
し
て
︑
視
覚
の
あ
る
生
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物
は
有
利
と
な
る
か
ら
だ
︒﹁
最
初
の
眼
は
︑
実
質
上
︑
す
べ
て
の
動
物
に
新
た
な
ニ
ッ
チ
を
開
い
た
｣
(
4

)

と
生
物
学
者
の
パ
ー
カ
ー

は
論
じ
て
い
る
︒
眼
の
誕
生
に
よ
っ
て
︑
生
物
は
外
界
の
環
境
を
識
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
は
海
中
に
も
明
暗
が
あ
り
︑

捕
食
者
に
と
っ
て
は
︑
被
捕
食
者
を
探
り
当
て
る
こ
と
が
よ
り
容
易
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
被
補
食
者
側
か
ら
す

れ
ば
︑
よ
り
補
食
さ
れ
な
い
よ
う
に
︑
体
表
を
覆
う
こ
と
や
︑
周
囲
と
見
紛
う
く
ら
い
に
体
色
を
変
化
さ
せ
る
と
い
っ
た
進
化
へ
の

動
因
と
も
な
る
︒
生
物
の
進
化
と
は
︑﹁
眼
﹂
の
奪
い
合
い
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
︒

 
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
﹁
眼
﹂
の
奪
い
合
い
の
末
裔
で
あ
る
生
物
種
の
一
つ
で
あ
る
人
間
が
︑
危
機
を
迎
え
て
い
る
と
い
う
︒
一
九
九
五

年
に
オ
ゾ
ン
・
ホ
ー
ル
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
に
よ
っ
て
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
し
た
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ッ
ツ
ェ
ン
は
︑
二
〇
〇
〇

年
に
入
る
と
︑
従
来
の
地
質
年
代
で
あ
る
完
新
世
︵
H
olocen
e︶
に
代
え
て
︑
人
新
世
︵
A
n
th
ropocen
e︶
を
提
唱
し
た
︒
そ
れ
は
︑

こ
の
惑
星
の
歴
史
上
初
め
て
︑
人
類
が
地
質
に
影
響
を
与
え
始
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︵
そ
れ
は
資
本
主
義
に
よ
る
工
業

の
発
展
を
含
意
し
て
も
い
る
︶
(
5

)

︒
そ
し
て
こ
う
し
た
問
題
提
起
と
呼
応
す
る
よ
う
に
︑
人
間
以
外
の
存
在
︵
動
植
物
や
人
工
物
︑

精
霊
な
ど
︶
に
行
為
主
体
性
を
認
め
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
地
上
に
お
い
て
﹁
人
間
﹂
の
み
が
特
別
で
あ
る
と
す
る
人
間
例
外

主
義
の
乗
り
越
え
を
試
み
る
マ
ル
チ
ス
ピ
ー
シ
ー
ズ
人
類
学
(
6

)

の
試
み
や
︑
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
の
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
バ
イ

オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
と
呼
応
す
る
よ
う
に
︑﹁
人
間
﹂
と
い
う
尺
度
を
脱
中
心
化
す
る
﹁
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
﹂
と
総
称
さ
れ
る

哲
学
・
思
想
の
動
向
が
立
ち
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
(
7

)

︒

し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
︑
井
上
円
了
︵
以
下
︑
円
了
︶
の
哲
学
と
︑
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
彼
の
生
き
た
幕

末
か
ら
大
正
と
い
う
時
代
に
は
︑
も
ち
ろ
ん
オ
ゾ
ン
ホ
ー
ル
の
拡
大
も
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
︑
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
知
能
が
人
間

を
超
え
る
可
能
性
も
未
知
の
も
の
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
明
治
四
二
年
︵
一
九
〇
九
︶
に
﹃
哲
学
新
案
﹄
の
中
で
﹁
人
類
す
で
に
絶
無

に
帰
す
る
以
上
は
︑
国
家
社
会
の
永
遠
の
発
展
を
期
す
る
が
ご
と
き
は
︑
み
な
今
人
の
妄
想
な
り
迷
信
な
り
と
評
定
せ
ざ
る
べ
か
ら
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ず
﹂︵1:292

︶
(
8

)

と
述
べ
る
の
を
聴
く
と
き
︑
す
で
に
し
て
﹁
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
﹂
に
先
駆
け
た
問
題
意
識
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
哲
学
は
肯
定
の
手
段
で
も
︑
正
当
化
の
根
拠
で
も
な
く
︑
む
し
ろ
絶
滅
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
る
｣
(
9

)

と
説
く
哲
学
者
も
い
る
︒
人
類
の
絶
滅
︑
そ
れ
は
と
て
も
不
穏
に
響
く
︒
私
た
ち
の
生
き
る
足
場
も
ろ
と
も
︑
吹
き
飛
ば
し
て
し
ま

う
よ
う
に
︒

だ
が
同
時
に
︑
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
﹁
人
間
中
心
主
義
的
﹂
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
︒
こ
れ
ま
で
の
生
物
種
の
絶
滅
率
が
九
九
・

九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
す
れ
ば
(
10

)

︑
人
間
種
の
み
が
例
外
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
む
し
ろ
考
え
ら
れ
な
い
︒
円
了
は
ま
た
︑
自

ら
が
提
唱
す
る
﹁
裏
観
﹂
の
展
開
に
先
立
っ
て
︑
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
︒

と
か
く
古
今
の
諸
家
が
吾
人
は
宇
宙
の
大
海
に
浮
か
べ
る
一
微
塵
と
知
り
な
が
ら
︑
な
に
ご
と
を
考
う
る
も
人
間
を
本
位
と

し
︑
人
知
を
中
心
と
し
て
︑
世
界
万
象
に
批
評
を
下
す
癖
あ
り
︒
や
や
も
す
れ
ば
世
界
は
人
の
た
め
に
作
ら
れ
︑
万
象
は
人
を

楽
し
ま
し
む
る
た
め
に
備
え
ら
れ
た
と
な
せ
る
が
ご
と
き
陳
腐
説
を
繰
り
返
す
こ
と
多
し
︒
こ
れ
決
し
て
宇
宙
の
真
相
に
も
人

類
の
真
相
に
も
悟
入
す
る
道
に
あ
ら
ず
︵1:371
︶︒

こ
の
世
界
も
宇
宙
も
︑﹁
人
間
﹂
を
中
心
に
作
ら
れ
て
な
ど
い
な
い
︒﹁
人
間
を
本
位
と
す
る
﹂
思
考
は
︑
そ
の
意
味
で
宇
宙
や
人

類
の
真
相
に
﹁
悟
入
﹂
す
る
道
で
は
な
い
の
だ
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
人
間
中
心
的
な
思
考
を
離
れ
る
と
は
︑
ど
う
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
﹁
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
﹂
の
思
想
家
た
ち
の
よ
う
に
︑﹁
人
間
以
降
﹂
の
世
界
を
ま﹅

た﹅

し﹅

て﹅

も﹅

思
考
す
る
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
人
間
本
位
で
は
な
い
﹁
観
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
︑
す
で
に
触
れ
た
よ
う
な

現
代
哲
学
・
思
想
の
問
題
意
識
に
も
留
意
し
つ
つ
︑
人
間
以
降
の
﹁
観
﹂
を
喚
起
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
人
類
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学
の
立
場
か
ら
西
欧
に
自
明
の
﹁
人
間
﹂︵
文
化
︶
と
﹁
自
然
﹂
の
区
分
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ス
コ
ラ
︵
一
九
四

九
〜
︶
の
思
索
を
中
心
に
︑
現
代
人
類
学
を
導
き
の
糸
と
し
よ
う
︒
円
了
は
も
ち
ろ
ん
デ
ス
コ
ラ
を
知
ら
な
か
っ
た
し
︑﹁
文
化
﹂
と

﹁
自
然
﹂
の
二
分
法
へ
の
疑
義
な
ど
︑
与
り
知
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
︑

﹁
人
間
﹂
以
降
か
ら
の
共
通
す
る
問
い
を
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒

2
．﹁
観
﹂
を
転
ず
る
円
了

と
こ
ろ
で
︑
前
節
で
は
﹁
不
穏
な
円
了
﹂
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
た
︒
も
う
少
し
︑
そ
の
様
相
に
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
︒
円
了

は
実
践
的
な
色
彩
の
強
い
大
正
六
年
︵
一
九
一
七
︶
の
﹃
奮
闘
哲
学
﹄
に
お
い
て
︑
自
ら
﹃
哲
学
新
案
﹄
を
要
約
し
つ
つ
こ
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
相
含
の
理
に
よ
り
て
︑
古
来
の
学
説
の
矛
盾
相
反
す
る
点
も
会
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
⁝
⁝
も
し
大
の
極
は
小
と
な

り
︑
小
の
極
は
大
と
な
り
︑
一
の
極
は
多
と
な
り
︑
多
の
極
は
一
と
な
り
︑
同
の
極
は
異
と
な
り
︑
異
の
極
は
同
と
な
り
︑
自

の
極
は
他
と
な
り
︑
他
の
極
は
自
と
な
り
︑
有
の
極
は
無
と
な
り
︑
無
の
極
は
有
と
な
る
を
知
り
︑
人
こ
れ
を
矛
盾
と
い
う
も
︑

そ
の
実
大
小
︑
一
多
︑
同
異
︑
自
他
︑
有
無
み
な
相
含
す
る
を
宇
宙
の
真
相
と
体
達
し
き
た
ら
ば
︑
矛
盾
が
矛
盾
に
あ
ら
ず
し

て
真
理
な
る
こ
と
を
悟
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
よ
っ
て
一
般
の
哲
学
眼
よ
り
見
て
矛
盾
す
る
と
思
う
と
こ
ろ
が
真
理
の
存
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
故
に
余
は
矛
盾
す
な
わ
ち
真
理
な
り
と
い
う
を
は
ば
か
ら
ぬ
次
第
で
あ
る
︵2:238-239

︶︒

﹁
相
含
﹂
に
つ
い
て
は
す
ぐ
後
に
述
べ
よ
う
︒
し
か
し
︑
一
見
す
る
と
た
だ
な
ら
ぬ
言
明
で
あ
る
︒
大
／
小
・
一
／
多
・
同
／
異
・

75 井上円了とパースペクティヴィズム



自
／
他
・
有
／
無
は
そ
の
﹁
極
﹂
に
お
い
て
相
互
に
含
み
合
う
と
円
了
は
い
う
︒
こ
こ
で
複
数
の
二
項
対
立
が
論
理
的
に
統
合
さ
れ

て
一
つ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
り
︑
二
項
の
ま
ま
に
多
数
に
さ
れ
て
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
留
意
す
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
そ

れ
は
た
と
え
ば
大
・
小
な
ど
の
複
数
項
に
対
し
て
上
位
概
念
を
提
示
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
読
み
取
れ
る
︒﹁
相
含
﹂
と
は
複
数
の
二

項
が
そ
の
ま
ま
に
含
み
合
う
と
い
う
こ
と
で
︑な
ん
ら
か
の
一
つ
の
統
合
体
に
収
斂
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑

﹁
矛
盾
す
な
わ
ち
真
理
な
り
﹂
と
い
う
の
だ
︒
ま
た
そ
れ
は
︑﹁
体
達
﹂
や
﹁
悟
了
﹂
の
事
柄
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
単
に
こ
れ
ら

の
二
項
に
対
し
て
︑
た
と
え
ば
矛
盾
を
解
消
す
る
方
向
で
首
尾
一
貫
し
た
論
理
的
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
﹁
一
般
の
哲
学
眼
﹂
だ
と

す
れ
ば
︑
そ
う
し
た
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
う
し
た
円
了
の
立
言
は
と
て
つ
も
な
く
居
心
地
が
悪
く
︑
ま
た
足
場
を
掘
り
崩
す
と
い

う
意
味
で
不
穏
な
も
の
に
映
ず
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
論
理
的
に
は
﹁
何
も
説
明
し
て
い
な
い
﹂
と
︑
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
︒
実
際
︑
円
了
は
説
明
し
て
い
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
そ
の
よ
う
に
論
理
的
に
思
考
す
る
も
の
が
﹁
誰
﹂
で
あ
る
か
を
︑

喚
起
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑﹁
哲
学
界
の
歴
史
と
は
︑
唯
物
唯
心
の
争
い
と
︑
一
元
多
元
の
戦
い
の
︑
跡
を
と
ど
む
る
古
戦
場
﹂︵2:436

︶
と
円
了

自
身
﹁
哲
学
和
讃
﹂
で
う
た
う
よ
う
に
︑
そ
の
歴
史
は
特
定
の
前
提
や
価
値
観
に
依
拠
す
る
信
念
対
立
の
歴
史
と
い
え
る
︒
そ
の
た

め
︑
こ
う
し
た
諸
対
立
の
解
消
は
︑
哲
学
に
お
け
る
原
理
性
の
深
度
を
は
か
る
指
標
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
(
11

)

︒
円
了
も
そ

の
哲
学
的
キ
ャ
リ
ア
の
初
期
か
ら
︑
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
︒
明
治
一
九
年
︵
一
八
八
六
︶
に
対
話
篇
と
し
て
そ
の
第
一
編
が

出
版
さ
れ
た
﹃
哲
学
一
夕
話
﹄
に
は
︑
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

お
よ
そ
哲
学
上
論
ず
る
と
こ
ろ
の
問
題
は
こ
れ
を
帰
す
る
に
︑
心
の
な
ん
た
る
︑
物
の
な
に
た
る
︑
世
界
の
な
ん
た
る
に
他

な
ら
ず
︒
世
界
は
物
の
み
に
し
て
心
な
し
と
立
つ
る
も
の
︑
こ
れ
を
唯
物
論
と
い
い
︑
世
界
は
心
の
中
に
あ
り
て
そ
の
外
に
物
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な
し
と
立
つ
る
も
の
︑
こ
れ
を
唯
心
論
と
い
う
︒
唯
心
は
心
の
一
方
に
僻へ
き

し
︑
唯
物
は
物
の
一
方
に
僻
し
︑
共
に
中
正
の
論
に

あ
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
︒
も
し
そ
の
中
正
を
立
て
ん
と
欲
せ
ば
︑
物
心
二
者
を
統
合
し
て
︑
非
物
非
心
の
理
を
本
と
せ
ざ

る
べ
か
ら
ず
︒
そ
の
理
の
外
に
物
心
な
し
と
立
つ
る
と
き
は
こ
れ
を
唯
理
論
と
い
う
︒
唯
理
論
は
理
の
一
方
に
偏
す
る
を
も
っ

て
︑
こ
れ
ま
た
中
正
の
論
に
あ
ら
ず
︑
そ
の
理
を
離
れ
て
別
に
物
心
あ
り
と
す
る
も
︑
ま
た
正
論
に
あ
ら
ず
︒
故
に
理
は
物
心

を
含
有
し
︑
物
心
は
理
を
具
備
し
︑
二
者
そ
の
別
あ
る
も
相
離
る
る
に
あ
ら
ず
︑
相
離
れ
ざ
る
も
そ
の
別
な
き
に
あ
ら
ず
︒
こ

れ
を
哲
理
の
中
道
と
す
︵1:35

︶︒

こ
の
対
話
篇
に
登
場
す
る
﹁
円
了
先
生
﹂
は
︑
唯
物
論
と
唯
心
論
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
議
論
を
闘
わ
せ
て
い
る
弟
子
た
ち
に

対
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
は
﹁
物
﹂
や
﹁
心
﹂
と
い
う
一
方
に
僻
し
て
︵
偏
っ
て
︶
い
る
と
批
判
す
る
︒
そ
の
上
で
︑﹁
物
﹂
と
﹁
心
﹂

を
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
本
質
た
ら
し
め
て
い
る
﹁
理
﹂
を
持
ち
出
す
が
︑
こ
の
﹁
理
﹂
も
ま
た
も
し
﹁
物
﹂
と
﹁
心
﹂
の
外
に
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
︑﹁
唯
理
論
﹂
と
い
う
も
う
一
つ
の
偏
見
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
た
め
に
︑﹁
物
心
は
理
を
含
有
し
︑
理
は
物
心
を
具

備
す
る
﹂
と
い
う
不
即
不
離
の
﹁
哲
理
の
中
道
﹂
を
説
く
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
﹁
円
了
先
生
﹂
の
語
り
に
対
し
て
困
惑
す
る
弟
子

の
一
人
に
対
し
て
︑﹁
な
お
な
ん
じ
の
心
は
天
地
間
の
一
部
分
な
れ
ど
も
︑
そ
の
心
中
に
天
地
万
物
を
包
含
し
て
︑
世
界
と
心
と
同
一

体
な
る
が
ご
と
し
﹂︵1:46

︶
と
︑
後
の
相
含
説
を
思
わ
せ
る
例
を
用
い
つ
つ
も
︑
自
身
の
あ
り
方
と
哲
学
的
理
説
で
表
現
さ
れ
て
い

る
世
界
の
構
造
と
の
重
な
り
の
自
覚
を
促
し
て
い
る
︒
ま
た
こ
う
し
た
説
に
は
︑
円
了
は
こ
こ
で
︑
観
点
の
柔
軟
な
転
換
が
必
要
で

あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
も
し
﹁
物
﹂
か
ら
世
界
が
成
立
し
て
い
る
と
し
た
ら
︑
そ
の
世
界
の
中
に
﹁
心
﹂
が
存
在
す

る
こ
と
が
理
解
で
き
ず
︑
逆
に
考
え
た
と
し
て
も
︑
す
べ
て
が
﹁
心
﹂
で
あ
る
は
ず
の
世
界
に
︑
な
ぜ
﹁
物
﹂
が
存
在
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
︒
つ
ま
り
︑
あ
る
立
場
の
み
に
よ
っ
て
事
象
を
解
明
し
よ
う
と
進
ん
で
し
ま
う
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こ
と
は
︑
そ
の
対
極
を
呼
び
お
こ
し
︑
そ
の
対
極
の
立
場
を
自
ら
の
立
論
に
密
輸
入
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
柔
軟
な
観
点
の
転
換
を
︑
よ
り
輻
輳
化
し
た
形
で
練
り
上
げ
た
の
が
﹃
哲
学
新
案
﹄
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
そ
こ
で
は

﹁
観
﹂
自
体
が
前
景
化
さ
れ
て
︑
次
の
よ
う
に
説
き
起
こ
さ
れ
る
︒

今
哲
学
上
宇
宙
の
真
相
を
開
示
せ
ん
と
す
る
に
当
た
り
︑
そ
の
観
察
の
方
面
を
便
宜
の
た
め
表
裏
両
観
に
分
か
ち
︑
そ
の
表

観
を
内
外
両
観
に
分
か
ち
︑
さ
ら
に
ま
た
外
観
を
縦
観
横
観
に
分
か
ち
︑
初
め
に
縦
観
よ
り
論
歩
を
起
こ
さ
ん
と
す
︒
縦
観
と

は
客
観
の
世
界
を
古
今
に
わ
た
り
て
観
察
す
る
過
程
を
い
う
︵1:285-286

︶︒

す
な
わ
ち
︑﹁
宇
宙
の
真
相
﹂
を
開
示
す
る
に
は
︑
裏
観
に
対
す
る
表
観
︑
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
内
／
外
の
﹁
観
﹂︑
そ
し
て
外

観
に
お
け
る
縦
横
の
﹁
観
﹂
と
い
う
﹁
数
重
の
起
点
﹂︵1:286

︶
が
必
要
な
の
だ
︒
留
意
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
は
︑
円
了
が
こ
こ

で
定
点
観
測
を
奨
励
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
複
数
に
し
て
多
元
の
﹁
観
﹂
も
ま
た
︑
可
能
な
起
点
の
一
つ
で
あ
っ
て
︑

ど
こ
か
ら
始
め
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
で
も
円
了
は
決
ま
り
き
っ
た
視
点
を
宙
吊
り
に
し
て
し
ま
う
︒
円
了
の
比
喩
で
は
そ

れ
は
︑
同
じ
富
士
山
を
観
測
す
る
た
め
に
︑
大
宮
口
︵
富
士
山
南
西
麓
︶・
吉
田
口
︵
富
士
山
北
斜
面
︶・
須
走
口
︵
富
士
山
東
斜
面
︶

か
ら
す
る
の
に
似
て
い
る
︵1:286

︶︒
こ
れ
は
︑
ヴ
ェ
ズ
ー
ヴ
ィ
オ
山
に
対
し
て
︑
ソ
レ
ン
ト
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ズ
ー
ヴ
ィ

オ
山
︑
ナ
ポ
リ
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ズ
ー
ヴ
ィ
オ
山
︑
そ
し
て
ヴ
ェ
ズ
ー
ヴ
ィ
オ
山
そ
の
も
の
と
い
う
視
点
を
ど
れ
も
実
在
す

る
と
説
く
現
代
実
在
論
の
観
点
を
想
起
さ
せ
る
︒
形
而
上
学
は
観
察
者
か
ら
独
立
し
た
﹁
山
﹂
そ
れ
自
体
の
実
在
の
み
を
説
く
の
に

対
し
て
︑
構
築
主
義
は
観
察
者
の
視
点
︵
ソ
レ
ン
ト
や
ナ
ポ
リ
の
視
点
か
ら
の
山
︶
の
み
を
説
く
た
め
に
︑
ど
ち
ら
も
偏
っ
て
し
ま

う
と
い
う
の
だ
(
12

)

︒
た
だ
し
︑
円
了
は
﹁
世
界
は
実
在
し
な
い
﹂
と
は
し
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
富
士
観
測
︵
登
山
︶
の
ア
ナ
ロ
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ジ
ー
は
︑同
一
の
対
象
を
異
な
る
角
度
か
ら
見
て
い
る
と
い
う
像
を
想
起
し
や
す
い
と
い
う
意
味
で
は
ミ
ス
リ
ー
ド
気
味
で
も
あ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
円
了
が
解
明
を
試
み
て
い
る
こ
と
は
︑﹁
同
一
の
対
象
を
異
な
る
角
度
か
ら
見
る
﹂
こ
と
で
は
な
く
︑
こ
の
表
現
に
近
づ

け
て
い
え
ば
︑﹁
異
な
る
世
界
へ
の
見
え
方
を
︑
立
場
を
超
え
て
分
か
ち
あ
う
﹂
こ
と
だ
か
ら
だ
︒
し
か
し
論
を
進
め
す
ぎ
る
前
に
︑

簡
潔
に
円
了
に
お
け
る
多
重
の
﹁
観
﹂
の
転
換
を
取
り
お
さ
え
て
お
こ
う
︒

さ
て
︑
円
了
に
よ
れ
ば
︑
外
観
と
は
客
観
界
︑
す
な
わ
ち
心
に
映
る
対
象
世
界
を
観
察
す
る
方
法
で
あ
り
︑
そ
れ
は
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
縦
観
・
横
観
に
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
縦
観
と
は
︑﹁
若
し
客
観
の
太
初
に
渉
り
︑
如
何
に
し
て
世
界
の
開
発
せ
し

か
︑
如
何
に
し
て
万
物
の
生
起
せ
し
か
を
究
明
す
る
﹂︵1:289

︶
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
横
観
は
︑﹁
目
前
の
世
界
を
解
剖
分

析
し
︑
そ
の
体
の
な
に
も
の
よ
り
な
る
か
を
開
説
す
る
﹂︵1:289

︶
こ
と
で
あ
る
︒
円
了
は
ま
ず
横
観
に
つ
い
て
︑
世
界
の
始
ま
り

と
終
わ
り
か
ら
論
を
起
こ
す
︒
そ
の
際
︑
当
時
の
自
然
科
学
の
学
説
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
現
今
の
学
説
に
よ
る
に
︑
世
界

の
太
初
は
星
雲
よ
り
起
こ
り
︑
世
界
の
終
局
も
ま
た
星
雲
に
帰
す
る
と
い
う
﹂︵1:294

︶︒
つ
ま
り
︑
世
界
は
生
ま
れ
︑
や
が
て
滅
亡

す
る
︒
不
穏
な
円
了
の
登
場
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
物
質
不
滅
︑
勢
力
恒
存
︑
因
果
永
続
の
三
大
理
法
﹂
は
︑﹁
真
に
万
劫
不
朽
︑
終

古
不
磨
の
大
理
法
な
り
﹂︵1:295

︶
と
円
了
は
確
信
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
前
提
に
立
て
ば
︑
星
雲
の
前
後
に
は
同
量
の
物
質
が
あ

り
︑
ま
た
同
量
の
勢
力
が
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
星
雲
の
前
後
に
変
化
を
永
続
す
べ
く
︑
そ
の
変
化
は
徹
頭
徹
尾
因
果
の
規

則
に
基
づ
く
﹂︵1:295

︶︒
だ
か
ら
﹁
請
う
︑
青
年
よ
落
胆
す
る
こ
と
な
か
れ
︑
絶
望
す
る
こ
と
な
か
れ
︒
請
う
︑
志
士
よ
悲
観
は
無

用
な
り
︑
厭
世
は
自
棄
な
り
﹂︵1:293

︶
と
同
時
代
人
に
円
了
は
語
り
か
け
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
世
界
は
た
し
か
に
滅
亡
す
る
け
れ
ど

も
︑
ま
た
再
生
す
る
︒
そ
う
だ
と
し
た
ら
︑
あ
な
た
も
私
も
不
滅
な
の
だ
か
ら
︒

し
か
し
こ
う
し
た
縦
観
の
理
路
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
と
︑
円
了
が
当
時
の
自
然
科
学
の
法
則
を
︑
ま
る
で
﹁
人
間
﹂
と
は
関
わ

り
の
な
い
よ
う
に
説
い
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
我
々
人
間
も
ま
た
世
界
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
あ
る
﹁
星
雲
﹂
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に
含
ま
れ
て
い
る
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
星
雲
に
妥
当
す
る
法
則
が
こ
こ
に
は
働
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
人
間
が
何

を
し
よ
う
が
し
ま
い
が
無
縁
な
の
だ
︒
も
う
少
し
正
確
に
言
お
う
︒
何
を
す
る
か
し
な
い
か
に
絶
対
的
に
関﹅

わ﹅

り﹅

な﹅

く﹅

︑
世
界
︵
星

雲
︶
は
世
界
で
あ
り
続
け
︑
終
わ
り
と
始
ま
り
を
繰
り
返
す
︒
自
然
法
則
は
人
間
の
誕
生
以
前
か
ら
あ
り
︑
以
降
も
継
続
す
る
の
だ

か
ら
︒
こ
の
こ
と
は
︑
自
分
の
行
為
は
無
駄
に
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
︑
た
し
か
に
世
の
志
あ
る
人
々
︵
円
了
の
い
う
青
年
や
志

士
︶
に
希
望
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
う
し
た
希
望
は
︑
そ
の
希
望
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
達
成
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

に
よ
っ
て
︑
個
々
の
自
由
意
思
を
奪
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
︒
ま
た
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
円
了
の
立
論
を
自
然
科
学
万
能

主
義
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
の
自
然
科
学
と
い
う
人
間
の
知
の
産
物
も
ま
た
世
界
と
と
も
に
や
が
て
は
滅
び
︑
生
ま
れ
直
す

か
ら
だ
︒
世
界
は
す
で
に
し
て
人
間
を
超
え
︑
人
間
を
通
し
て
活
動
を
続
け
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
を
円
了
は
﹁
世
界
す
で
に
活

物
と
定
ま
れ
ば
︑
世
界
の
一
進
一
退
︑
一
開
一
閉
す
る
は
︑
そ
の
体
に
固
有
せ
る
活
動
の
力
に
よ
る
こ
と
論
を
待
た
ず
﹂︵1:301

︶

と
説
く
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
世
界
と
は
﹁
無
始
よ
り
無
終
ま
で
︑
無
限
の
輪
化
を
継
続
す
る
を
知
り
︑
過
現
未
三
界
︑
輪
化

無
窮
﹂︵1:313

︶
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
進
化
で
も
退
化
で
も
な
く
輪
化
︒
円
了
は
縦
観
を
こ
の
一
語
に
収
斂
さ
せ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
横
観
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
は
ま
ず
︑
物
質
の
起
源
で
あ
る
元
素
の
構
造
が
探
索
さ
れ
る
︒
物
質
が

も
し
形
を
持
つ
も
の
と
す
れ
ば
︑
さ
ら
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
も
し
形
を
持
た
な
い
も
の
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
も
そ
も
﹁
形
﹂

を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
円
了
は
こ
の
点
を
捉
え
︑﹁
故
に
余
は
元
素
を
解
し
て
無
形
中
に
有
形
を
含
み
︑
有
形

中
に
無
形
を
含
む
︑
す
な
わ
ち
有
形
無
形
の
相
含
を
な
す
﹂︵1:316
︶
と
述
べ
る
︒
さ
ら
に
こ
の
無
形
と
は
勢
力
の
こ
と
な
の
だ
か

ら
︑
こ
れ
は
﹁
物
力
相
含
﹂︵1:318

︶
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
円
了
は
こ
う
し
た
理
路
を
エ
ー
テ
ル
に
も
拡
張
し
︑
物
質
・
勢
力
・

エ
ー
テ
ル
の
相
含
を
説
く
︒﹁
宇
宙
は
縦
観
に
よ
れ
ば
︑
輪
化
無
窮
な
り
︑
横
観
に
よ
れ
ば
相
含
無
尽
な
り
﹂︵1:322

︶
と
な
る
の
で

あ
る
︒
さ
ら
に
円
了
は
︑
精
神
の
起
源
を
探
り
︑
因
果
の
作
用
を
こ
こ
で
は
手
が
か
り
に
す
る
︒
万
物
の
変
化
は
﹁
因
力
﹂
に
よ
る
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も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
心
と
な
る
の
が
﹁
因
心
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
宇
宙
活
動
の
結
果
﹂︵1:326

︶
な
の
で
あ
る
︒
円
了
は
徹

頭
徹
尾
︑活
動
の
相
の
下
に
こ
の
宇
宙
を
解
明
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
内
観
に
探
究
の
歩
み
を
移
し
た
円
了
は
︑﹁
物
﹂と﹁
心
﹂

の
関
係
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

心
界
は
物
界
の
中
に
あ
る
こ
と
は
︑
何
人
も
た
や
す
く
了
解
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
︑
更
に
深
く
推
究
す
れ
ば
︑
物
界
か
え
っ

て
心
界
の
中
に
あ
る
を
見
る
︒
例
え
ば
吾
人
の
眼
は
天
地
の
間
に
点
在
し
て
︑し
か
も
天
地
が
吾
人
の
中
に
現
立
す
る
が
如
し
︒

換
言
す
れ
ば
眼
は
天
地
の
間
に
あ
り
な
が
ら
天
地
ま
た
眼
中
に
あ
り
︒
心
界
は
物
界
の
中
に
あ
り
な
が
ら
︑
物
界
ま
た
心
界
の

中
に
あ
り
︒
こ
の
関
係
を
余
は
相
含
と
名
付
け
た
り
︵1:342-343

︶︒

 
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
︑﹃
哲
学
一
夕
話
﹄
で
は
す
で
に
物
心
と
理
の
相
互
含
有
が
示
さ
れ
て
い
た
︒
円
了
は
あ
ら
た
め
て
こ
こ
で

解
像
度
を
上
げ
つ
つ
︑
し
か
も
直
観
的
に
理
解
し
や
す
い
比
喩
を
用
い
て
﹁
物
﹂
と
﹁
心
﹂
の
相
互
包
含
を
説
き
お
こ
し
て
い
る
︒

し
か
も
こ
こ
に
は
︑
潜
在
的
に
で
は
あ
る
が
︑
自
／
他
の
関
係
を
も
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒﹁
眼
﹂
が

﹁
天
地
﹂
の
中
に
あ
る
と
は
︑
他
者
側
か
ら
見
ら
れ
た
自
己
の
姿
で
も
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
そ
こ
に
映
ず
る
の
は
物
理
的
身
体
を
備

え
︑
小
さ
な
瞳
孔
が
見
え
る
そ
の
姿
だ
か
ら
だ
︒
し
か
し
自
己
側
に
﹁
眼
﹂
を
転
じ
た
と
き
︑
事
態
は
一
変
す
る
︒
今
度
は
︑﹁
天
地
﹂

が
﹁
眼
中
﹂
に
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
他
者
か
ら
は
小
さ
な
点
に
見
え
る
﹁
眼
﹂
は
︑
ま
さ
に
見
開
か
れ
た
と
き
に
は
︑
全
世
界
を
含

ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
こ
こ
で
は
︑
自
・
他
の
対
称
性
と
非
対
称
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
円
了
は
さ
ら
に

内
観
を
深
め
︑
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒
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縦
観
に
あ
り
て
重
々
無
尽
の
輪
化
あ
る
を
知
り
︑
横
観
お
よ
び
内
観
に
き
た
り
て
重
々
無
尽
の
相
含
あ
る
を
見
る
︑
こ
れ
実

に
縦
横
に
わ
た
れ
る
重
々
無
尽
な
り
︒
も
し
理
性
の
無
限
眼
を
も
っ
て
う
か
が
わ
ば
︑
時
方
両
系
を
一
心
の
所
現
と
体
達
し
き

た
る
べ
し
︒
し
か
る
と
き
は
無
限
大
は
一
針
穴
孔
中
に
は
い
る
べ
く
︑
無
限
劫
は
一
電
光
間
に
縮
む
べ
く
︑
重
々
無
尽
の
輪
化

も
一
瞬
一
息
と
化
し
去
る
べ
し
︒
こ
こ
に
お
い
て
最
大
の
極
と
最
小
の
極
と
の
一
致
を
見
︑
最
長
の
極
と
最
小
の
極
と
の
合
体

を
知
る
︒
更
に
こ
の
理
を
押
し
て
一
分
子
一
元
素
は
︑
宇
宙
世
界
の
胎
内
に
収
蔵
せ
ら
る
る
と
同
時
に
︑
宇
宙
世
界
は
一
分
子

一
元
素
の
囊
底

の
う
て
い

に
包
括
せ
ら
る
る
が
ご
と
き
相
含
あ
る
を
知
る
べ
き
な
り
︒
⁝
⁝

か
く
の
ご
と
く
想
見
し
き
た
ら
ば
︑
重
々
無
尽
の
輪
化
と
重
々
無
尽
の
相
含
と
の
更
に
相
含
せ
る
を
悟
了
す
べ
し
︒
一
心
は
動

き
て
無
限
の
時
方
を
あ
ら
わ
し
︑
一
念
は
動
き
て
無
限
の
輪
化
を
営
む
と
同
時
に
︑
無
限
の
輪
化
は
一
念
中
に
帰
し
︑
無
限
の

時
方
は
一
心
中
に
入
る
︒
こ
れ
宇
宙
の
真
相
中
の
真
相
に
し
て
︑
玄
妙
の
上
に
更
に
玄
妙
を
重
ね
た
る
も
の
と
い
う
べ
し
︵1:

355-356

︶︒

一
気
呵
成
に
書
か
れ
た
か
に
見
え
る
こ
の
文
章
は
︑
も
は
や
理
路
と
い
う
よ
り
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
見
え
る
が
︑
肝
心
な
の
は
そ
れ
も

ま
た
﹁
理
性
の
無
限
眼
﹂
の
範
疇
に
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
︒﹁
時
方
両
系
﹂︵
時
間
と
空
間
︶
が
一
心
の
所
現
と
し
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
は

無
限
の
中
に
有
限
を
含
む
こ
と
に
な
る
︒
無
限
の
輪
化
も
ま
た
︑
心
の
眼
か
ら
す
れ
ば
﹁
一
瞬
一
息
﹂
と
な
る
か
ら
だ
︒
こ
こ
で
は

﹁
天
地
﹂
を
含
む
﹁
眼
﹂
か
ら
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
徹
底
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
無
限
の
輪
化
・
時
空
は
﹁
一
念
﹂

に
含
ま
れ
る
と
同
時
に
︑﹁
一
念
﹂
に
は
無
限
の
輪
化
・
時
空
が
折
り
た
た
ま
れ
て
い
る
︒
円
了
が
先
に
﹁
人
間
﹂
を
本
位
と
し
た
観

察
の
み
を
す
る
な
と
い
っ
た
真
意
が
こ
こ
で
明
確
に
な
る
︒
物
理
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
︵
円
了
の
表
現
で
は
因
力
に
よ
り
物
質

を
吸
引
し
て
因
心
を
構
成
し
︑
そ
の
因
心
の
変
化
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
存
在
と
な
ろ
う
︶
は
︑
原
理
的
に
宇
宙
の
活
動
の
結
果
で
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し
か
な
い
︒
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
︑
到
底
そ
の
人
間
を
本
位
と
し
て
宇
宙
・
世
界
の
実
相
を
極
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑

そ
の
人
間
を
内
観
す
る
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
す
で
に
こ
こ
で
は
物
理
的
身
体
と
自
身
の
位
置
を
同
一
視
す
る
観
点
は
解
除
さ

れ
て
い
る
︒
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
︑
宇
宙
の
活
動
は
︑
そ
の
人
間
の
﹁
心
﹂
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒﹁
眼
﹂
を
こ
の
よ

う
な
内
在
的
な
場
所
へ
と
転
ぜ
よ
︑
そ
う
す
れ
ば
︑
相
互
内
在
が
重
畳
す
る
宇
宙
が
観
え
て
く
る
︒
円
了
は
そ
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
︒

し
か
し
︑
こ
こ
が
終
局
で
は
な
い
︒
円
了
は
さ
ら
に
裏
観
へ
と
歩
を
進
め
る
︒
こ
れ
ま
で
の
縦
横
の
外
観
︑
そ
し
て
内
観
を
含
ん

だ
表
観
が
︑﹁
物
心
相
対
の
此
岸
よ
り
絶
対
一
如
の
彼
岸
に
及
ぼ
せ
る
方
面
を
観
察
す
﹂︵1:370

︶
る
こ
と
だ
と
し
た
ら
︑
裏
観
は
﹁
絶

対
一
如
の
彼
岸
よ
り
物
心
相
対
の
此
岸
に
及
ぼ
せ
る
方
面
を
観
察
す
﹂︵1:371

︶
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
︒
つ
ま
り
︑
方
向
が
ま
る

で
逆
︒
い
く
ら
内
外
と
言
っ
て
も
︑
た
と
え
一
心
に
宇
宙
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
洞
察
で
き
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
﹁
此
岸
﹂
か

ら
﹁
彼
岸
﹂
を
観
察
し
た
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑
裏
観
を
説
き
起
こ
す
に
際
し
て
円
了
は
︑
主
客
が
相
対
し

て
い
る
表
観
の
領
域
に
お
い
て
も
︑
主
観
を
此
岸
︑
客
観
を
彼
岸
と
捉
え
て
い
る
こ
と
だ
︵1:1:371-372

︶︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑

裏
観
と
は
彼
岸
︵
あ
の
世
︶
の
そ
の
ま
た
彼
岸
︵
あ
の
世
︶︑
つ
ま
り
︑
自
己
の
背
後
側
で
あ
る
と
同
時
に
︑
他
者
の
背
後
側
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
を
観
る
︒
主
観
の
﹁
眼
﹂
を
突
き
抜
け
て
︑
そ
の
奥
に
︒
そ
れ
は
し
か
し
一
体
︑
ど
う
い
う
事
態
だ

ろ
う
か
︒宇

宙
の
本
体
は
自
体
に
固
有
せ
る
活
動
を
も
っ
て
︑
時
方
両
系
の
無
限
的
形
式
の
間
に
︑
世
界
の
大
化
を
無
限
に
営
み
つ
つ

あ
る
こ
と
は
︑
吾
人
の
決
し
て
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
る
も
︑
時
方
両
系
は
形
式
に
し
て
実
体
に
あ
ら
ず
︒
も
し
こ
の
形

式
を
除
き
去
ら
ば
い
か
ん
︒
宇
宙
の
無
限
大
は
一
塵
と
な
り
︑
無
限
劫
は
一
刻
と
な
る
べ
し
︒
そ
の
塵
な
お
延
長
を
有
し
︑
そ
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の
刻
な
お
連
続
を
有
す
︒
さ
れ
ば
無
延
長
︑無
連
続
の
一
点
と
な
り
て
終
わ
ら
ん
の
み
︒
し
か
る
と
き
は
天
も
な
く
地
も
な
く
︑

物
も
な
く
心
も
な
く
︑
古
も
な
く
今
も
な
く
︑
真
の
一
点
あ
る
の
み
︒
も
し
そ
の
一
点
な
お
時
方
両
系
に
関
係
あ
り
と
い
わ
ば
︑

余
は
こ
れ
を
一
無
と
名
付
け
ん
と
す
︵1:383

︶︒

一
見
す
る
と
︑
こ
れ
は
先
に
触
れ
た
内
観
か
ら
の
光
景
に
酷
似
し
て
い
る
︒
し
か
し
異
な
る
の
は
︑
内
観
に
お
い
て
も
保
た
れ
て

い
た
時
間
と
空
間
の
形
式
が
除
去
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
︒
円
了
は
そ
の
こ
と
を
︑﹁
人
知
を
本
位
と
す
る
と
こ
ろ
の
心
機
が
一
転

し
て
︑
無
念
無
想
の
死
的
状
態
を
保
ち
︑
時
方
両
系
を
超
絶
せ
る
境
遇
﹂︵1:384

︶
と
も
表
現
し
て
い
る
︒
ま
さ
に
︑
彼
岸
︵
あ
の

世
︶
か
ら
の
﹁
観
﹂
は
死
の
状
態
と
酷
似
し
︑﹁
一
無
﹂
の
み
が
体
認
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
同
時
に
興
味
深
い
こ
と
は
︑
こ
の
よ
う

な
裏
観
に
お
い
て
︑﹁
人
﹂
や
﹁
人
格
﹂
が
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
︒
円
了
に
よ
れ
ば
︑
裏
観
と
は
﹁
信
舌
﹂︵1:378

︶
で
あ

る
︒﹁
理
性
は
眼
を
も
っ
て
見
る
が
ご
と
く
︑
信
性
は
舌
を
も
っ
て
味
わ
う
が
ご
と
し
﹂︵1:378

︶
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
外
観
の
﹁
眼
﹂

が
持
つ
対
象
的
な
性
格
が
言
い
当
て
ら
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ど
の
よ
う
に
深
く
物
事
を
観
察
で
き
た
と
し
て
も
︑﹁
眼
﹂
に
よ
る
そ
れ

は
︑
自
己
と
対
象
の
間
に
距
離
を
開
い
て
し
ま
う
︒
し
か
し
︑﹁
人
知
﹂
を
脱
し
た
裏
観
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
味
わ
う
﹂
と

い
う
触
知
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
対
象
に
対
し
て
距
離
を
お
か
な
い
か
ら
で
は
な
く
︑
対﹅

象﹅

で﹅

は﹅

な﹅

い﹅

の
だ
︒
な
ら
ば
︑
な
ぜ
そ
こ
に
﹁
人
格
﹂
が
現
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
︒
円
了
の
い
う
そ
れ
は
︑
ま
ず
﹁
こ
の
世
界
の
外
に
擬

人
的
神
の
実
在
あ
り
﹂︵1:388

︶
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
格
神
の
こ
と
で
は
な
い
︒
輪
化
無
窮
や
因
心
説
に
よ
る
限
り
︑
造
物
主

と
し
て
の
神
は
想
定
し
が
た
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
円
了
は
︑﹁
人
は
最
小
の
宇
宙
に
し
て
︑
宇
宙
は
最
大
の
人
な
り
﹂︵1:388

︶

と
す
る
︒
具
体
的
な
活
動
を
も
っ
て
﹁
吾
人
の
信
性
の
前
に
現
出
﹂︵1:388

︶
す
る
も
の
が
︑
活
動
す
る
﹁
人
格
的
宇
宙
﹂︵1:388

︶

な
の
だ
︒﹁
私
は
宇
宙
﹂
と
円
了
は
い
う
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑﹁
私
﹂
だ
け
が
宇
宙
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
活
動
を
続
け
る
以
上
︑
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こ
の
宇
宙
そ
の
も
の
が
人
格
で
あ
り
︑
裏
観
に
お
い
て
は
﹁
人
﹂
と
し
て
認
め
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
目
の
前
の
個
人
的
な
﹁
人
間
﹂
と

い
う
よ
り
︑﹁
人
間
﹂
を
通
し
て
活
動
し
て
い
る
霊
動
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︵1:388

︶︒
か
く
し
て
円
了
は
﹁
重
々
無
尽
の

相
含
﹂︵1:401

︶

を
自
身
の
理
路
の
終
極
と
す
る
︒

ま
と
め
よ
う
︒
円
了
に
お
い
て
﹁
人
間
以
降
﹂
は
す
で
に
思
索
さ
れ
︑
ま
た
生
き
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
人
間
﹂
の
足
場
を
奪

う
と
同
時
に
︑﹁
人
格
﹂︵
人
︶
が
立
ち
現
れ
る
宇
宙
へ
の
道
行
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
過
程
は
徹
底
し
た
﹁
観
﹂
の
転
換
に
よ
っ

て
示
さ
れ
て
い
た
︒
円
了
は
ま
ず
世
界
の
滅
亡
を
説
く
こ
と
で
︑﹁
人
間
中
心
﹂
の
思
考
の
足
場
を
解
体
す
る
︒
そ
れ
は
個
々
の
人
間

の
生
死
に
か
か
わ
り
な
く
存
続
す
る
宇
宙
の
永
続
へ
と
接
続
さ
れ
る
︒
円
了
は
こ
こ
で
当
時
の
自
然
科
学
的
知
見
︵
物
質
不
滅
・
勢

力
恒
存
・
因
果
永
続
︶
を
駆
使
す
る
が
︑
こ
う
し
た
自
然
科
学
的
な
﹁
理
法
﹂
が
生
物
の
存
続
や
消
滅
に
か
か
わ
り
な
く
働
い
て
い

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
質
が
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
如
上
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
な
冷
た
い
宇
宙
で
は
な
い
︒
表
観
に
お
い

て
﹁
人
間
中
心
﹂
か
ら
離
脱
し
た
円
了
は
︑
さ
ら
に
裏
観
に
お
い
て
︑
彼
岸
か
ら
の
﹁
観
﹂
を
徹
底
し
よ
う
と
す
る
︒
人
間
を
超
え

た
世
界
の
転
変
を
外
観
か
ら
導
き
だ
し
た
円
了
は
︑
外
観
の
彼
岸
性
︵
客
観
性
︶
の
さ
ら
に
奥
に
入
り
︑
絶
対
一
如
の
彼
岸
︵
い
わ

ば
︑
あ
の
世
の
あ
の
世
︶
に
身
を
吸
え
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
裏
観
か
ら
の
光
景
は
︑
宇
宙
全
体
が
﹁
人
格
﹂
と
し
て
出
会
わ
れ
る

こ
と
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
こ
こ
で
︑
次
の
よ
う
な
疑
問
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
︒
理
性
的
な
推
論
︵﹁
眼
﹂︶
に
基
づ
く
表
観
に
対
し

て
︑
裏
観
と
は
﹁
観
﹂
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
た
か
だ
か
円
了
に
よ
る
個
人
的
な
信
念
の
表
白
に
過
ぎ
ず
︑
哲
学
と
し
て

徹
底
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
︒
た
し
か
に
円
了
は
裏
観
が
そ
れ
だ
け
で
は
﹁
信
性
の
妄
想
断
﹂︵1:379

︶
に

陥
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
る
︒﹃
哲
学
新
案
﹄
が
多
数
の
﹁
観
点
﹂
を
設
け
る
構
成
だ
と
す
れ
ば
︑
裏
観
も
ま
た
そ
の
一

起
点
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
裏
観
と
は
︑
観
察
対
象
と
観
察
行
為
が
分
節
さ
れ
な
い
﹁
観
﹂
だ
と
す
れ
ば
︑
ど
う
だ
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ろ
う
か
︒
表
観
は
そ
れ
と
し
て
︑
た
と
え
ば
物
質
的
宇
宙
や
生
物
の
起
源
︑
個
々
の
人
間
の
心
理
状
態
と
い
う
よ
う
に
︑
観
察
対
象

を
観
察
す
る
主
体
か
ら
分
節
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
ま
た
︑
推
論
に
基
づ
く
理
性
的
思
考
で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
だ
が
そ

れ
の
み
で
は
︑﹁
観
﹂
は
ど
こ
ま
で
も
対
象
的
な
領
域
に
と
ど
ま
る
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
そ
の
﹁
観
﹂
に﹅

お﹅

い﹅

て﹅

自
身
を
観
ず
る
と
ど

う
な
る
か
︒
そ
れ
が
裏
観
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
な
裏
観
が
︑
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
﹁
彼
岸
﹂
と
し
て

表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
客
観
＝
彼
岸
︵
あ
の
世
︶
の
︑
さ
ら
に
そ
の
奥
が
裏
観
︵
彼
岸
︶
で
あ

る
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
あ
の
世
の
あ
の
世
と
は
︑﹁
ど
こ
﹂
で
あ
り
︑
そ
こ
に
い
る
の
は
﹁
誰
﹂
で
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
円
了
は

﹁
観
﹂
を
転
ず
る
こ
と
を
通
し
て
︑
こ
の
﹁
誰
﹂
を
喚
起
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
言
え
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
裏
観
か
ら
の
宇
宙
が
人

格
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
も
︑
不
思
議
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
徹
底
的
に
﹁
誰
﹂
に
即
し
て
世
界
を
生
き
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
︒

こ
の
よ
う
に
︑
円
了
に
お
け
る
﹁
観
﹂
は
︑
脱
人
間
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
孕
む
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
極
め
て
形

而
上
学
的
に
展
開
さ
れ
て
も
い
る
︒
で
は
︑
脱
人
間
的
に
﹁
人
格
﹂
を
立
ち
現
わ
せ
る
道
は
︑
こ
う
し
た
﹁
観
﹂
の
転
換
に
し
か
な

い
の
だ
ろ
う
か
︒
次
節
で
は
︒
私
た
ち
は
い
っ
た
ん
不
思
議
な
経
験
的
世
界
に
降
り
て
い
く
︒
そ
こ
で
導
き
の
糸
と
な
る
の
は
︑
現

代
の
哲
学
的
領
域
に
踏
み
込
ん
だ
文
化
人
類
学
の
営
為
で
あ
る
︒

3
．

現
代
人
類
学
と
﹁
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
﹂
の
交
差

﹁
だ
が
︑
明
ら
か
に
︑
私
は
何
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
｣
(
13

)

︒

大
著
で
あ
る
﹃
自
然
と
文
化
を
越
え
て
﹄
の
冒
頭
近
く
で
︑
デ
ス
コ
ラ
は
こ
の
よ
う
な
困
惑
を
口
に
す
る
︒
事
の
発
端
は
こ
う
だ
︒

一
九
七
〇
年
代
か
ら
南
米
エ
ク
ア
ド
ル
の
ア
チ
ュ
ア
ル
︵
A
ch
uar︶
族
の
調
査
を
行
っ
て
い
た
彼
は
︑
滞
在
先
の
女
性
が
ゴ
ミ
を
捨

て
に
い
っ
た
際
に
毒
ヘ
ビ
に
噛
ま
れ
る
と
い
う
事
件
に
遭
遇
す
る
︒
そ
れ
自
体
は
︑
幸
い
に
デ
ス
コ
ラ
が
所
持
し
て
い
た
血
清
の
注
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射
に
よ
っ
て
こ
と
な
き
を
得
た
が
︑
こ
の
出
来
事
を
受
け
女
性
の
夫
は
︑
こ
れ
は
自
分
が
銃
に
よ
っ
て
必
要
以
上
に
ヨ
ウ
モ
ウ
ザ
ル

を
惨
殺
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
森
の
動
物
た
ち
の
運
命
を
見
守
る
精
霊
が
怒
り
︑
そ
の
復
讐
の
念
に
よ
り
ヘ
ビ
が
送
り
こ
ま
れ
た
の
だ

と
語
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
デ
ス
コ
ラ
は
︑
他
の
動
物
と
い
え
ど
も
︑
生
き
る
た
め
に
自
分
以
外
の
生
物
を
狩
っ
て
い
る
し
︑
生
き
る

た
め
に
狩
猟
は
必
要
で
は
な
い
か
と
語
っ
て
夫
の
動
顚
を
鎮
め
よ
う
と
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
夫
は
違
う
︑
と
い
う
︒﹁
ヨ
ウ
モ
ウ
ザ

ル
︑
オ
オ
ハ
シ
︑
ホ
エ
ザ
ル
な
ど
︑
私
た
ち
が
食
べ
る
た
め
に
殺
す
者
た
ち
は
み
な
︑
私
た
ち
と
同
様
に
人
格
︵
person
s︶
を
持
っ

て
い
ま
す
｣
(
14

)

と
語
る
の
だ
︒

一
人
の
人
類
学
者
が
社
会
生
活
の
本
性
や
人
間
的
条
件
と
い
っ
た
主
題
に
つ
い
て
練
り
上
げ
て
い
る
秘
め
ら
れ
た
確
信
は
︑

し
ば
し
ば
何
千
も
の
人
々
の
傍
ら
で
獲
得
さ
れ
る
非
常
に
特
異
な
民
族
誌
的
経
験
︵
eth
n
ograph
ic
experien
ce︶
か
ら
生
み

出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
彼
ら
は
︑
こ
の
人
類
学
者
が
そ
れ
ま
で
当
た
り
前
と
み
な
し
て
い
た
事
柄
に
つ
い
て
︑
か
な
り
根
深

い
懐
疑
を
注
ぎ
込
む
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
︒
そ
う
な
る
と
こ
の
人
類
学
者
は
︑
引
き
続
い
て
体
系
的
な
調
査
を
行
い
︑

こ
れ
ら
の
懐
疑
を
整
序
さ
れ
た
形
に
す
る
こ
と
に
心
血
を
そ
そ
ぐ
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
こ
そ
が
︑
私
の
身
に
起
き
た
こ
と
だ
っ

た
(
15

)

︒

デ
ス
コ
ラ
は
ア
チ
ュ
ア
ル
族
の
夫
妻
を
通
し
て
︑
自
身
が
そ
れ
ま
で
当
た
り
前
だ
と
感
じ
て
い
た
事
柄
に
対
し
て
︑﹁
か
な
り
根
深

い
懐
疑
﹂
を
覚
え
る
こ
と
に
な
る
︒
で
は
︑
そ
の
﹁
当
た
り
前
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
さ
し
あ
た
り
︑
そ
れ
は
ヘ
ビ
と

ヨ
ウ
モ
ウ
ザ
ル
は
別
物
で
あ
っ
て
︑
そ
の
間
に
意
思
の
疎
通
な
ど
あ
る
は
ず
は
な
く
︑
ま
た
︑
生
存
狩
猟
の
た
め
に
動
物
を
狩
る
こ

と
は
人
間
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
人
間
以
外
の
モ
ノ
た
ち
が
人
格
︵
person
s︶
を
持
っ
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て
い
る
と
し
た
ら
︑
ど
う
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
れ
は
一
体
︑
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
︒

私
が
理
解
し
て
い
る
人
類
学
の
使
命
は
︑
他
の
諸
科
学
と
と
も
に
︑
か
つ
自
ら
の
固
有
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
︑
あ
る
特
定

の
類
に
属
す
る
有
機
体
が
世
界
内
に
組
み
込
ま
れ
る
仕
方
を
理
解
可
能
に
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
有

機
体
は
︑
世
界
に
つ
い
て
安
定
的
な
表
現
を
獲
得
し
︑
世
界
や
仲
間
と
の
恒
常
的
あ
る
い
は
偶
発
的
な
紐
帯
︵
そ
の
多
様
性
は

目
を
引
く
も
の
で
は
あ
る
が
無
限
な
わ
け
で
は
な
い
︶
を
織
り
上
げ
︑
世
界
を
変
更
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
分
娩
中
の
未
来
の
新
憲
章
を
思
い
描
く
前
に
︑
ま
ず
こ
れ
ら
の
紐
帯
の
地
図
を
作
り
上
げ
︑
そ
の
本
性
を
も
っ
と
理
解
し
︑

両
立
性
と
非
両
立
性
の
様
態
を
確
証
し
︑
そ
れ
が
た
だ
ち
に
弁
別
可
能
な
世
界
内
存
在
︵
distin
ctive
w
ays
of
bein
g
in
th
e

w
orld
︶
と
い
う
仕
方
で
原
動
化
さ
れ
る
様
子
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
人
類
学
は
こ
の
よ
う
な
試
み
へ
と
人
を
導
く

た
め
に
︑
自
ら
を
構
成
す
る
二
元
論
を
解
体
し
︑
充
分
に
一
元
論
的
︵
fully
m
on
istic︶
に
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
(
16

)

︒

人
類
学
の
目
的
と
は
︑﹁
あ
る
特
定
の
類
に
属
す
る
個
体
が
︑
世
界
内
に
組
み
込
ま
れ
る
仕
方
を
理
解
可
能
に
す
る
﹂
こ
と
で
あ
る

と
デ
ス
コ
ラ
は
述
べ
る
︒
そ
れ
は
ま
た
︑﹁
弁
別
可
能
な
世
界
内
存
在
﹂と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
︑こ
こ
で
現
象
学
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
留
意
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
﹁
一
元
論
的
﹂
と
い
っ
て
も
︑
そ
こ
に
宗
教
的
な
意
図

は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
人
間
／
非
人
間
の
区
別
が
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
抱
い
て
い
る
そ
れ
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
と
︑
自
然

︵
n
ature︶
と
文
化
︵
n
ature︶
の
区
別
も
ま
た
︑
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
非
人
間
の
モ
ノ
た
ち

が
人
格
を
持
つ
世
界
と
い
う
の
は
︑
本
稿
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
マ
ル
チ
ス
ピ
ー
シ
ー
ズ
人
類
学
に
お
け
る
︑
人
間
以
外
の
存
在
に
行
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為
主
体
性
を
認
め
る
立
場
を
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
問
題
は
︑
た
と
え
ば
ア
チ
ュ
ア
ル
族
の
よ
う
な
生
き
方
を
称
揚
す
る
こ

と
で
は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
こ
う
し
た
生
き
方
も
ま
た
︑
世
界
内
存
在
の
一
つ
の
あ
り
方
な
の
で
あ
り
︑
そ
れ
に
は
複
数
の

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
の
だ
︒
さ
て
︑
話
が
面
白
く
な
る
の
は
こ
こ
か
ら
だ
︒
し
か
し
そ
も
そ
も
非
人
間
に
行
為
主
体
性
を
認
め
る

人
々
と
︑
認
め
な
い
人
々
︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
︶
と
の
間
で
︑﹁
世
界
﹂
は
同
一
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
︒
単
一
の
﹁
世
界
﹂
と
い

う
の
は
︑
罠
な
の
で
は
な
い
か
︒
自
然
／
文
化
の
分
節
の
多
数
性
を
︑
ど
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
た
ら
よ
い
の
か
︒
こ
う
し
た
問
題
に

つ
い
て
︑
デ
ス
コ
ラ
は
﹁
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
︑
内
面
性
︵
in
teriority︶
と
身
体
性
︵
ph
ysicality︶
の
混
交
か
ら
な
る
一
体
と
し
て
︑

自
ら
を
認
識
す
る
︒
そ
れ
こ
そ
が
︑
自
分
自
身
に
由
来
す
る
弁
別
的
特
徴
を
︑
他
者
に
認
め
る
か
拒
む
か
す
る
た
め
に
必
要
な
状
態

だ
か
ら
で
あ
る
｣
(
17

)

と
応
じ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
人
間
﹂
と
は
︵
こ
こ
に
は
し
か
し
原
理
的
に
非
人
間
も
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
︶︑
精
神
的
な
﹁
内
面
﹂
と
身
体
性
と
い
う
﹁
外
面
﹂
を
持
つ
の
だ
︒
留
意
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
は
︑
こ
れ
が
自
己
理
解
の
み

で
は
な
く
︑
他
者
理
解
に
も
適
用
︵
そ
し
て
そ
う
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
︶
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
デ
ス
コ
ラ
は
こ
う
し
て
次
の
よ

う
に
論
を
進
め
る
︒

人
間
か
非
人
間
か
に
か
か
わ
ら
ず
︑
何
ら
か
の
他
者
に
対
し
て
︑
私
は
次
の
よ
う
に
仮
定
で
き
る
︒
私
た
ち
と
同
様
の
内
面

性
・
身
体
性
を
有
す
る
か
︑
そ
の
内
面
性
・
身
体
性
が
私
た
ち
と
は
異
な
る
か
︑
あ
る
い
は
私
た
ち
は
類
似
し
た
内
面
性
と
異

な
る
身
体
性
を
持
つ
か
︑
ま
た
は
最
後
に
︑
私
た
ち
の
内
面
性
は
異
な
る
が
︑
外
面
性
は
類
似
し
て
い
る
と
見
る
か
︑
で
あ
る
︒

私
は
最
初
の
組
み
合
わ
せ
を
﹁
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
﹂︵
“totem
ism
”︶︑
二
つ
目
を
﹁
ア
ナ
ロ
ジ
ズ
ム
﹂︵
“an
alogism
”︶︑
三
番
目

を
﹁
ア
ニ
ミ
ズ
ム
﹂︵
“an
im
ism
”︶︑
そ
し
て
最
後
を
﹁
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
﹂︵
“n
aturalism
”︶
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
(
18

)

︒
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こ
の
四
つ
の
類
型
が
提
示
さ
れ
て
い
る
節
は
︑
興
味
深
い
こ
と
に
﹁
他
者
と
は
﹁
私
﹂
で
あ
る
﹂︵
“T
h
e
O
th
er
Is
an
“I”
”︶
と
題

さ
れ
て
い
る
︒
デ
ス
コ
ラ
に
よ
れ
ば
︑
内
面
性
と
は
精
神
︑
霊
魂
︑
意
識
︑
志
向
性
︑
主
観
性
︑
反
省
性
な
ど
と
い
っ
た
心
の
領
域

で
あ
り
︑
身
体
性
と
は
︑
外
的
形
態
︑
実
体
︑
生
理
的
・
知
覚
的
・
感
覚
的
運
動
プ
ロ
セ
ス
な
ど
肉
体
に
属
す
る
領
域
の
こ
と
で
あ

る
(
19

)

︒
そ
の
分
節
に
基
づ
く
こ
れ
ら
の
諸
類
型
は
︑
様
々
な
存
在
者
の
特
性
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
存
在
論
︵
on
tology︶

で
あ
る
(
20

)

︒
で
は
︑
具
体
的
に
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒
デ
ス
コ
ラ
は
ま
ず
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
存
在
論
か
ら
論
証
を

始
め
る
︒
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
先
住
民
・
シ
ベ
リ
ア
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
狩
猟
採
集
民
︑
ま
た
生
業
に
お
い
て
生
存
狩
猟
が

大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
焼
畑
農
耕
民
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
(
21

)

︒
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア

ボ
リ
ジ
ニ
ー
か
ら
多
く
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
ト
ー
テ
ム
﹂
の
語
が
北
米
ア
ル
ゴ
ン
キ
ン
族
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
や
︑
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
る
こ
の
語
の
拡
張
に
対
す
る
批
判
を
踏
ま
え
︑
同
一
ト
ー
テ
ム
の
集
団
内
に
お
い
て
︑
生
活
様

式
が
異
な
り
な
が
ら
も
︑
内
面
性
と
身
体
性
が
同
じ
属
性
群
を
共
有
す
る
こ
と
を
そ
の
特
質
と
し
て
い
る
(
22

)

︒
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム

は
西
欧
近
代
の
存
在
論
で
あ
り
︑﹁
世
界
内
存
在
に
お
け
る
外
形
の
連
続
性
と
︑
そ
れ
ら
の
内
面
性
に
お
け
る
非
連
続
に
よ
っ
て
定
義

さ
れ
る
｣
(
23

)

︒
人
間
種
も
ま
た
生
物
と
し
て
の
ヒ
ト
科
で
あ
る
以
上
︑
動
植
物
の
進
化
の
過
程
を
と
も
に
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
︑

知
性
と
い
う
内
面
性
に
お
い
て
︑
動
植
物
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
︒
最
後
の
ア
ナ
ロ
ジ
ズ
ム
に
つ
い
て
だ
が
︑
デ
ス
コ
ラ
は
こ
こ
で

中
国
の
風
水
や
卜
占
に
お
け
る
大
宇
宙
と
小
宇
宙
の
相
関
︑
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
秩
序
が
天
変
地
異
を
招
く
と
す
る
観
念
︑
一

七
世
紀
初
頭
ま
で
の
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
文
明
や
西
ア
フ
リ
カ
王
朝
の
世
界
観
を
取
り
上
げ
る
︒
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
︑
人
間
・
非

人
間
に
は
内
面
的
に
も
身
体
的
に
も
差
異
が
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
両
者
に
リ
ン
ク
を
打
ち
立
て
る
た
め
に
供
儀
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
(
24

)

︒
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
ヨ
ウ
モ
ウ
ザ
ル
・
ヘ
ビ
・
人
間
は
生
物
と
し
て
は
同
一
の
身
体
性
を
有
し
て
い
た
と

し
て
も
︑
互
い
に
意
思
疎
通
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
﹁
当
た
り
前
﹂
と
し
て
い
た
デ
ス
コ
ラ
は
︑
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
的
存
在
論
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を
前
提
に
し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
ア
チ
ュ
ア
ル
族
の
夫
妻
は
こ
れ
ら
各
生
物
の
外
形
は
各
々
に
異
な
り
な
が
ら
も
︑
内
面
的
に
は

共
通
し
て
い
る
と
い
う
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
存
在
論
に
立
っ
て
い
た
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
︒

そ
こ
で
︑
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
︒
そ
れ
は
﹁
人
間
が
︑
非
人
間
に
自
分
と
同
一
の
内
面
性
を
繰
り
入

れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
︒
こ
の
傾
向
性
は
︑
植
物
と
︑
と
り
わ
け
動
物
を
人
間
化
︵
h
um
an
ize︶
す
る
も
の
で
あ
る
｣
(
25

)

と

も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
動
物
の
人
間
化
﹂
と
は
︑
先
の
例
で
言
え
ば
︑
ヨ
ウ
モ
ウ
ザ
ル
の
魂
︵
あ
る
い
は
殺
戮
を
生
き

延
び
た
同
種
︶
が
森
の
主
で
あ
る
精
霊
に
虐
殺
の
惨
状
に
つ
い
て
告
げ
口
を
し
︑
そ
の
精
霊
の
意
を
く
ん
だ
ヘ
ビ
が
︑
懲
罰
を
下
し

に
人
家
の
周
辺
に
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
た
し
か
に
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
的
存
在
論
か
ら
は
あ
り
え
な
い
事
態
に
映
ず

る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
人
語
を
解
す
る
ほ
ど
に
︑
ヨ
ウ
モ
ウ
ザ
ル
や
ヘ
ビ
に
知
性
や
内
面
性
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
動
植
物
が
﹁
人
間
化
﹂
す
る
と
は
︑
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
︒
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
︑
動
植
物
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

ト
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
そ
れ
は
ま
た
逆
も
真
で
あ
る
︒
人
間
・
動
植
物
は
互
い
に
外
見
が
異
な
る
か
ら
だ
︒
そ
の
た
め
︑
ま
ず
は

そ
の
障
壁
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
第
一
の
ケ
ー
ス
は
︑
動
植
物
や
精
霊
が
ヒ
ト
し
て
の
人
間
の
外
見
を
ま
と
っ
て
夢
の

中
な
ど
に
立
ち
現
れ
る
こ
と
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
︑
ヒ
ト
と
し
て
の
人
間
が
︑
こ
れ
ら
の
存
在
者
を
尋
ね
る
場
合
で
あ
る
︒
双
方

の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
︑
訪
問
者
は
向
か
う
先
の
制
服
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
︑
受
け
入
れ
先
と
同
一
の
位
置
を
手
に
す
る
こ
と
に
な

る
︒
つ
ま
り
︑
動
植
物
や
人
間
の
身
体
性
と
は
︑
着
脱
可
能
な
衣
服
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
(
26

)

︒
こ
の
よ
う
な
観
点
の
往
来
︵
m
erry

-go-roun
d
ofpoin
tofview
︶
を
デ
ス
コ
ラ
は
E
.
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
・
デ
・
カ
ス
ト
ロ
の
用
語
を
援
用
し
つ
つ
﹁
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
ィ
ズ
ム
﹂︵
perspectivesm
︶
と
呼
び
(
27

)

︑
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
論
じ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑﹁
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
︵
“perspectivism
”︶﹂
と
は
︑
次
の
よ
う
な
発
想
の
表
現
な
の
だ
︒
す
な
わ
ち
︑
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参
照
項
に
対
す
る
何
ら
か
の
観
点
を
占
め
て
い
る
す
べ
て
の
存
在
︑
そ
の
よ
う
に
主
体
的
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
す
べ
て
の
存

在
は
︑
人
間
と
い
う
仕
方
で
把
握
さ
れ
る
し
︑
人
間
の
身
体
的
形
態
や
習
性
は
︑
民
族
名
的
な
自
己
呼
称
と
同
型
の
代
名
詞
的

な
属
性
を
構
成
す
る
も
の
な
の
だ
︑
と
い
う
発
想
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
が
相

対
主
義
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
(
28

)

︒

﹁
主
体
的
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
す
べ
て
の
存
在
﹂
は
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
ヨ
ウ
モ
ウ
ザ
ル
な
ど
の
動
植
物
は
︑
自
分
た

ち
を
﹁
人
間
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
認
識
し
て
い
る
︒
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
種
は
﹁
人
間
﹂
と
し
て
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒

こ
れ
は
ヒ
ト
科
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
自
分
た
ち
を
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
と
認
識
す
る
が
ゆ
え
に
︑﹁
ヨ

ウ
モ
ウ
ザ
ル
﹂
を
﹁
ヨ
ウ
モ
ウ
ザ
ル
﹂
と
し
て
認
識
す
る
︒
つ
ま
り
︑
互
い
の
外
見
は
異
な
る
︒
し
か
し
互
い
が
互
い
に
と
っ
て
の

自
身
を
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
共
通
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
両
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
︑﹁
人

間
﹂
と
し
て
な
さ
れ
た
時
に
成
立
す
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
必
要
以
上
に
他
種
を
狩
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ア
チ
ュ
ア
ル
族
ま
で
は
遠

く
な
い
︒
こ
の
場
合
の
動
植
物
と
人
間
に
共
通
す
る
﹁
人
間
性
﹂
と
は
︑
代
名
詞
的
な
属
性
だ
と
デ
ス
コ
ラ
は
述
べ
る
︒
つ
ま
り
そ

れ
は
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
﹂
や
﹁
ア
メ
リ
カ
人
﹂
の
よ
う
な
も
の
だ
︒
日
常
で
外
国
の
人
々
を
指
す
場
合
に
︑
こ
の
よ
う
な
代
名
詞
的

な
総
称
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
他
者
側
か
ら
見
ら
れ
た
姿
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
﹁
代
名

詞
的
な
属
性
﹂
な
の
で
あ
る
︒﹁
人
間
性
﹂
と
は
あ
く
ま
で
他
者
／
他
種
性
に
開
か
れ
て
い
る
︒
デ
ス
コ
ラ
が
依
拠
し
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ

ロ
ス
・
デ
・
カ
ス
ト
ロ
な
ど
の
現
代
人
類
学
の
諸
成
果
を
手
が
か
り
に
︑
も
う
少
し
こ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
掘

り
下
げ
て
み
よ
う
︒
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こ
の
大
陸
︹
北
米
︺
の
多
く
の
民
に
共
通
す
る
概
念
︑
す
な
わ
ち
人
間
的
な
こ
と
も
あ
れ
ば
非
︱
人
間
的
な
こ
と
も
あ
る
異

な
る
た
ぐ
い
︵
kin
d
s︶
の
主
体
が
世
界
に
は
住
み
つ
い
て
お
り
︑
そ
れ
ら
主
体
は
特
徴
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
世
界
を

理
解
す
る
(
29

)

︒

ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
・
デ
・
カ
ス
ト
ロ
が
焦
点
化
す
る
の
は
︑
ア
メ
リ
カ
大
陸
先
住
民
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
︒
動

物
や
精
霊
た
ち
は
人
間
を
非
︱
人
間
と
み
な
す
が
ゆ
え
に
︑
自
分
た
ち
を
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
と
み
な
す
と
彼
は
続
け
る
(
30

)

︒
こ
こ
ま

で
は
デ
ス
コ
ラ
と
共
通
し
て
い
る
︒﹁
つ
ま
り
︑
動
物
は
人
で
あ
る
︵
an
im
als
are
people︶︑
あ
る
い
は
自
身
を
人
格
と
見
な
し
て

い
る
︒
こ
う
し
た
観
念
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
種
の
可
視
的
な
形
態
は
包
む
も
の
︵
衣
服
︶
で
あ
り
︑
そ
の
下
に
人
間
的
な
形
相
を
隠
し

て
い
る
｣
(
31

)

の
で
あ
る
︒
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
・
デ
・
カ
ス
ト
ロ
が
こ
う
し
た
観
点
か
ら
強
調
す
る
の
は
︑﹁
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム

は
相
対
主
義
で
は
な
く
多
自
然
主
義
︵
m
ultin
aturalism
︶
で
あ
る
｣
(
32

)

と
い
う
こ
と
だ
︒
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒

唯
一
の
﹁
文
化
﹂︑
多
元
的
な
﹁
自
然
﹂︒
す
な
わ
ち
︑
不
変
的
な
認
識
論
と
可
変
的
な
存
在
論
︱
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム

は
多
自
然
主
義
で
あ
る
︒
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
表
象
︵
repren
tation
︶
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
(
33

)

︒

ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
・
デ
・
カ
ス
ト
ロ
に
よ
れ
ば
︑
南
米
先
住
民
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
は
︑
ジ
ャ
ガ
ー
は
人
間
に
と
っ

て
の
血
を
マ
ニ
オ
ク
酒
と
し
て
︑
死
者
は
コ
オ
ロ
ギ
を
魚
肉
と
し
て
︑
そ
し
て
ク
ロ
ハ
ゲ
タ
カ
は
腐
敗
し
た
肉
に
沸
い
た
蛆
を
焼
い

た
魚
肉
と
し
て
見
る
︒
そ
し
て
ま
た
︑
自
身
の
鉤
爪
や
羽
毛
︑
嘴
を
文
化
的
な
装
飾
品
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
(
34

)

︒
デ
ス
コ
ラ
が
提

示
し
た
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
的
存
在
論
に
お
い
て
は
︑
動
植
物
と
人
間
の
外
形
は
共
通
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
想
起
し
て
み
よ
う
︒
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ち
ょ
う
ど
こ
れ
と
事
態
が
逆
だ
と
し
た
ら
︑
そ
こ
に
﹁
唯
一
の
自
然
﹂
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た
な
く
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
他
種
／

異
種
に
と
っ
て
は
︑そ
れ
ぞ
れ
に
そ
こ
か
ら
開
け
る
世
界
は
異
な
る
か
ら
だ
︒
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
的
な
存
在
論
に
依
拠
し
た
な
ら
ば
︑

こ
う
し
た
先
住
民
に
よ
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
︑
異
文
化
理
解
の
対
象
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ
に
前
提
さ
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
人
間

性
﹂
と
い
う
意
味
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
も
中
米
の
人
々
も
同
等
だ
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
慣
習
や
世
界
観
に
応
じ
て
﹁
文
化
﹂
は
異
な
る

か
ら
だ
︒
し
か
し
︑
も
し
そ
の
前
提
自
体
が
成
り
立
た
な
い
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
︒
そ
こ
に
立
ち
現
れ
る
の
は
︑﹁
単
一
の
自
然
﹂

と
﹁
多
く
の
文
化
﹂
で
は
な
く
︑
人
間
も
非
人
間
も
内
面
性
に
お
い
て
共
通
す
る
と
い
う
﹁
単
一
の
文
化
﹂
と
︑
外
形
に
よ
っ
て
世

界
の
立
ち
現
れ
方
が
異
な
る
と
い
う
﹁
多
く
の
自
然
﹂
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
︑
実
践
的
に
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
シ
ベ
リ
ア

の
狩
猟
民
ユ
カ
ギ
ー
ル
に
対
す
る
調
査
を
行
っ
た
ウ
ィ
ラ
ー
ス
レ
フ
に
よ
れ
ば
︑
狩
猟
者
は
エ
ル
ク
︵
ト
ナ
カ
イ
の
一
種
︶
を
狩
り

に
出
か
け
る
数
日
前
か
ら
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
て
人
間
の
匂
い
を
消
し
︑
夢
の
中
で
獲
物
の
主
で
あ
る
精
霊
と
性
的
交
渉
を
し
て
か
ら

狩
り
に
出
か
け
る
︒
そ
こ
で
は
︑
狩
猟
者
は
エ
ル
ク
革
製
の
服
と
ス
キ
ー
板
を
身
に
つ
け
︑
エ
ル
ク
の
よ
う
に
歩
く
︒
そ
の
と
き
︑

エ
ル
ク
は
そ
の
狩
猟
者
を
﹁
エ
ル
ク
﹂
だ
と
感
じ
て
近
づ
く
が
︑
狩
猟
者
は
そ
の
瞬
間
に
発
砲
し
︑
エ
ル
ク
を
仕
留
め
る
︒
こ
こ
で

狩
猟
者
は
︑﹁
動
物
で
あ
り
︑
動
物
で
な
く
も
な
い
｣
(
35

)

と
い
う
状
況
を
経
験
す
る
︒
も
し
狩
猟
者
が
狩
猟
者
と
し
て
の
人
間
の
ま
ま

で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
︑
エ
ル
ク
に
警
戒
さ
れ
て
獲
物
を
仕
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
け
れ
ど
も
︑
あ
ま
り
に
も
エ
ル
ク
に
共
感

し
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
す
れ
ば
︑
獲
物
を
狩
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
の
こ
と
︑
動
物
の
世
界
に
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま

う
︒
そ
れ
は
︑
人
間
に
と
っ
て
は
死
を
意
味
す
る
の
だ
︒
実
際
︑
狩
り
の
場
面
に
お
い
て
︑
熟
練
の
老
翁
の
前
に
エ
ル
ク
が
﹁
女
性
﹂

と
し
て
立
ち
現
れ
る
様
子
を
ウ
ィ
ラ
ー
ス
レ
フ
は
紹
介
し
て
い
る
(
36

)

︒
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
理
路
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
の

状
況
は
容
易
に
読
み
解
け
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
老
翁
の
警
戒
を
と
く
た
め
に
︑
エ
ル
ク
は
外
皮
︵
外
見
的
な
﹁
エ
ル
ク
﹂
と
い
う
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衣
服
︶
を
一
時
的
に
脱
ぎ
捨
て
︑﹁
人
間
性
﹂
と
し
て
立
ち
現
れ
た
の
だ
︒
し
か
し
︑
老
翁
は
そ
れ
に
対
し
て
﹁
エ
ル
ク
﹂
に
人
間
と

し
て
の
外
皮
を
一
時
的
に
捨
て
て
接
近
し
つ
つ
も
︑
自
身
の
﹁
人
間
性
﹂
を
内
包
し
て
い
る
外
皮
を
捨
て
き
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
は
人
間
と
獲
物
の
二
重
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
同
時
達
成
な
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
交
差
の
諸
相
を
民
族
誌
や
生
物
学
的
事
例
か
ら
精
査
し
た
奥
野
克
巳
は
︑
そ
こ

か
ら
︵
一
︶
人
間
が
非
人
間
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
立
つ
場
合
︑︵
二
︶
非
人
間
が
人
間
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
立
つ
場
合
︑
そ

し
て
︵
三
︶
非
人
間
が
ほ
か
の
非
人
間
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
立
つ
場
合
と
い
う
三
つ
の
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒︵
一
︶
は

ウ
ィ
ラ
ー
レ
フ
が
取
り
上
げ
た
エ
ル
ク
猟
だ
け
で
な
く
︑
川
の
岩
の
下
に
潜
む
ヨ
ロ
イ
ナ
マ
ズ
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
︑
シ
ョ
ウ

ガ
の
実
を
砕
い
た
も
の
で
手
を
濃
い
紫
色
に
そ
め
る
男
の
例
や
︑
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
畑
を
荒
ら
し
に
く
る
メ
ジ
ロ
メ
キ
シ
イ
ン
コ
を
追

い
払
う
た
め
に
︑
イ
ン
コ
が
恐
れ
る
猛
禽
類
の
目
と
顔
を
板
の
上
に
掘
っ
た
案
山
子
を
立
て
る
例
が
示
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︵
二
︶
に

つ
い
て
は
︑
人
間
が
引
き
起
こ
し
た
爆
撃
音
に
よ
っ
て
樹
上
か
ら
飛
び
去
る
ウ
ー
リ
ー
モ
ン
キ
ー
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
た
だ
大
き
な
音

が
し
た
か
ら
ウ
ー
リ
ー
モ
ン
キ
ー
は
位
置
を
変
え
た
の
で
は
な
く
︑
人
間
が
引
き
起
こ
し
た
音
の
意
図
を
察
し
て
そ
の
場
か
ら
逃
げ

去
っ
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︵
三
︶
に
つ
い
て
は
︑
ア
リ
ク
イ
に
は
枝
に
見
え
る
オ
オ
ア
リ
ク
イ
の
鼻
や
︑
鳥
な
ど
の
捕
食
者
か
ら

見
て
小
枝
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
延
び
て
い
る
ナ
ナ
フ
シ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
37

)

︒
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
う
か
が

わ
れ
る
の
は
︑
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
一
方
向
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
交
差
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
生
物
た
ち
は
互
い
に
他
種

か
ら
自
身
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
予
測
し
︑
人
間
種
も
ま
た
︑
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
交
差
の
劇
的
な
例
を
も
う
一
つ
だ
け
あ
げ
て
お
こ
う
︒
岡
千
曲
に
よ
れ
ば
︑
西
南
ア
ラ
ス
カ
に

住
む
ユ
ピ
ッ
ク
・
エ
ス
キ
モ
ー
の
伝
承
で
は
︑
ヒ
ゲ
ア
ザ
ラ
シ
の
村
に
客
人
と
な
っ
て
身
を
寄
せ
た
少
年
は
︑
ア
ザ
ラ
シ
の
視
点
に

な
っ
て
人
間
世
界
を
見
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
︒
ア
ザ
ラ
シ
の
住
居
に
は
︑
人
間
の
家
屋
と
同
じ
よ
う
に
天
井
に
煙
穴
＝
明
か
り
取
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り
の
穴
が
つ
い
て
い
て
︑
そ
の
穴
を
通
し
て
︑
人
間
界
の
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
︒
ア
ザ
ラ
シ
の
霊
の
再
生
を
願
う
膀

胱
祭
で
は
︑
シ
ャ
ー
マ
ン
が
明
か
り
取
り
を
通
し
て
海
中
に
潜
り
︑
海
の
精
霊
た
ち
の
住
処
を
訪
問
す
る
︒﹁
ユ
ピ
ッ
ク
の
家
屋
の
天

井
に
取
り
付
け
ら
れ
た
煙
穴
＝
明
か
り
取
り
は
︑
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
間
で
視
点
の
反
転
が
起
こ
る
特
異
な
ト
ポ
ス
で
も
あ

る
｣
(
38

)

の
だ
︒

デ
ス
コ
ラ
に
よ
る
﹃
自
然
と
文
化
を
越
え
て
﹄
の
立
論
か
ら
端
を
発
し
︑
随
分
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
問
題
に
拘
泥
し
て
き
た

か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
要
点
は
︑
現
代
の
人
類
学
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
も
︑﹁
人
間
﹂
は
自
明
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
だ
︒
私
た
ち
が
通
常
﹁
人
間
性
﹂
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
︑
デ
ス
コ
ラ
に
よ
れ
ば
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
存
在
論
の
一
タ
イ

プ
で
し
か
な
い
︒
そ
れ
は
︑
人
間
と
他
の
動
植
物
に
対
し
て
︑
外
形
上
の
連
続
性
と
内
面
的
な
非
連
続
性
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
っ

た
︒
そ
れ
と
は
ち
ょ
う
ど
真
逆
の
よ
う
な
形
で
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
存
在
論
が
成
立
す
る
︒
そ
れ
は
人
間
と
非
人
間
に
お
い
て
︑
外
形
は

異
な
る
の
に
対
し
て
︑
内
面
性
は
連
続
性
を
有
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
人
間
も
非
人
間
も
﹁
人
間
性
﹂︵
人
格
︶
を

持
つ
の
だ
が
︑
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
他
種
／
他
者
を
非
人
間
と
み
な
す
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
存
在
論
が
示

唆
す
る
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
語
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
な
﹁
い
の
ち
は
一
つ
﹂
と
い
う
よ
う
な
牧
歌
的
な
世
界
で
は
な
い
︒
ア

メ
リ
カ
大
陸
先
住
民
に
お
い
て
も
︑
ま
た
シ
ベ
リ
ア
の
狩
猟
民
に
お
い
て
も
︑﹁
人
間
性
﹂
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
に
生
存
の
現
場
は
賭

け
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
︑
両
者
の
互
恵
や
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
交
差
の
可
能
性
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ

た
︒
さ
ら
に
こ
う
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
︑
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
限
ら
ず
︑
身
近
な
生
命
現
象
に
触
れ
て
い
く
鍵
に
も
な
る
︒

こ
う
し
て
︑
円
了
と
は
異
な
る
ル
ー
ト
か
ら
も
︑
私
た
ち
は
﹁
人
格
﹂
に
満
ち
た
宇
宙
に
連
れ
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
残
る
問
題

は
︑
こ
の
両
者
を
踏
ま
え
︑
人
間
以
降
の
﹁
観
﹂
を
い
か
に
賦
活
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
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4
．﹁
観
﹂
に
潜
る
た
め
に

二
〇
世
紀
後
半
の
哲
学
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
問
題
の
中
で
︑﹁
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
﹂
と
い
う
も
の
が
あ

る
︒
同
名
の
論
考
に
お
い
て
ネ
ー
ゲ
ル
は
︑
そ
れ
は
あ
る
生
物
に
と
っ
て
︑
そ
の
生
物
で
あ
る
こ
と
と
は
︑
そ
の
よ
う
に
あ
る
こ
と

で
あ
る
よ
う
な
何
か
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
を
﹁
経
験
の
主
観
的
性
格
で
あ
る
｣
(
39

)

と
述
べ
て
い
る
︒
た
と
え
ば

コ
ウ
モ
リ
は
高
周
波
の
叫
び
声
を
自
分
か
ら
発
し
て
︑
有
効
範
囲
内
に
あ
る
諸
対
象
か
ら
の
反
響
音
を
感
知
す
る
と
い
う
形
で
外
界

を
知
覚
す
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
も
し
人
間
が
こ
の
コ
ウ
モ
リ
の
主
観
的
体
験
を
想
像
し
よ
う
と
試
み
︑
た
と
え
視
力
が
弱

く
︑
口
で
虫
を
捕
ら
え
︑
日
中
は
屋
根
裏
部
屋
で
逆
さ
ま
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
想
像
で
き
た
と
し
て
も
︑
そ
こ
で
理

解
さ
れ
る
こ
と
は
︑
そ
れ
は
そ
の
人
が
コ
ウ
モ
リ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
み
た
時
に
︑
そ
の
人
に
と
っ
て
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
コ
ウ
モ
リ
に
と
っ
て
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
︑
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
(
40

)

︒
こ
う
し
た
考
察
か
ら
ネ
ー
ゲ
ル
は
︑
コ
ウ
モ
リ
の
体
験
を
記
述
す
る
た
め
に
は
︑
自
己
投
入
や
想
像
に
依
存
し
な
い
現

象
学
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
(
41

)

︒

で
は
︑
こ
の
﹁
コ
ウ
モ
リ
に
と
っ
て
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
﹂
と
い
う
問
題
に
対
し
て
︑
円
了
と
人
類
学
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
か
ら
は
︑
ど
の
よ
う
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
い
を
糸

口
に
︑﹁
観
﹂
と
﹁
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
﹂
の
関
係
を
考
え
︑
そ
の
相
互
実
装
が
﹁
人
間
以
降
﹂
の
﹁
観
﹂
に
通
じ
る
回
路
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
て
み
よ
う
︒

ま
ず
︑
円
了
で
あ
れ
ば
︑
な
る
ほ
ど
表
観
に
お
い
て
は
一
見
︑﹁
心
﹂
と
﹁
物
﹂
は
分
節
さ
れ
て
い
る
た
め
に
︑
コ
ウ
モ
リ
の
主
観

的
性
格
は
謎
に
見
え
る
が
︑
コ
ウ
モ
リ
も
人
間
も
こ
の
宇
宙
の
活
動
の
結
果
で
あ
る
以
上
︑
と
も
に
主
観
的
性
格
を
持
つ
と
答
え
る

だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
裏
観
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
の
両
者
と
て
﹁
一
無
﹂
に
帰
す
る
と
こ
ろ
か
ら
︑﹁
人
格
的
﹂
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
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の
だ
と
応
じ
る
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
コ
ウ
モ
リ
が
主
観
的
性
格
を
持
つ
と
は
︑
コ
ウ
モ
リ
に
お
い
て
宇
宙
が
活
動
し
て
い
る
こ
と

で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
人
格
﹂
で
あ
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
コ
ウ
モ
リ
に
と
っ
て
の
コ
ウ
モ
リ
と
は
︑
人
間
に
と
っ

て
の
人
間
と
同
様
に
﹁
人
格
﹂
で
あ
り
︑
裏
観
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
︑
そ
し
て
ま
た
表
観
か
ら
は
仮
に
他
の
生
命
体
と
し
て
分
節
さ

れ
た
存
在
と
し
て
遇
す
る
こ
と
が
︑
コ
ウ
モ
リ
に
と
っ
て
の
コ
ウ
モ
リ
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
は
︑
ま
ず
﹁
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
こ
と
﹂
と
は
︑﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
と
﹁
人
間
﹂

に
共
通
す
る
﹁
人
間
性
﹂
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
は
自
身
を
﹁
人
間
﹂︵
人
格
︶
で
あ
る

と
認
め
て
い
る
た
め
に
︑
他
者
／
他
種
で
あ
る
﹁
人
間
﹂
を
﹁
人
間
﹂
以
外
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
も
し
﹁
人

間
﹂
が
﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂︵
つ
ま
り
﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
の
﹁
人
間
性
﹂︶
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑﹁
人

間
﹂
と
し
て
の
外
皮
を
一
時
的
に
捨
て
て
︑﹁
人
間
性
﹂
を
晒
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
た
と
え
ば
夢
の
中
で
そ
の
よ
う

に
﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
と
交
渉
す
る
こ
と
や
︑
生
態
学
的
な
観
察
か
ら
︑﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
が
﹁
人
間
﹂
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
か

と
い
う
知
識
を
蓄
積
す
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
た
と
え
ば
︑
北
方
狩
猟
民
が
エ
ル
ク
を
模
倣
し
た
り
︑
ヨ
ロ
イ

ナ
マ
ズ
か
ら
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
立
ち
︑
紫
色
に
手
を
染
め
て
か
ら
漁
に
と
り
か
か
る
男
が
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
同
時
に
﹁
人
間
﹂
が
﹁
人
間
﹂
を
捨
て
て
﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
の
﹁
人
間
性
﹂
に
同
調
し
続
け
る
こ
と
は
危
険
な
こ
と

と
も
注
意
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
あ
ま
り
そ
う
し
た
こ
と
が
長
引
く
と
し
た
ら
︑﹁
人
間
﹂
は
﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
︒

し
か
し
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
し
て
も
︑
肩
透
か
し
を
食
ら
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
読
者
も
多
い
だ
ろ
う
︒
ネ
ー
ゲ
ル
が
問
題
に
し

た
の
は
﹁
コ
ウ
モ
リ
の
主
観
的
性
格
﹂
で
あ
っ
て
︑
生
命
体
や
﹁
人
格
﹂
と
し
て
の
コ
ウ
モ
リ
で
も
な
け
れ
ば
︑
コ
ウ
モ
リ
の
﹁
人

間
性
﹂
で
も
な
い
︒
コ
ウ
モ
リ
が
た
と
え
﹁
人
格
﹂
で
あ
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
と
ど
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ん
な
関
わ
り
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
︑
と
︒
し
か
し
こ
の
よ
う
に
問
い
を
反
転
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
に
と
っ
て
の

﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
が
謎
な
の
で
あ
る
と
し
た
ら
︑﹁
人
間
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は

果
た
し
て
︑
自
明
な
の
だ
ろ
う
か
︑
と
︒
こ
こ
で
他
の
生
物
種
と
比
較
し
て
︑
た
と
え
ば
人
間
に
は
知
性
や
内
省
能
力
が
す
ぐ
れ
て

い
る
こ
と
や
︑
複
雑
な
道
具
を
作
り
出
し
︑
し
か
も
そ
れ
ら
を
制
御
す
る
能
力
を
あ
げ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
﹁
人
間
﹂
に
と
っ
て

の
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
こ
と
と
は
関
わ
り
が
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
れ
ら
は
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
こ
と
の
属
性
で
た
し
か
に
あ
る
と
し
て

も
︑
そ
の
﹁
人
間
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
人
間
﹂
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ど
う
や
ら
︑
問
い
は
こ
の
よ
う
に
再
提
起
で
き
る
︒

す
な
わ
ち
︑﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
こ
と
﹂
や
﹁
人
間
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
人
間
で
あ
る
こ
と
﹂
の
﹁
当
た
り

前
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︒
そ
れ
は
︑
む
し
ろ
主
観
的
な
性
格
や
属
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
い
う
た
だ
な
か
に
お
い
て
︑
虚

焦
点
化
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
そ
の
何
か
で
は
な
い
か
︑
と
︒

前
節
ま
で
の
考
察
で
︑
円
了
に
お
い
て
も
︑
ま
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
も
︑﹁
人
間
﹂
は
す
で
に
／
も
は
や
自
明

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
て
き
た
︒﹁
人
間
﹂
は
揺
ら
ぎ
の
中
に
あ
る
︒
そ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
こ
の
﹁
当
た
り
前
﹂
に
踏

み
入
る
こ
と
と
︑﹁
観
﹂
の
問
題
と
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑
奥
野
克
巳
と
中
上
淳
貴
は
︑
人
類
学
の

領
域
か
ら
﹁
マ
ル
チ
ス
ピ
ー
シ
ー
ズ
仏
教
論
﹂
を
提
起
す
る
中
で
︑
自
己
の
非
＝
存
在
を
説
く
仏
教
の
観
点
か
ら
は
︑
マ
ル
チ
ス
ピ
ー

シ
ー
ズ
民
族
誌
は
︑
固
有
性
・
単
一
性
・
実
体
性
・
普
遍
性
を
持
つ
と
無
意
識
に
前
提
さ
れ
て
い
た
人
間
的
自
己
を
︑
複
数
種
の
絡

ま
り
あ
い
の
中
に
投
げ
入
れ
︑
瞬
間
瞬
間
に
生
成
す
る
個
体
と
し
て
の
本
性
を
持
た
な
い
自
己
と
い
う
も
の
を
再
提
起
し
た
の
で
は

な
い
か
(
42

)

と
論
じ
︑
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
︒

重
要
な
こ
と
は
︑
一
瞬
一
瞬
に
生
起
す
る
現
象
の
中
に
無
限
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
覚
知
す
る
知
性
と
身
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体
感
覚
を
実
現
し
︑
生
命
体
と
し
て
の
経
験
そ
の
も
の
に
歩
み
戻
る
こ
と
で
あ
る
︒
⁝
⁝
そ
の
中
心
に
な
る
の
が
︑︵
シ
ャ
マ

タ
・
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
︶
を
軸
と
し
た
三
昧
／
瞑
想
的
経
験
を
得
る
た
め
の
実
践
で
あ
る
(
43

)

︒

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
諸
相
に
つ
い
て
奥
野
が
詳
細
な
考
察
を
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
前
節
で
見
た
︒
驚
く
べ
き
こ
と

に
︑
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
現
代
人
類
学
に
お
い
て
︑﹁
三
昧
／
瞑
想
的
経
験
を
得
る
た
め
の
実
践
﹂
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

そ
れ
は
︑﹁
生
命
体
と
し
て
の
経
験
に
歩
み
戻
る
﹂
こ
と
で
あ
り
︑
こ
こ
で
﹁
観
﹂
と
﹁
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
﹂
は
交
差
す
る
こ
と
に

な
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
歩
み
戻
っ
て
み
よ
う
︒
と
は
い
え
︑
仏
教
は
初
期
か
ら
大
乗
ま
で
広
範
で
あ
り
︑
そ
の
す
べ
て
に
わ

た
っ
て
﹁
観
﹂
を
取
り
押
さ
え
る
こ
と
は
︑
こ
こ
で
の
関
心
で
は
な
い
(
44

)

︒
初
期
仏
教
と
現
代
に
お
け
る
そ
の
再
解
釈
に
焦
点
化
し
︑

あ
く
ま
で
円
了
が
提
起
し
た
﹁
観
﹂
と
人
類
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
論
の
理
解
に
資
す
る
限
り
で
︑﹁
止
観
﹂
に
つ
い
て
述
べ
る
に

と
ど
め
る
︒

さ
て
︑﹁
止
観
﹂
と
は
﹁
止
﹂
と
﹁
観
﹂
が
合
成
し
た
漢
語
で
あ
り
︑﹁
止
﹂
の
原
語
は
パ
ー
リ
語
で
は
サ
マ
タ
︵
sam
ath
a︶︑
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
シ
ャ
マ
タ
︵
śam
ath
a︶
と
な
り
︑﹁
観
﹂
の
原
語
は
同
じ
く
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
︵
vipassan
ā︶︑
サ
ン
ス
ク
リ

ト
語
で
は
ヴ
ィ
パ
ッ
シ
ュ
ヤ
ナ
ー
︵
vippa
śyan
ā︶
で
あ
る
︒﹁
止
﹂
と
は
︑
心
を
鎮
め
て
安
定
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
︑
禅
定
や
三
昧

が
そ
の
本
質
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
︑﹁
観
﹂
と
は
も
の
ご
と
の
本
質
を
無
常
・
苦
・
無
我
の
視
点
か
ら
洞
察
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
如

実
智
見
が
そ
の
本
質
で
あ
る
と
︑
ま
ず
は
概
略
的
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
45

)

︒
中
村
元
に
よ
れ
ば
︑
初
期
仏
教
に
お
い
て
は

﹁
止
﹂
と
﹁
観
﹂
は
独
立
し
た
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
や
が
て
併
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
止
観
は
仏
教
特
有
の
実
践

で
あ
り
︑﹁
止
﹂
に
基
づ
い
た
﹁
観
﹂
と
い
う
意
義
を
持
つ
と
い
う
(
46

)

︒
ま
た
林
隆
嗣
に
よ
れ
ば
︑
初
期
仏
教
の
修
行
者
た
ち
は
﹁
止
﹂

と
﹁
観
﹂
を
区
別
し
て
論
じ
︑
前
者
は
心
を
修
養
し
て
情
欲
を
捨
て
る
効
果
が
あ
り
︑
煩
悩
か
ら
の
解
脱
を
も
た
ら
す
効
果
が
あ
る
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の
に
対
し
て
︑
後
者
は
智
慧
を
修
養
し
て
無
明
︵
無
知
︶
を
捨
て
る
効
果
が
あ
り
︑
智
慧
に
よ
っ
て
無
明
を
滅
す
る
解
脱
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
︒
し
か
し
︑﹁
止
﹂
も
﹁
観
﹂
も
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
︑
両
者
は
行
き
来
を
繰
り
返
し

て
い
く
よ
う
な
実
践
だ
と
さ
れ
て
い
る
(
47

)

︒

こ
う
し
て
み
る
と
︑
狭
義
の
﹁
止
﹂
は
意
識
の
集
中
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑﹁
観
﹂
は
何
ら
か
の
対
象
を
洞
察
す
る
も
の
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う
︒
仏
教
的
な
瞑
想
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
接
点
を
探
る
こ
と
を
通
じ
て
そ
の
新
た
な
展
開
を
提
唱
し
て
い
る
井
上
ウ
ィ
マ
ラ

に
よ
れ
ば
︑﹁
観
﹂
に
お
け
る
瞑
想
の
対
象
に
は
具
体
的
に
身
・
感
受
︵
身
体
感
覚
︶・
心
︵
心
の
状
態
︶・
法
︵
心
身
相
関
現
象
と
法

則
性
︶
が
あ
り
︑
ま
た
す
べ
て
の
瞑
想
対
象
に
つ
い
て
主
観
的
観
察
︵
内
︶・
客
観
的
観
察
︵
外
︶・
間
主
観
的
観
察
︵
内
外
︶
の
三

要
素
が
あ
る
と
い
う
(
48

)

︒
け
れ
ど
も
︑
こ
こ
で
い
う
瞑
想
対
象
の
観
察
に
つ
い
て
︑
あ
た
か
も
外
界
を
肉
眼
の
眼
で
見
る
よ
う
に
︑

対
象
的
に
観
察
す
る
こ
と
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
︵
m
in
dfuln
ess︶
の
世
界
的
流
行
に
も
貢
献
し

た
ベ
ト
ナ
ム
の
僧
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
︑﹁
物
事
を
よ
く
見
て
理
解
し
た
け
れ
ば
︑
対
象
に
入
り
こ
み
︑
そ
れ
と
ひ
と
つ
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｣
(
49

)

と
説
き
︑﹁
深
く
観
察
す
る
心
は
︑
た
ん
な
る
観
察
者
で
は
な
く
参
加
者
で
す
︒
観
察
者
が
参
加
者
で

あ
る
と
き
︑
は
じ
め
て
変
化
が
起
こ
り
ま
す
｣
(
50

)

と
続
け
る
︒
た
と
え
ば
﹁
呼
吸
﹂
の
観
察
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
︒
呼
吸
へ
の
気

づ
き
︵
m
in
d
fuln
ess︶
＝
観
察
に
よ
っ
て
呼
吸
は
意
識
的
な
も
の
に
変
化
し
︑
そ
の
性
質
は
精
妙
な
も
の
に
変
化
し
て
身
体
や
感
情

に
も
変
化
を
も
た
ら
す
︒
気
づ
き
は
観
察
す
る
心
の
働
き
で
は
あ
る
が
︑
観
る
対
象
の
外
側
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
換

言
す
れ
ば
︑﹁
観
﹂
に
お
い
て
︑
観
察
者
は
同
時
に
参
加
者
︵
参
与
者
︶
な
の
だ
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
観
﹂
の
意
味
考
察
が
︑﹁
観
﹂
と
﹁
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
光
を
与
え
る
で
あ
ろ
う

か
︒
円
了
に
お
い
て
﹁
観
﹂
は
数
重
の
起
点
を
持
つ
多
重
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
そ
う
︒
そ
こ
で
は
︑﹁
観
﹂
は
観
察

の
対
象
が
観
察
者
か
ら
切
り
分
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑
観
察
者
の
﹁
観
る
﹂
と
い
う
働
き
に
お
い
て
分
離
さ
れ
な
い
も
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の
で
も
あ
っ
た
︒
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
こ
と
は
︑﹁
観
る
﹂
こ
と
は
﹁
観
る
﹂
こ
と
を
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
︒

な
ぜ
な
ら
︑﹁
観
る
﹂
こ
と
を
﹁
観
る
﹂
の
だ
と
し
た
ら
︑﹁
観
ら
れ
た
﹂
も
の
と
し
て
の
﹁
観
る
﹂
こ
と
も
ま
た
対
象
と
な
っ
て
し

ま
う
か
ら
だ
︒
こ
れ
は
論
理
的
な
無
限
遡
行
の
問
題
︵﹁
観
る
﹂
も
の
の
﹁
観
る
﹂
も
の
の
﹁
観
る
﹂
も
の
⁝
⁝
︶
で
は
な
く
︑
実
践

的
な
事
柄
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
よ
う
︒﹁
観
る
﹂
と
は
非
／
脱
人
間
的
な
﹁
観
﹂
そ
の
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
︒
し
か
し
こ
の
﹁
そ

の
も
の
﹂
と
︑
も
は
や
﹁
そ
の
も
の
﹂
と
は
い
え
ず
︑
い
か
な
る
﹁
そ
の
も
の
﹂
も
そ﹅

こ﹅

に﹅

お﹅

い﹅

て﹅

し
か
成
立
し
な
い
よ
う
な
︑﹁
そ

の
も
の
﹂
で
あ
る
︒
で
は
︑
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
︒
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
存
在
論
に
お
け
る
﹁
人
間

性
﹂
と
は
︑
他
者
／
他
種
が
互
い
に
そ
れ
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
が
故
に
︑
他
者
／
他
種
を
自
身
と
は
異
な
る
も
の
と
見
る
よ

う
な
︑
そ
の
何
か
の
こ
と
だ
っ
た
︒
あ
ま
り
に
﹁
当
た
り
前
﹂
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
身
か
ら
は
見
え
ず
︑
他
者
／
他
種
の
身
体
︵
外

皮
︶
の
奥
底
に
確
認
で
き
る
も
の
︑
そ
れ
が
﹁
人
間
性
﹂
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
﹁
人
間
性
﹂
と
は
︑﹁
観
る
﹂
こ
と
そ
の

も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
観
﹂
と
﹁
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
﹂
は
︑
こ
こ
で
重
な
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
私
た
ち
は
常
に
／
す

で
に
︑﹁
観
る
﹂
こ
と
に
お
い
て
﹁
人
間
﹂
で
は
な
く
︑
非
／
脱
人
間
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
達
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒
当
た

り
前
す
ぎ
て
︑
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
そ
の
形
で
︒
そ
し
て
こ
れ
が
︑﹁
人
間
以
降
﹂
の
﹁
観
﹂
な
の
で
あ
る
︒

で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
︑
先
の
﹁
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
こ
と
﹂
は
ど
の
よ
う
に
解
明
さ
れ
︑
ま
た
そ
の
こ
と
と
人
類
学
に
お
け
る

生
命
体
へ
の
歩
み
戻
り
や
︑﹁
人
間
以
降
﹂
の
思
考
と
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
一
言
で
い
え
ば
︑
そ
れ
は
非
関

係
的
で
あ
る
︒﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
コ
ウ
モ
リ
﹂
で
あ
る
こ
と
︑﹁
人
間
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
こ
と
と
は
︑﹁
コ

ウ
モ
リ
﹂
や
﹁
人
間
﹂
と
し
て
対
象
化
さ
れ
え
な
い
﹁
観
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
︑
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
思
考
も
展
開
で
き
る
領
野
で

あ
る
︒
生
命
体
に
歩
み
戻
る
と
は
︑
観
察
者
に
し
て
参
与
者
と
し
て
の
﹁
観
る
﹂
こ
と
そ
の
こ
と
に
お
い
て
︑
非
対
象
的
に
﹁
観
る
﹂

こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
外
部
に
定
点
的
な
観
察
で
は
な
く
︑
自
身
も
ま
た
﹁
観
ら
れ
る
﹂
も
の
で
あ
り
つ
つ
﹁
観
る
﹂
も
の
で
あ
る
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と
い
う
意
味
で
︑
揺
れ
動
き
の
中
に
あ
る
︒
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
交
差
と
は
︑
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
前
節
に
あ
げ
た
例

で
い
え
ば
︑﹁
動
物
﹂
で
あ
っ
て
﹁
動
物
﹂
で
な
く
も
な
い
と
は
︑
同
時
に
﹁
人
間
﹂
で
あ
っ
て
﹁
人
間
﹂
で
な
く
も
な
い
︑
と
い
う

こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
は
ま
た
︑
ア
ザ
ラ
シ
に
誘
わ
れ
て
明
か
り
取
り
の
﹁
穴
﹂
を
潜
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
観
﹂
は
自
身
も
巻
き
込
ん
で

転
じ
ら
れ
て
こ
そ
︑﹁
観
﹂
な
の
だ
︒

円
了
の
﹁
観
﹂
の
め
く
る
め
く
転
換
と
︑
デ
ス
コ
ラ
を
中
心
と
す
る
現
代
の
人
類
学
に
お
け
る
﹁
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
﹂

が
連
れ
出
す
境
位
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
他
者
や
他
種
と
の
間
で
︑
互
い
に
当
た
り
前
す
ぎ
て
見
失
わ
れ
て
い
る
﹁
観
﹂

を
転
ず
る
こ
と
︒
も
は
や
︑﹁
人
間
﹂
は
自
明
で
は
な
い
︒
安
心
し
て
寄
り
か
か
れ
る
よ
う
な
対
象
と
し
て
の
定
点
観
測
が
可
能
な
場

所
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
不
穏
に
し
て
不
安
な
世
界
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
こ
の
こ
と
は
︑
人
類
種
の
絶
滅
に
つ
い
て
危
惧
を
抱
き
︑

ど
う
す
る
か
と
思
考
を
巡
ら
せ
て
右
往
左
往
す
る
こ
と
で
も
な
い
︒
私
た
ち
は
い
つ
も
﹁
人
間
﹂
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ

か
ら
︑
な
れ
ば
こ
そ
︑
他
種
や
他
者
と
の
間
で
︑﹁
異
な
る
世
界
﹂
を
﹁
分
か
ち
合
う
﹂
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
円
了
の
い

う
﹁
人
格
的
宇
宙
﹂
や
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
が
描
く
互
恵
性
と
は
︑
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
︒

な
ら
ば
︑
今
一
度
問
お
う
︒
こ
れ
を
書
き
︑
読
ん
で
い
る
あ
な
た
と
私
は
︑
一
体
︑﹁
誰
﹂
な
の
か
︑
と
︒
対
象
化
を
せ
ず
に
︑
こ

の
問
い
に
答
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
︒﹁
観
﹂
の
奥
底
に
潜
る
と
い
う
こ
と
は
︑﹁
目
﹂
を
ま
さ
し
く
離
れ
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
︒

【
註
︼

(1
)

石
田
梅
岩
﹁
石
田
先
生
語
録
﹂︵
抄
︶︵
柴
田
実
編
﹃
石
門
心
学
﹄︵
日
本
思
想
体
系
第
42
巻
︶︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
一
年
︶︑
五
五
ぺ
ー

ジ
︒
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(2
)

渡
辺
歩
監
督
・
戸
田
愛
菜
他
出
演
﹃
海
獣
の
子
供
﹄︵
D
V
D
︶︑
D
M
M
P
ictures︑
二
〇
二
〇
年
︒

(3
)

原
作
漫
画
で
は
︑
琉
花
の
父
が
水
族
館
に
勤
め
る
父
親
か
ら
︑﹁
海
﹂
の
面
倒
を
夏
休
み
の
間
見
る
よ
う
に
と
頼
ま
れ
る
場
面
が
あ
る
︒

五
十
嵐
大
介
﹃
海
獣
の
子
供
﹄
第
一
巻
︑
小
学
館
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
五
三
︱
一
五
四
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(4
)

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
パ
ー
カ
ー
著
・
渡
辺
政
隆
・
今
西
康
子
訳
﹃
眼
の
誕
生
：
カ
ン
ブ
リ
ア
紀
大
爆
発
の
謎
を
解
く
﹄
草
思
社
︑
二
〇
〇
六

年
︑
三
四
七
ペ
ー
ジ
︒

(5
)

寺
田
匡
宏
・
ダ
ニ
エ
ル
・
ナ
イ
ル
ズ
﹁
人
新
世
︵
ア
ン
ソ
ロ
ポ
シ
ー
ン
︶
を
ど
う
考
え
る
か
：
環
境
を
め
ぐ
る
超
長
期
的
時
間
概
念
の
出

現
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
球
シ
ス
テ
ム
科
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
展
開
﹂︵
寺
田
匡
宏
・
ダ
ニ
エ
ル
・
ナ
イ
ル
ズ
編
著
﹃
人
新
世
を
問
う
﹄
京

都
大
学
出
版
会
︑
二
〇
二
一
年
︶︑
一
︱
七
二
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(6
)

近
藤
祉
秋
﹁
内
陸
ア
ラ
ス
カ
先
住
民
の
世
界
と
﹃
刹
那
的
な
絡
ま
り
あ
い
﹄：
人
新
世
に
お
け
る
自
然
＝
文
化
批
評
と
し
て
の
マ
ル
チ
ス

ピ
ー
シ
ー
ズ
民
族
誌
﹂︵﹃
文
化
人
類
学
﹄
八
六
巻
一
号
︑
二
〇
二
一
年
︶︑
九
七
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(7
)

岡
本
裕
一
朗
﹃
ポ
ス
ト
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
：
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
時
代
の
哲
学
入
門
﹄
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
︑
二
〇
二
一
年
︑
一
九
︱
二
九
ぺ
ー
ジ

参
照
︒

(8
)

以
下
の
井
上
円
了
か
ら
の
選
集
収
載
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
︑﹃
井
上
円
了
選
集
﹄︵
東
洋
大
学
︑
一
九
八
七
︱
二
〇
〇
四
年
︶
に
よ
る
︒

引
用
に
際
し
て
は
︵
巻
数
：
ベ
ー
ジ
数
︶
の
よ
う
に
記
す
︒
た
と
え
ば
︵1:35

︶
は
第
一
巻
三
五
頁
で
あ
る
︒

(9
)

R
.
ブ
ラ
シ
エ
著
・
星
野
太
訳
﹁
絶
滅
の
真
理
﹂︵﹃
現
代
思
想
﹄
第
四
三
巻
一
八
号
︑
青
土
社
︑
二
〇
一
五
年
︶︑
七
四
ぺ
ー
ジ
参
照
︒

(10
)

吉
川
浩
満
﹃
理
不
尽
な
進
化
：
遺
伝
子
と
運
の
あ
い
だ
︻
増
補
新
版
︼﹄
ち
く
ま
文
庫
︑
二
〇
二
一
年
︑
三
二
︱
三
六
ぺ
ー
ジ
参
照
︒

(11
)

西
條
剛
央
﹁
構
造
構
成
主
義
に
よ
る
人
間
科
学
の
基
礎
づ
け
：
科
学
哲
学
の
難
問
解
明
を
通
し
て
﹂︵
西
條
剛
央
・
京
極
真
・
池
田
清
彦

共
編
著
﹃
構
造
構
成
主
義
研
究
﹄
第
六
号
︑
北
大
路
書
房
︑
二
〇
一
四
年
︶︑
一
六
四
ぺ
ー
ジ
参
照
︒

(12
)

マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
著
・
清
水
一
浩
訳
﹃
な
ぜ
世
界
は
存
在
し
な
い
の
か
﹄
講
談
社
︑
二
〇
一
八
年
︑
一
三
︱
一
五
ぺ
ー
ジ
参
照
︒

(13
)

P
h
ilip
D
escola

B
eyon
d
N
ature

an
d
C
ulture.

T
h
e
U
n
iversity

of
C
h
icago

P
ress.

p
,4.

以
下
の
デ
ス
コ
ラ
か
ら
の
引
用
は
同
書

に
よ
る
︒
な
お
﹃
自
然
と
文
化
を
越
え
て
﹄
に
は
︑
小
林
徹
に
よ
る
翻
訳
︵
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ス
コ
ラ
著
・
小
林
徹
訳
﹃
自
然
と
文
化
を

越
え
て
﹄
水
声
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶
が
あ
る
が
︑
翻
訳
書
は
フ
ラ
ン
ス
語
原
書
か
ら
の
も
の
で
あ
る
た
め
︑
訳
文
は
適
宜
参
照
し
つ
つ

も
︑
基
本
的
に
は
英
文
か
ら
の
も
の
で
あ
る
︒

(14
)

ib
id
.,
p
,4.

(15
)

ib
id
.,
p
,4-5.
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(16
)

ib
id
.,
p
.x
ⅶ

(17
)

ibid
.,
p,117.

(18
)

ibid
.,
p.121.

(19
)

ibid
.,
p,120
を
参
照
︒

(20
)

ibid
.,
p,121
を
参
照
︒

(21
)

ibid
.,
pp,129-143
を
参
照
︒

(22
)

ibid
.,
pp,142-171
を
参
照
︒

(23
)

ibid
.,
p,173.

(24
)

ibid
.,
p,201-231
を
参
照
︒

(25
)

ibid
.,
p,129.

(26
)

ibid
.,
pp,1370-138
を
参
照
︒

(27
)

ibid
.,
p,138
を
参
照
︒

(28
)

ibid
.,
p,139.

(29
)

E
d
u
ard
o
V
iveiros

D
e
C
astro,

P
ersp
ectivism

an
d
M
u
ltin
atu
ralism

in
In
d
igen
iou
s
A
m
erica

in
:
A
lexan

d
re
S
u
rrallés

an
d

P
ed
ro
G
arciía

H
ierro

(ed
).
T
he
L
an
d
W
ithin

:
In
digen

eous
territory

an
d
perseption

of
en
virom

en
t.
In
tern
ation

al
W
ork

G
rou
p
for
In
d
igen
iou
s
A
ffairs.

2005,p
,36.

論
考
全
体
の
邦
訳
は
以
下
︑
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
・
デ
・
カ
ス
ト
ロ
著
・
近
藤

宏
訳
﹁
ア
メ
リ
カ
大
陸
先
住
民
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
と
多
自
然
主
義
﹂︑︵
中
沢
新
一
 
編
﹃
現
代
思
想
◎
総
特
集
・
人
類
学
の
ゆ

く
え
﹄
青
土
社
︶︑
四
一
︱
七
九
ぺ
ー
ジ
︒
た
だ
し
本
稿
で
は
英
文
か
ら
翻
訳
し
︑
適
宜
和
訳
を
参
照
す
る
に
と
ど
め
た
︒

(30
)

ib
id
,,
p
,36

を
参
照
︒

(31
)

ib
id
.,
p
,37.

(32
)

ib
id
.,
p
,54.

(33
)

ib
id
.,
p
,55.

(34
)

ib
id
.,
p
,5

を
参
照
︒

(35
)

エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
コ
ー
ン
著
・
奥
野
克
巳
・
近
藤
宏
共
監
訳
／
近
藤
祉
秋
・
二
文
字
屋
脩
共
訳
﹃
森
は
考
え
る
：
人
間
的
な
る
も
の
を
超

え
た
人
類
学
﹄
亜
紀
書
房
︑
二
〇
一
六
年
︑
一
六
〇
︱
一
六
五
ぺ
ー
ジ
参
照
︒
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(36
)

前
掲
書
︑
一
一
︱
一
二
ぺ
ー
ジ
参
照
︒

(37
)

奥
野
克
巳
﹁
生
あ
る
未
来
へ
向
け
︑
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
往
還
せ
よ
﹂︵
野
田
研
一
・
赤
坂
憲
雄
編
﹃
文
学
の
環
境
を
探
る
﹄
玉
川
大

学
出
版
部
︑
二
〇
二
〇
年
︶︑
一
三
九
︱
一
四
三
ぺ
ー
ジ
参
照
︒

(38
)

岡
千
曲
﹃
北
の
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
一
六
年
︑
四
一
ぺ
ー
ジ
︒

(39
)

ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
著
・
永
井
均
訳
﹃
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
﹄
勁
草
書
房
︑
一
九
八
九
年
︑
二
六
〇
ぺ
ー
ジ
︒

(40
)

前
掲
書
︑
二
六
三
︱
二
六
四
ぺ
ー
ジ
︒

(41
)

前
掲
書
︑
二
七
七
ぺ
ー
ジ
参
照
︒

(42
)

奥
野
克
巳
︒
中
上
淳
貴
﹁
マ
ル
チ
ス
ピ
ー
シ
ー
ズ
仏
教
論
序
説
﹂︵
奥
野
克
巳
・
近
藤
祉
秋
編
﹃
た
ぐ
い
﹄
第
二
号
︑
亜
紀
書
房
︑
二
〇

二
〇
年
︶︑
六
二
ぺ
ー
ジ
参
照
︒

(43
)

前
掲
論
文
︑
六
〇
ぺ
ー
ジ
︒

(44
)

さ
し
あ
た
り
︑
イ
ン
ド
の
初
期
仏
教
か
ら
日
本
仏
教
に
い
た
る
広
範
な
﹁
止
観
﹂
の
展
開
を
通
覧
す
る
た
め
に
有
益
な
論
集
と
し
て
︑
関

口
真
大
編
﹃
止
観
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
五
年
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

(45
)

井
上
ウ
ィ
マ
ラ
・
葛
西
賢
太
・
加
藤
博
己
共
編
﹃
仏
教
心
理
学
キ
ー
ワ
ー
ド
事
典
﹄
春
秋
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
七
六
ぺ
ー
ジ
参
照
︒

(46
)

中
村
元
﹁
原
始
仏
教
に
お
け
る
止
観
﹂︵
関
口
真
大
編
﹃
止
観
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
五
年
︶︑
三
八
︱
四
一
ぺ
ー
ジ
参
照
︒

(47
)

林
隆
嗣
﹁
パ
ー
リ
仏
教
に
見
る
身
心
の
観
察
﹂︵
蓑
輪
顕
量
編
﹃
仏
典
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
：
負
の
反
応
と
そ
の
対
処
法
﹄
臨
川
書
店
︑

二
〇
二
一
年
︶︑
二
二
︱
二
三
ぺ
ー
ジ
参
照
︒

(48
)

井
上
ウ
ィ
マ
ラ
・
大
谷
彰
編
﹃
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
催
眠
：
瞑
想
と
心
理
療
法
が
補
完
し
あ
う
可
能
性
﹄
サ
ン
ガ
︑
二
〇
一
八
年
︑
三

三
五
︱
三
三
八
ぺ
ー
ジ
参
照
︒

(49
)

テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
著
・
山
端
法
玄
・
島
田
啓
介
訳
﹃
ブ
ッ
ダ
の
︿
気
づ
き
﹀
の
瞑
想
﹄
野
草
社
︑
二
二
〇
ペ
ー
シ
︒

(50
)

前
掲
書
︑
二
二
〇
ぺ
ー
ジ
︒
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