
死
生
観
に
東
西
の
違
い
は
な
い
︒
死
そ
の
も
の
に
文
化
・
伝
統
・
習
慣
・
生
活
水
準
の
違
い
は
な
い
︒
も
し
も
︑
死
生
観
に
文
化

的
な
差
異
が
生
ず
る
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
死
と
い
う
出
来
事
の
核
心
か
ら
発
生
す
る
の
で
は
な
く
て
︑
死
を
と
り
ま
く
周
辺
の
文
化

的
条
件
か
ら
生
ず
る
︒

死
生
観
に
は
反
復
型
と
一
回
型
と
が
あ
る
︒
現
代
で
は
こ
の
二
つ
の
見
方
が
両
立
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
有
力
に
な
っ
て

き
て
︑
反
復
型
死
生
観
か
ら
一
回
型
死
生
観
へ
と
劇
的
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
︒
か
つ
て
熱
烈
な
信
仰
心
に
よ
っ
て
反
復
型
死
生
観
を

語
っ
て
い
た
ひ
と
が
︑﹁
来
世
は
信
じ
ら
れ
な
い
﹂
と
語
っ
て
死
ぬ
こ
と
が
︑
し
ば
し
ば
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
二
つ
の
見
方
が
共
存

し
て
い
る
場
合
が
あ
る
︒
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
と
道
元
を
挙
げ
て
お
く
︒
イ
ン
ド
人
の
死
生
観
が
共
存
型
だ
と
い
う
山
折
哲

雄
氏
の
指
摘
(

)
も
あ
る
︒

１

反
復
の
生
が
成
り
立
つ
時
空
と
一
回
の
生
が
成
り
立
つ
時
空
は
︑
ま
っ
た
く
別
で
あ
る
か
ら
そ
の
両
者
が
両
立
不
可
能
で
あ
る
と

い
う
﹁
論
証
﹂
は
意
味
を
な
さ
な
い
︒
こ
れ
は
︑
井
上
円
了
︵
1
8
5
8
-
1
9
1
9︶
が
指
摘
し
て
い
る
︒
死
に
つ
い
て
思
索
す
る
人
の
多
く
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が
︑
こ
の
異
な
る
時
空
を
﹁
あ
た
か
も
共
存
﹂
さ
せ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
︒

一

死
に
つ
い
て
の
二
つ
の
見
方

反
復
型
死
生
観
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
︑
仏
教
︑
イ
ス
ラ
ム
教
︑
ユ
ダ
ヤ
教
︑
プ
ラ
ト
ン
︑
井
上
円
了
が
示
し
て
お
り
︑﹁
死
は
心
身
の

分
離
で
あ
り
︑
魂
は
あ
の
世
に
旅
立
つ
﹂
と
い
う
思
想
で
あ
る
こ
と
が
多
い
︒
井
上
円
了
の
場
合
は
︑
心
身
の
分
離
態
の
容
認
を
含

ん
で
い
な
い
理
論
構
造
で
︑
霊
魂
の
不
滅
を
説
く
と
い
う
点
で
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
︒
反
復
型
で
は
前
世
︑
現
世
︑
来
世
と
い
う
形
で
︑

生
死
は
反
復
さ
れ
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
一
回
型
死
生
観
は
︑
エ
ピ
ク
ロ
ス
︑
荘
子
︑
道
元
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
︑
唯
物
論
︑
自
然
主
義
︑
科
学
主
義
が
示
し

て
お
り
︑﹁
身
体
の
崩
壊
︵
死
︶
と
と
も
に
精
神
は
消
滅
す
る
﹂
と
い
う
思
想
で
あ
る
︒

反
復
型
で
は
︑﹁
こ
の
世
の
生
を
終
え
て
あ
の
世
に
行
く
﹂
と
い
う
︒﹁
昇
天
す
る
﹂
と
い
う
︒﹁
お
迎
え
が
来
る
﹂
と
い
う
︒
死
ん

だ
ら
魂
が
体
を
抜
け
出
し
て
ど
こ
か
へ
旅
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
多
い
︒
死
ぬ
と
︑
身
体
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
腐
っ
て
行
く
こ

と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
︒
い
ま
私
た
ち
は
そ
う
い
う
経
験
を
ほ
と
ん
ど
し
な
い
が
︑
源
信
の
﹃
往
生
要
集
﹄
が
書
か
れ
て
︑
地
獄

の
沙
汰
が
い
ろ
い
ろ
描
き
出
さ
れ
た
頃
に
は
︑
京
都
の
鴨
川
あ
た
り
に
は
︑
ち
ょ
っ
と
歩
け
ば
死
体
が
ご
ろ
ご
ろ
と
転
が
っ
て
い
た

と
い
う
︒
死
体
を
見
な
い
で
外
を
歩
く
こ
と
は
で
き
な
い
状
態
だ
っ
た
︒
当
時
の
記
録
を
見
る
と
︑
お
寺
に
集
ま
っ
た
信
者
は
︑﹁
あ

な
た
が
も
し
亡
く
な
っ
た
な
ら
ば
亡
骸
を
ほ
っ
た
ら
か
し
に
し
な
い
で
必
ず
き
れ
い
に
お
葬
式
を
出
し
て
あ
げ
ま
す
﹂
と
い
う
約
束

を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
︒
こ
の
当
時
の
人
び
と
に
し
て
み
れ
ば
︑﹁
死
ん
だ
ら
あ
あ
い
う
野
ざ
ら
し
は
し
て
も
ら
わ
な
い
で
済
む
﹂と
︑

そ
う
い
う
期
待
感
が
信
仰
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
た
(

)
︒
２

魂
が
ふ
ら
ふ
ら
と
飛
ん
で
行
っ
て
ど
こ
か
へ
行
く
︒
ふ
ら
ふ
ら
歩
い
て
︑
行
く
路
が
わ
か
ら
な
く
な
る
と
困
る
か
ら
︑
お
葬
式
を
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出
し
て
や
る
と
︑
魂
が
成
仏
し
て
筋
道
を
発
見
し
て
︑
地
獄
に
行
く
か
極
楽
に
行
く
か
︑
行
き
先
が
定
ま
る
︒
ふ
ら
ふ
ら
す
る
と
︑

生
前
の
恨
み
の
あ
る
奴
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
化
け
て
出
た
り
︑
悪
さ
を
し
た
り
す
る
︒
行
き
先
を
き
ち
ん
と
定
め
て
や
る
た
め
に
は

葬
式
が
必
要
だ
︒

キ
リ
ス
ト
教
と
か
仏
教
と
か
教
義
を
整
え
た
宗
派
が
で
き
る
前
に
︑
原
始
宗
教
︑
す
な
わ
ち
ア
ニ
ミ
ズ
ム
︑
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
︑

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
が
あ
っ
て
︑
社
会
学
者
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
︑
霊
魂
が
ふ
ら
ふ
ら
歩
く
と
か
︑
小
さ
な
形
を
し
て
い
る
と
か
︑
そ
う
い

う
考
え
を
持
た
な
か
っ
た
文
化
は
一
つ
も
な
い
と
言
う
︒

人
類
が
発
生
し
た
の
が
二
〇
万
年
前
で
︑
最
古
の
遺
骨
が
五
万
年
前
の
も
の
で
︑
埋
葬
が
五
万
年
前
か
ら
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い

る
︒
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
分
析
に
よ
っ
て
︑
以
後
人
類
の
生
理
構
造
に
大
き
な
進
化
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
教
義
を
整
え
た
宗
派
の
成

立
が
︑
三
〇
〇
〇
年
前
で
あ
る
と
す
る
と
︑
魂
が
か
ら
だ
か
ら
脱
け
出
し
て
ふ
ら
ふ
ら
す
る
と
い
う
よ
う
な
原
始
宗
教
の
イ
メ
ー
ジ

が
四
七
〇
〇
〇
年
間
は
支
配
的
だ
っ
た
︒
そ
れ
が
転
換
し
て
︑
仏
教
で
は
六
道
と
か
︑
キ
リ
ス
ト
教
で
は
天
国
︑
煉
獄
︑
地
獄
と
か
︑

魂
の
死
後
の
行
き
先
の
教
義
が
作
ら
れ
た
︒

一
回
型
は
︑
死
ん
だ
ら
個
人
の
生
は
こ
れ
で
お
終
い
だ
と
言
う
︒
か
ら
だ
が
分
解
し
た
ら
精
神
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
を

は
っ
き
り
と
理
論
的
に
言
っ
た
人
は
︑
西
洋
で
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
︵
前
3
4
1
-
2
7
0︶
で
あ
り
︑
東
洋
で
は
荘
子
︵
前
4
0
3
-
2
2
1
の
戦
国
時

代
︶
で
あ
る
︒
荘
子
の
影
響
は
強
烈
だ
っ
た
︒
吉
田
兼
好
﹃
徒
然
草
﹄
で
は
︑
読
む
べ
き
本
の
な
か
に
さ
り
げ
な
く
荘
子
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
︵
一
三
段
︶︒
兼
好
は
︑
浄
土
的
な
︑
あ
の
世
に
行
く
と
い
う
考
え
と
は
違
う
考
え
方
が
荘
子
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
い
た
︒

自
然
観
と
し
て
は
両
立
不
可
能
な
二
つ
の
死
生
観
が
︑
心
情
的
に
は
両
立
可
能
で
あ
る
と
い
う
思
想
状
況
に
こ
そ
︑
死
生
観
の
独

自
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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二

心
身
関
係
の
三
つ
の
型

死
生
観
は
︑
心
身
関
係
の
類
型
と
対
応
し
て
い
る
︒
次
の
三
種
を
挙
げ
て
お
く
︒

１
︑
離
存
説
︵
精
神
は
身
体
を
は
な
れ
て
存
在
す
る
↓
二
元
論
︑
機
会
因
︑
予
定
調
和
︶

２
︑
根
元
的
同
一
説
︵
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
物
質
と
精
神
が
内
在
す
る
︶

３
︑
随
伴
現
象
説
︵
精
神
は
身
体
の
随
伴
現
象
︶

反
復
型
死
生
観
は
︑
離
存
説
と
結
び
つ
く
こ
と
が
多
く
︑
肉
体
を
は
な
れ
て
存
在
す
る
不
滅
の
霊
魂
が
︑
死
後
︑
来
世
を
経
験
す

る
︒
随
伴
現
象
説
が
︑
こ
の
離
存
説
を
完
全
に
否
定
す
る
︒
身
体
を
は
な
れ
た
精
神
の
働
き
は
あ
り
え
な
い
︑
身
体
が
崩
壊
す
れ
ば
︑

そ
の
随
伴
現
象
で
あ
る
精
神
の
活
動
も
ま
た
消
滅
す
る
︒

離
存
説
は
︑
霊
魂
は
か
ら
だ
を
離
れ
て
も
存
在
す
る
と
言
う
︒
日
本
で
は
話
題
に
な
ら
な
い
が
︑
ま
ず
霊
魂
が
先
に
存
在
し
︑
そ

の
霊
魂
に
か
ら
だ
が
く
っ
つ
い
て
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
く
る
と
考
え
る
文
化
も
あ
る
︒
最
近
の
カ
ト
リ
ッ
ク
回
勅
に
﹁
人
間
の
尊
厳

を
守
ろ
う
と
献
身
す
る
人
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
う
ち
に
︑
そ
う
し
た
努
力
の
最
深
の
根
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
一

人
ひ
と
り
の
生
は
︑
絶
望
的
な
混
沌
の
た
だ
中
で
︑
ま
っ
た
く
の
偶
然
あ
る
い
は
際
限
な
き
循
環
に
支
配
さ
れ
た
世
界
の
中
で
︑
あ

て
ど
な
く
さ
ま
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
︑
と
い
う
確
か
さ
は
︑
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
も
の
で
し
ょ
う
︒
創
造
主
は
︑﹁
わ
た
し
は
あ

な
た
を
母
の
胎
内
に
造
る
前
か
ら
︑
あ
な
た
を
知
っ
て
い
た
﹂︵
エ
レ
ミ
ヤ
一
・
五
︶
と
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
い
う
こ
と
が
お

で
き
に
な
り
ま
す
︒﹂
と
書
か
れ
て
い
る
(

)
(
カ
ト
リ
ッ
ク
回
勅
﹁
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
﹂
六
五
番
)
︒

３

ユ
ダ
ヤ
の
民
間
伝
承
で
は
︑
生
ま
れ
る
前
の
子
ど
も
が
部
屋
の
な
か
や
天
井
な
ん
か
で
ふ
ら
ふ
ら
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
︒
そ
し
て

﹁
俺
を
早
く
産
ん
で
く
れ
︑
俺
を
早
く
産
ん
で
く
れ
﹂
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
︒
霊
魂
は
身
体
を
も
つ
前
か
ら
存
在
し
て
い
て
︑
身
体

を
も
っ
て
生
ま
れ
よ
う
と
悶
え
て
い
る
︒
霊
魂
先
在
説
は
︑
プ
ラ
ト
ン
に
も
あ
る
︒
肉
体
が
な
く
て
も
霊
魂
は
存
在
で
き
る
と
い
う
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考
え
方
が
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
︑
今
ま
で
の
世
界
の
文
化
の
な
か
で
は
主
流
派
だ
っ
た
︒

Ｔ
・
Ｈ
・
ハ
ク
ス
リ
ー
︵
1
8
2
5
-
1
8
9
5︶
は
﹁
ダ
ー
ウ
イ
ン
の
番
犬
﹂
と
い
う
あ
だ
名
が
あ
る
生
物
学
者
で
あ
る
︒
随
伴
現
象
説

ep
ip
h
en
o
m
en
alism
を
主
張
し
た
︒
心
的
な
も
の
は
脳
神
経
過
程
の
随
伴
現
象
で
あ
る
︑
だ
か
ら
︑﹁
か
ら
だ
が
な
け
れ
ば
心
も
な

い
﹂
と
言
う
︒
か
ら
だ
が
働
い
て
は
じ
め
て
心
が
働
く
︒
幻
想
も
︑
欲
望
も
︑
忘
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
︵
想
起
︶
も
︑
全
部

そ
れ
は
身
体
の
随
伴
現
象
だ
と
言
う
︒
手
足
が
溶
け
て
無
く
な
っ
て
︑
脳
が
溶
け
た
ら
︑
も
う
心
の
働
き
は
な
い
︒
脳
が
溶
け
れ
ば

痛
く
も
痒
く
も
な
い
︒
現
代
で
は
こ
の
随
伴
現
象
説
の
ほ
う
が
は
る
か
に
普
及
し
て
い
る
︒
離
存
説
を
信
じ
る
の
は
難
し
く
な
っ
て

き
て
い
る
︒

井
上
円
了
は
︑
霊
魂
の
不
滅
説
を
主
張
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
離
存
説
と
い
う
前
提
を
含
ん
で
い
な
い
︒
根
元
的
同
一
説
︵
あ
ら

ゆ
る
も
の
に
物
質
と
精
神
が
内
在
す
る
︶
と
い
う
立
脚
点
か
ら
︑
霊
魂
の
不
滅
を
主
張
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
極
め
て
独
創
的
な
思
想

で
あ
っ
て
︑
伝
統
的
な
思
想
の
な
か
に
同
一
の
類
型
を
見
出
す
こ
と
は
稀
で
あ
る
︒

根
元
的
同
一
説
は
︑
西
洋
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
︵
1
6
4
6
-
1
7
1
6︶
の
﹁
単
子
論
﹂
に
そ
の
断
片
的
な
表
現
が
あ
る
が
︑
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は
デ
カ
ル
ト
的
な
心
身
二
元
論
の
影
響
も
強
く
受
け
て
お
り
︑
根
元
的
同
一
説
を
体
系
的
に
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
以
降
︑
ロ
マ
ン
派
の
自
然
主
義
の
な
か
に
根
元
的
同
一
説
を
踏
ま
え
た
思
想
が
見
ら
れ
る
が
︑
そ
こ
に
は
顕
微
鏡
的
世
界

の
出
現
と
言
う
文
化
史
的
な
出
来
事
が
結
び
つ
い
て
い
る
︒

顕
微
鏡
と
望
遠
鏡
は
対
象
像
の
拡
大
と
い
う
共
通
の
機
能
を
も
ち
︑
一
七
世
紀
初
頭
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
た
が
︑
実
用
品
が
作
ら
れ
た
の
は
望
遠
鏡
の
方
が
先
だ
っ
た
︒
ガ
リ
レ
オ
は
望
遠
鏡
の
視
野
の
中
に
﹁
天
体
は
地
上
物
体
と
根
本

的
に
異
な
る
﹂
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
説
の
誤
り
を
見
出
し
た
︒﹁
星
は
霊
的
な
生
命
体
だ
﹂
と
い
う
説
が
否
定
さ
れ
て
︑
ニ
ュ
ー

ト
ン
に
よ
っ
て
万
物
が
物
理
的
な
因
果
関
係
で
つ
な
が
れ
て
い
る
と
い
う
自
然
像
が
描
き
出
さ
れ
る
︒
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顕
微
鏡
が
︑
肉
眼
不
可
視
の
微
小
世
界
の
な
か
に
生
命
体
の
姿
を
見
せ
た
と
き
に
︑
極
微
の
自
然
は
生
命
に
満
ち
て
い
る
と
い
う

ロ
マ
ン
派
的
な
自
然
像
に
道
を
開
い
た
︒
そ
こ
か
ら
根
源
的
同
一
性
の
哲
学
が
築
か
れ
て
い
っ
た
が
︑
実
証
的
な
自
然
科
学
の
動
向

と
は
一
致
し
な
か
っ
た
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
旧
生
気
論
﹂
は
︑
有
機
体
は
有
機
体
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
と
い
う
︒
こ
の
思
想
を
最
初
に

語
っ
た
の
は
︑
シ
ュ
タ
ー
ル
︵
G
eo
rg
E
rn
st
S
tah
l1
6
5
9
-
1
7
3
4︶
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
化
学
史
の
本
で
は
︑
燃
焼
の
原
因
は
物
質

に
含
ま
れ
る
﹁
フ
ロ
ジ
ス
ト
ン
﹂
で
あ
る
と
い
う
間
違
っ
た
学
説
を
提
唱
し
た
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
燃
焼
に
燃
焼
力
の
元
素

が
あ
り
︑
生
命
に
生
命
力
の
元
素
が
あ
る
と
い
う
錬
金
術
師
の
考
え
方
だ
と
い
う
批
評
も
あ
る
︒
科
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
の
は
ド
リ
ー
シ
ュ
︵
H
an
s
A
d
o
lf
E
d
u
ard
D
riesch
1
8
6
7
-
1
9
4
1︶
の
﹁
新
生
気
論
﹂
で
あ
っ
た
︒

井
上
円
了
の
根
源
的
同
一
性
の
哲
学
は
︑
や
が
て
鈴
木
大
拙
︵
1
8
7
0
-
1
9
6
6︶
に
引
き
継
が
れ
て
︑
文
化
史
的
に
重
要
な
役
割
を
果

た
す
が
︑
伝
統
的
な
来
世
観
を
変
え
る
と
い
う
影
響
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
︒
井
上
円
了
は
︑
離
存
説
で
は
納
得
で
き
な
い
か
ら
︑
も
っ

と
別
の
か
た
ち
で
考
え
よ
う
と
︑
根
源
同
一
説
を
考
え
る
︒
そ
こ
に
は
有
機
化
学
の
発
展
史
に
固
有
の
問
題
が
あ
っ
た
︒

三

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ト
マ
ス

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
で
は
︑
こ
の
離
存
説
と
随
伴
現
象
説
と
が
何
千
年
と
い
う
闘
い
を
続
け
て
い
る
︒
一
番
有
名
な
の
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
折
衷
主
義
で
あ
る
︒
先
生
の
プ
ラ
ト
ン
は
︑
離
存
説
の
親
分
︑
家
元
で
あ
る
︒
魂
は
肉
体
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と

断
定
し
て
い
る
︒
生
ま
れ
る
前
に
勉
強
し
て
き
た
こ
と
を
一
度
忘
れ
て
︑
再
度
思
い
出
す
の
が
真
理
な
の
だ
と
い
う
想
起
説
を
唱
え

た
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
︑
プ
ラ
ト
ン
先
生
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
本
当
だ
ろ
う
か
︑
と
一
生
懸
命
考
え
た
︒
霊
魂
が
身
体
を
離
れ

て
一
人
歩
き
す
る
と
い
う
の
は
嘘
で
は
な
い
か
と
言
う
︒
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﹁
霊
魂
と
肉
体
が
一
つ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
探
求
す
る
必
要
は
な
い
︒
封
蝋
と
印
形
が
一
つ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
必
要
が

な
い
の
と
同
様
で
あ
る
︒﹂︵﹃
デ
・
ア
ニ
マ
﹄

︶

421b
6

肉
体
が
な
け
れ
ば
霊
魂
は
な
い
の
は
︑
蝋
が
な
け
れ
ば
蝋
の
形
も
な
い
の
と
同
様
だ
︒
蝋
と
い
う
物
質
的
な
素
材
が
あ
っ
て
︑
そ

れ
に
彫
り
込
ま
れ
︑
刻
印
さ
れ
た
形
が
成
り
立
つ
︒
素
材
は
実
在
︑
存
在
︑
形
は
空
隙
︑
穴
ぼ
こ
︒﹁
凹
み
鼻
﹂
の
人
の
く
ぼ
み
の
形

と
同
様
に
︑
蝋
が
な
け
れ
ば
形
も
な
い
︒
だ
か
ら
︑
蝋
が
溶
け
れ
ば
心
も
溶
け
て
無
く
な
る
︒
そ
う
い
う
考
え
を
ま
ず
出
し
た
︒
と

こ
ろ
が
︑
同
じ
本
の
な
か
で
︑
こ
う
言
う
︒

﹁
能
動
理
性
は
︑
離
在
し
︑
作
用
を
受
け
ず
︑
混
交
せ
ず
純
粋
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
が
不
死
で
あ
り
︑
永
遠
で
あ
る
︒﹂︵﹃
デ
・

ア
ニ
マ
﹄

︶

430a20

能
動
理
性
と
は
︑
純
粋
な
哲
学
だ
と
か
霊
魂
だ
と
か
数
学
だ
と
か
︑
受
け
身
で
考
え
る
の
で
は
な
く
自
分
の
ほ
う
か
ら
考
え
て
ゆ

く
︑
純
粋
理
性
で
あ
る
︒
私
が
２
＋
２
は
４
だ
と
考
え
る
と
︑
こ
れ
は
も
し
か
す
る
と
能
動
理
性
で
︑
純
粋
で
あ
る
か
ら
︑
２
＋
２

は
４
だ
と
い
う
内
容
そ
の
も
の
は
︑
私
が
死
ん
で
も
ず
っ
と
残
っ
て
い
る
︒
純
粋
理
性
の
場
合
に
は
︑
離
存
が
成
り
立
つ
と
い
う
︒

そ
う
い
う
︑
あ
る
意
味
で
は
矛
盾
し
た
考
え
方
︑
折
衷
的
な
考
え
方
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
と
っ
た
︒

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
引
き
受
け
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
︑
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
︵
1
2
2
5
-
1
2
7
4︶
の
思
想
は
︑
こ
の
離
存
形
相
が
な
け

れ
ば
宗
教
が
成
り
立
た
な
い
も
の
だ
と
い
う
︒
こ
の
話
を
私
は
松
本
正
夫
先
生
か
ら
授
業
で
聞
い
た
︒
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﹁
存
在
者
と
し
て
質
料
は
形
相
と
の
合
成
な
し
に
は
成
立
せ
ず
︑
こ
れ
に
対
し
て
形
相
は
質
料
な
し
に
も
成
立
す
る
︒
純
粋
形

相
は
純
粋
質
料
と
異
な
り
充
分
な
原
因
さ
え
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
実
体
的
存
在
者
と
し
て
成
立
す
る
︒
最
も
形
相
力
あ
る
も
の

が
質
料
基
体
に
よ
る
制
約
を
蒙
ら
な
い
も
の
︑
従
つ
て
基
体
な
き
存
在
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
の
様
な
質
料
な
き
形
相

と
し
て
の
純
粋
形
相
が
純
粋
質
料
と
は
異
な
っ
て
立
派
に
存
在
者
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
︒﹂
(

)
(
松
本
正
夫
﹁
離
存

４

形
相
の
質
料
・
形
相
論
的
構
成
に
つ
い
て
﹂
)
︒

こ
れ
は
松
本
正
夫
先
生
が
一
九
六
三
年
に
書
い
た
文
で
︑
記
念
碑
的
な
︑
た
い
へ
ん
有
名
な
文
章
で
あ
る
︒
私
が
大
学
に
入
っ
た

時
︑
松
本
先
生
が
東
大
で
授
業
を
や
っ
て
い
た
︒
交
通
事
故
の
お
か
げ
で
声
が
出
な
く
な
り
︑
小
さ
な
教
室
で
︑
お
ま
わ
り
さ
ん
が

使
う
よ
う
な
携
帯
マ
イ
ク
を
持
っ
て
︑
授
業
を
さ
れ
た
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
離
存
の
可
能
性
の
な
か
に
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
成
り
立

つ
と
い
う
こ
と
を
説
か
れ
た
︒

四

井
上
円
了
の
｢離
存
な
き
不
滅
｣説

井
上
円
了
は
︑霊
魂
の
離
存
な
き
不
滅
を
考
え
る
︒
肉
体
を
離
れ
て
霊
魂
が
勝
手
に
飛
び
歩
く
と
い
う
考
え
方
を
と
ら
な
い
の
に
︑

霊
魂
は
不
滅
だ
と
い
う
︒

﹁
古
来
の
霊
魂
説
は
︑
こ
の
肉
体
の
ほ
か
に
別
に
一
団
の
精
神
あ
り
て
︑
自
在
に
出
入
の
で
き
る
よ
う
に
考
え
︑
そ
の
精
神
が
肉

体
中
に
入
れ
ば
生
活
︹
生
命
︺
を
現
じ
︑
肉
体
を
去
れ
ば
死
滅
に
帰
す
と
唱
え
た
る
も
︑
今
日
の
実
験
︹
実
経
験
︺
に
て
は
︑

そ
の
よ
う
に
霊
魂
と
肉
体
と
全
く
相
離
れ
て
︑
自
由
に
出
入
す
る
こ
と
の
で
き
難
き
を
知
り
た
れ
ば
︑
霊
魂
説
も
自
然
に
一
変
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す
る
に
至
り
ま
し
た
︒﹂︵
井
上
円
了
﹃
霊
魂
不
滅
論
﹄
初
版
一
八
九
九
年
︑
選
集
一
九
巻
三
四
五
頁
︶︒

肉
体
の
な
か
に
霊
魂
が
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
も
う
信
じ
ら
れ
な
い
︒
︱
︱
実
は
︑
道
元
が
す
で
に
同
じ
こ
と
を

言
っ
て
い
る
︒
︱
︱
プ
ラ
ト
ン
で
は
︑
霊
魂
不
滅
説
と
い
う
の
は
︑
肉
体
を
離
れ
て
霊
魂
が
出
て
行
っ
て
ど
こ
か
に
い
る
か
ら
霊
魂

は
不
滅
だ
と
言
う
︒
離
存
と
不
滅
は
必
ず
一
体
に
な
っ
て
い
て
︑
離
存
が
な
け
れ
ば
不
滅
も
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
井
上
円
了
は
︑﹁
霊

魂
説
も
自
然
に
一
変
す
る
に
至
り
ま
し
た
﹂
と
言
う
︒
井
上
円
了
は
そ
の
著
作
の
な
か
で
︑
霊
魂
が
不
滅
だ
と
い
う
説
を
た
く
さ
ん

書
き
残
し
て
い
る
が
︑
皆
︑
同
趣
旨
で
あ
る
︒

﹁
拙
者
を
は
じ
め
と
し
︑
そ
の
他
の
霊
魂
不
滅
説
を
唱
う
る
も
の
は
︑
大
抵
︑
霊
魂
は
肉
体
と
全
く
相
離
れ
た
る
も
の
に
あ
ら
ず

し
て
︑
む
し
ろ
肉
体
に
連
結
し
て
そ
の
裏
面
に
存
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
︒
そ
の
裏
面
の
精
神
が
︑
物
質
の
集
合
よ
り
成
れ
る

肉
体
の
上
に
作
用
を
現
ず
る
間
を
生
時
と
名
づ
け
︑
退
き
て
裏
面
に
潜
む
と
き
を
死
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒﹂︵
同
右
︶

物
質
と
生
命
は
い
つ
も
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
︒
生
命
す
な
わ
ち
精
神
が
隠
れ
て
い
る
状
態
を
死
と
言
い
︑
精
神
が
現
れ
て
い

る
状
態
を
生
と
言
う
︒
物
質
と
精
神
は
い
つ
も
一
つ
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
が
彼
の
霊
魂
不
滅
説
の
核
心
で
あ
る
︒

井
上
は
︑
霊
魂
不
滅
論
に
反
対
す
る
議
論
の
論
駁
も
何
度
も
書
い
て
い
る
︒
反
対
す
る
人
た
ち
に
よ
く
あ
る
の
は
﹁
音
信
論
﹂
と

い
う
も
の
で
︑﹁
死
ん
だ
人
が
あ
の
世
に
行
っ
て
か
ら
こ
の
世
に
手
紙
を
寄
越
し
た
例
が
な
い
︑
音
信
不
通
で
あ
る
︑
だ
か
ら
あ
の
世

な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
だ
﹂
と
い
う
論
拠
で
霊
魂
不
滅
を
否
定
す
る
人
が
い
る
が
︑
あ
の
世
と
こ
の
世
は
両
方
行
っ
た

り
来
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
い
︑
全
然
別
の
次
元
に
あ
る
の
だ
か
ら
︑
音
信
が
な
い
か
ら
と
言
っ
て
︑
霊
魂
が
不
滅
で
な
い
な
ど
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と
い
う
こ
と
は
間
違
い
だ
と
井
上
は
言
う
︒

そ
の
霊
肉
一
体
説
を
も
う
一
歩
進
ん
だ
か
た
ち
で
も
っ
て
認
識
し
て
い
る
の
が
︑
活
物
霊
体
説
で
あ
る
︒

﹁
人
間
︑
動
物
は
活
物
で
あ
る
︒
こ
の
活
物
は
ゴ
ッ
ド
が
造
出
し
た
と
せ
ざ
る
以
上
は
︑
必
ず
宇
宙
自
体
よ
り
産
生
し
た
と
せ
ね

ば
な
り
ま
す
ま
い
︒
す
な
わ
ち
︑
宇
宙
自
体
は
わ
れ
わ
れ
活
物
の
親
で
あ
る
︒
子
が
人
間
な
ら
ば
親
も
人
間
︑
子
が
猿
な
ら
ば

親
も
猿
で
あ
る
と
同
様
に
︑
子
が
活
物
な
れ
ば
親
も
活
物
な
る
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
た
決
し
て
︑
疑
わ
れ
ぬ
道
理
で
あ
る
︒﹂︵
同

右
三
三
七
頁
︶︒

生
命
体
か
ら
生
命
体
が
出
て
く
る
︒
生
命
体
な
し
に
は
生
命
体
は
出
て
こ
な
い
︒
生
命
体
で
は
︑
精
神
と
物
質
が
一
つ
に
な
っ
て

い
る
が
︑
そ
れ
が
永
遠
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
説
明
を
つ
け
る
︒
井
上
は
︑
茶
の
湯
の
世
界
で
︑
掛
け
軸
に
よ
く
あ
る
名
句
を
引

用
す
る
︒

﹁
古
松
は
般
若
を
談
じ
︑
幽
鳥
は
真
如
を
弄
ぶ
﹂

意
味
は
︑
古
び
た
松
は
仏
教
の
真
理
で
あ
る
般
若
波
羅
蜜
多
の
話
を
し
て
い
る
︒
松
が
古
く
な
っ
て
風
に
そ
よ
ぐ
︒
そ
れ
は
松
が

般
若
波
羅
蜜
多
の
議
な
の
だ
︒

﹁
幽
鳥
は
真
如
を
弄
ぶ
﹂

か
す
か
に
見
え
る
鳥
は
︑
仏
教
の
真
如
を
現
わ
し
た
り
︑
隠
し
た
り
し
て
い
る
︒

﹁
渓
声
す
な
わ
ち
こ
れ
広
長
舌
﹂

渓
の
せ
せ
ら
ぎ
が
ず
う
っ
と
ざ
あ
ざ
あ
ざ
あ
ざ
あ
と
言
っ
て
い
る
の
は
長
広
舌
︑
長
い
講
話
を
聞
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
︒
蘇

東
坡
の
言
葉
と
同
じ
で
あ
る
︒
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﹁
山
色
あ
に
清
浄
身
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
﹂

山
の
色
合
い
だ
っ
て
清
浄
を
讃
え
て
い
る
で
は
な
い
か
︒

﹁
青
々
た
る
翠
竹
は
こ
と
ご
と
く
に
真
如
に
し
て
︑
鬱
々
た
る
黄
華
は
般
若
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
﹂

自
然
と
霊
性
と
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
︒

こ
の
活
物
霊
体
論
が
井
上
円
了
の
心
身
論
哲
学
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
れ
は
東

洋
独
自
の
心
身
統
一
説
だ
と
は
井
上
自
身
は
言
っ
て
い
な
い
︒
鈴
木
大
拙
と
い
う
人
は
井
上
円
了
を
剽
窃
し
た
と
思
う
が
︑
こ
う
い

う
の
が
﹁
東
洋
独
自
の
思
想
だ
﹂
と
い
う
︒
鈴
木
大
拙
は
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
は
西
洋
的
な
原
理
で
︑
心
身
統
一
論
は
東
洋
的
な
原

理
だ
と
説
い
て
︑
こ
の
心
身
統
一
説
に
基
づ
い
て
東
洋
と
西
洋
と
分
け
た
︒
円
了
と
大
拙
の
あ
い
だ
に
同
じ
心
身
同
一
説
が
引
き
継

が
れ
た
と
き
︑
東
西
観
が
変
換
さ
れ
た
︒

問
題
は
︑
円
了
の
文
章
の
な
か
に
あ
る
︑﹁
霊
魂
説
も
自
然
に
一
変
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
霊
魂
説
と
い
う
の
は
︑
む
か
し
は

霊
魂
と
肉
体
が
離
れ
て
霊
魂
が
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
と
考
え
て
い
た
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
駄
目
な
ん
だ
︑
間
違
い
な
ん
だ
と
︒
こ

の
︑
霊
魂
が
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
の
は
間
違
い
だ
と
い
う
言
い
方
は
︑
道
元
に
も
あ
る
が
︑
江
戸
時
代
の
熊
沢
蕃
山
に
も
あ
る
︒

円
了
は
そ
れ
ら
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
が
︑
そ
れ
な
ら
﹁
自
然
に
一
変
﹂
と
い
う
い
い
方
は
成
り
立
た
な
い
︒

五

今
日
の
実
験
で
霊
魂
説
も
自
然
に
一
変

﹁
今
日
の
実
験
で
霊
魂
説
も
自
然
に
一
変
﹂
と
い
う
の
は
ど
こ
で
い
つ
起
こ
っ
た
出
来
事
な
の
か
と
考
え
る
と
︑
私
の
推
測
で
は
︑

井
上
円
了
が
西
洋
の
科
学
か
ら
学
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
生
命
論
的
自
然
観
は
︑
ガ
リ
レ
オ
︑
デ
カ
ル
ト
︑
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
機
械
論
的
自
然
観
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
が
︑
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ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
以
降
︑
生
命
論
的
自
然
観
が
復
活
し
た
︒
シ
ェ
リ
ン
グ
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
同
一
哲
学
は
︑
そ
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
︒

万
物
の
根
元
に
あ
る
流
動
性
に
お
い
て
は
︑
存
在
と
無
︑
物
質
と
精
神
︑
主
観
と
客
観
は
︑
不
可
分
の
流
動
的
同
一
性
を
な
し
て
い

る
︒そ

の
き
っ
か
け
は
顕
微
鏡
で
︑
池
の
水
を
見
る
と
︑
そ
の
な
か
に
生
命
が
う
よ
う
よ
し
て
い
る
︒﹁
一
六
六
五
年
︑
二
○
歳
の
フ
ッ

ク
︵
R
o
b
ert
H
o
o
ck
e
1
6
3
5
-
1
7
0
4︶
は
﹃
顕
微
鏡
図
譜
﹄︵
M
icro
grap
h
ia︶
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
を
出
版
し
た
︒
こ
の
本
は
い
く

つ
も
の
分
野
に
お
け
る
フ
ッ
ク
の
研
究
結
果
や
考
え
方
を
単
に
寄
せ
集
め
た
も
の
だ
っ
た
が
︑
フ
ッ
ク
本
人
が
描
い
た
五
七
枚
の
驚

愕
の
図
版
を
通
じ
て
新
し
い
奇
妙
な
ミ
ク
ロ
の
世
界
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
大
評
判
に
な
っ
た
︒
ノ
ミ
の
解
剖
学
的
特
徴
や
シ
ラ

ミ
の
身
体
︑
ハ
エ
の
目
や
ハ
チ
の
針
を
︑
は
じ
め
て
人
間
の
知
覚
の
も
と
に
さ
ら
し
た
︒
単
純
な
動
物
で
さ
え
人
間
と
同
様
に
身
体

の
各
部
位
や
器
官
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
拡
大
さ
れ
た
昆
虫
を
一
度
も
見
た
こ
と
の
な
い
人
々
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
新
事
実
だ
っ

た
︒﹂
(

)
(
二
四
六
頁
)
︒

５

今
ま
で
見
て
い
た
自
分
た
ち
の
世
界
と
は
全
然
違
う
も
の
が
顕
微
鏡
下
の
世
界
で
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
︑
い
ろ
い
ろ
な
微
小

世
界
の
構
想
が
出
た
︒
金
を
つ
く
る
こ
と
は
ふ
つ
う
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
金
属
の
も
っ
と
ず
っ
と
細
か
い
粒
子

を
操
作
す
れ
ば
︑
金
で
な
い
も
の
か
ら
金
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
微
小
粒
子
説
に
基
づ
く
錬
金

術
に
凝
っ
て
い
た
︒

 
わ
れ
わ
れ
の
肉
眼
に
見
え
な
い
だ
け
で
︑
ど
こ
に
も
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
生
命
が
あ
っ
て
︑
そ
の
生
命
体
の
な
か
で
は
精

神
と
物
質
が
い
つ
も
未
分
化
の
状
態
で
一
体
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
生
ま
れ
た
︒
生
物
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
機
械
論
的
な

説
明
が
影
響
力
を
失
っ
た
︒
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
﹃
光
学
﹄
に
レ
ン
ズ
に
よ
る
像
の
拡
大
の
説
明
を
し
て
お
り
︑
望
遠
鏡
も
顕
微
鏡
も

そ
の
原
理
を
よ
く
知
っ
て
い
た
が
︑
彼
の
思
想
的
な
影
響
は
望
遠
鏡
以
後
・
顕
微
鏡
以
前
で
あ
る
︒
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自
然
︵
肉
体
︶
と
精
神
が
分
離
し
て
い
る
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
考
え
方
に
対
し
て
︑
自
然
と
精
神
が
も
と
も
と
一
つ
だ
っ
た
︑

ず
っ
と
一
つ
で
あ
る
︑
と
い
う
見
方
は
非
常
に
新
鮮
な
見
方
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
な
か
で
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
に
な

る
︒﹁

ロ
マ
ン
主
義
の
自
然
研
究
に
と
っ
て
根
本
的
で
あ
る
の
は
︑
自
然
と
精
神
の
同
一
性
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
自
然
の
諸

法
則
は
︑
精
神
的
な
も
の
の
諸
法
則
と
一
致
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
自
然
学
︵
P
h
y
sik︶
と
形
而
上
学
︵
M
etap
h
y
sik︶

と
は
統
合
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
個
別
的
な
も
の
に
即
し
て
も
普
遍
的
な
も
の
が
証
明
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

技
術
︑
実
験
︑
数
学
は
︑
超
越
的
な
展
望
に
向
け
て
︑
矛
盾
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
ロ
マ
ン
主
義
の
自

然
研
究
は
︑
経
験
的
な
特
殊
化
も
︑
思
弁
的
な
体
系
化
も
避
け
よ
う
と
す
る
︒﹂
(

)
︵
D
ie
tric
h
v
.E
n
g
e
lh
a
rd
t,
N
a
tu
rfo
rs
c
h
u
n
g
im

Z
e
ita
lte
r

６

d
e
r
R
o
m
a
n
tik
︶
︒

ロ
マ
ン
主
義
は
︑
だ
い
た
い
一
九
世
紀
︑
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
︵
1
7
7
0
-
1
8
2
7︶
の
時
代
︑
ゲ
ー
テ
︵
1
7
4
9
-
1
8
3
2︶
の
時
代
と
言
っ

て
も
い
い
︒﹃
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
﹄︵
1
7
7
4︶
で
ゲ
ー
テ
は
︑
自
分
の
な
か
に
燃
え
る
よ
う
な
自
然
生
命
が
ず
っ
と
湧
き
出
し

て
く
る
︑
そ
れ
を
い
ま
自
分
は
感
じ
て
い
る
︑
そ
れ
を
自
分
は
い
ま
︑
た
だ
︑
夕
暮
れ
の
な
か
で
花
が
咲
い
て
虫
が
飛
ん
で
い
る
と

い
う
情
景
を
見
て
い
る
だ
け
な
ん
だ
け
れ
ど
も
︑
し
か
し
同
時
に
自
分
の
存
在
の
な
か
で
そ
の
自
然
の
生
命
が
燃
え
上
が
っ
て
い
る

の
が
感
じ
ら
れ
る
︑
と
︒
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六

仏
教
理
科

井
上
円
了
に
︑﹃
仏
教
理
科
﹄
と
い
う
︑
お
も
し
ろ
い
本
が
あ
る
︒
素
人
く
さ
い
自
然
科
学
思
想
で
︑
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
寄
せ
集

め
て
自
分
の
思
想
に
適
用
し
て
い
る
︒

﹁
霊
魂
滅
亡
論
者
は
曰
く
︑
人
死
す
れ
ば
霊
魂
は
身
と
共
に
滅
し
て
生
存
す
る
こ
と
な
し
と
︒
し
か
し
て
そ
の
考
証
と
す
る
と

こ
ろ
は
古
人
ひ
と
た
び
死
し
て
再
び
帰
り
き
た
る
も
の
な
く
︑
ま
た
死
後
い
ま
だ
音
信
を
伝
え
た
る
も
の
な
し
と
い
う
に
外
な

ら
ず
︒
・
・
・
そ
の
第
一
命
題
の
霊
魂
は
︑
身
と
共
に
滅
す
と
い
う
は
す
で
に
非
論
理
的
な
り
︒
な
ん
と
な
れ
ば
身
は
物
質
よ

り
成
り
︑
物
質
は
不
滅
な
れ
ば
︑
身
ま
た
不
滅
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
身
に
し
て
不
滅
な
ら
ば
︑
い
ず
く
ん
ぞ
身
と
共
に
滅
す

と
い
う
を
得
ん
や
︒﹂︵
選
集
第
七
巻
四
六
三
頁
︶︒

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
が
﹁
化
学
反
応
を
通
じ
て
質
量
の
総
量
は
一
定
で
あ
る
﹂
と
﹁
質
量
保
存
の
法
則
﹂
を
発
表
し
た
の
が
︑
一
七
七

五
年
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
が
一
八
九
八
︵
明
治
三
一
︶
年
の
﹁
仏
教
理
科
﹂
に
登
場
し
て
も
︑
不
思
議
で
は
な
い
︒
日
本
で
は
︑
近

代
的
な
化
学
の
概
論
が
︑
宇
田
川
榕
庵
﹁
舎
密
開
宗
﹂︵
せ
い
み
か
い
そ
う
︶
と
し
て
一
八
三
七
︵
天
保
八
︶
年
に
出
て
い
る
︒
原
版

英
文
の
ド
イ
ツ
語
訳
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
の
漢
文
訳
で
あ
る
︒
一
八
七
八
︵
明
治
一
一
︶
年
に
化
学
会
が
発
足
︵
会
長
は
二
三
歳
の
久

原
躬
弦
︶
し
て
い
る
︒
一
八
八
七
︵
明
治
二
〇
︶
年
に
は
︑
会
員
数
が
約
一
〇
〇
名
︵
弱
？
︶
で
あ
っ
た
︒
会
員
名
簿
に
は
︑
イ
ギ

リ
ス
で
化
学
を
学
ん
だ
杉
浦
重
剛
の
名
も
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
井
上
と
杉
浦
は
政
教
社
と
い
う
団
体
で
共
同
の
活
動
を
し
て
い
る
︒

﹃
仏
教
理
科
﹄
と
内
容
が
共
通
す
る
﹃
奮
闘
哲
学
﹄
に
は
︑﹁
物
質
不
滅
︑
勢
力
恒
存
︑
因
果
相
続
の
三
大
理
法
に
照
ら
さ
ば
︑
霊

魂
も
不
滅
﹂︵﹃
奮
闘
哲
学
﹄
選
集
第
二
巻
二
六
四
頁
︶
と
書
い
て
あ
る
︒
物
質
不
滅
と
い
う
の
は
質
量
保
存
の
法
則
︑
勢
力
恒
存
と
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い
う
の
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
恒
存
の
法
則
で
あ
ろ
う
︒
因
果
相
続
と
い
う
の
は
︑
物
理
法
則
で
は
な
く
て
︑
一
般
的
な
意
味
で
の
︑
原
因

が
あ
れ
ば
必
ず
結
果
が
あ
り
︑
結
果
に
は
必
ず
原
因
が
あ
っ
て
生
ず
る
と
い
う
考
え
方
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
︒
実
際
に
こ
こ
で
井
上

円
了
が
考
え
て
い
た
の
は
︑
有
機
物
か
ら
無
機
物
へ
の
変
化
は
存
在
す
る
が
︑
無
機
物
か
ら
有
機
物
へ
の
変
化
は
存
在
し
な
い
と
い

う
関
係
で
あ
る
︒
有
機
物
は
必
ず
先
に
存
在
す
る
有
機
物
か
ら
の
み
発
生
す
る
と
い
う
考
え
方
は
︑
先
に
引
用
し
た
活
物
論
と
同
じ

で
あ
る
︒

人
間
は
人
間
か
ら
生
ま
れ
る
︑
親
か
ら
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
︑
猿
か
ら
猿
が
生
ま
れ
る
︒
有
機
物
は
必
ず
先
行
す
る
有
機
物
か
ら

の
み
生
ま
れ
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
有
機
物
に
は
︑
無
機
物
に
は
存
在
し
な
い
﹁
生
気
﹂︵
生
命
と
精
神
の
も
と
に
な
る
も
の
︶
が
含
ま

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
生
気
の
な
い
も
の
︵
無
機
物
︶
か
ら
︑
生
気
の
あ
る
も
の
︵
有
機
物
︶
は
作
れ
な
い
︒
井
上
円
了
は
こ
の

生
気
説
を
使
っ
て
︑﹁
霊
魂
の
不
滅
﹂
を
説
い
て
い
る
︒
そ
れ
が
﹁
霊
魂
説
も
自
然
に
一
変
﹂
と
述
べ
た
理
由
で
あ
る
︒

化
学
史
の
本
に
は
︑
尿
素
の
人
工
合
成
が
成
功
し
た
の
で
︑
生
気
説
の
過
ち
が
証
明
さ
れ
た
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
︒

﹁
一
八
二
四
年
に
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
︵
F
ried
lich
W
o
eh
ler
1
8
0
0
-
1
8
8
2︶
は
︑
シ
ア
ン
と
ア
ン
モ
ニ
ア
溶
液
の
反
応
で
結
晶
性
の
白

い
物
質
が
生
じ
た
の
を
確
認
し
た
が
︑
そ
れ
は
シ
ア
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
で
は
な
か
っ
た
︒
一
八
二
八
年
︑
同
じ
物
質
が
ア
ン

モ
ニ
ア
と
シ
ア
ン
酸
と
の
反
応
か
ら
も
得
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ス
ト
を
し
た
が
そ
れ
は
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
塩
で
も
な
け
れ
ば
シ

ア
ン
酸
塩
で
も
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
有
機
物
質
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
︒
そ
れ
と
硝
酸
と
の
反
応
は
︑
尿
素
と
硝

酸
の
反
応
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
そ
こ
で
尿
か
ら
純
粋
の
尿
素
を
分
離
し
て
同
じ
実
験
を
や
っ
て
み
た
︒
そ
の
結

果
︑
こ
の
結
晶
性
物
質
は
尿
素
と
全
く
同
一
一
の
物
質
で
あ
る
と
い
う
︑
予
想
外
の
結
論
に
達
し
た
︒
当
時
︑
有
機
物
質
は
生

命
体
の
営
み
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
無
機
物
質
か
ら
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
い
う
の
が
化
学
者
の
通
念
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で
あ
っ
た
︒
こ
れ
を
生
気
論
と
い
う
︒
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
の
尿
素
の
人
工
生
成
は
生
気
論
を
く
つ
が
え
す
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
か
れ

の
論
文
︵
1
8
2
8︶
は
短
く
︑
淡
々
と
し
た
も
の
で
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
生
気
論
は
一
挙
に
く
つ
が
え
ら
な
か
っ
た
︒﹂
(

)
(
島
尾
永
康

７

﹁
人
物
化
学
史
﹂
)
︒

﹁
生
気
﹂︵
v
is
v
italis
ラ
テ
ン
語
︶︑﹁
生
命
力
﹂︵
L
eb
en
sk
raft
ド
イ
ツ
語
︶
は
︒
も
と
も
と
理
論
的
に
想
定
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
︑

そ
の
測
定
の
方
法
が
定
義
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒﹁
尿
素
の
人
工
合
成
は
生
気
論
の
反
証
実
験
で
あ
る
﹂
と
い
う
命
題
を
裏

付
け
る
証
拠
は
何
も
な
い
︒﹁
お
化
け
は
い
な
い
﹂
と
同
様
で
反
証
で
き
な
い
︒

ヴ
ェ
ー
ラ
ー
の
尿
素
合
成
の
後
で
出
版
さ
れ
た
リ
ー
ビ
ッ
ヒ
︵
Ju
stu
s
v
o
n
L
ieb
ig
1
8
0
3
-
1
8
7
3︶
の
有
機
化
学
の
古
典
的
教
科
書

﹃
動
物
化
学
﹄︵
1
8
4
3︶
に
は
︑﹁
生
命
力
﹂
に
つ
い
て
︑
こ
う
書
か
れ
て
い
る
︒

﹁
生
命
現
象
は
物
質
と
切
り
離
せ
な
い
︒
生
き
て
い
る
体
の
各
部
の
生
命
力
の
表
出
は
生
命
力
の
担
い
手
の
形
と
︑
そ
の
基
本

粒
子
の
配
列
の
仕
方
に
よ
っ
て
決
ま
る
︒
生
命
力
は
︑
あ
る
物
質
の
基
本
粒
子
が
一
定
の
形
に
集
ま
る
と
き
に
︑
初
め
て
そ
の

物
質
に
具
わ
り
外
に
知
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
一
つ
の
特
別
な
性
質
で
あ
る
︒
生
命
力
は
︑
重
力
や
磁
力
の
よ
う
に
無
限
大
の

距
離
で
働
く
の
で
は
な
く
て
︑
化
学
的
力
の
よ
う
に
直
接
︑
接
触
す
る
と
き
だ
け
作
用
す
る
︒
生
命
力
は
物
質
の
構
成
要
素
が

複
合
体
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
生
き
て
い
る
体
の
部
分
の
働
き
を
表
わ
す
行
為
に
よ
っ
て
︑
食
物

の
元
素
が
体
の
部
分
と
同
じ
形
と
性
状
に
集
め
ら
れ
る
と
︑
そ
の
元
素
は
体
の
部
分
に
等
し
い
能
力
を
初
め
て
手
に
入
れ
る
︒

こ
の
元
素
の
集
合
に
よ
り
元
素
に
宿
っ
て
い
た
生
命
力
は
解
き
放
た
れ
て
表
わ
れ
出
る
︒﹂
(

)
(
リ
ー
ビ
ッ
ヒ
﹃
動
物
化
学
﹄
)
︒

８
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も
し
も
生
気
説
が
正
し
い
な
ら
︑
化
学
肥
料
の
有
効
性
が
な
り
た
た
な
い
︒
こ
の
文
章
の
な
か
に
化
学
肥
料
の
有
効
性
と
い
う
概

念
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
リ
ー
ビ
ッ
ヒ
か
ら
約
一
〇
〇
年
経
っ
た
ワ
ト
ソ
ン
と
ク
リ
ッ
ク
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
構
造
解

明
︵
1
9
5
3︶
が
な
さ
れ
た
と
き
も
︑﹁
生
気
説
の
誤
り
が
証
明
さ
れ
た
﹂
と
い
う
話
が
で
た
︒
生
命
の
遺
伝
を
担
う
物
質
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
で

あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
分
子
構
造
が
解
明
さ
れ
て
︑
元
素
の
螺
旋
形
に
つ
な
が
る
配
列
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
︑
生
命

体
の
内
部
に
元
素
に
は
還
元
不
可
能
な
要
素
︵
生
気
︶
が
存
在
す
る
は
ず
だ
と
い
う
主
張
は
否
定
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
︒
そ
れ
が

生
気
説
の
誤
り
と
言
え
る
か
ど
う
か
︒﹁
実
際
は
ヴ
エ
ー
ラ
ー
の
仕
事
は
生
気
説
の
最
初
の
敗
北
に
過
ぎ
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
ア
イ

ザ
ッ
ク
・
ア
シ
モ
フ
の
言
葉
に
は
含
蓄
が
あ
る
(

)
︒
９

有
機
物
か
ら
有
機
物
へ
の
変
化
は
存
在
す
る
が
︑
無
機
物
か
ら
有
機
物
へ
の
変
化
は
存
在
し
な
い
と
い
う
説
は
す
で
に
間
違
い
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
と
述
べ
て
︑
井
上
円
了
を
批
判
す
る
こ
と
は
残
酷
で
あ
る
︒
一
般
社
会
あ
る
い
は
化
学
者
全
体
の
理
解

水
準
か
ら
す
る
と
︑
無
機
物
か
ら
有
機
物
へ
の
変
化
は
存
在
し
な
い
と
い
う
考
え
方
が
ず
っ
と
二
〇
世
紀
の
前
半
部
分
あ
た
り
ま
で

続
い
て
い
て
︑
こ
れ
に
つ
い
て
疑
い
を
持
つ
こ
と
に
対
し
て
ま
た
疑
い
を
持
た
れ
る
と
い
う
︑
そ
う
い
う
時
代
状
況
が
あ
っ
た
︒

七

ふ
た
た
び
死
生
観
の
東
西

﹁
死
生
観
の
東
西
﹂
と
い
う
話
に
な
る
と
︑
東
洋
で
は
こ
う
い
う
考
え
方
︑
西
洋
で
は
こ
う
い
う
考
え
方
と
い
う
︑
東
西
を
分
け
る

見
方
が
多
か
っ
た
︒
西
洋
は
二
元
論
︑
東
洋
は
一
元
論
な
ど
と
い
う
大
嘘
が
横
行
し
て
い
る
︒
井
上
円
了
の
営
み
は
︑
そ
う
い
う
意

味
で
の
﹁
東
洋
び
い
き
﹂
の
次
元
を
超
え
て
い
た
︒
西
洋
か
ら
も
︑
東
洋
か
ら
も
学
ぶ
べ
き
も
の
を
学
ぶ
と
い
う
姿
勢
を
示
し
た
︒

死
に
つ
い
て
は
︑
反
復
型
︑
一
回
型
と
い
う
二
つ
の
見
方
が
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
な
か
に
見
ら
れ
る
︒
一
回
型
は
現
代
の
科
学
と
も

な
じ
み
や
す
い
し
︑
一
回
型
で
あ
る
こ
と
の
精
神
性
は
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹃
存
在
と
時
間
﹄
な
ど
の
著
作
に
よ
っ
て
深
く
追
究
さ
れ
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て
き
て
い
る
︒
し
か
し
︑
死
生
観
を
﹁
も
つ
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑
ど
っ
ち
か
に
決
め
る
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
て
︑

自
分
の
気
持
ち
に
な
じ
む
観
念
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
信
念
と
精
神
的
に
相
克
し
な
い
も
の
を
︑
い
わ
ば
共
存
さ
せ
る
と
い
う
場
合
も
あ

る
︒
そ
れ
が
死
生
観
の
特
色
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

【
註
︼

(１
)

山
折
哲
雄
﹃
霊
と
肉
﹄
講
談
社
学
術
文
庫
︑
一
九
九
八
年
︑
二
四
六
頁

(２
)

山
折
哲
雄
﹃
日
本
宗
教
文
化
の
構
造
と
祖
型
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
〇
年
︑
第
三
章
﹁
死
の
た
め
の
団
体
形
成
﹂
を
参
照
し
た
︒

(３
)

カ
ト
リ
ッ
ク
回
勅
﹁
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
﹂
瀬
本
正
之
︑
吉
川
ま
み
訳
︑
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
︑
六
五
番
︒

(４
)

松
本
正
夫
﹁
離
存
形
相
の
質
料
・
形
相
論
的
構
成
に
つ
い
て
﹂﹃
哲
学
﹄
三
田
哲
学
会
︑
四
五
号
︑
一
九
六
三
年
︑
二
四
頁
︒

(５
)

レ
ナ
ー
ド
・
ム
ロ
デ
ィ
ナ
ウ
﹃
人
類
と
科
学
の
四
〇
〇
万
年
史
﹄
水
谷
淳
訳
︑
河
出
書
房
新
社
︑
二
〇
一
六
年
︑
二
四
六
頁
︒

(６
)

D
ietrich

v.E
n
gelh
ard
t,
N
atu
rforsch

u
n
g
im
Z
eitalter

d
er
R
om
an
tik,
in
:
F
essellos

d
u
rch
d
ie
S
ystem

e,
1997,

S
.35.

(７
)

島
尾
永
康
﹃
人
物
化
学
史
﹄
朝
倉
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︑
七
五
頁
︒

(８
)

リ
ー
ビ
ッ
ヒ
﹃
動
物
化
学
﹄
田
中
豊
助
・
大
原
睦
子
訳
︑
内
田
老
鶴
圃
︑
一
九
八
六
年
︑
一
七
二
～
一
七
三
頁
︒

(９
)

ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ア
シ
モ
フ
﹃
化
学
の
歴
史
﹄
玉
虫
文
一
・
竹
内
敬
人
訳
︑
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
一
二
二
頁
︒

︵
二
〇
一
六
年
三
月
二
〇
日
開
催
︑
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
行
事
の
特
別
講
演
録
音
に
加
筆
・
修
正
︒︶
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