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二
〇
〇
八
年
六
月
十
三
日
と
十
四
日
に
、
台
湾
大
学
で
、
京
都
学
派
の
哲
学
と
現
代
新
儒
教

と
の
間
で
の
対
話
の
た
め
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
台
湾
大
学
の
現
代
の
新
儒
教
の

研
究
者
の
方
々
の
発
案
で
、
台
湾
大
学
側
か
ら
は
約
三
十
名
の
研
究
者
が
出
席
さ
れ
、
日
本
側

か
ら
は
三
名
の
京
都
学
派
の
哲
学
の
研
究
者
が
招
待
さ
れ
た
。
本
稿
の
著
者
で
あ
る
私
も
三
人

の
内
の
一
人
と
し
て
招
待
さ
れ
た
。
台
湾
大
学
の
意
向
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、
京
都
学

派
の
哲
学
と
台
湾
の
現
代
新
儒
教
と
で
は
何
ら
の
対
話
も
実
現
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
両

学
派
の
哲
学
の
対
話
の
実
現
を
通
し
て
、
両
国
の
友
好
を
進
め
、
延
い
て
は
世
界
の
哲
学
の
発

展
に
も
責
献
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
先
ず
、
両
国
か
ら
二
人
ず
つ
参
加
の
座

談
会
が
開
か
れ
、
戦
後
初
め
て
の
両
学
派
の
対
話
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
で
、
両
国
か

ら
各
々
二
人
の
講
演
が
あ
り
、
忌
憚
の
な
い
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
。
二
日
目
は
、
台
湾
の
側

か
ら
の
、
哲
学
の
種
々
の
立
場
か
ら
の
研
究
発
表
が
行
わ
れ
、
質
疑
応
答
が
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
な
さ
れ
た
。
本
稿
は
そ
の
時
の
、
第
一
日
目
の
著
者
の
講
演
を
邦
訳
し
、
加
筆
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
京
都
学
派
の
哲
学
と
は
如
何
な
る
哲
学
で
あ
る
か
を
、
著
者
の
解
釈
も
加

え
な
が
ら
論
究
し
た
も
の
が
、
本
稿
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
は
、
そ
の
講
演
で
あ
る
。

邦
訳
に
際
し
て
は
加
筆
さ
れ
て
い
る
。

京
都
学
派
と
い
う
学
派
名
は
、
色
々
な
学
問
分
野
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
講
演
で
は

哲
学
に
お
け
る
京
都
学
派
に
限
定
し
て
お
話
を
し
た
い
。
京
都
学
派
の
哲
学
に
属
す
る
学
者
も

沢
山
い
る
が
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
西
田
幾
多
郎
（
人
名
の
敬
称
略
）、
田
辺
元
そ
し
て

西
谷
啓
治
の
三
哲
学
者
に
限
定
し
て
お
話
を
し
た
い
。

西
田
、
田
辺
、
西
谷
の
三
哲
学
者
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
、
更
に
は
哲
学
の
研
究
が
深

め
ら
れ
、
彼
ら
の
存
命
中
に
は
哲
学
の
分
野
で
、
ま
た
最
終
的
に
は
宗
教
哲
学
の
分
野
で
、
本

来
的
な
個
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
方
、
種
の
レ
ベ
ル
の
あ
り
方
、
そ
し
て
類
の
世
界
の
あ
り
方

の
三
者
の
、
相
互
に
何
ら
の
関
係
の
齟
齬
も
な
い
根
源
的
な
「
一
」
の
あ
り
方
が
、
探
求
さ
れ

続
け
て
い
た
と
言
え
る
。

右
に
挙
げ
た
三
哲
学
者
な
い
し
宗
教
哲
学
者
た
ち
は
、
中
国
の
歴
史
上
の
様
々
な
宗
教
、
思

想
、
哲
学
、
論
理
か
ら
も
豊
か
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
各
哲
学
者
に
最
も
深
い
影
響
を
与
え

た
中
国
の
作
品
や
思
想
は
、
西
田
で
は
老
子
の
『
道
徳
経
』
や
『
華
巌
五
教
章
』
が
挙
げ
ら
れ

る
。
西
田
幾
多
郎
が
一
生
涯
を
か
け
て
探
求
し
よ
う
と
し
た
の
は
、「
形
な
き
形
を
見
、
声
な
き

声
を
聞
く
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
が
、
こ
の
言
葉
は
、
老
子
の
『
道
徳
経
』
に
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
西
田
の
最
終
的
立
場
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
（
創
造
的
に
も
の
を
作
る
こ
と
）
の
立
場
で
あ

る
が
、
こ
の
立
場
は
、
華
巌
宗
の
「
理
事
無
礙
」
の
世
界
と
も
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
１
）。
田

辺
に
お
い
て
は
、『
正
法
眼
蔵
の
哲
学
私
観
』
が
（
一
九
三
九
年
）
あ
る
。
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』

に
は
、
中
国
で
道
元
が
出
会
い
、
彼
の
師
と
な
っ
た
如
浄
の
影
響
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
西
谷
に
お
い
て
は
、
中
国
の
『
寒
山
詩
』（
２
）
や
『
碧
巌
録
』（
一
三
〇
〇
年
）（
３
）
か
ら

の
、
ま
た
華
巌
の
思
想
の
、
就
中
、「
事
事
無
礙
」
の
世
界
観
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

台
湾
の
現
代
新
儒
教
と
京
都
学
派
の
哲
学
の
間
に
は
、
前
者
が
実
体
的
思
惟
方
法
で
、
後
者

は
無
実
体
的
な
思
索
方
法
で
考
え
る
と
い
う
大
き
な
、
思
考
形
態
上
の
相
違
性
が
存
す
る
に
も
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拘
わ
ら
ず
、
右
に
挙
げ
た
三
人
の
京
都
学
派
の
哲
学
者
た
ち
は
、
中
国
か
ら
豊
か
な
文
化
的
、

思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
京
都
学
派
の
哲
学
と
現
代
の
新
儒
教
の
間
に
は
、

接
点
が
、
更
に
は
両
者
に
通
底
す
る
次
元
が
見
出
さ
れ
る
筈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
先
ず
京
都
学
派
の
先
に
挙
げ
た
宗
教
哲
学
者
の
特
徴
を
簡
単
に
挙
げ
て
、
こ
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
対
話
の
最
後
に
、
両
者
間
の
接
点
な
い
し
は
共
通
の
場
が
顕
わ
と
な
る
こ
と

が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

一
、
西
田
、
田
辺
、
西
谷
の
哲
学
の
出
発
点

①
西
田
哲
学
の
出
発
点

西
田
は
、
哲
学
へ
の
動
機
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
よ
う
な
「
驚
き
」
で
は
な
く
、
深

い
「
人
生
の
悲
哀
」（
４
）
で
あ
る
と
語
り
、
更
に
哲
学
は
「
世
界
の
自
覚
」
か
ら
始
ま
る
と
考
え

て
い
る
。『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
の
第
一
巻
か
ら
第
六
巻
ま
で
は
、「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自

己
を
見
る
」
と
い
う
「
自
己
の
自
覚
」
が
論
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
七
巻
か
ら
第
十
一
巻

ま
で
は
、
個
に
お
い
て
「
世
界
が
世
界
に
お
い
て
世
界
を
見
る
」
と
い
う
「
世
界
の
自
覚
」
が

究
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
田
に
お
い
て
は
、「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
と

い
う
自
己
の
自
覚
は
、
個
に
お
い
て
「
世
界
が
世
界
に
お
い
て
世
界
を
見
る
」
と
い
う
「
世
界

の
自
覚
と
「
一
」
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
両
者
の
自
覚
は
、
対
象
論
理
的
に
、
つ
ま
り
主
観
―
客

観
―
図
式
で
対
象
的
に
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
全
く
矛
盾
し
、
対
立
し
て
い
る
自
覚
で
あ
る
が
、
西

田
に
お
け
る
所
謂
「
絶
対
無
の
場
所
」
で
の
主
―
客
―
未
分
離
の
次
元
で
は
「
一
」
の
自
覚
な
の

で
あ
る
。
西
田
に
お
け
る
「
絶
対
無
」
と
は
、
一
切
の
実
体
的
な
立
場
の
絶
対
の
否
定
を
意
味

す
る
。
従
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
固
定
的
な
、
つ
ま
り
静
的
な
、
永
遠
で
普
遍
で
不
変
の
立
場
を

も
認
め
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
西
田
で
の
場
所
と
は
、
西
田
の
説
明
を
借
り
れ
ば
、
絶

対
の
「
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
絶
対
現
在
」
を
意
味
す
る
。
場
所
の
説
明
の
た
め
に
こ
こ
で
西

田
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
「
絶
対
」
は
、「
絶
対
無
」
の
絶
対
と
は
相
違
し
て
、
普
通
に
使
わ

れ
る
意
味
と
し
て
の
「
相
対
を
絶
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
西

田
で
の
「
場
所
」
と
は
、
そ
こ
で
は
一
切
の
両
極
性
が
「
一
」
に
成
り
立
っ
て
い
る
「
開
け
」

と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
も
こ
の
「
開
け
」
は
、
単
な
る
「
開
」
け
で
は
な
く
、

対
象
論
理
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、「
無
限
」
の
開
け
で
あ
り
、
か
つ
相
対
を
絶
し
て
い
る
の
で

「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
で
あ
る
。
こ
の
開
け
は
、
主
観
―

客
観
―

図
式
を
突
破
し
て
、
主
―

客
―

未
分
離
の
次
元
で
表
現
さ
れ
れ
ば
「
永
遠
の
今
」
と
も
言
え
る
。
時
と
永
遠
と
が
渾
然
一
体
と

な
っ
た
「
永
遠
の
今
」
と
し
て
の
「
絶
対
現
在
」
で
あ
る
「
開
け
」
で
あ
る
。

西
田
の
哲
学
は
「
自
覚
の
哲
学
」
と
言
え
る
が
、
こ
の
自
覚
は
、
西
田
の
「
絶
対
無
の
場
所
」

に
お
け
る
「
自
己
の
自
覚
」
と
「
世
界
の
自
覚
」
と
の
主
―
客
―
未
分
離
の
次
元
で
の
「
純
粋
経

験
」
に
お
け
る
根
源
的
な
「
一
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、「
一
」
と
は
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
世
界
と
か
全
体
と
し
て
の
立
場
が
「
一
」

で
あ
り
、
他
の
数
人
の
老
師
方
に
お
い
て
は
個
々
の
個
に
成
り
立
っ
て
い
る
普
遍
の
立
場
が

「
一
」
で
、
そ
の
集
合
し
た
も
の
と
し
て
の
世
界
あ
る
い
は
全
体
が
多
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
両
者
の
立
場
は
共
に
正
し
い
と
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
著
者
で
は
、「
一
」
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
、
荘
子
の
著
書
「
荘
子
」
の
内
篇
、

応
帝
王
篇
に
出
て
く
る
、『
荘
子
』
全
体
の
結
語
と
し
て
の
「
混
沌
七
竅
に
死
す
」
と
い
う
寓
話

に
出
て
く
る
支
配
者
の
渾
沌
の
国
の
渾
沌
あ
る
い
は
渾
沌
そ
の
人
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
渾
沌
さ
ん
の
内
で
は
一
と
多
は
渾
沌
の
中
で
渾
然
一
体
と
な
っ

て
い
て
、
渾
沌
さ
ん
自
身
は
一
で
も
あ
り
多
で
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
一
と
多
と
の
相
即
性
の

う
ち
で
こ
そ
渾
沌
さ
ん
の
創
造
性
は
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
自
覚
の
叙
述
に
際
し
て
は
、
自
己
の
自
覚
か
ら
発
生
論
的
に
叙
述
し
て
行
く
の
が
自

覚
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
叙
述
の
仕
方
で
あ
る
。
し
か
し
、「
自
己
の
自
覚
」
は
、
本
来
的
に
は

「
世
界
の
自
覚
」
と
一
つ
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
自
己
の
自
覚
」
は
根
源
的
に

は
「
世
界
の
自
覚
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
の
第
七

巻
後
半
あ
た
り
で
、「
自
己
の
自
覚
」
が
逆
の
方
向
へ
と
転
換
し
て
「
世
界
の
自
覚
」
が
究
明
さ

れ
る
に
至
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
は
常
に
「
自
己
の
自
覚
」
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

自
覚
の
叙
述
に
際
し
て
は
、
人
間
の
個
の
自
己
に
お
け
る
自
己
の
自
覚
が
先
ず
発
生
論
的
、
時

間
論
的
に
語
ら
れ
始
め
る
。
し
か
し
、「
自
己
の
自
覚
」
と
「
世
界
の
自
覚
」
と
は
、
事
柄
と
し
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て
は
、
ま
た
出
来
事
と
し
て
は
、
常
に
同
時
的
に
、
時
間
的
・
空
間
的
、
か
つ
根
源
的
に
成
り

立
っ
て
い
る
。
西
田
で
は
、
そ
の
よ
う
な
、
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
と
が
一
で
あ
る
よ
う

な
自
覚
に
お
い
て
、
し
か
も
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
お
い
て
、
換
言
す
れ
ば
、
絶
対
に
「
矛
盾

的
自
己
同
一
的
な
絶
対
現
在
」
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
西
欧
の
主
流
の
形
而
上
学
と
し
て
の

哲
学
に
お
け
る
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
を
土
台
と
し
た
自
我
と
し
て
の
個
と
普
遍
と
の
、
真
の

自
己
と
世
界
と
の
「
一
」
が
究
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
自
己
の
自
覚
と
世

界
の
自
覚
と
の
「
一
」
は
、
正
に
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
西
田
哲
学
で
の
「
絶
対
無
」
は
、
こ
れ
ら
の
両
極
で
あ
る
世
界
と
自
己
、
あ
る

い
は
普
遍
の
立
場
と
個
の
立
場
と
の
絶
対
の
否
定
性
を
意
味
し
、
西
田
哲
学
で
の
「
場
所
」
は
、

絶
対
現
在
と
し
て
の
「
永
遠
の
今
」
に
お
い
て
、
無
実
体
的
に
万
物
が
相
互
に
連
関
し
、
働
き

合
い
、
浸
透
し
合
い
、
映
し
合
っ
て
い
る
力
動
的
な
あ
り
方
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

西
田
に
お
け
る
、
以
上
に
お
い
て
論
究
し
て
き
た
よ
う
な
出
発
点
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲

学
者
プ
ラ
ト
ン
以
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
主
流
の
哲
学
に

お
け
る
、
個
が
等
閑
視
さ
れ
、
身
体
的
な
も
の
が
最
後
的
に
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
哲

学
の
あ
り
方
に
対
決
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
―
客
―
分
離
の
対
象
論
理
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
主
語
論
理
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
を
、

心
身
一
如
に
し
て
更
に
身
心
一
如
の
い
わ
ば
「
生
の
哲
学
」
へ
と
深
め
、
形
而
上
学
と
し
て
の

そ
れ
ま
で
の
西
欧
の
主
流
の
哲
学
を
超
脱
し
、
い
わ
ば
底
な
き
底
へ
と
超
脱
し
た
と
い
う
意
味

で
の
メ
タ
・
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
（
超
・
形
而
上
学
）
の
領
域
を
開
示
し
た
と
言
え
よ
う
。

②
田
辺
哲
学
の
出
発
点

田
辺
元
は
、
社
会
的
存
在
に
つ
い
て
の
主
客
分
離
の
客
観
的
、
分
析
的
な
学
問
的
な
探
求
か

ら
始
め
た
。
田
辺
に
と
っ
て
、
哲
学
的
探
求
の
対
象
は
、
歴
史
の
基
体
と
理
解
さ
れ
た
。
実
体

的
な
、
絶
対
合
理
主
義
の
絶
対
媒
介
の
哲
学
と
し
て
の
種
の
段
階
に
あ
る
社
会
存
在
（
国
家
、

民
族
、
グ
ル
ー
プ
等
々
）
の
「
種
の
論
理
」
を
核
心
と
し
た
哲
学
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
後
に

修
正
さ
れ
て
、
社
会
存
在
は
、
類
と
個
の
自
己
疎
外
態
と
し
て
、
ま
た
同
時
に
、
類
と
個
の
分

離
や
対
立
の
媒
介
と
し
て
理
解
し
直
さ
れ
、
疎
外
態
の
「
種
」
を
介
し
て
最
後
的
に
は
個
と
類

の
「
一
」
が
究
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
田
辺
は
、
西
田
の
哲
学
に
は
「
個
と
類
」
の

一
が
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
で
究
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
媒
介
の
論
理

と
し
て
の
「
種
の
論
理
」
が
欠
け
て
い
る
と
批
判
し
、『
種
の
論
理
の
弁
証
法
』（
一
九
四
七
年
）

を
説
く
。『
種
の
論
理
の
弁
証
法
』
に
お
い
て
は
、
西
田
の
直
観
に
よ
る
自
我
を
離
脱
す
る
転
換

が
、
無
媒
介
で
あ
る
た
め
に
、
絶
対
有
の
発
出
論
的
論
理
に
陥
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
田

辺
は
、
そ
の
よ
う
な
転
換
は
、
田
辺
自
ら
の
立
場
で
あ
る
理
性
の
二
律
背
反
の
い
わ
ば
「
七
花

八
裂
の
死
復
活
」（
５
）
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
と
し
、
絶
対
無
の
絶
対
媒
介
の
弁

証
法
を
主
張
す
る
（
６
）。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
に
お
け
る
「
絶
対
無
」
の

概
念
内
容
の
相
違
性
に
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
西
田
と
田
辺
に
お
け

る
「
絶
対
無
」
は
、
自
ら
の
立
場
の
絶
対
否
定
を
意
味
す
る
点
で
相
違
は
し
て
い
な
い
が
、
前

者
の
西
田
の
絶
対
無
は
、
そ
の
否
定
性
に
よ
っ
て
他
の
一
切
の
立
場
（
相
対
有
、
相
対
無
、
絶

対
有
、
虚
無
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
。
こ
れ
ら
の
立
場
は
そ
れ
ぞ
れ
順
に
、
唯
物
論
的
立
場
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
実
存
の
立
場
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
絶
対
有
の
神
や

理
念
の
立
場
、
ニ
ー
チ
ェ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
立
場
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と

が
で
き
る
）
を
、
力
動
的
に
、
絶
対
無
の
自
ら
の
立
場
の
否
定
に
よ
っ
て
ほ
と
ば
し
り
出
て
く

る
愛
や
慈
悲
に
よ
っ
て
支
え
る
と
こ
ろ
の
、
絶
対
の
転
換
そ
の
も
の
を
可
能
に
す
る
絶
対
媒
介

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
田
で
の
絶
対
無
は
、
絶
対
無
自
体
が
媒
介
で
あ
る
、

い
わ
ば
「
無
媒
介
の
媒
介
」
で
あ
る
よ
う
な
、
絶
対
無
自
体
に
よ
る
「
弁
証
法
」
と
言
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
田
辺
に
お
け
る
「
絶
対
無
」
は
、
田
辺
の
用
語
「
絶
対
無
即
愛
」（
７
）
あ
る

い
は
「
無
即
愛
」（
８
）
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
絶
対
無
と
し
て
の
無
な
い
し
愛
が
、
実
存
的
に

実
体
化
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
西
田
に
お
け
る
「
働
き
そ
の
も
の
」
と
し
て
の
絶
対
無
な

い
し
、
そ
の
よ
う
な
働
き
か
ら
湧
き
出
、
迸
り
出
て
く
る
働
き
と
し
て
の
愛
の
側
面
が
稀
薄
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
で
は
、
種
に
属
す
る
媒
介
と
し
て
の
社

会
存
在
（
国
家
、
民
族
、
グ
ル
ー
プ
等
）
の
媒
介
性
と
そ
の
懺
悔
と
い
う
一
方
の
あ
り
方
と
、
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「
絶
対
無
と
し
て
の
神
即
愛
」
と
い
う
他
方
の
あ
り
方
と
は
、
い
わ
ば
前
者
即
ち
種
の
側
の
行
為

と
実
存
的
行
為
と
し
て
の
そ
の
懺
悔
と
が
媒
介
と
な
っ
て
、
後
者
即
ち
絶
対
無
と
し
て
の
神
即

愛
が
成
就
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
悪
や
罪
等
の
社
会
存
在
に

お
け
る
媒
介
そ
の
も
の
も
、
修
正
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
実
体
化
さ
れ
る
傾
向
が
生
じ
て
く
る
。

し
か
し
、
西
田
哲
学
で
は
、
絶
対
の
否
定
性
と
し
て
の
「
絶
対
無
」（
＝
開
け
）
自
体
が
、
人
間

の
自
ら
の
自
我
か
ら
の
離
脱
す
る
転
換
の
媒
介
な
の
で
あ
る
。

西
田
哲
学
で
は
人
間
の
側
の
悪
や
罪
や
そ
の
懺
悔
と
い
う
相
対
無
の
立
場
で
の
媒
介
が
媒
介

と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
「
絶
対
媒
介
」
で
は
な
く
、
絶
対
無
の
媒
介
に
よ
る
無

媒
介
の
媒
介
が
働
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
注
意
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
西
田
の
場
所

の
論
理
に
は
、
文
化
や
言
語
、
伝
統
等
に
よ
る
「
表
現
」
の
立
場
が
、「
種
」
の
立
場
と
し
て
包

摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

③
西
谷
哲
学
の
出
発
点

西
谷
哲
学
の
出
発
点
は
、
既
に
京
都
帝
国
大
学
で
の
卒
業
論
文
の
一
部
で
あ
る
「
シ
ェ
リ
ン

グ
の
同
一
哲
学
と
意
志
―

実
在
的
な
る
も
の
と
観
念
的
な
る
も
の
―

」（
９
）
や
西
谷
の
唯
一
の
翻

訳
書
で
も
あ
る
二
十
七
歳
で
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
由
意
志
論
の
翻
訳
、
更
に
は
三
十
八
歳
で
の

論
文
「
ニ
イ
チ
ェ
の
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
と
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
」（
10
）
に
見
ら
れ
る
。

最
初
の
卒
業
論
文
の
一
部
で
あ
る
論
文
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
理
念
的
・
観
念
論
的
な
一
方

の
も
の
の
考
え
方
と
、
実
在
的
、
現
実
的
、
経
験
的
な
他
方
の
も
の
の
考
え
方
と
の
根
源
的
な

「
一
」
の
考
え
方
が
、
悪
の
問
題
を
通
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
論
究
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
西
田
哲
学
で
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
前
提
と
し
、
更
に
そ
こ
へ
は
直
接
に
は
突
破
し
得

な
い
田
辺
哲
学
で
中
心
と
な
っ
た
悪
や
罪
の
問
題
を
踏
ま
え
た
も
の
と
言
え
る
。
第
二
の
シ
ェ

リ
ン
グ
の
自
由
意
志
論
の
翻
訳
で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
人
間
的
自
由
の
本
質
」
を
通
し
て
人

間
に
お
け
る
悪
の
問
題
が
考
察
さ
れ
、
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
で
媒
介
と
な
っ
て
い
る
悪
の
問

題
が
考
察
さ
れ
、
更
に
は
こ
の
「
種
の
論
理
」
の
立
場
も
突
破
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
人
間
の
虚
無
の
中
で
の
生
の
あ
り
方
が
考
え
抜
か
れ
て
行

く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
よ
う
な
「
虚
無
」
の
立
場
の
克
服
は
、
西
谷

啓
治
著
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』（
11
）（
一
九
四
九
年
、
一
九
七
二
年
）
の
最
後
に
「
大
乗
仏
教
の
う
ち

に
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
超
克
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
す
ら
も
が
至
ら
ん
と
し
て
未
だ
至
り
得
な
い
よ

う
な
立
場
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（
12
）
と
理
解
さ
れ
、
そ
れ
に
続
け
て
書
か
れ
て
い
る
よ

う
な
大
乗
仏
教
の
立
場
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
私
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
し
て
至

り
着
く
と
こ
ろ
を
先
取
り
し
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
に
よ
る
「
真
の
自
己
」
が
西
谷
の
生
涯

を
通
じ
て
究
明
さ
れ
続
け
て
行
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
西
谷
哲
学
の
出
発
点
で
は
、
哲
学
以
前
の
実
存
的
に
し
て
同
時
に
実
存
論

的
な
悪
や
自
由
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
い
わ
ば
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
が
媒
介
と
な
っ
た
問
題
と
、

実
在
論
と
観
念
論
の
「
一
」
が
可
能
と
な
る
西
田
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
と
が
、
つ
ま

り
、
西
田
の
、
人
間
の
行
的
な
根
本
経
験
を
介
し
た
大
乗
仏
教
的
な
哲
学
の
問
題
を
通
し
て
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
し
て
行
く
過
程
と
が
、
既
に
整
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

二
、
三
宗
教
哲
学
者
の
独
自
の
哲
学
の
形
成
過
程
の
特
徴

①
西
田
哲
学
の
形
成
過
程
の
特
徴

西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
経
験
に
よ
っ
て
個
が
目
覚
め
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。「
純
粋
経
験
」

に
お
い
て
は
、
一
切
の
両
極
的
に
対
立
す
る
も
の
や
事
柄
は
、
根
源
的
に
は
「
一
」
で
あ
る
こ

と
が
経
験
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、「
絶
対
無
の
場
所
」
に
お
い
て
で
あ
る
こ

と
が
究
明
さ
れ
る
。「
場
所
」
の
考
え
に
至
る
ま
で
に
は
、『
善
の
研
究
』（
13
）
の
一
九
三
六
年
の

序
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
純
粋
経
験
」
は
、「
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
」（
14
）
に
お
い

て
フ
ィ
ヒ
テ
の
事
行
（T

athandlung

）
を
介
し
て
絶
対
意
志
の
立
場
へ
と
進
み
、
更
に
「
働
く

も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
」（
15
）
の
後
半
で
プ
ラ
ン
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
ト
ポ
ス

（topos
）
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
西
田
独
自
の
「
場
所
」
の
考
え
に
至
っ
て
い
る
。
更
に
「
場
所
」

の
考
え
は
、「
弁
証
法
的
一
般
者
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ
、
後
者
は
「
行
為
的
直
観
」
の
立
場
と

し
て
直
接
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
純
粋
経
験
は
、
歴
史
的
実
存
の
世
界
と
考
え
ら
れ
る
に
至
り
、

最
終
的
に
は
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
（
＝
も
の
を
創
造
的
に
作
る
こ
と
）
の
世
界
と
理
解
さ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
過
程
の
途
上
に
お
い
て
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
自
覚
の
あ
り
方
は
、

「
自
己
の
自
覚
」
か
ら
「
世
界
の
自
覚
」
へ
と
転
換
し
、
最
終
的
に
は
、「
世
界
の
自
覚
」
は
前

者
の
「
自
己
の
自
覚
」
を
包
摂
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
西
欧
の
デ
カ
ル

ト
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
逆
に
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
へ
の
共
感
が
見
ら
れ
る
。

②
田
辺
哲
学
の
形
成
過
程
の
特
徴

「
社
会
存
在
の
論
理
」
と
し
て
の
田
辺
の
無
実
体
的
な
絶
対
媒
介
の
「
種
の
論
理
」（
16
）
が
形

成
さ
れ
、
更
に
、
媒
介
と
し
て
の
国
家
、
民
族
、
教
会
、
寺
院
、
各
種
グ
ル
ー
プ
等
の
い
わ
ば

実
体
化
（
種
的
基
体
化
）
さ
れ
（
17
）、
遂
に
は
哲
学
自
体
が
「
哲
学
と
は
何
か
」
を
反
省
す
る
哲

学
自
ら
の
反
省
結
果
と
し
て
哲
学
そ
の
も
の
が
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』（
18
）（
一
九
四
七
年
）

へ
と
転
換
し
て
行
く
。
こ
の
事
実
は
、
田
辺
に
よ
っ
て
既
に
『
田
辺
元
全
集
』
第
六
巻
に
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

「
論
理
は
弁
証
法
に
於
て
歴
史
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
と
同
時
に
弁
証
法
自
身

が
歴
史
的
即
永
遠
的
靜
の
絶
対
媒
介
行
に
転
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
19
）
と
。

そ
し
て
、
種
の
論
理
が
修
正
さ
れ
た
『
田
辺
元
全
集
』
第
七
巻
第
六
論
文
「
種
の
論
理
の
弁
証

法
」（
20
）
で
は
、「
種
」
の
特
殊
性
は
、
類
個
の
自
己
疎
外
と
理
解
し
直
さ
れ
、
同
時
に
類
個
の

分
離
対
立
か
ら
一
へ
の
転
換
へ
の
媒
介
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
21
）。
既
に
こ
の
少
し
前

の
箇
所
で
弁
証
法
に
お
け
る
相
対
無
の
絶
対
媒
介
性
と
そ
の
懺
悔
の
媒
介
に
つ
い
て
詳
論
し
た

後
、
田
辺
は
、
彼
の
死
後
公
刊
さ
れ
た
「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」（
一
九
六
二
年
発
表
）

を
一
九
五
八
年
に
七
十
三
歳
で
執
筆
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
一
切
の
哲
学
の
成
立
の
立
場
と

方
法
が
無
力
化
し
て
、
そ
こ
に
生
ま
れ
出
る
新
し
い
哲
学
と
し
て
の
「
懺
悔
道
」
と
し
て
の

「
無
の
行
」（
22
）
の
哲
学
が
樹
立
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
し
て
、「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」

（
23
）
で
は
、
生
の
存
在
学
が
二
律
背
反
の
袋
小
路
に
陥
る
の
に
対
し
て
、「
死
の
弁
証
法
」
で
は
、

主
観
的
観
念
論
に
は
止
ま
ら
ず
に
同
時
に
観
念
実
在
論
的
な
死
復
活
で
自
覚
さ
れ
る
「
絶
対
無

即
愛
」
に
生
き
る
実
存
者
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
究
極
的
に
は
分
析
論
の
絶
対
否
定
と
し

て
の
弁
証
法
が
主
張
さ
れ
、
菩
薩
道
の
死
復
活
的
弁
証
法
や
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
が
強
調
さ
れ
る
。

以
上
の
田
辺
の
「
死
の
弁
証
法
」
で
は
、
カ
ン
ト
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
対

決
ば
か
り
で
は
な
く
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
や
Ｒ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
の
終
末
論
と
の
対
決

が
見
ら
れ
る
。

③
西
谷
哲
学
の
形
成
過
程
の
特
徴

西
谷
哲
学
の
出
発
点
に
お
け
る
「
観
念
論
と
実
在
論
と
の
一
」
は
、
既
に
西
田
の
「
絶
対
無

の
場
所
」
を
前
提
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
。
そ
の
後
の
論
文
「
ニ
イ

チ
ェ
の
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
と
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
」
に
お
け
る
「
生
の
根
源
性
」
の

究
明
で
は
、「
神
の
創
造
以
前
の
処
、
神
の
有
す
ら
の
彼
方
で
あ
る
」（
24
）
と
こ
ろ
の
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
の
生
の
根
源
性
と
し
て
の
「
神
性
の
無
」
や
「
根
底
な
き
根
底
」
で
の
自
由
や
、
生
の
深

淵
を
表
示
す
る
「
神
の
死
」
に
生
き
る
テ
ィ
チ
ェ
の
「
生
」
の
根
源
性
で
あ
る
「
神
な
き
者
」

の
立
つ
虚
無
が
、
そ
し
て
そ
の
後
の
西
谷
哲
学
の
核
心
と
な
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
大
乗
仏
教
に
よ

る
そ
の
克
服
の
究
明
が
予
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
ニ
イ
チ
ェ
も
西
谷
に
お
い

て
は
「
根
源
的
主
体
性
」
の
「
自
覚
」
の
立
場
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、「
根
源
的
主
体
性
」
の

自
覚
の
問
題
は
、
超
越
者
と
し
て
の
人
格
的
な
神
に
頼
ら
な
い
「
底
な
き
底
」
と
も
言
え
る

「
虚
無
」
の
内
に
漂
う
人
間
の
生
の
根
源
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
西
谷
は
虚
無
に
生
き
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
虚
無
を
克
服
し
よ
う
と

し
た
ニ
イ
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
を
超
脱
し
て
、
大
乗
仏
教
に
よ
っ
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克

服
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
事
実
は
、『
宗
教
と
は
何
か
』（
一
九
六
一
年
）
に
見
ら
れ
る
。
こ
の

著
書
で
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
も
見
ら
れ
る
が
、
大
乗
仏
教
の
「
空
」
の
概
念
が
理
解

し
直
さ
れ
て
、
西
谷
哲
学
特
有
の
「
空
」
の
宗
教
哲
学
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、『
禅
の

立
場
』（
一
九
八
五
年
）（
25
）
や
『
寒
山
詩
』（
一
九
七
四
年
、
一
九
八
六
年
）（
26
）
で
大
乗
仏
教

を
基
礎
と
し
た
「
空
の
宗
教
哲
学
」
は
深
め
ら
れ
る
が
、
一
九
八
二
年
の
論
文
「
空
と
即
」（
27
）

で
は
、
西
谷
宗
教
哲
学
の
最
終
的
境
涯
で
あ
る
「
一
即
零
、
零
即
多
、
そ
し
て
そ
の
二
つ
の
即

の
相
即
」（
28
）
の
立
場
へ
到
る
。
西
谷
哲
学
の
形
成
に
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
は
ニ
イ
チ
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ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
が
、『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
で
は
ニ
イ
チ
ェ
と
対
決
し
、『
宗
教
と
は
何
か
』

で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
対
決
し
、
論
文
「
般
若
と
理
性
」（
一
九
八
七
年
）
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
対
決

し
て
い
る
。

以
上
の
西
谷
哲
学
の
簡
単
な
形
成
過
程
を
見
る
と
、
最
初
に
挙
げ
た
「
成
っ
た
、
成
り
つ
ゝ

あ
る
仏
教
徒
」
の
み
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
が
、
西
谷
自
身
が
同
時
に
「
成
り
つ
ゝ
あ
る
キ
リ

ス
ト
者
」
で
も
あ
る
と
語
っ
て
い
る
事
実
か
ら
は
、
西
田
の
場
所
の
哲
学
と
同
様
、
西
谷
の

「
空
の
哲
学
」
も
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
根
源
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

華
巌
宗
の
「
四
種
法
界
」
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
西
田
は
「
理
事
無
礙
」
の
立
場
（
29
）
で
哲
学

し
、
西
谷
は
「
空
」
を
生
き
る
立
場
と
し
て
の
事
事
無
礙
の
立
場
を
ど
こ
ま
で
も
宗
教
哲
学
的

に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

西
谷
宗
教
哲
学
に
独
特
な
事
柄
と
し
て
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
の
問
題
が
究
明
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
究
明
は
、
田
辺
哲
学
に
お
け
る
「
社
会
存
在
の
論
理
」
と
し

て
の
「
種
の
論
理
」
を
継
承
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

Ｐ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
『
組
織
神
学
』
の
中
で
、
父
、
子
、
霊
、
神
の
国
に
対
し
て
、
順
次
、「
存

在
」（Sein

）、「
実
存
」（E

xistenz

）、「
生
」（Leben

）
そ
し
て
歴
史
を
対
応
さ
せ
て
い
る
の

と
類
似
し
て
、
西
谷
は
人
間
を
、「
自
我
」
か
ら
「
実
存
」
へ
、「
実
存
」
か
ら
「
生
」（
虚
無
的

個
）
の
立
場
へ
、「
生
」（
虚
無
的
個
）
の
立
場
か
ら
「
真
の
自
己
」
へ
と
、『
宗
教
と
は
何
か
』

の
中
で
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
自
覚
の
段
階
で
あ
る
、
人
間
の
個
の

側
の
、「
自
我
」、「
実
存
」、「
生
」
を
媒
介
と
し
て
、
万
物
に
通
底
す
る
真
の
自
己
が
自
覚
さ
れ

る
よ
う
に
と
の
「
己
事
究
明
」
に
徹
頭
徹
尾
携
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
西
谷

は
い
わ
ば
「
己
事
究
明
の
現
象
学
」
を
展
開
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
。
従
っ
て
西
谷
哲
学

は
、
西
田
の
身
心
一
如
の
超
・
形
而
上
学
（M

eta-m
etaphysik

）
を
底
に
更
に
抜
け
、
田
辺
の

「
哲
学
の
哲
学
」
と
し
て
の
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
を
も
突
破
し
た
「
己
事
究
明
の
現
象
学
」

に
お
け
る
「
如
」
と
か
「
真
如
」
の
事
事
無
礙
の
宗
教
哲
学
を
展
開
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の

で
あ
る
。

三
、
西
田
・
田
辺
・
西
谷
哲
学
の
到
達
点

①
西
田
哲
学
の
到
達
点

プ
ラ
ト
ン
以
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
の
西
欧
の
主
流
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
を
西
田
は

克
服
し
て
、
そ
れ
ら
を
根
底
か
ら
包
摂
し
得
る
、
身
心
一
体
の
い
わ
ば
超
・
形
而
上
学
と
も
言
え

る
、「
絶
対
無
の
場
所
」
に
お
け
る
「
自
己
の
自
覚
」
と
「
世
界
の
自
覚
」
と
か
ら
成
り
立
つ

「
自
覚
の
哲
学
」
を
樹
立
し
た
。
彼
の
所
謂
「
純
粋
経
験
」
に
お
け
る
「
天
地
と
我
と
同
根
、
万

物
と
我
と
一
体
」
と
い
う
、
我
と
森
羅
万
象
と
の
「
一
」
で
あ
る
経
験
か
ら
、
我
を
も
含
め
た
森

羅
万
象
に
通
底
す
る
自
己
が
自
覚
さ
れ
、「
我
と
汝
」
が
「
一
」
で
あ
る
関
係
や
、
我
と
彼
（
彼

女
）
と
の
「
一
」
で
あ
る
関
係
を
経
て
、
我
と
世
界
の
「
一
」
の
世
界
へ
と
開
か
れ
た
西
田
哲
学

は
、
歴
史
的
実
存
の
世
界
と
し
て
の
「
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
」（
＝
も
の
を
創
造
的
に
作
る
こ
と
）
の

世
界
に
到
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
西
田
哲
学
の
功
績
は
、「
絶
対
無
の
場
所
」
が
創
唱
さ
れ
、
更
に

そ
こ
で
の
「
自
己
と
世
界
」
の
根
源
的
に
「
一
」
で
あ
る
世
界
が
露
わ
に
究
明
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
で
こ
そ
、
森
羅
万
象
に
通
底
し
て
い
る
自
己
と
、「
絶
対
無
の
場
所
」
が
「
弁
証
法
的

一
般
者
」
と
し
て
の
世
界
へ
と
具
体
化
し
た
「
歴
史
的
実
在
」
の
世
界
は
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
な
が
ら
同
時
に
自
由
に
も
の
を
創
造
的
に
作
り
、
し
か
も
、
過
去
と
現
在
と
未
来
が
現
在
に
お

い
て
同
時
存
在
的
で
あ
る
（
30
）「
行
為
的
直
観
」
の
世
界
に
生
き
得
る
の
で
あ
る
。

②
田
辺
哲
学
の
到
達
点

田
辺
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
に
基
づ
く
哲
学
そ
の
も
の
自
体
が
、「
種
の
論
理
」
を
介
し

て
懺
悔
を
し
て
転
換
す
る
よ
う
な
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
を
樹
立
し
た
。
つ
ま
り
、「
生
の

存
在
学
」
を
「
死
の
弁
証
法
」
へ
と
転
換
さ
せ
て
、
哲
学
そ
の
も
の
の
死
復
活
を
実
現
さ
せ
た
。

生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
の
基
礎
の
上
で
の
哲
学
か
ら
、
理
性
そ
の
も
の
の
死
復
活
に
よ
っ
て

「
死
の
弁
証
法
」
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
事
実
こ
そ
、
哲
学
に
お
い
て
も
死
復
活
が
成
就
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
、
田
辺
以
前
に
は
明
確
に
は
実
現
し
得
な
か
っ
た
、
田
辺
哲
学
の

最
大
の
功
績
で
あ
る
。

田
辺
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
自
ら
を
「
成
り
つ
ゝ
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
」
と
理
解
し
て
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い
る
が
（
31
）、
哲
学
そ
の
も
の
の
死
復
活
が
そ
こ
で
可
能
と
な
る
と
こ
ろ
ま
で
生
き
抜
い
た
田
辺

で
は
、「
哲
学
と
は
何
か
」
の
神
髄
が
開
き
示
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
利
己
的
な

愛
が
、
愛
の
神
髄
に
お
い
て
自
ら
に
く
ず
お
れ
て
神
的
愛
と
し
て
の
ア
ガ
ペ
ー
に
転
じ
、
悟
性

は
そ
の
神
髄
に
お
い
て
自
ら
に
く
ず
お
れ
て
信
仰
へ
と
転
ず
る
よ
う
に
、
理
性
的
哲
学
は
そ
の

展
開
の
極
み
に
お
い
て
自
ら
に
く
ず
お
れ
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
に
転
ぜ
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
田
辺
自
ら
が
事
実
そ
の
よ
う
な
懺
悔
道
と
し
て
の
哲

学
に
永
久
に
止
ま
り
、決
し
て「
成
っ
た
キ
リ
ス
ト
者
」で
あ
る
こ
と
は
な
い
と
語
っ
て
い
る
（
32
）。

つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
こ
そ
が
真
の
哲
学
で
あ
り
、「
懺
悔
道
と
し

て
の
哲
学
」
で
哲
学
す
る
者
こ
そ
が
真
の
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

③
西
谷
哲
学
の
到
達
点

西
谷
宗
教
哲
学
で
は
、
西
田
（
宗
教
）
哲
学
に
お
け
る
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
論
理
を
当
然

の
前
提
と
し
、
田
辺
（
宗
教
）
哲
学
に
お
け
る
修
正
を
経
た
「
種
の
論
理
」
の
絶
対
媒
介
か
ら

自
ら
然
る
仕
方
で
生
ま
れ
て
き
た
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
西
田
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
と
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
と
が
、
西
谷
の
宗
教

哲
学
に
お
い
て
は
修
正
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
西
田
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
は
、
西
谷

哲
学
に
独
特
の
「
如
」
な
い
し
「
真
如
」（
33
）、
あ
る
い
は
「
自
体
」
を
要
と
す
る
「
空
」
の
論

理
へ
と
展
開
さ
れ
、
更
に
は
先
に
挙
げ
た
「
一
即
零
、
零
即
多
、
そ
し
て
そ
の
二
つ
の
即
の
相

即
」（
34
）
と
い
う
新
た
な
論
理
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
田
辺
の
絶
対
媒
介
の
「
種
の
論

理
」
か
ら
新
た
に
生
ま
れ
出
て
き
た
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
は
、
先
ず
「
種
の
論
理
」
に

つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
の
個
の
「
自
我
」、「
実
存
」、
虚
無
的
個
と
し
て
の

「
生
」
と
い
う
あ
り
方
を
媒
介
と
し
て
「
真
の
自
己
」
を
究
明
す
る
道
程
に
お
い
て
、
明
ら
か
に

継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
田
辺
の
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
は
、
西
谷
宗
教

哲
学
に
お
い
て
は
、
哲
学
が
真
の
哲
学
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
の
「
宗
教
哲
学
」
と
理
解

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
死
復
活
を
経
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
こ
そ

が
真
の
哲
学
（
＝
宗
教
哲
学
）
で
あ
り
、
こ
の
哲
学
に
お
い
て
哲
学
す
る
者
こ
そ
が
、
本
来
の

哲
学
者
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
西
谷
哲
学
で
絶
対
媒
介
と
な
っ
て
い
る
虚
無

の
生
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
諸
問
題
は
、
本
稿
で
論
究
し
て
い
る
三
人
の
宗
教
哲
学
者
の
う

ち
で
は
西
谷
た
ゞ
一
人
に
お
い
て
根
源
的
に
究
明
さ
れ
て
い
る
。

更
に
も
う
一
点
、
西
谷
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
是
非
と
も
論
究
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
田
哲
学
に
は
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
、「
哲
学
の
哲
学
」
が
欠

け
て
い
る
と
い
う
西
谷
の
西
田
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
の
内
実
で
あ
る
。

十
七
世
紀
に
始
ま
る
近
代
の
、
客
観
化
、
対
象
化
、
抽
象
化
、
記
号
化
等
に
よ
っ
て
発
展
し

て
き
て
い
る
科
学
・
技
術
の
第
三
人
称
的
世
界
か
ら
結
果
し
て
き
て
い
る
世
界
的
規
模
で
の
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
、
是
非
と
も
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
西
谷
に
よ
っ

て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
科
学
・
技
術
の
、
そ
れ
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
所
謂
「
組
み

立
て
」（G

e-stell

）
や
合
理
的
計
算
を
要
と
す
る
科
学
・
技
術
か
ら
帰
結
し
て
く
る
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
問
題
は
、
西
田
哲
学
や
田
辺
哲
学
で
は
中
心
的
な
哲
学
の
問
題
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
西
谷
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
中
心
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
十
九
世
紀
後
半
以

来
の
世
界
的
規
模
で
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
指
摘
す
る
「
有
そ
の
も

の
」（das

Sein
selbst

）
が
忘
却
さ
れ
て
、
伝
統
的
な
西
欧
の
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
主
流
の
形
而

上
学
は
「
有
そ
の
も
の
」
の
忘
却
の
歴
史
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
帰
結
し
て
く
る
命
運

（G
eshick

）
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
、
十
七
世
紀
以
来
の
科
学
・
技
術
か
ら
結
果
し
て
き
て

い
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
渾
然
一
体
と
な
っ
て
、
現
代
の
人
々
を
虚
無
に
陥
れ
て
い
る
。
こ
の
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
の
解
決
が
、
西
谷
宗
教
哲
学
の
核
心
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
以
来
、
哲
学
の
思
索
の
事
柄
と
な
っ
て
き
た
「
自
然
」、「
人
間
」、

「
超
越
の
次
元
（
神
仏
や
神
々
の
世
界
）」
は
、
古
代
で
は
、
先
ず
自
然
哲
学
が
、
次
い
で
古
代

後
半
期
で
は
人
間
中
心
の
哲
学
が
、
そ
し
て
中
世
に
は
超
越
の
次
元
が
、
他
の
二
領
域
を
そ
れ

ぞ
れ
統
一
的
に
思
索
し
て
き
た
。
し
か
し
、
既
に
十
二
世
紀
に
始
ま
る
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
に
よ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
は
「
人
間
」
の
次
元
の
独
立
が
見
ら
れ
始
め
、
十
五
世
紀
あ

た
り
か
ら
始
ま
る
宗
教
改
革
に
よ
り
神
々
や
神
の
世
界
の
他
の
二
領
域
か
ら
の
分
裂
、
更
に
は
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十
七
世
紀
に
決
定
的
と
な
る
対
象
的
、
客
観
的
、
第
三
人
称
的
世
界
と
し
て
の
科
学
・
技
術
の

自
律
化
に
よ
る
、
先
に
も
触
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
指
摘
す
る
所
謂
「
組
―
立
」（G

e-stell

）
や
計

算
に
支
配
さ
れ
る
自
然
の
領
域
が
、
他
の
二
領
域
（「
人
間
」
の
世
界
と
「
超
越
の
次
元
」）
か

ら
分
裂
し
、
そ
れ
ら
二
領
域
が
等
閑
視
さ
れ
、
近
世
は
そ
の
歩
み
を
徹
底
的
に
進
め
て
、
そ
の

結
果
、
近
代
に
お
け
る
種
々
様
々
な
問
題
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ら
の
内
で
最
も
大

き
な
問
題
の
う
ち
の
一
つ
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
。

自
然
、
人
間
、
超
越
の
次
元
の
三
領
域
の
思
索
の
事
柄
の
分
裂
で
始
ま
っ
た
近
世
は
、
そ
の

分
裂
の
徹
底
化
に
よ
っ
て
進
ん
だ
単
な
る
合
理
性
、
組
―
立
、
計
算
、
人
間
性
を
失
っ
た
第
三
人

称
的
世
界
と
い
う
近
代
の
安
易
に
は
解
決
さ
れ
難
い
問
題
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
ら
の
諸
問
題

の
う
ち
で
も
最
も
解
決
困
難
な
問
題
は
、
そ
の
近
代
的
な
、
た
だ
単
に
合
理
的
で
計
算
ず
く
め

の
科
学
・
技
術
か
ら
世
界
的
規
模
で
生
じ
て
き
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
問
題
は
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ラ
ト
ン
以
来
の

主
流
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
が
約
二
千
五
百
年
間
忘
却
し
て
き
た
「
有
そ
の
も
の
」（das

Sein
selbst

）
が
隠
れ
る
と
い
う
仕
方
で
自
ら
を
露
わ
に
し
て
き
た
命
運
（G

eschick

）
と
し
て

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
渾
然
一
体
化
し
て
い
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。「
有
そ
の
も
の
」
は
没
命
運
的

（ge-schicklos

）
で
あ
る
が
、
近
代
科
学
・
技
術
か
ら
結
果
し
て
く
る
虚
無
主
義
は
、「
有
そ
の

も
の
」
を
忘
却
し
た
伝
統
的
な
形
而
上
学
の
命
運
（G

eschick

）
で
あ
る
。
し
か
も
、
命
運
と

し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
同
時
に
、
人
間
の
個
に
お
け
る
自
然
と
人
間
性
と
超
越
性
と
の
分
裂

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
、
ニ
イ
チ
ェ
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

伝
統
的
に
生
き
続
け
て
き
た
神
や
神
々
と
い
う
超
越
的
な
絶
対
者
の
死
な
い
し
は
消
滅
に
よ
っ

て
生
じ
て
き
た
、
人
生
の
無
意
味
化
、
無
目
的
化
、
無
意
義
化
で
あ
る
と
同
時
に
こ
れ
ま
で
の

伝
統
的
に
重
視
さ
れ
て
き
た
価
値
の
転
倒
を
意
味
す
る
。
そ
の
原
因
は
、
先
の
三
領
域
の
各
領

域
の
独
立
、
自
律
に
よ
っ
て
、
身
体
が
等
閑
視
さ
れ
、
知
性
や
知
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ

た
理
念
や
観
念
の
み
が
偏
重
さ
れ
、
情
意
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。「
有
そ
の
も
の
」

に
お
い
て
は
、
知
情
意
は
、
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
に
お
い
て
と
同
様
に
、
未
分
離
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
近
代
以
来
の
科
学
・
技
術
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

の
問
題
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
に
従
え
ば
、
没
命
運
的
（geschicklos

）
な
「
有
そ
の
も
の
」

へ
と
遡
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
や
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
世
界

が
成
り
立
つ
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
身
心
一
如
に
生
き
る
こ
と
に
、
解
決
さ
れ
得
る
一
つ
の
道

が
見
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
西
田
に
お
い
て
は
近
代
の
科
学
・
技
術
か
ら
生
じ
て
く
る

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る
方
向
や
方
法
は
明
確
に
は
打
ち
出
さ
れ
て
い
な
い
。
打
ち

出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
未
解
決
の
ま
ゝ
に
放
置
さ
れ
た
ま
ゝ
で
あ
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
自
然
科
学
・
技
術
の

問
題
に
は
「
知
的
暴
力
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
こ
の
「
知
的
暴
力
」
を

統
御
す
る
方
向
や
方
法
が
具
体
的
な
明
確
な
仕
方
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

後
者
の
西
田
に
お
い
て
も
、
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
科
学
・
技
術
の
問
題
は
悟
性
の
段
階
内
で

考
察
さ
れ
て
お
り
、
西
田
で
は
広
義
の
理
性
で
あ
る
悟
性
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が
悪
魔
的
な

も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
は
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
統
御
す
る
方
向
も
方
法
も
明
確
に
は
示
さ

れ
て
い
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
西
田
も
近
代
以
来
の
科
学
・
技
術
か
ら
生
じ
て
く
る
知
的
暴
力

や
悪
魔
的
な
も
の
の
解
決
の
考
察
を
し
て
い
ず
、
西
田
は
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
世
界
を
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
「
有
そ
の
も
の
」
の
世
界
へ
の
遡
及
と
「
有
そ
の
も
の
」
か
ら
の
思
索
や
詩
作
を
、
考

察
す
る
に
と
ゞ
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
西
谷
哲
学
は
、「
己
事
究
明
の
現
象
学
」
を
提
唱
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
西
谷
が
西
田
哲
学
に
は
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
「
哲
学
の
哲
学
」
が
な
い
と

い
う
批
判
に
は
、
も
し
西
田
が
「
哲
学
と
は
何
か
」
を
考
え
て
「
哲
学
の
哲
学
」
を
思
索
し
た

な
ら
ば
、
西
田
は
当
然
、
近
代
科
学
・
技
術
か
ら
結
果
し
て
き
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
等
閑

視
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
近
代
科
学
・
技
術
以
来
の
悟
性
に
含
ま
れ
て
い
る
悪

魔
的
な
も
の
を
未
解
決
の
ま
ゝ
に
放
置
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
含
ま

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

十
九
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
以
来
露
わ
と
な
っ
て
き
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、「
哲
学
と
は
何
か
」
と

い
う
「
哲
学
の
哲
学
」
が
問
題
と
し
て
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
西
谷
は
考
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え
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
「
哲
学
の
哲
学
」
が
問
題

と
な
る
限
り
、
近
代
の
科
学
・
技
術
が
も
た
ら
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
も
究
明
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
自
明
的
で
あ
る
。
西
谷
哲
学
に
お
い
て
は
、「
哲
学
と
は
何
か
」
を
思
索

す
る
「
哲
学
の
哲
学
」
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
が
挫
折
し
て
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
に

出
て
く
る
よ
う
な
身
心
一
如
の
「
非
思
量
の
思
量
」
で
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
諸
問
題
を
思
索
す
る

「
己
事
究
明
の
現
象
学
」
と
な
っ
て
い
る
。
十
七
世
紀
以
来
の
近
代
の
科
学
・
技
術
に
よ
っ
て
徹

底
化
し
、
更
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
語
る
「
有
そ
の
も
の
」
の
忘
却
に
よ
る
命
運
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
と
渾
然
一
体
化
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
生
じ
て
き
て
い
る
種
々
様
々
な
現
代
に
お
け
る
諸

問
題
は
、
西
谷
哲
学
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
「
己
事
究
明
の
現
象
学
」
に
よ
っ
て
解
決
の

一
つ
の
方
向
と
一
つ
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
西
谷
の
「
己
事
究
明
の
現
象
学
」

は
、
究
極
的
に
は
「
如
」
や
「
真
如
」
あ
る
い
は
「
自
体
」
の
立
場
に
至
る
こ
と
も
あ
り
得
よ

う
。
し
か
し
、
人
間
は
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
限
り
、「
自
我
」、「
実
存
」、
虚
無
的
な
「
生
」

そ
し
て
「
真
の
自
己
」
と
い
う
「
己
事
究
明
の
現
象
学
」
の
諸
段
階
を
、
行
き
つ
戻
り
つ
し
な

が
ら
生
き
抜
き
、
究
明
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
無
論
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
う
永
遠
の
ア
ト
ム
と
し
て
の
瞬
間
に
お
い
て
は
、

「
真
の
自
己
」
の
自
覚
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
の
時
間
や
歴
史
を
生
き
る
人
間
で
も

あ
る
限
り
、
人
間
の
個
は
、「
己
事
究
明
の
現
象
学
」
の
諸
段
階
を
限
り
な
く
循
環
し
な
が
ら
生

き
、
か
つ
こ
の
現
象
学
を
探
求
し
続
け
な
い
な
ら
ば
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
に
よ
る
単
な
る

哲
学
は
、
徒
労
に
帰
し
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
深
刻
な
問
題
と

し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
の
対
決
は
、
西
谷
の
「
空
の
論
理
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
「
己
事
究
明

の
現
象
学
」
に
お
い
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
己
事
究
明
の
現
象
学
」
こ
そ
が
、

西
谷
宗
教
哲
学
の
、「
哲
学
の
哲
学
」
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
「
哲
学
の
転
換
」
と
い
う
貢
献
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
論
述
か
ら
、
本
稿
で
扱
わ
れ
た
西
田
、
田
辺
、
西
谷
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
京
都
学

派
の
哲
学
は
、
先
ず
西
田
に
よ
る
実
体
や
実
体
化
し
た
自
我
の
立
場
を
絶
対
的
に
否
定
す
る

「
絶
対
無
の
場
所
」
の
論
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
「
絶
対
無
の
哲
学
」
と
、
田
辺
の
絶
対
媒
介
の

「
種
の
論
理
」
に
よ
っ
て
自
我
や
実
存
の
死
復
活
に
よ
っ
て
自
ら
新
た
に
生
ま
れ
出
て
く
る
「
懺

悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
と
、
田
辺
の
用
語
に
従
え
ば
絶
対
媒
介
と
な
る
「
虚
無
」（nihil

）
を
超

克
す
る
西
谷
の
「
如
（
な
い
し
は
真
如
）」
の
宗
教
哲
学
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ

で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
田
辺
と
西
谷
の
宗
教
哲
学
に
お
い
て
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
を
土

台
と
し
た
哲
学
の
否
定
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
を
土
台
と
し
た
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
プ
ラ
ト
ン
以
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
伝
統
的
な
主
流
の
、
形
而
上
学
と
し
て
の

哲
学
か
ら
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
に
よ
っ
て
実
存
の
立
場
を
超
脱
し
た
田
辺
哲
学
に
よ
っ

て
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
が
田
辺
に
お
け
る
真
の
哲
学
で
あ
る
宗
教
哲
学
と
し
て
示
さ
れ

た
。
次
い
で
そ
の
よ
う
な
真
の
哲
学
と
し
て
の
宗
教
哲
学
は
、
道
元
の
宗
教
哲
学
を
ヒ
ン
ト
と

し
て
、
西
谷
に
お
い
て
「
如
」
な
い
し
「
真
如
」
の
宗
教
哲
学
に
至
っ
て
い
る
。
西
田
哲
学
に

お
い
て
は
、
先
ず
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
我
の
死
復
活
を
経
た
、
全
く
新
た
な
宗
教
哲
学
と
し
て

の
哲
学
が
、
絶
対
無
の
場
所
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
こ
と
は
、
既
に
先
に
も
述
べ
た
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
田
の
宗
教
哲
学
あ
っ
て
の
田
辺
哲
学
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
田

辺
の
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
は
、
田
辺
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
拘
わ
ら
ず
、

田
辺
の
「
種
の
論
理
」
の
究
極
の
到
達
点
と
し
て
潜
在
的
に
西
田
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
て
い
た

と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
西
田
の
「
絶
対
無
の
哲
学
」
と
田
辺
の
絶
対
媒
介
の
論
理
と

し
て
の
「
種
の
論
理
」
と
を
前
提
と
し
て
初
め
て
西
谷
宗
教
哲
学
が
生
ま
れ
得
た
と
言
え
る
。

と
い
う
の
も
、「
絶
対
無
の
場
所
」
の
論
理
が
あ
っ
て
初
め
て
「
空
の
論
理
」（
な
い
し
「
如
」

あ
る
い
は
「
真
如
」）
の
宗
教
哲
学
が
生
ま
れ
得
た
の
で
あ
り
、
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
か
ら
生

ま
れ
出
た
新
た
な
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
が
あ
っ
て
初
め
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
を
可
能

に
す
る
「
一
即
零
、
零
即
多
、
そ
し
て
そ
の
二
つ
の
即
の
相
即
」
と
い
う
「
真
如
」
な
い
し

「
自
体
」（
35
）
の
論
理
が
生
ま
れ
得
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、「
真
如
」
な
い
し
「
自
体
」
の
論

理
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
は
詳
論
で
き
な
い
が
、
西
田
、
田
辺
の
宗
教
哲
学
に
お
い
て
は
い
わ

ば
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
「
自
然
」
が
、
自
然
科
学
的
自
然
の
意
味
で
も
、
文
学
的
自
然
の
意
味

で
も
、
更
に
「
真
如
」
の
あ
る
が
ま
ゝ
の
「
自
然
」
の
意
味
で
も
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特

記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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最
後
に
、
実
体
的
な
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
補
足
す
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
至
る
西
欧
の
伝
統
的
な
主
流
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
は
、
相
対
有
、
相
対
無
、

絶
対
有
あ
る
い
は
虚
無
の
い
ず
れ
か
を
思
考
の
場
や
枠
組
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
き
た
。

し
か
し
、
西
田
に
よ
っ
て
創
唱
さ
れ
た
思
索
の
場
や
枠
組
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
絶
対
無
」
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
は
、
自
ら
の
立
場
を
絶
対
否
定
し
得
る
唯
一
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
。
し
か
も
、
絶

対
無
の
自
ら
の
立
場
の
「
絶
対
の
否
定
性
」
と
い
う
本
来
の
意
味
内
容
に
従
っ
て
、「
絶
対
無
」

は
、
そ
の
否
定
性
に
よ
っ
て
零
に
帰
す
る
と
同
時
に
そ
の
零
も
否
定
さ
れ
て
多
が
生
じ
て
く
る
、

そ
の
否
定
の
同
時
性
か
ら
迸
り
出
て
く
る
愛
あ
る
い
は
慈
悲
で
他
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の

立
場
を
、
支
え
、
全
く
新
た
に
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
絶
対

無
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
現
代
の
新
儒
教
の
実
体
の
立
場
を
も
愛
や
慈
悲
に
よ
っ
て
支
え
、
生

き
返
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
新
儒
教
と
京
都
学
派
の
哲
学

は
、
共
に
こ
の
現
代
の
世
界
の
中
で
対
立
す
る
こ
と
な
く
、
助
け
合
い
な
が
ら
共
生
し
て
行
く

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）『
西
田
幾
多
郎
全
集
』、
第
一
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
四
一
四
―
四
一
五
頁
。

（
２
）
西
谷
啓
治
著
の
『
寒
山
詩
』
の
解
説
は
、『
西
谷
啓
治
著
作
集
』、
第
十
二
巻
、
創
文
社
、
一
九
八
七

年
に
所
収
。
こ
れ
以
前
に
は
、『
世
界
古
典
文
学
全
集
』、
第
三
六
巻
Ｂ
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年

に
所
収
。
単
行
本
と
し
て
は
一
九
八
六
年
三
月
に
筑
摩
書
房
か
ら
出
版
。

（
３
）『
碧
巌
録
』（
一
八
〇
〇
年
）
は
、
雪
竇
が
公
案
に
頌
し
た
頌
古
百
則
に
対
し
て
、
円
悟
が
垂
示
、
著

語
、
評
唱
を
付
し
た
も
の
。

（
４
）『
西
田
幾
多
郎
全
集
』、
第
六
巻
一
一
六
頁
。

（
５
）『
田
辺
元
全
集
』、
第
七
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
、
三
二
四
―
三
二
五
頁
。

（
６
）
同
右
掲
書
、
第
七
巻
、
三
二
四
頁
参
照
。

（
７
）
同
右
掲
書
、
第
一
〇
巻
、
一
一
三
頁
。

（
８
）
同
右
掲
書
、
第
一
〇
巻
、
一
六
五
頁
。

（
９
）『
西
谷
啓
治
著
作
集
』、
第
二
巻
、
創
文
社
、
一
九
八
七
年
、
に
所
収
の
論
文
。
原
題
は
、「das

R
eale

とdas
Ideale

―
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
を
中
心
と
し
て
」。

（
10
）
同
右
掲
書
、
第
一
巻
、
一
九
八
六
年
に
所
収
。

（
11
）
同
右
掲
書
、
第
八
巻
、
一
九
八
六
年
に
所
収
。

（
12
）
同
右
掲
書
、
第
八
巻
、
一
八
五
頁
。

（
13
）
同
右
掲
書
、
第
一
巻
、
六
頁
。

（
14
）
同
右
掲
書
、
第
二
巻
所
収
。

（
15
）
同
右
掲
書
、
第
五
巻
所
収
。

（
16
）『
田
辺
元
全
集
』、
第
六
巻
所
収
。

（
17
）「
種
の
論
理
」
の
修
正
に
つ
い
て
は
、『
田
辺
元
全
集
』、
第
六
巻
、
第
六
論
文
参
照
。

（
18
）
同
右
掲
書
、
第
九
巻
所
収
。

（
19
）
同
右
掲
書
、
第
六
巻
、
第
六
論
文
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」。

（
20
）
同
右
掲
書
、
第
七
巻
所
収
の
第
六
論
文
「
種
の
論
理
の
弁
証
法
」
は
、
こ
の
一
年
前
の
論
文
「
種
の

論
理
の
実
践
的
構
造
」
が
改
題
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
七
巻
の
第
五
論
文
と
第
六
論
文
の
間
に
は

五
年
に
近
い
年
月
が
存
す
る
。
こ
の
間
に
種
の
論
理
が
新
し
く
考
え
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
21
）
同
右
掲
書
、
第
七
巻
、
三
四
九
頁
参
照
。

（
22
）『
田
辺
元
』（『
現
代
日
本
思
想
大
系
』23

）、
辻
村
公
一
編
集
・
解
説
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
、

二
五
九
頁
下
段
。

（
23
）
同
右
掲
書
、
三
六
四
―
四
一
一
頁
。

（
24
）『
西
谷
啓
治
著
作
集
』、
第
一
巻
、
一
九
八
六
年
、
二
四
頁
。

（
25
）
同
右
掲
書
、
第
一
一
巻
、
一
九
八
七
年
所
収
。

（
26
）
同
右
掲
書
、
第
一
二
巻
、
一
九
八
七
年
所
収
。

（
27
）
同
右
掲
書
、
第
一
三
巻
、
一
九
八
七
年
、
所
収
。

（
28
）
同
右
掲
書
、
第
一
三
巻
、
一
四
四
頁
。

（
29
）『
西
田
幾
多
郎
全
集
』、
第
一
〇
巻
、
一
九
六
五
年
、
四
一
四
―
四
一
五
頁
参
照
。

（
30
）
同
右
掲
書
、
第
八
巻
、
一
九
六
五
年
、
八
六
頁
参
照
。

（
31
）『
田
辺
元
全
集
』、
第
一
〇
巻
、
二
六
〇
頁
。

（
32
）
同
右
掲
書
、
第
一
〇
巻
、
二
六
〇
頁
。

（
33
）『
西
谷
啓
治
著
作
集
』、
第
一
〇
巻
、
一
五
七
頁
。

（
34
）
注
の
（
28
）
を
参
照
。

（
35
）「
如
」
な
い
し
「
真
如
」
の
宗
教
哲
学
は
、
西
谷
啓
治
著
『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
い
て
の
み
な
ら

ず
、『
西
谷
啓
治
著
作
集
』、
第
一
三
巻
所
収
の
論
文
「
空
と
即
」
に
、「
一
即
零
、
零
即
多
、
そ
し

て
そ
の
二
つ
の
即
の
相
即
」
を
中
心
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
。


