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「
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な
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い
や
、〈
不
戦
〉
す
ら
も
戦
争
状
態
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
争
を
回
避
し

て
い
る
状
態
と
し
て
、
そ
の
間
の
暫
定
的
平
和
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。「
不
戦
条
約

と
は
、
両
者
互
い
に
不
戦
勝
を
狙
っ
て
締
結
し
た
条
約
で
あ
る
」（『
悪
魔
の
辞
典
』）

と
は
、
悪
魔
が
親
切
心
で
囁
い
て
く
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
不
戦
協
定

（antiw
ar-treaty

）
を
平
和
協
定
（peace-treaty

）
を
呼
び
替
え
た
た
め
に
、
人

は
、「
平
和
協
定
は
政
治
協
定
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
（Peace-treaty is one kind 

of 
political 

treaty

）」
こ
と
を
失
念
し
が
ち
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
警
告
し
て

く
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

厳
正
な
る
カ
ン
ト
は
言
っ
て
い
る
。「
平
和
条
約
に
よ
っ
て
一
応
そ
の
時
々
の
戦

争
は
終
結
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
戦
争
状
態
が
終
結
さ
れ
る
の
で
は

な
）
1
（
い
。」
し
か
も
報
復
を
恐
れ
な
が
ら
の
か
か
る
不
戦
と
い
う
戦
争
状
態
の
、
戦
費

の
か
か
る
「
平
和
の
方
が
む
し
ろ
、
短
期
の
戦
争
よ
り
も
一
層
重
荷
に
な
っ
て
く
る
。

か
く
て
そ
の
重
荷
か
ら
脱
す
る
た
め
に
、
常
備
軍
そ
の
も
の
が
攻
撃
戦
の
原
因
と

な
）
2
（

る
。」

　

朝
日
新
聞
、
ま
た
大
江
健
三
郎
氏
な
ど
の
所
謂
朝
日
系
文
化
人
な
ど
が
「
不
戦
の

誓
い
」
と
繰
り
返
し
言
っ
て
い
る
が
、〈
不
戦
〉
を
誓
う
な
ど
、
南
に
面
し
て
北
斗

を
見
ん
と
す
る
ほ
ど
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、〈
不
戦
〉
は
〈
休
戦
〉

と
置
き
換
え
う
る
が
、「
休
戦
の
誓
い
」
と
口
に
出
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
愚
か
さ
は

は
っ
き
り
と
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
政
治
は
如
何
な
る
意
味
で
も
〈
誓
い
〉
の
場
で
は

な
い
。
お
そ
ら
く
は
、「
不
戦
の
誓
い
」
と
は
、
政
治
及
び
そ
の
権
力
を
忌
避
す
る

政
治
以
前

0

0

の
非
政
治
、
そ
の
懦
弱
な
心
が
、
政
治
を
超
え
た
政
治
以
後

0

0

の
崇
高
な
神

的
な
非
政
治
と
自
ら
を
夢
見
た
、
そ
の
酔
夢
が
言
わ
せ
る
迷
え
る
言
葉
で
あ
る
。

　

誓
う
の
は
、
誓
い
う
る
の
は
、〈
不
戦
〉
で
は
な
く
、〈
非
戦
〉
で
あ
る
。

　

も
う
一
度
立
ち
戻
っ
て
言
う
な
ら
ば
、〈
不
戦
〉
を
誓
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、

不
戦
と
は
、
そ
の
条
約
・
協
定
を
も
っ
て
敵
対
行
為
が
延
期
さ
れ
た
、
睨
み
合
い
の

「
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」

　

―
　

西
田
哲
学
に
よ
る
、
自
己
同
一
に
つ
い
て
の 

　
　

も
う
一
つ
の
考
察★

　

―
　

山
下
善
明＊

序
論
と
し
て
︱
反
・
不
・
非

　
「
反
戦
・
平
和
」
の
プ
ラ
カ
ー
ド
を
掲
げ
て
示
威
行
進
が
行
な
わ
れ
る
。
し
か
し

〈
反
戦
〉
と
は
、
戦
争
に
反
せ
ん
と
す
る
も
う
一
つ
の
争
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
平

和
を
‼
」
の
喚
声
を
も
っ
て
戦
争
の
推
進
者
・
協
力
者
を
討
た
ん
と
す
る
、
戦
争
遂

行
能
力
を
も
た
な
い
者
た
ち
の
も
う
一
つ
の
戦
争
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
反

戦
は
一
つ
の
立
場
に
と
ど
ま
ら
ず
に
必
ず
反
戦
運
動
と
な
る
。
か
つ
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

戦
争
の
時
代
、
反
戦
を
訴
え
て
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
に
声
を
合
わ
せ
る
若
者
た
ち
の

出
没
を
、
人
は
「
フ
ォ
ー
ク
・
ゲ
リ
ラ
」
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
武
器
な
き
テ
ロ

リ
ズ
ム
で
あ
る
。
逆
に
ま
た
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
も
、
戦
争
遂
行
能
力
な
き
者
の
、
従
っ

て
宣
戦
布
告
の
な
く
、
闇
討
ち
と
し
て
戦
争
へ
の
反
抗
、
即
ち
抗
戦
で
あ
り
〈
反

戦
〉
で
あ
る
。



310

明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

な
っ
て
か
ら
は
戦
後
日
本
政
治
史
に
お
い
て
第
一
に
指
折
ら
る
べ
き
名
官
房
長
官
と

謳
わ
れ
た
故
後
藤
田
正
晴
氏
も
、
あ
る
テ
レ
ビ
討
論
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

「
日
本
人
は
、
武
器
を
持
た
せ
る
と
何
を
や
ら
か
す
か
分
か
ら
ん
。
だ
か
ら
武
器
を

持
た
せ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
平
和
憲
法
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ

と
だ
」
と
。
こ
の
発
言
の
前
段
に
つ
い
て
は
、
戦
地
を
肌
身
で
知
り
そ
し
て
経
略
に

富
む
こ
の
大
行
政
家
・
大
政
治
家
に
一
布
衣
の
筆
者
は
あ
え
て
異
を
唱
う
る
者
で
は

な
い
。
し
か
し
前
段
と
後
段
を
も
う
一
度
ま
と
め
て
み
よ
う
。
武
器
を
持
た
せ
た
ら

始
末
に
負
え
な
い
永
遠
の

0

0

0

未
成
年
で
あ
る
我
ら
が
日
本
国
民
で
あ
る
か
ら
は
、
永
遠

平
和
と
い
う
崇
高
な
理
想
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
正
に
精
神
年
齢

十
四
歳
で
あ
る
こ
と
を
自
証
す
る
か
の
よ
う
な
子
供
じ
み
た
帰
結
で
あ
る
。
決
し
て

ふ
ざ
け
て
言
う
の
で
は
な
く
、
こ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
日
本
国
民
は
ガ
キ
だ
か
ら
、

イ
エ
ス
様
か
御
釈
迦
様
の
境
地
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
戦
後
の
私
た
ち
日
本
人
は
、

一
体
に
誰
の
子
と
し
て
生
れ
代
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

昭
和
十
九
年
、
大
戦
の
さ
な
か
、
既
に
西
田
幾
多
郎
は
言
っ
て
い
た
。「
こ
の
戦

争
の
結
果
と
し
て
生
れ
る
子
供
は
誰
の
子
で
も
な
い
皆
の
び
つ
く
り
も
の
で
は
な
い

で
せ
う
か
。」（
十
二
月
十
六
日
附　

高
坂
正
顕
宛
書
簡
）

　

誰
の
子
で
も
な
い
者
た
ち
の
青
春
の
悲
惨
さ
は
、
例
え
ば
昭
和
三
十
年
に
書
か
れ

た
『
太
陽
の
季
節
』
の
中
で
、
こ
う
描
か
れ
て
い
る
。「
沙
漠
に
、
渇
き
な
が
ら
も

誇
ら
か
に
サ
ボ
テ
ン
の
花
が
咲
く
よ
う
に
、
こ
の
乾
い
た
地
盤
に
咲
い
た
花
達
は
、

己
の
土
壌
を
乾
い
た
と
思
わ
ぬ
だ
け
に
悲
劇
的
で
あ
っ
）
4
（
た
。」
乾
い
た
地
盤
だ
か
ら
、

故
後
藤
田
氏
に
と
っ
て
も
、〈
平
和
憲
法
〉
と
は
、
そ
の
一
字
一
句
に
拘
泥
す
る
に

及
ば
な
い
た
だ
の
自
縛
で
あ
っ
て
、
氏
は
正
し
く
も
〈
平
和
憲
法
〉
の
平
和
な
ぞ
何

一
つ
信
じ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
乾
い
た
土
壌
に
咲
い
た
大
輪

と
し
て
戦
後
民
主
主
義
の
申
し
）
5
（

子
と
い
わ
れ
た
人
が
、
た
と
え
後
年
ノ
ー
ベ
ル
文
学

賞
に
輝
い
た
大
作
家
で
あ
ろ
う
と
も
、
誰
の
子
で
も
な
い
「
取
替
え
子
」
で
あ
り
、

暫
定
的
平
和
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
外
交
の
交
渉
、
条
約
の
締
結
の
委
任
を
受

け
て
い
な
い
、
つ
ま
り
為
政
者
で
は
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
不
戦
は
、
固
唾
を
呑
み

な
が
ら
願
う

0

0

も
の
で
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
不
戦
を
誓
え
ば
、
誓
い
と
は
な
ら
ず

に
主
張
と
な
っ
て
し
ま
う
。
主
張
と
な
っ
て
、
そ
れ
自
身
敵
意
に
満
ち
た
〈
反
戦
〉

と
な
る
。

　

厳
格
な
る
カ
ン
ト
の
言
葉
を
さ
ら
に
聞
こ
う
。「
平
和
と
は
あ
ら
ゆ
る
敵
意
の
終

末
を
意
味
し
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、〈
永
遠
な
る
〉
と
い
う
形
容
詞
を
附
加
す
る
こ

と
さ
え
、
怪
し
む
べ
き
冗
語
で
あ
）
3
（
る
。」（
逆
に
言
え
ば
、〈
暫
定
的
平
和
〉
と
は
語

義
矛
盾
で
あ
る
。）
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
（
永
遠
）
平
和
の
宣
誓
は
こ
の
地

上
の
ど
こ
か
に
一
体
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
。
我
ら
が
頭
上
に
戴
く
『
日
本
国

憲
法
』
で
あ
る
。
日
本
国
民
は
、「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼

し
て
」（
傍
線
部
は
原
文
―
訳
文
？
―
の
ま
ま
）、
従
っ
て
当
然
に
自
ら
の
あ
ら
ゆ
る

敵
意
を
終
末
に
至
ら
し
め
、「
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
」、
即
ち
、
平
和
と
は
永
遠
な

る
平
和
で
あ
る
こ
と
を
心
底
か
ら
理
解
す
る
。
よ
っ
て
そ
の
「
前
文
」
の
終
り
に
言

う
。
念
願
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
崇
高
な
理
想
と
目
的
を
達
成

す
る
こ
と
を
誓
う

0

0

。」（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
そ
こ
か
ら
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、

第
九
条
に
曰
く
、「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。」
何
と
な

れ
ば
、
た
と
え
自
衛
の
た
め

―
こ
の
目
的
な
い
し
必
要
自
身
、
あ
ら
ゆ
る
敵
意
の

終
末
に
反
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が

―
で
あ
ろ
う
と
も
、
上
に
カ
ン
ト
か
ら
の
引

用
に
も
見
た
よ
う
に
、
保
持
さ
れ
た
る
「
常
備
軍
そ
の
も
の
が
攻
撃
戦
の
原
因
と
な

る
」
か
ら
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
憲
法
が
発
布
さ
れ
た
前
後
、
確
か
、
か
の
連
合
国
軍
最
高
司
令

官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
は
、
日
本
人
の
精
神
年
齢
は
十
四
歳
で
あ
る
と
か
何
と
か
言

っ
て
い
な
か
っ
た
か
。
ま
た
筆
者
の
記
憶
で
は
、
か
つ
て
警
察
庁
長
官
と
い
う
治
安

行
政
の
長
と
し
て
勇
名
を
馳
せ
（
例
え
ば
浅
間
山
荘
事
件
に
お
い
て
）、
政
治
家
と
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「
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」　　
　

山
下
善
明

　
〈
思
量
〉
と
は
、
思
い
量
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
西
田
幾
多
郎
の
言
葉

に
見
る
よ
う
な
、
最
広
義
で
の
〈
知
る
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

知
る
と
云
へ
ば
、
判
断
す
る
と
か
知
覚
す
る
と
か
云
ふ
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
感
覚

す
る
こ
と
す
ら
も
そ
の
中
に
含
め
て
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
ら
ぬ
が
、
狭
義

に
於
て
は
判
断
す
る
こ
と
が
知
る
こ
と
と
考
へ
ら
れ
る
、
思
惟
に
よ
つ
て
知
る
こ

と
が
真
に
知
る
こ
と
即
ち
認
識
作
用
と
考
へ
ら
れ
る
。
之
に
反
し
広
く
云
へ
ば
、

情
意
的
意
識
も
一
種
の
知
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
、
す
べ
て
意
識
す
る
と
い
ふ
こ

と
は
何
等
か
の
意
味
に
於
て
知
る
こ
と
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
）
7
（
る
。

　　
「
何
だ
か
（
わ
か
ら
な
い
が
）
赤
い
」

―
こ
れ
は
感
覚
で
あ
る
。「
こ
れ
は
赤

い
」
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
知
覚
で
あ
る
。
な
お
何
と
は
わ
か
ら
ず
た
だ
指
示
さ
れ
た

「
こ
れ
」
で
あ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
、「
こ
の
花
は
赤
い

―
赤
く
あ
る

0

0

」
と
な
れ
ば
、

初
め
て
、「
Ａ
は
ｂ
で
あ
る
」
と
い
う
、
思
惟
が
加
わ
っ
て
主
語
・
述
語
関
係
の
成

り
立
っ
た
判
断
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
と
そ
こ
に
は
、

「
き
ら
び
や
か
な
赤
」
と
か
「
し
ず
ん
だ
赤
」
で
あ
る
と
か
の
情
意
的
意
識
も
伴
な

お
う
。
感
覚
を
は
じ
め
す
べ
て
意
識
す
る
こ
と
は
何
ら
か
の
意
味
で
知
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
〈
知
る
〉
は
、
思
量
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
西
田
は
た
だ
に
、
知
る
と
い
う
こ
と
の
広
袤
を
測
り
、
そ
の
広
狭
の
意
味

の
腑
分
け
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、
狭
義
の
知
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
真

に
知
る
こ
と
」
で
あ
る
の
は
、
認
識
作
用
で
あ
り
、
そ
の
時
、
意
識
の
働
き
は
判
断

的
・
分
別
的
（urteilend

）
営
為
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
判
断
的
・
分
別
的
営
み

か
ら
、
営
み
を
取
り
去
る
こ
と
で
、
知
る
と
い
う
こ
と
を
広
く
の
み
な
ら
ず
「
尚
一

層
深
く
」
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

〈
反
戦
・
不
戦
〉
で
し
か
平
和
を
訴
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
平
和
主
義
の
徒
花
で
あ

れ
ば
、〈
非
戦
〉
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
ず
、
つ
ま
り
〈
非
〉
は
〈
不
〉
に
蔽
わ
れ

〈
不
〉
と
〈
非
〉
の
区
別
が
つ
か
ず
と
も
、
そ
の
何
を
責
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
論
︱
不
思
量
、
非
思
量

　
『
景
徳
伝
灯
録
』
よ
り
引
い
て
『
永
平
広
録
・
上
）
6
（
堂
』
の
「
源
亜
相
忌
の
上
堂
」

に
曰
く
。
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』
の
第
十
二
「
坐
禅
箴
」
の
冒
頭
に
拈
提
し
て
、

　

薬
山
弘
道
大
師　

坐
次
有
僧
問
、「
兀ゴ

ツ

々ゴ
ツ

地チ

思
量
什シ

麼モ

」

師
云い

は
く、「
思
量
箇
不
思
量
底チ

」

僧
云
、「
不
思
量
底
如シ

ユ

何ヲ

思
量
」

師
云
、「
非
思
量
」

　　

大
師
が
坐
し
て
い
た
次お

り

に
、
一
人
の
僧
有あ

り
て
問
う
た
。
兀
々
地

―
山
の
如
く

泰
然
不
動
の
座
禅
の
姿
に
あ
っ
て
、
什な

麼に

を
か
思
量
せ
ん
。
師
は
云
う
た
。
箇
の
不

思
量
底の

﹇
こ
と
﹈
を
思
量
す
。
僧
は
改
め
て
問
う
た
。
不
思
量
底
を
如い
か
ん何

が
思
量
せ

ん
。
師
は
答
え
て
云
う
た
。
非
思
量　

と
一
語
。

筆
者
も
、
戦
後
生
ま
れ
の
、
誰
の
子
で
も
な
い
者
で
あ
る
。
以
下
、〈
不
〉
と
〈
非
〉
に

つ
い
て
、
西
田
哲
学
の
〈
場
所
の
論
理
〉
に
載
っ
か
り
な
が
ら
も
難
渋
の
論
究
と
な
ろ

う
こ
と
は
、
覚
悟
の
上
で
あ
る
。

一　

知
る
作
用
な
く
し
て
の
知
る
こ
と
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は
既
に
し
て
作
用
そ
の
も
の
で
あ
る
。
作
用
そ
の
も
の
で
あ
る
意
識
と
は
、
西
田
自

身
の
言
葉
を
用
い
て
言
え
ば
、「
意
識
せ
ら
れ
た
意
識
」
で
は
な
く
、「
意
識
す
る
意

識
」
で
あ
る
。
意
識
は
作
用
そ
の
も
の
で
あ
る
故
に
、
別
し
て
の
「
作
用
と
い
ふ
如

き
考
」
は
作
用
の
「
対
象
化
せ
ら
れ
た
」
も
の
に
す
ぎ
ず
、
知
的
作
用
よ
り
除
去
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
か
か
る
意
味
で
知
る
作
用
な
き
〈
知
る
〉
の
判
断
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
。（A

 ist A
.

）〉
と
い
う
自
同
判
断
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

文
法
学
的
―
論
理
学
的
に
は
肯
定
命
題
で
あ
り
な
が
ら
、
肯
定
と
い
う
作
用
も
な
き

判
断
で
あ
る
。

　

西
洋
の
哲
学
で
は
、
井
筒
俊
彦
の
）
₁₀
（
著
に
よ
る
と

―
、
普
遍
者
・
一
般
者
と
し
て

限
定
さ
れ
る
以
前
の
原
初
的
〈
本
質
〉
を
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
はt・abīʻah

（
本
性
）

と
名
付
け
た
。
未
だ
普
遍
的
で
は
な
く
、
し
か
し
個
体
的
で
も
な
い
〈
本
質
〉
に
つ

い
て
は
存
在
論
的
に
曖
昧
の
ま
ま
に
、
と
も
か
く
そ
の
語t・abīʻah

は
原
義
通
り

natura

と
ラ
テ
ン
語
訳
さ
れ
て
、
西
洋
哲
学
に
持
ち
込
ま
れ
た
。「
馬
な
り
は
、
た

だ
、
馬
な
り
で
あ
る
。Equitas est tantum

 equitas.

」
と
い
う
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン

ナ
が
〈
本
性
〉
の
説
明
に
使
っ
た
文
句
が
、
ロ
ー
マ
の
哲
学
界
を
沸
か
せ
た
と
い
う
。

そ
の
後
も
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
や
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト

ゥ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
〈
本
性
〉
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
。
特
に
後
者
の

な
せ
る
〈
こ
の
も
のhaecceitas

〉
と
い
う
概
念
を
用
い
て
言
え
ば
、
個
体
・
こ
の

も
の
Ａ
は
、〈
Ａ
で
あ
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
普
遍
で
あ
る
と
い
う
、
個
と
普
遍

の
結
合
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

ス
コ
ラ
哲
学
に
不
明
な
筆
者
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

二　
「
不
思
量
」
︱
「
思
量
せ
ず
」
と
し
て
の
自
同
判
断

私
は
知
的
作
用
と
い
ふ
如
き
も
の
の
根
柢
に
横
た
は
る
作
用
と
い
ふ
如
き
考
を
除

去
し
て
、
作
用
と
い
ふ
如
き
も
の
が
、
既
に
対
象
化
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
へ
、
知

る
と
い
ふ
こ
と
を
尚
一
層
深
く
広
い
意
味
に
解
し
て
、
意
志
の
意
識
、
直
覚
を
も

そ
の
内
に
含
め
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。（
三
二
〇
頁
）

　　

し
か
し
知
る
作
用
か
ら
そ
の
作
用
と
い
う
如
き
も
の
を
除
去
す
る
の
は
、
外
か
ら

の
仮
定
的
操
作
と
し
て
で
は
な
い
。
感
覚
、
知
覚
、
判
断
は
も
と
よ
り
、
情
意
的
意

識
及
び
意
志
の
意
識
も
、
知
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
含
め
、
そ
し
て
「
直
覚
を

も
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
直
覚A

nschauung

こ
そ
、
現
象
学
者
も
言
う
よ

う
に
、
広
義
の
知
る
こ
と
と
し
て
の
〈
考か

ん
がふ

〉
の
粋
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、〈
か
ん

が
ふ
〉
と
は
、
古
語
の
例
え
ば
「
か
寄
）
8
（
る
」
な
ど
と
同
じ
く
、〈
か
（
彼
）〉
と
い
う
指
示

副
詞
を
接
頭
辞
に
も
つ
〈
彼か

向む

か
ふ
〉
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
〈
彼
向
か
ふ
〉

こ
と
が
同
時
に
、
月
影
、
人
影
な
ど
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
〈
影
〉（
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
『
霊
魂
論
』
第
三
巻
第
三
章
で
い
う
〈
フ
ァ
ン
タ
シ
ア
〉
に
当
ろ
う
）
を
迎

ふ
、
つ
ま
り
〈
影か

げ

迎む
か

ふ
〉
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
主
客
同
一
の
直
覚
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
哲
学
で
い
え
ば
、
現
象
学
が
発
見
し
た
意
識
の
本
質
と
し
て

の
〈
志
向
性
〉
で
あ
る
。
即
ち
、
意
識
は
、
何
も
の
か
又
は
何
ご
と
か
へ
の
意
識
と

し
て
、
そ
れ
へ
向
か
う
や
既
に
そ
れ
に
達
し
て
い
る
、
つ
ま
り
そ
れ
は
意
識
に
与
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
意
識
の
志
向
性
で
あ
る
。
い
つ
も
既
に
達
し
て
い
る
か

ら
、〈
向
う
〉
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。cogito, ergo sum

（
我
れ
考
ふ
、
故
に
我
れ
あ
り
）
で
よ
く
知
ら
れ
るcogito

も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
に
よ
れ
ば
、cogo

（
一
所
に
集
め
寄
せ
る
）
の
意
味
の
強
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
（『
告
白
』
第
十
巻
第
十
一
章
）
よ
う
に
、
主
客
が
一
所
に
〈
か
寄
る
〉
こ
と
が
、

〈
考
ふ
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
）
9
（

る
。

　

寄
る
・
寄
せ
る
前
の
予
め
の
意
識
自
体
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
に
も
な
い
、
意
識
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「
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」　　
　

山
下
善
明

止
め
な
い
と
は
、
同
一
を
見
ず
に
、
同
一
を
同
等A

＝A

と
見
て
し
ま
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
が
、
自
己
同
一
を
「
対
象
的
に
」
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
、

自
己
同
一
性
は
黙
し
、
盲
い
る
。

　

し
か
し
対
象
的
に
で
は
な
く
、
主
観
と
客
観
の
合
一
せ
る
時
、
つ
ま
り
見
る
も
の

と
見
ら
れ
る
も
の
が
合
一
せ
る
時
、
初
め
て
同
一
が
あ
る
。
そ
の
時
、「
主
客
合
一

の
意
識
即
ち
直
観
が
あ
る
。」（
二
六
頁
）
し
か
し
そ
の
直
観
は
た
だ
に
直
観
Ａ
で
あ

る
。
即
ち
、
未
だ
直
覚
Ａ
で
あ
る
。「
真
の
直
観
」
で
あ
る
に
は
、〈
Ａ
で
あ
る
〉
を

な
お
欠
い
て
い
る
。

　

西
田
は
言
う
。

　

見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
が
一
つ
と
考
へ
ら
れ
る
場
合
も
、
尚
真
の
直
観
と

は
云
は
れ
な
い
、
見
る
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
を
包
む
時
、
始
め
て
真
の
直
観
と

な
る
の
で
あ
る
。（
一
七
〇
頁
）

　
そ
し
て

―
も
と
も
と
「
宗
教
に
つ
い
て
考
へ
て
見
よ
う
と
思
ふ
に
至
つ
て
」（
三

頁
）
求
め
ら
れ
た
「
真
の
直
観
」
で
あ
っ
た
。
直
ぐ
続
け
て
、「
此
の
如
き
直
観
の

立
場
が
宗
教
の
立
場
と
も
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
」
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
な
お

自
同
判
断
そ
の
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
言
え
ば
、
Ａ
が
、〈
見
る
も
の
〉
述
語
と
し
て
、

そ
れ
と
「
一
つ
と
考
へ
ら
れ
る
」
主
語
た
る
〈
見
ら
れ
る
も
の
〉
Ａ
を
包
む
時
、
初

め
て
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
の
判
断
が
成
り
立
ち
、
そ
れ
が
真
の
直
観
と
い
わ
れ
る
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
〈
包
む
〉
と
は
、
こ
こ
で
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、

そ
の
前
に
、
主
語
と
し
て
Ａ
は
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
述
語

Ａ
が
見
る
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
西
田
が
言
う
よ
う
に
、
た
と
え
そ
れ
こ
そ
が
、

「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
も
の
」（
六
頁
）
で
あ
る
と
し
て
も
。

　

西
田
は
言
う
。「「
有
る
も
の
」
は
自
己
自
身
を
見
る
も
の
で
あ
）
₁₁
（

る
。」
と
。「
有
る

　

し
か
し
一
般
に
は
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

英
語
辞
典
の
〈tautology

〉
の
項
で
も
、
述
語
Ａ
は
余
計
な
重
複
で
あ
る
冗
語

redundancy
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
語
の
成
り
立
ち
か
ら
言
え
ば
、
ギ
リ

シ
ア
語
のτὸ 

αὐτο

（
ト
・
ア
ウ
ト
、
同
一
な
る
も
の
）
のλόγος

（
ロ
ゴ
ス
）

―
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
こ
の
語
はλέγειν

に
由
来
し
、
そ
し
てλέγειν

と
は
、

〈
か
寄
ら
し
む
〉
こ
と
で
あ
る

―
と
し
て
謂
わ
ば
高
貴
な
出
生
の
語
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
人
は
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
を
盲
目
的
同
一
性
と
か
聾
啞
的
同
一
性
で
あ

る
と
貶
ん
で
い
る
。〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
は
、
目
に
入
る
内
容
も
耳
に
入
る
内
容
も

な
く
、
空
虚
な
自
明
性
で
あ
る
と
し
て
、
思
量
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
考
へ0

ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
、
そ
れ
が
意
識
の
対
象
と
し
て
意
識

に
も
た
ら
さ
れ
ず
、
だ
か
ら
思
量
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

言
い
た
い
の
は
、〈
不
思
量
底
〉
そ
の
こ
と
と
し
て
の
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
で
あ
る
。

三　

直
観
と
判
断
の
結
合
と
し
て
の
自
同
判
断

　

西
田
は
言
う
。

　

自
己
同
一
と
い
ふ
の
は
、
対
象
的
に
自
己
を
同
一
と
し
て
認
識
す
る
と
い
ふ
こ
と

で
は
な
い
。
若
し
斯
く
考
へ
れ
ば
、
自
己
と
い
ふ
も
の
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
、

同
一
と
い
ふ
こ
と
と
自
己
同
一
と
は
一
つ
で
は
な
い
。（
二
九
四
頁
）

　

自
己
同
一
と
は
、
そ
れ
自
ら
に
同
一
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
人
は
、
自
己

同
一
の
中
に
同
一
と
い
う
こ
と
を
し
か
見
止
め
な
い
。
本
当
は
、
自
己
同
一
に
あ
ら

ず
ん
ば
、
同
一
と
い
う
こ
と
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
逆
に
言
え
ば
、
同
一
で
あ

る
時
は
、
既
に
必
ず
自
己
同
一
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
そ
し
て
同
一
を
し
か
見
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た
る
限
定
で
あ
る
。
西
田
は
も
う
一
度
「
所
謂
意
識
の
」
と
繰
り
返
し
て
、
続
け
る
。

そ
の
「
根
柢
に
は
、
主
客
合
一
の
意
識
即
ち
直
観
が
あ
り
、
純
粋
活
動
の
意
識
が
あ

る
。」（
二
六
頁
）

　
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
と
い
う
直
観
は
、
知
る
作
用
な
く
し
て
の
Ａ
の
知
る
で
は
あ

る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
、
作
用
の
ゼ
ロ
で
は
な
く
、

―
作
用
の
ゼ
ロ
と
見
え
る
の
は
、

作
用
を
、
本
体
あ
っ
て
の
作
用
と
見
る
か
ら
で
あ
る

―
む
し
ろ
「
純
粋
活
動
の
意

識
」
と
し
て
、
意
識
す
る
意
識
と
し
て
、
作
用
の
終
極
で
あ
る
。「
私
は
す
べ
て
の

作
用
の
終
極
と
も
考
ふ
べ
き
直
観
か
ら
出
立
し
て
、
逆
に
す
べ
て
作
用
と
云
は
れ
る

も
の
を
不
完
全
な
る
直
観
と
し
て
考
へ
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
」（
一
七
〇
頁
）

と
、
西
田
は
む
し
ろ
身
を
後
に
引
き
な
が
ら
言
う
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
作
用
を
判
断

作
用
の
場
面
に
置
い
て
述
べ
れ
ば
、〈
Ａ
は
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
、
…
…
で
あ
る
〉
は
そ
れ

ぞ
れ
何
ら
か
の
内
容
を
も
つ
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
不
完
全
な
直
観
で
し
か
な
く
、

〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
こ
そ
、
作
用
の
終
極
で
あ
る
と
こ
ろ
の
直
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

言
い
換
え
れ
ば
、
意
識
が
作
用
す
る
（w

irken

）
意
識
の
現
実
（W

irklichkeit

）

は
、
意
識
で
あ
る
が
、
意
識
の
〈
本
質
〉
た
る
意
識
す
る
意
識
は
無
意
識
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
心
理
学
的
立
場
を
離
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
も
、
現
実

我
の
立
場
を
脱
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
志
向
性
に
意
識
の
本
質
を
見
よ
う
と
、「
意

識
せ
ら
れ
た
意
識
の
構
造
を
明
に
す
る
の
で
あ
つ
て
、
意
識
を
意
識
す
る
意
識
の
本

質
を
問
題
と
し
て
居
る
の
で
は
な
）
₁₆
（

い
」
と
西
田
が
批
判
す
る
所
以
で
あ
る
。
意
識
す

る
意
識
が
〈
無
意
識
〉
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
の
謂
う
前
意
識
と

か
無
意
識
と
か
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
、〈
抑
圧
〉
を
受
け
た
り
〈
検
閲
〉

を
経
た
り
す
る
、
現
実
我
の
意
識
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
前
意
識
・
無
意
識
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
意
識
の
背
後
に
潜
在
的
な
る
何
物
か
が
考
へ
ら
れ
た
時
、
も

は
や
意
識
で
は
な
い
。」（
二
三
七
頁
）
背
後
に
は
何
も
の
も
な
く
、「
意
識
の
底
は

絶
対
の
無
に
通
じ
て
居
る
。」（
二
〇
七
頁
）
だ
か
ら
西
田
に
お
い
て
の
〈
無︲

意

も
の
」
は
必
ず
〈
何
か
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
〈
何
〉
に
当
た
る
の
が
述

語
で
あ
る
。〈
何
か
〉
で
あ
る
と
は
、〈
何
か
〉
と
し
て
現あ

ら
はれ
る
こ
と
、〈
何
〉
と
し

て
現あ

る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
有
る
も
の
」
と
は
、
単
に
在あ

る
も
の
で
は
な
く
、

在
り
て
現
る
も
の
、
あ
る
い
は
現
り
て
在
る
も
の
で
あ
る
。
西
洋
の
哲
学
に
お
い
て

も
、
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
抒
情
詩
人
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
『
イ

ス
ト
モ
ス
祭
典
頌
歌
』
の
一
節
を
解
釈
す
る
中
で
「〈
あ
るSein

〉
と
は
〈
現あ

る

Scheinen

〉
こ
と
で
あ
）
₁₂
（
る
」
と
き
っ
ぱ
り
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
西
洋
哲
学
最
古
の

言
葉
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
断
章
の
解
釈
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、〈
あ

るSein

〉
と
は
〈
在あ

るA
nw

esen
〉
で
あ
り
、〈
在
る
〉
と
は
〈
在と
ど
まるW
eilen

〉

で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
何
処
に
在と

ど
まる

？　

そ
れ
は
〈
隠
れ
な
き
現あ

るU
nverbor-

genheit

〉
に
在あ

る
の
で
あ
）
₁₃
（
る
。
一
語
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
〈
現
在
〉
で
あ
る
。
そ

し
て
〈
現ゲ

ン

在
〉
は
古
く
は
〈
見ケ
ン

在
〉
で
あ
る
と
は
、
白
川
静
の
『
字
統
』
な
ど
も
記

す
通
り
で
あ
）
₁₄
（
る
。「
有
る
も
の
」
は
、
自
己
自
身
を
見
る
と
し
て
在
る
。『
続
伝
灯

録
』
に
伝
え
ら
れ
る
生
没
年
不
詳
の
青
原
惟
信
の
言
句
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
山
を

見
る
に
是
れ
山
に
あ
ら
ず
」
と
、
見
る
主
体
が
消
滅
し
、「
作
用
と
い
ふ
如
き
考
が

除
去
」
さ
れ
た
時
、「
山
を
見
る
に
祗た

だ
﹇tantum

﹈
是
れ
山
な
り
」
と
、
そ
の

〈
見
在
〉
が
証
さ
れ
て
い
）
₁₅
（

る
。

　

そ
れ
で
は
、
見
る
も
の
述
語
Ａ
が
、
見
ら
れ
る
も
の
主
語
Ａ
を
〈
包
む
〉
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
共
に
Ａ
と
し
て
寸
分
の
違
い
も
な
く
重
な
り
合
う
で
あ
ろ
う
に
。

西
田
は
言
う
、
直
覚
的
た
る
「
所
謂
意
識
の
背
後
に
は
、
之
を
包
み
、
之
を
限
定
す

る
意
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
二
六
頁
）

―
と
は
、
先
に
述
べ
た
語
を
遣
っ
て

言
え
ば
、
Ａ
と
し
て
限
定
さ
れ
意
識
さ
れ
た
意
識
Ａ
と
い
う
の
は
、
そ
の
背
後
よ
り
、

意
識
す
る
意
識
が
意
識
を
Ａ
と
し
て
限
定
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
包
む
の
は
、
未
だ
限
定
さ
れ
ざ
る
不
限
定
が
、
で
は
な
く
、
限
定
の
そ
の

時
に
非
限
定
が
こ
れ
を
包
む
の
で
あ
る
。
限
定
Ａ
は
、
い
つ
も
非
限
定

－A
に
包
ま
れ
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「
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」　　
　

山
下
善
明

　

そ
の
場
所
的
な
性
格
の
故
に
、
見
る
も
の
た
る
述
語
は
今
や
〈
述
語
面
〉
と
呼
ば

れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
述
語
が
主
語
の
述
語
で
あ
る
限
り
、
述
語
と
は
「
述
語
方

面
」（
一
八
五
頁
）
で
あ
り
、
最
後
の
述
語
へ
向
う
方
面
と
し
て
も
、
述
語
面
で
あ

る
。
述
語
は
述
語
と
し
て
あ
る
よ
り
も
、
述
語
方
面
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

主
語
も
、
述
語
の
主
語
で
あ
る
限
り
、
主
語
面
で
あ
る
。

　
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
と
は
、「
主
語
が
主
語
自
身
に
な
る
こ
と
で
あ
る
」（
二
八
九

頁
）
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
見
ら
れ
る
主
語
が
「
自
己
自
身
に
つ
い
て
述
語
す
る
」

（
一
七
〇
頁
）
を
以
っ
て
自
ら
を
見
る
こ
と
、「
単
に
自
己
自
身
を
直
観
す
る
」（
二

八
八
頁
）
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
、
神
秘
主
義
で
な
く
と
も
直
観
主
義
で

あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
の
同
一
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
抽
象
的
同
一
性
（Gleichsein 

m
it sich selbst

）
と
し
て
排
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
的
実
体
＝
主
語
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
自
同
的
判
断
の
形
に
於
い
て
自
己
自
身
の
述
語
と
な
り
得
る
」（
九
五
頁
）
時
は
既

に
、「
自
己
同
一
な
る
も
の
が
そ
の
背
後
に
述
語
面
に
移
さ
れ
」（
二
八
二
頁
）
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

述
語
面
に
移
さ
れ
た
る
自
己
同
一
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
単
に
知
識

的
に
云
へ
ば
、
既
に
主
客
合
一
で
あ
つ
て
、
更
に
そ
れ
以
上
の
も
の
を
考
へ
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。

　　

単
に
思
量
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
思
量

底
で
あ
る
。
不
思
量
底
を
如
何
に
思
量
す
る
の
か
。
併
し
、
と
西
田
は
続
け
る
。

　

併
し
所
謂
主
客
合
一
と
は
主
語
面
に
於
て
見
ら
れ
た
る
自
己
同
一
で
あ
つ
て
、
更

に
述
語
面
に
於
て
見
ら
れ
る
自
己
同
一
と
い
ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
二

八
三
頁
）

識
〉
は
、
西
田
自
身
に
よ
っ
て
〈
無
〉
の
場
所
と
呼
ば
れ
る
。

　

な
ぜ
に
、
改
め
て
、〈
含
む
〉
と
い
う
こ
と
と
共
に
無
の
〈
場
所
〉
で
あ
る
の
か
。

「
意
識
の
野
」（
二
〇
七
頁
）
が
、
例
え
ば
、「
天
地
も
我
れ
を
待
つ
て
覆
載
し
、
日

月
も
我
れ
を
待
つ
て
運
行
し
、
四
時
は
我
れ
を
待
つ
て
変
化
し
、
万
物
は
我
れ
を
待

つ
て
発
生
す
。
大
い
な
る
哉
、
心
や
」
と
栄
西
が
偈
し
た
（『
興
禅
護
国
論
』）
如
く
、

全
宇
宙
を
包
括
す
る
空
間
で
あ
っ
て
こ
そ
、
意
識
の
範
囲
の
外
に
は
何
も
な
く
真
の

意
識
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
時
は
ま
た
、
意
識
の
内
か
ら
全
体
に
ま
で
広
げ
ら

れ
て
意
識
自
身
と
合
す
る
と
こ
ろ
の
「
全
体
を
包
括
す
る
空
間
と
い
ふ
如
き
も
の
も

な
く
な
る
、
若
し
包
括
的
意
識
と
い
ふ
も
の
が
あ
れ
ば
、
却
つ
て
真
の
意
識
は
な
く

な
る
。」（
二
〇
七
頁
）
真
の
意
識
で
あ
る
は
ず
の
包
括
的
意
識
が
な
く
な
る
と
こ
ろ

に
、
真
の
意
識
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
逆
理
で
あ
る
。
も
う
一
度
言
い
直
し
て

み
る
な
ら
ば

―
包
括
的
意
識
で
あ
る
な
ら
ば
、
全
体
で
あ
る
か
ら
意
識
そ
の
も
の

を
も
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
故
に
そ
れ
は
自
己
意
識
と
な
る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
全

体
を
包
括
す
る
空
間
が
意
識
の
範
囲
と
し
て
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
し
か
し
、「
意
識
の
範
囲
と
し
て
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
意
識
せ
ら
れ
た

も
の
で
、
意
識
す
る
も
の
で
は
な
い
。」（
二
三
七
頁
）
し
か
も
な
お
、
全
体
包
括
的

意
識
は
、
何
も
の
か
へ
の
意
識
で
あ
る
所
謂
意
識
と
し
て
は
限
定
さ
れ
な
い
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
全
体
と
い
う
も
の
に
み
る
こ
の
よ
う
な
限
定
と

不
限
定
と
の
逆
理
こ
そ
、〈
全
体
〉
の
真
理
か
も
知
れ
ぬ
。「
真
に

0

0

意
識
す
る
も
の
は

所
謂
意
識
と
し
て
限
定
せ
ら
れ
な
い
も
の
を
も

0

0

、
内
に
包
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。」（
二
三
七
頁
）（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
限
定
さ
れ
え
な
い
不
限
定
な
包
括
的

空
間
を
も
包
む
空
間
は
、
非
限
定
の
場
所
で
あ
る
。
西
田
は
こ
の
〈
非
〉
を
、「
真

の
意
識
の
立
場
は
、
最
後
の
無
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
意
識
の
底
に
は
、
之

を
繫
ぐ
他
の
物
が
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
」（
二
三
七
頁
）
と
言
っ
て
い
る
。
非
限
定
の

場
所
は
無
の
場
所
で
あ
る
。
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一
四
年

の
も
の
で
あ
る
）
を
、
一
見
す
る
と
こ
ろ
と
異
な
っ
て
、
自
同
命
題
の
一
つ
と
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
時
、
そ
れ
は
、
主
語
的
自
同
性
の
無
力
を
語
っ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
自
同
命
題
と
み
え
る
も
の
に
お
い
て
は
、
主
語
的

自
同
性
が
成
り
立
つ
か
に
見
え
て
、
ま
た
見
え
て
こ
そ
、
そ
の
主
語
〈
あ
る
〉
は
い

か
な
る
述
語
を
も
も
ち
え
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
主
語
を
、
サ
ル
ト
ル
は
、「
い
か
な
る
秘
密
も
も
た
ず
し
て
孤
立
し
て
い
る
」

と
言
う
。
こ
の
、「
自
ら
を
肯
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
肯
定
」
は
、
肯
定
の
名
で
、

無
力
に
あ
る
い
は
怠
惰
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
肯
定
す
る
。（
こ
の
孤
立
と
無
力
か
ら
、

全
体
主
義
の
暴
力
も
生
ま
れ
よ
う
。）
か
か
る
肯
定
を
前
に
し
て
の
「
不
快
」
で
、

『
嘔
吐
』
の
主
人
公
も
嘔
気
を
催
し
、
そ
し
て
つ
い
に
嘔
吐
し
た
。

　

主
語
的
論
理
は
自
己
同
一
を
考
へ0

な
い
。
考
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
う
で
あ

る
。
即
ち
、
直
覚
Ａ
は
判
断
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
の
以
前
に
あ
り
、
だ
か
ら
こ
の
自

同
判
断
は
単
な
る
追
認
的
な
自
己
内
反
省
で
し
か
な
く
、
結
局
、
同
一
と
い
う
再
認

（identification

）
を
得
る
ば
か
り
で
あ
る
と
。

　

だ
が
、〈
Ａ
は
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
…
で
あ
る
〉
と
い
っ
た
性
質
的
「
判
断
は
自
己
同
一

な
る
も
の
に
至
つ
て
そ
の
極
限
に
達
す
る
」（
二
八
二
頁
）
時
、
そ
れ
は
、
継
時
的

に
最
終
の
判
断
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
不
完
全
な
る
直
観
」
で

あ
る
性
質
的
判
断
は
一
々
、
自
ら
の
根
底
に
自
同
判
断
を
見
る
の
で
あ
る
。
す
で
に

思
量
箇
不
思
量
底
あ
り
。
ど
の
よ
う
に
し
て
自
ら
の
根
底
に
自
同
判
断
を
見
て
、
述

語
論
理
と
い
わ
れ
る
の
か
。「
自
己
同
一
な
る
も
の
と
は
、
述
語
が
自
己
自
身
の
中

に
還
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
西
田
は
そ
の
説
明
を
行
な
う
。

　

一
方
か
ら
見
れ
ば
、
自
己
同
一
な
る
も
の
は
何
処
ま
で
も
達
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
極
限
点
の
如
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。﹇
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
…
と
﹈
限
な

き
述
語
が
之
を
廻
つ
て
志
向
す
る
も
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
中
心
点
の
如
き
も

　
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
う
る
こ
と
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
即
ち
、

　

ヘ
ー
ゲ
ル
も
絶
対
は
自
己
同
一
で
あ
る
と
云
つ
て
居
る
。
而
も
そ
の
自
己
同
一
と

い
ふ
も
の
は
、
普
通
考
へ
ら
れ
る
如
き
主
語
的
自
己
同
一
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。

さ
う
い
ふ
意
味
の
自
己
同
一
は
弁
証
法
的
主
体
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
）
₁₇
（
い
。

　　

自
己
同
一
が
述
語
面
に
移
さ
れ
る
こ
と
な
く
、「
更
に
そ
れ
以
上
の
も
の
を
考
へ

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
は
、「
普
通
考
へ
ら
れ
る
如
」
く
に
、
主
語
的
自
己
同
一

に
早
く
も
行
き
着
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
西
田
は
、「
一
と
し
て
主
語
的
に
固
定

せ
ら
れ
た
時
、
そ
れ
は
も
は
や
他
と
な
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
そ
れ
は
単
に
一
で
あ
つ

て
自
己
自
身
に
同
一
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
、
こ
う
続
け
る
。

　

自
己
が
自
己
自
身
に
同
一
と
い
ふ
こ
と
は
、
主
語
的
論
理
の
立
場
に
於
て
は
考
へ

ら
れ
な
い
。
自
己
自
身
に
同
一
と
い
ふ
こ
と
は
、
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
を
中

心
と
し
て
他
を
之
に
従
属
せ
し
め
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
か
ゝ
る
意
味
に
於

て
は
、
そ
れ
は
畢
竟
同
語
反
復
に
過
ぎ
な
）
₁₈
（

い
。

　　

ま
さ
に
か
か
る
「
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
を
中
心
と
し
て
」
の
意
味
に
お
い
て
、

「
自
同
律
の
不
）
₁₉
（

快
」（
埴
谷
雄
高
）
と
言
わ
れ
、「
従
属
せ
し
め
る
」
の
意
味
に
お
い

て
「
自
同
は
全
体
主
義
の
本
質
で
あ
）
₂₀
（

る
」（
宮
本
久
雄
）
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
そ
れ

は
、
無
力
に
同
語
反
復
と
し
て
、
自
己
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
中
心
と
し
て
従
属
せ

し
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
サ
ル
ト
ル
が
、『
存
在
と
無
』
の
緒
論
・
Ⅵ
「
即
自

存
）
₂₁
（

在
」
に
お
い
て
、Lʼetre est ce quʼil est

（
あ
る
と
は
、
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
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四　

取
り
残
さ
れ
た
る
自
同
律

　

何
故
に
、
一
般
に
、
主
語
的
論
理
の
主
語
的
自
己
同
一
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
の

か
。
西
田
は
言
う
。

　

我
々
は
普
通
に
、
自
同
律
に
於
て
表
さ
れ
る
直
覚
面
を
意
識
面
か
ら
除
去
し
て
、

剰
余
面
だ
け
を
意
識
面
と
考
へ
て
居
る
。（
二
八
〇
―
二
八
一
頁
）

　
こ
の
意
識
論
を
存
在
論
に
置
き
換
え
れ
ば
、
直
覚
面
と
は
、
西
田
が
ラ
ス
ク
の
〈
対

立
な
き
対
象
〉
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、「
対
立
な
き
対
象
の
周
囲
は
対
立
的
対
象

を
以
て
囲
繞
せ
ら
れ
て
居
る
」（
二
八
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
な

り
、
剰
余
面
と
は
従
っ
て
、
直
覚
面
を
囲
繞
し
て
い
る
辺
周
で
あ
る
。
こ
の
囲
繞
し

て
い
る
分
別
的
営
み
、
性
質
的
判
断
を
、
つ
ま
り
は
思
量
ば
か
り
を
、
意
識
面
と
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
丁
度
、
症
状
ば
か
り
を
病
気
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
。
自
同

律
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
は
不
思
量
底
な
る
が
故
に
、
不
思
量
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

不
思
量
故
に
、「
除
去
し
て
」
い
る
。
西
田
の
あ
る
論
文
名
か
ら
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
取
り
残
さ
れ
た
る
意
識
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

不
思
量
底
の
思
量

―
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
を
ド
イ
ツ
語
の
ま
ま
引
用
す
れ
ば

A
n das U

n-gedachte denk

）
₂₃
（en

―
た
る
「
自
同
律
」
を
取
り
残
し
た
ま
ま
、
不

思
量
底
を
如
何
に
思
量
す
る
や
と
問
う
て
も
、
既
に
後
れ
た
る
問
い
で
あ
る
。
後
れ

た
る
思
量
は
、
剰
余
面
に
お
い
て
し
か
、
自
己
同
一
を
思
量
し
な
い
。
そ
の
時
、
自

己
同
一
は
盲
目
的
ま
た
は
聾
啞
的
同
一
と
見
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て

「
我
々
は
普
通
に
」、
全
く
逆
に
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
こ
そ
、
不
要
な
る
「
剰
余
」
と

見
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
﹇
自
同
判
断
と
い
う
﹈
判
断
的
知
識
と
し
て

現
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
述
語
の
中
に
包
ま
れ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
一
八
一

頁
）

　
性
質
的
判
断
を
い
く
ら
重
ね
て
も
、
い
や
重
ね
れ
ば
重
ね
る
程
に
達
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
極
限
点
、
中
心
点
の
如
き
も
の
と
な
る
主
語
Ａ
は
、
述
語
Ａ
の
中
に
包
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。〈
Ａ
は
ｂ
で
あ
る
〉
と
言
っ
た
時
、
主
語
Ａ
は
既
に
述
語
Ａ
を

経
廻
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
述
語
ｂ
が
自
己
自
身
、
即
ち
述
語
Ａ
の
中
に

還
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、「
判
断
の
根
底
に
は
自
己
自
身
に
同
一
な
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
と
述
べ
て
、
西
田
は
直
ぐ
に
続
け
る
。

　

而
う
し
て
自
己
自
身
に
同
一
な
る
も
の
は
直
観
的
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

直
観
と
判
断
と
の
結
合
す
）
₂₂
（

る
所
に
自
己
同
一
の
判
断
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

（
一
八
〇
頁
）

　
先
に
引
用
し
な
が
ら
避
け
て
通
っ
た
言
句
、「
此
の
如
き
直
観
の
立
場
が
宗
教
の
立

場
と
も
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
」
と
言
わ
れ
た
そ
の
〈
直
観
〉
と
は
こ
う
で
あ
る
。
即

ち
、
未
だ
な
お
直
覚
と
し
て
の
限
り
で
不
思
量
底
た
る
直
観
が
、
不
思
量
底
た
る
自

己
同
一
と
結
合
し
て
、「
箇
の
不
思
量
底
の
思
量
」
た
る
自
同
判
断
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
が
〈
直
観
〉
で
あ
る
。

　

し
か
し
自
同
判
断
が
、
兀
々
地
と
し
て
判
断
作
用
の
跡
も
と
ど
め
ぬ

―
否
、
そ

も
そ
も
判
断
作
用
な
き
判
断
な
る
の
故
に
、
外
か
ら
は
見
え
ず
、
僧
は
大
師
に
問
著

す
る
、「
不
思
量
底
を
如
何
に
思
量
す
」
と
。
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二
〇
一
四
年

考
に
至
つ
）
₂₆
（
た
」、
つ
ま
り
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
如
き
主
意
主
義
か
ら
一
種
の
直
観
主
義
に

転
じ
た
」
の
で
あ
っ
た
が
、「
併
し
私
は
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
を
書
い

た
時
か
ら
、
意
志
の
根
柢
に
直
観
を
考
へ
て
居
た
」（
三
頁
）
と
西
田
は
追
憶
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、〈
我
は
我
で
あ
る
〉
自
覚
を
な
す
と
こ
ろ
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
〈
我
が

自
ら
に
働
く
〉
意
志
の
根
底
に
、
直
観
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
の
追
憶
を
た
ず
ね
て
み
る
に
、『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
、
一
方
で
、

「
論
理
的
自
己
同
一
の
真
相
は
自
覚
の
意
識
に
あ
）
₂₇
（
る
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ

と
相
前
後
し
て
他
方
で
、「
自
覚
の
事
実
と
い
ふ
の
は
却
つ
て

0

0

0

「
甲
は
甲
で
あ
る
」

と
い
ふ
論
理
的
当
為
の
意
識
に
基
く
と
考
へ
ね
ば
な
ら
）
₂₈
（
ぬ
」（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）

と
述
べ
て
い
た
。
前
者
の
言
明
で
、
自
覚
の
意
識
は
論
理
的
自
己
同
一
の
認
識
根
拠

ratio cognoscendi

で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
後
者
の
言
明
で
は
、

論
理
的
当
為
の
意
識
が
自
覚
の
事
実
の
存
在
根
拠ratio 

essendi

で
あ
る
こ
と
が

言
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
〈
甲
は
甲
で
あ
る
〉
存
在
は
、〈
甲
は
甲
で
あ

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
当
為
と
し
て
、
な
お
前
方
に
見
ら
れ
て
い
る
。
自
己

同
一
は
し
か
し
、
存
在
根
拠
と
し
て
、「
自
覚
の
事
実
」
の
背
後
に
あ
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
果
た
し
て
、『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
は
、
謂

わ
ば
前
方
の
光
に
よ
っ
て
「
自
己
が
自
己
を
写
す

0

0

」）₂₉
（

自
覚
で
あ
る
も
の
が
、『
働
く

も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
で
は
、「
一
転
し
て
」、
後
方
の
光
に
よ
っ
て
「
自
己
は
自

己
の
中
に
自
己
を
映
す

0

0

」（
一
二
七
頁
）
自
覚
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
語
句
に
直
ぐ

続
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　

単
に
主
と
客
と
﹇
が
﹈
一
と
云
へ
ば
、
所
謂
反
省
以
前
の
直
観
と
い
ふ
如
き
も
の

と
も
考
へ
得
る
で
あ
ら
う
、
自
覚
の
意
識
の
成
立
す
る
に
は
「
自
分
に
於
て
」
と

い
ふ
こ
と
が
附
加
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
知
る
我
と
、
知
ら
れ
る
我
と
、
我
が
我

を
知
る
場
所
と
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
で
あ
る
。（
一
二
七
頁
）

五　

如
何
思
量

　

だ
が
、
思
量
あ
る
べ
し
と
道
元
は
言
う
。
既
に
後
れ
た
る
に
、
如
何
な
る
思
量

が
？　

た
と
え
後
れ
た
る
と
も
、
即
ち
、
ま
こ
と
に
不
思
量
底
た
と
ひ
ふ
る
く
と
も
、

さ
ら
に
こ
れ
如シ

ユ

何ヲ

思
量
な
り
。

　

不
思
量
底
を
如
何
に
思
量
す
る
か
、
で
は
な
い
。「
さ
ら
に
」、
と
は
つ
ま
り
再
び

事
新
た
に
、
不
思
量
底
そ
の
も
の
が
、
一
語
で
の
、「
如
何
思
量
」
と
な
る
の
で
あ

る
。
如
何
思
量
と
は
、
不
思
量
底
の
思
量
た
る
自
同
判
断
が
、
不
思
量
底
そ
の
も
の

で
あ
る
自
己
同
一
に
帰
り
戻
る
こ
と
、
即
ち
、
自
己
同
一
が
、
直
覚
と
し
て
な
お
不

思
量
た
る
直
観
と
未
だ
「
結
合
」
せ
ざ
る
に
お
い
て
、「
面
々
相
接
し
て
、
相
知
ら

ざ
る
自
己
同
）
₂₄
（
一
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
面
々
相
接
し
て
「
山
を
見
る
に
是
れ
山
」

の
後
の
、
し
か
し
「
山
を
見
る
に
祗
だ
是
れ
山
」
の
以
前
な
る
相
知
ら
ざ
る
、「
山

を
見
る
に
是
れ
山
に
あ
ら
ず
」
の
自
己
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
〈
あ
ら
ず
〉
は

否
定
で
は
な
い
。〈
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
〉
が
、
上
に
も
見
た
通
り
、
肯
定
命

題
で
は
な
い
よ
う
に
。
肯
定
な
き
（
い
わ
ん
や
否
定
な
き
）
思
量
が
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。

思
量
あ
る
べ
し

大
師
い
は
く
、「
非
思
量
」

六　

自
己
同
一
の
鏡

　

既
に
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
冒
頭
早
々
に
西
田
は
、「
真
の
自
己
同

一
は
静
的
同
一
で
は
な
く
、
動
的
発
展
で
あ
）
₂₅
（

る
」
と
言
っ
て
い
た
。
そ
の
〈
自
覚
〉

の
立
場
は
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
に
お
い
て
、「
一
転
し
て
「
場
所
」
の
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無
の
場
所
と
い
わ
れ
、
そ
れ
は
「
自
己
同
一
の
鏡
面
」（
二
〇
三
頁
）
に
譬
さ
れ
る
。

「
無
内
容
と
考
へ
ら
れ
る
自
己
同
一
の
判
断
は
か
ゝ
る
鏡
面
其
者
を
示
す
。」（
二
〇

六
頁
）
不
思
量
底
の
思
量
た
る
自
同
判
断
に
し
て
、
自
己
同
一
と
い
う
不
思
量
底
を

示
し
う
る
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
示
す
の
は
、
外
か
ら
の
指
示
記
号
と
し

て
で
は
な
い
。

―
「
外
を
映
す
鏡
で
は
な
く
し
て
内
を
映
す
鏡
」（
二
三
一
頁
）

で
あ
る
。

―
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
同
判
断
が
不
思
量
底
の
思
量
で
あ
る
の
は
、

自
己
同
一
の
鏡
面
に
映
れ
る
自
己
同
一
と
し
て
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
映
り
―

移
る
こ
と
こ
そ
、
如
何
思
量
に
他
な
ら
な
い
。
如
何
思
量
な
く
し
て
、
不
思
量
底
の

思
量
た
る
自
同
判
断
は
な
い
。
だ
か
ら
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、「
不
思
量
底
、
さ

ら
に
こ
れ
如
何
思
量
な
り
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
不
思
量
底
の
、
思
量
に
到
れ

る
如
何
思
量
で
あ
る
。
如
何
思
量
で
あ
っ
て
も
、
思
い
案
ず
る
曇
れ
る
未
決
の
思
量

で
は
な
い
。
む
し
ろ
如
何
思
量
の
澄
澈
に
し
て
、
非
思
量
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
道
元

は
言
う
。

　

い
は
ゆ
る
非
思
量
を
使
用
す
る
こ
と
玲
瓏
な
り
。
非
思
量
を
使
用
す
る
こ
と
と
し

て
の
如
何
思
量
は
、
不
思
量
底
を
透
映
す
る
。
そ
れ
故
に
、
如
何
思
量
、
さ
ら
に
こ

れ
非
思
量
な
り
、
と
付
け
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
に
、「
自
己
同
一
な
る
も
の
が
現
れ
る
」

―
〈
自
覚
〉
と
し
て
。
自
己
同

一
な
る
も
の
は
、
主
語
的
論
理
が
考
え
る
よ
う
に
、
在
る
も
の
と
し
て
在
る
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
現あ

ら
はり

て
、
即
ち
現あ

ら
映
ゆ
り
て
、
在
る
の
で
あ
る
。
現
ら
映
ゆ
る

間
だ
け
在
る
（w

eilend

）
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
〈
現ゲ
ン

成ジ
ヨ
ウ〉

と
い
わ
れ
る
。

七　

非
思
量
に
た
れ
あ
り

　

自
己
同
一
と
い
う
不
思
量
底
は
現
成
す
る
。
西
田
は
、
か
か
る
現
成
を
目
し
て
、

「
自
己
同
一
な
る
も
の
と
は
自
ら
を
照
ら
す
鏡
と
い
ふ
如
き
も
の
で
あ
ら
う
」（
二
〇

　
こ
れ
が
、「
場
所
」
即
ち
、「
於
て
あ
る
場
所
」
の
考
え
、
従
っ
て
「
場
所
の
論
理
」

の
、
謂
わ
ば
呱
々
の
声
で
あ
る
が
、
何
も
難
し
い
話
で
は
な
い
。
渇
い
た
喉
を
水
が

潤
す
。「
我
々
が
水
を
味
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
水
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
共
に
、
之
に

よ
つ
て
我
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。」（
四
一
頁
）
水
は
我
を
生
き
返
ら
す
。
生
き
る
と

は
、
大
気
を
胸
中
に
行
き
渡
ら
せ
る
こ
と
、
大
気
を
知
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
我
を
見

る
こ
と
で
あ
る
。
日
る
も
夜
る
も
。「
我
々
の
根
柢
に
は
所
謂
眠
れ
る
間
に
も
覚
め

た
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
三
三
頁
）
西
田
は
、
日
付
け
の
な
い
あ
る
断
想

に
、「
斯
の
如
き
世
に
何
を
楽
ん
で
生
き
る
か
。
呼
吸
す
る
も
一
の
快
楽
な
）
₃₀
（
り
」
と

書
き
付
け
た
。
水
に
、
大
気
に
我
を
見
て
、「
水
に
お
い
て
」、「
大
気
に
お
い
て
」

は
、
透
明
な
る
「
自
分
に
於
て
」
と
な
る
。

　

か
か
る
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
は
、「
於
て
あ
る
場
所
」
が
鏡
面
に
譬
さ
れ

て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　

自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
自
覚
の
鏡
…
…
無
内
容
と
考
へ
ら
れ
る
自
己
同
一
の
判

断
は
か
ゝ
る
鏡
面
其
者
を
示
す
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
の
中
に
自

己
を
省
る
反
省
作
用
其
者
が
自
己
の
中
に
映
さ
れ
な
い
限
り
、
…
…
自
己
同
一
な

る
も
の
が
現
れ
な
い
、
判
断
の
主
語
の
面
と
述
語
の
面
と
は
合
致
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。（
二
〇
六
頁
）

　　

自
己
の
中
に
自
己
を
省
る
こ
と
、
つ
ま
り
〈
我
を
見
る
〉
反
省
作
用
が
あ
る
に
は
、

そ
の
反
省
作
用
そ
の
も
の
が
「
自
己
の
中
に
映
さ
れ
」
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。〈
自
分
に
於
て
〉
と
い
う
場
所
に
映
さ
れ
て
、
反
省
は
そ
の
ま
ま
、
そ
し
て

初
め
て
主
客
合
一
の
直
観
で
あ
る
。「
自
己
同
一
な
る
も
の
が
現
れ
」
る
。

　

自
己
同
一
な
る
も
の
が
現
れ
る
場
所
は
、
無0

内
容
な
自
己
同
一
で
あ
る
。
だ
か
ら
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こ
れ
ま
で
論
究
し
て
来
た
薬
山
大
師
の
述
言
で
始
ま
る
「
坐
禅
箴
」
の
巻
の
終
り

で
、「
い
ま
撰
す
る
坐
禅
箴
こ
れ
な
り
」
と
、
道
元
自
ら
の
坐
禅
箴
が
撰
述
せ
ら
れ

る
。
そ
の
全
十
句
の
、
序
の
句
を
置
い
て
、
第
二
、
三
句
は
こ
う
で
あ
る
。

不
思
量
に
し
て
現
ず　

不フ

回ウ

互ゴ

に
て
成ジ
ヨ
ウず
。

不
思
量
に
し
て
現
ず　

其
の
現
自お

の
づか

ら
親シ
ン

な
り
。

見
る
も
の
な
く
し
て
見
ら
れ
る
時
、
即
ち
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
が
対
せ
ず

し
て
、
対
峙
・
対
立
と
い
う
回
互
（
輪
だ
か
ま
り
）
の
な
い
時
、〈
現
〉
は
不
思
量

の
ま
ま
に
成
ず
る
。
即
ち
「
現
成
」
す
る
。
不
思
量
な
れ
ば
、「
其
の
成
、
自
ら
証

な
り
」（
第
四
句
）
て
、
自お

の
づか
ら
に
し
て
親み
づ
から
で
あ
る
。
現
は
成
を
も
っ
て
自
証
す

る
。
現
は
見
証
す
る
。

　

そ
し
て
最
後
、
璆
然
た
る
第
九
、
十
句
が
置
か
れ
る
。

水
清す

ん
で
地
に
徹
る
、
魚
行
き
て
魚
に
似
た
り
。

空
闊ひ

ろ

う
し
て
天
に
透
る
、
鳥
飛
び
て
鳥
の
如
し
。

魚
が
魚
で
あ
る
と
は
、
魚
は
魚
に
似
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
鳥
が
鳥
で
あ
る
と
は
、

鳥
は
鳥
の
如
く
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
似
た
り
」「
如
く
」
現あ

る
の
見

証
の
故
に
、
早
く
も
『
善
の
研
究
』
直
後
に
、
西
田
は
自
同
律
と
い
う
〈
法
則
〉
を

論
じ
な
が
ら
も
言
っ
て
い
た
。
美
学
者
リ
ッ
プ
ス
が
、
単
な
る
直
線
に
も
、
そ
の
合

法
則
性
の
故
に
、
美
が
あ
る
と
述
べ
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

　

余
は
甲
は
甲
で
あ
る
と
い
ふ
自
同
性
其
者
に
既
に

0

0

0

0

0

0

0

0

幾
分
の
美
感
が
あ
る
と
思
）
₃₂
（
ふ
。

（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）

　
幾
分
の
美
感
、
即
ち

―
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
語
のdas 

Schöne

（
美
）
と
い
う
語
も
、das 

Glänzende

（
影か
が

よ
う
）
を
意
味
す
）
₃₃
（

る
よ
う
に
、

―

映う
つ
く奇
し
さ
が
自
同
性
そ
の
も
の
に
あ
る
と
西
田
は
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
カ

一
頁
）
と
言
う
。
不
思
量
底
が
思
量
さ
れ
る
自
同
判
断
が
自
同
命
題
と
な
る
や
、
即

ち
、「
単
に
自
己
自
身
を
映
す
空
し
き
鏡
」（
二
〇
五
頁
）
が
、「
自
ら
を
照
ら
す
自

己
同
一
の
鏡
」（
一
八
四
頁
）
と
な
る
や
、
そ
の
命
題
の
背
後
に
、
如
何
思
量
で
あ

る
限
り
で
の
如
何
思
量
は
そ
の
輪
郭
も
消
え
る
。
消
え
て
そ
の
空
無
は
単
な
る
非
思

量
で
あ
る
。
如
何
思
量
に
始
ま
る
非
思
量
は
、
非
思
量
に
竟お

わ

る
。
自
同
命
題
の
背
後

は
、
決
し
て
振
り
返
っ
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
背
後
で
あ
る
。
振
り
返
れ
ば
、
命

題
が
、
従
っ
て
か
の
現
ら
映
ゆ
そ
の
も
の
が
、
消
失
す
る
。
西
田
は
こ
の
単
な
る
非

思
量
を
、「
自
己
同
一
な
る
も
の
の
背
後
に
も
、
尚
之
を
越
へ
て
広
が
れ
る
述
語
面
」

（
二
八
一
頁
）
と
言
う
の
み
で
あ
る
。
対
立
な
き
対
象
も
こ
れ
に
於
い
て
あ
る
述
語

面
で
あ
る
と
。
し
か
し
、
越
え
て
何
か
形
而
上
学
的
本
体
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

「
自
覚
の
背
後
に
存
在
的
自
己
を
考
へ
る
如
き
こ
と
は
、
形
而
上
学
に
陥
る
。」（
三

一
二
頁
）
そ
れ
故
に
道
元
は
、

不
思
量
を
思
量
す
る
に
は
、
か
な
ら
ず
非
思
量
を
も
ち
ゐ
る
な
り
。

と
断
じ
て
直
ぐ
に
、

非
思
量
に
た（誰
）れ

あ
り
、
た
れ
我
を
保ホ
ウ

任ニ
ン

す
。

と
問
う
。

　

た
れ
も
あ
ら
な
い
。
こ
の
〈
た
れ
〉
を
、
西
尾
実
、
鏡
島
元
隆
ら
が
註
す
る
よ
う

に
、「
た
れ
」
は
永
遠
の
〈
た
れ
〉
で
、
無
限
絶
対
の
自
己
で
あ
る
と
読
）
₃₁
（

む
の
は
、

素
樸
な
、
だ
か
ら
行
先
の
誤
れ
る
形
而
上
学
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

た
れ
我
を
保
任
す
。

「
我
の
全
体
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は
之
を
無
の
場
所
に
於
て
あ
る
と
云
ひ

た
い
。」（
二
五
九
―
二
六
〇
頁
）

八　

自
同
性
と
そ
の
映う

つ
く奇

し
さ
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「
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」　　
　

山
下
善
明

　

私
た
ち
は
一
つ
の
歩
み
で
あ
る
ば
か
り
。

　

そ
の
講
義
録
本
文
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
註
と
い
う
べ
き
も
の
と
選と

れ
ば
、
こ
う

で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
歩
み
は
、
目
標
を
知
ら
ぬ
が
故
に
、「
空
闊
」（「
坐
禅
箴
」）

die 
offene 

W
eite

に
お
い
て
、
そ
れ
自
身
足
踏
みW

eilen

で
あ
る
。
歩
み
過
ぎ

行
く
た
だ
一
時
の
在と

ど
まりdie übergängliche jew

eilge W
eile

で
あ
）
₃₆
（
る
。

　

そ
の
在と

ど
まり
は
、
道
元
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
一
時
の
く
ら
ゐ
」（「
現
成
公
案
」）
で

あ
る
。〈
時
〉
で
あ
る
。「
有
時
」
の
巻
に
謂
う
「
松
も
時
な
り
、
竹
も
時
な
り
」
と

は
、
松
が
、
竹
が
、
ま
さ
か
〈
時
〉
で
出
来
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
松
が
松

で
あ
る

0

0

こ
と
、
竹
が
竹
で
あ
る

0

0

こ
と
、
そ
の
こ
と
が
〈
時
〉
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
時
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
不フ

恁イ
ン

麼モ

な
り
」（「
有
時
」）
即
ち
、
恁

麼
（
か
く
の
如
し
）
つ
ま
り
真
如U

nverborgenheit

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
『
赤
双
紙
』
に
も
「
松
の
事
は
松
﹇
で
あ
る
こ
と
に
﹈
に
習
へ
、
竹
の
事
は
竹

﹇
で
あ
る
こ
と
﹈
に
習
へ
」
と
言
わ
れ
、
そ
し
て
「
飛
花
落
葉
の
散
り
み
だ
る
る
も
、

そ
の
中
に
し
て

0

0

0

0

0

0w
eil

見
と
め

0

0

聞
き
と
め

0

0w
eilend

ざ
れ
ば
…
…
」
つ
ま
り
「
動
け

る
も
の
は
変
な
り
、
時
と
し
てzur 

Zeit

と
ど
めerw

eilen

ざ
れ
ば
…
…
」
と
言

わ
れ
る
。
西
田
は
言
う
、「
動
く
も
の
を
止
め
て
見
る
に
は
、
自
ら
そ
れ
以
上
に
動

く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
四
四
頁
）
飛
花
落
葉
よ
り
も
、
そ
し
て
松
よ
り
も

竹
よ
り
も
「
時
」
な
る
も
の
が
あ
る
。
時
と
と
ど
ま
る
ほ
ど
の
時
が
あ
る
。
―
私
た

ち
が
。

　
「
要
を
と
り
て
い
は
ば
」
と
「
有
時
」
の
巻
に
道
元
は
言
う
、「
尽
界
に
あ
ら
ゆ
る

尽
有τὰ ὄντα

: die Seienden

は
、
つ
ら
な
り
な
が
らeinander fügend

時
時

jew
eilig

な
り
。」（
古
典
の
文
章
で
あ
る
の
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
断

章
の
解
釈
の
基
本
語
を
添
補
し
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
す
る
限
り
で
の
そ
の
断
章
が
、

道
元
の
こ
の
言
句
に
余
り
に
似
通
い
て
見
え
た
か
ら
で
あ
る
。）

　

こ
う
し
て
、
魚
も
鳥
も
、「
時
時
」
で
あ
り
、「
一
時
の
く
ら
い
」
で
あ
る
。
魚
は

ン
ト
が
美
感
判
断
の
第
一
の
契
機
と
し
たohne 

Interesse

（「
事
に
あ
づ
か
ら

ず
」）
つ
ま
り
「
事
に
触シ

ヨ
クせ

ず
し
て
知
る
」（
宏
智
禅
師
撰
「
坐
禅
箴
」）
自
己
同
一

な
る
も
の
、
そ
の
「
背
後
に
も
尚
之
を
越
へ
て
広
が
る
述
語
面
」
の
そ
の
広
さ
と

は
？

道
元
は
「
現
成
公
案
」
の
巻
に
言
う
。「
う
を
水
を
ゆ
く
に
、
ゆ
け
ど
も
水

の
き（涯
）は
な
く
、
鳥
そ
ら
を
と
ぶ
に
、
と
ぶ
と
い
へ
ど
も
そ
ら
の
き
は
な
し
。」
水
は

清
み
、
空
は
闊
く
し
て
、
正
に
「
非
思
量
を
使
用
す
る
こ
と
玲
瓏
な
り
。」

　

こ
れ
に
反
し
て
、
即
ち
越
え
て
広
が
れ
る
述
語
な
き
に
、「
従
来
の
形
而
上
学
は

主
語
的
方
向
に
有
を
認
め
た
、
カ
ン
ト
後
の
形
而
上
学
と
い
へ
ど
も
之
を
脱
却
し
て

居
な
）
₃₄
（
い
。」
そ
の
場
合
、
ど
う
で
あ
る
の
か
。「
し
か
あ
る
を
、
水
を
き
は
め
、
そ
ら

を
き
は
め
て
の
ち
、
水
そ
ら
を
ゆ
か
ん
と
擬
す
る
鳥
魚
あ
ら
ん
は
、
水
に
も
そ
ら
に

も
み
ち
を
う
べ
か
ら
ず
、
と
こ
ろ
を
う
べ
か
ら
ず
。」
主
語
的
方
向
に
有
を
求
め
れ

ば
、
有
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
如
く
、
目
標
と
な
る
。
目
標
を
見
通
し
、
ま
た
見
失

わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、「
水
そ
ら
」
を
究
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
究
め
る

べ
く
、
科
学
は
、

―
形
而
上
学
に
抗
し
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く

―
ハ
イ
デ
ガ

ー
と
同
じ
く
西
田
も
言
う
よ
う
に
「
古
来
哲
学
が
形
而
上
学
的
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ

と
は
哲
学
そ
の
も
の
の
已
む
を
得
ざ
る
宿
命
で
あ
つ
）
₃₅
（

た
」
そ
の
形
而
上
学
が
需
め
た

も
の
で
あ
る
。
宇
宙
物
理
学
・
素
粒
子
物
理
学
か
ら
分
子
生
物
学
や
遺
伝
子
工
学
ま

で
、
汎
物
質
の
科
学
と
し
て
。
い
つ
か
物
質
が
究
め
ら
れ
る
こ
と
を
擬
し
て
物
質
を

「
ゆ
く
」
私
た
ち
は
、
道
を
得
な
い
、
処
を
得
る
こ
と
は
な
い
。

九　

時
と
有

　

し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
講
義
』
を
結
ん
で
、
次
の
よ

う
に
言
う
。

　

私
た
ち
に
目
標
は
な
い
、
目
標
を
知
ら
な
い
。
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う
も
の
は
、「
主
語
面
に
於
て
見
ら
れ
た
自
己
同
一
」
に
合
わ
せ
て
の
み
成
り
立
つ

限
り
の
自
同
律
の
弟
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

だ
が
、
道
元
は
言
う
、「
人
間
の
行ギ

ヨ

歩ウ
フ

に
お
な
じ
く
見
え
ざ
れ
ば
と
て
、
山
の
運

歩
を
う
た
が
ふ
こ
と
な
か
れ
」。（「
山
水
経
」）
と
。「
私
た
ち
は
た
だ
に
一
つ
の
歩

み
で
あ
る
。」
そ
れ
と
同
じ
く
、
兀
々
地
、
不
動
然
た
る
山
も
ま
た
歩
を
運
ぶ
。
不

動
然
と
し
て
、
や
ま
は
や
ま
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
主
語
〈
や
ま
〉
の
、
述
語

〈
や
ま
〉
へ
の
進
歩
で
あ
る
。
け
れ
ど
、「
進
歩
の
と
き
、
退
歩
に
乖
向
せ
ず
。」
ま

た
「
退
歩
の
と
き
、
進
歩
に
乖
向
せ
ず
。」（「
山
水
経
」）
従
っ
て
、
主
語
〈
や
ま
〉

の
、
述
語
〈
や
ま
〉
へ
の
進
歩
は
、
ま
た
同
時
に
、
述
語
〈
や
ま
〉
の
、
主
語
〈
や

ま
〉
へ
の
退
歩
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
主
語
と
述
語
と
を
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
転
換
で
あ
っ
て
交
換
で
は
な
い
。
既
に
『
自
覚
に
於
け
る
直

観
と
反
省
』
の
終
り
、「
絶
対
自
由
意
志
の
立
場
」
で
、「
発
展egressus

な
る
と

共
に
復
帰regressus

で
あ
る
」
と
西
田
は
言
っ
て
い
た
。
そ
し
て
続
く
そ
の
説
明

の
中
で
、
早
く
も
、
復
帰
は
「
鏡
面
に
映
じ
た
」
姿
で
あ
る
と
し
て
、「
既
に
影
像

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
に
本
体
を
求
む
る
こ
は
で
き
な
）
₃₇
（

い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。

　

否
、
そ
の
前
に
、
こ
の
著
作
の
、
論
理
―
数
理
―
経
験
体
系
と
い
う
展
開
で
の
経

験
体
系
に
入
っ
て
か
ら
も
、
い
や
入
っ
て
か
ら
こ
そ
こ
う
言
わ
れ
て
い
た
。
論
理
的

自
己
同
一
で
あ
る
は
ず
の

　
「
甲
は
甲
で
あ
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
流
動
的
な
も
の
が
己
自
身
を
止
め
て
見
る

こ
と
で
あ
）
₃₈
（

る
。

　
そ
れ
は
即
ち
、「
進
歩
退
歩
に
運
歩
し
ば
ら
く
も
や
ま
ざ
る
」
そ
の
中
に
し
て
、
つ

ま
り
、
や
ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
「
そ
の
中
に
し
て
」
止と

ど

ま
り
て
、
本
体
に

あ
ら
ざ
る
に
主
語
と
な
る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
主
語
と
な
る
も
の
に
於
て
」
と

魚
の
一
時
の
く
ら
い
に
住
しverw

eilend

て
魚
で
あ
り
、
鳥
は
鳥
の
一
時
の
く
ら

い
に
住
し
て
鳥
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
魚
行
き
て
魚
に
似
た
り
、
鳥
飛
び
て
鳥
の

如
し
」
と
言
わ
れ
た
。

十　

山
是
山

　

右
の
「
魚
行
き
て
…
…
」
の
言
葉
は
論
理
学
の
さ
め
た
る
言
葉
に
戻
せ
ば
、
自
同

判
断
に
お
い
て
は
主
語
と
述
語
と
が
異
な
り
な
が
ら
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

西
田
は
、
自
か
ら
の
〈
場
所
的
論
理
〉
へ
の
最
初
の
批
評
を
受
け
て
の
後
、
平
明
に

言
う
。

　

甲
は
甲
で
あ
る
と
い
ふ
同
一
判
断
に
よ
つ
て
同
一
な
る
も
の
が
限
定
せ
ら
れ
る
時
、

そ
の
判
断
の
主
語
と
述
語
と
は
﹇
、﹈
判
断
の
主
語
と
述
語
と
の
関
係
に
於
て
は

異
な
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
而
も
判
断
に
よ
つ
て
言
ひ
表
さ
れ
る
も
の

が
一
な
る
が
故
に
、
主
語
と
述
語
と
を
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
の
判
断
の

主
語
と
な
る
も
の
に
於
て
主
語
と
述
語
と
﹇
が
﹈
同
等
と
な
る
。（
三
三
六
頁
）

　
今
や
「
山
水
経
」
の
巻
の
末
尾
に
道
元
の
言
え
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

古
仏
云い

は
く、「

山
是
山
、
水
是
水
」

こ
の
道
取
は
、
や
ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず

こ
の
道
取
は
矛
盾
律
に
適
っ
て
い
な
い
か
ら
、
い
や
、
そ
も
そ
も
矛
盾
律
を
知
ら
ず

に
い
る
か
ら
、
一
般
に
は
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
矛
盾
律
と
い
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「
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」　　
　

山
下
善
明

る
神
も
な
く
て
こ
そ
、
有
る
も
の
は
自
己
自
身
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
見
る
」

を
、
つ
ま
り
「
現あ

る
」
を
、
西
田
は
「
影
像
」
と
言
う
。
し
か
し
影
像
は
偶
象シ
ヨ
ウで

は

な
い
。「
映
像
と
云
へ
ば
、
実
体
そ
の
も
の
の
存
在
に
無
関
係
な
、
単
に
偶
然
的
な

現
象
の
如
く
に
考
へ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
」、
そ
う
で
は
な
く
、「
そ
れ
は
実
体

に
本
質
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
₄₁
（
い
」
と
西
田
は
註
記
し
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ

ー
も
、「
現
象Erscheinen

は
実
体A

nw
esen

と
そ
の
あ
り
方
に
本
質
的
に
伴

な
）
₄₂
（
う
」
と
言
う
。
西
田
の
註
記
は
、「
現
象
即
実
在
的
で
あ
る
」
と
続
く
。
そ
れ
が
、

「
有
る
が
ま
ゝ
に
有
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
善
の
研
究
』
の
改
版
の
序
（
昭
和

十
一
年
）
で
、
回
想
し
て
言
わ
れ
て
い
る
、「
私
は
何
の
影
響
に
よ
つ
た
か
は
知
ら

な
い
が
、
早
く
か
ら
実
在
は
現
実
そ
の
ま
ゝ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、﹇
今

日
私
た
ち
が
「
そ
の
中
を
行
く
」﹈
所
謂
物
質

0

0

の
世
界
と
い
ふ
如
き
も
の
は
此
か
ら

考
へ
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
考
を
有
つ
て
ゐ
た
。
ま
だ
高
等
学
校
の
学
生

で
あ
つ
た
頃
、
金
沢
の
街
を
歩
き
な
が
ら
夢
み
る
如
く
か
ゝ
る
考
に
耽
つ
た
こ
と
が

今
日
も
思
ひ
出
さ
れ
る
。」（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
し
か
し
何
の
影
響
に
よ
る
の
で

も
な
か
っ
た
。

　

本
体
な
き
影
像
と
い
ふ
の
外
は
な
い
。
本
体
と
い
ふ
如
き
も
の
は
も
は
や
何
処
に

も
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
唯
自
ら
無
に
し
て
自
己
の
中
に
自
己
の
影
を
映
す

も
の
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
併
し
一
方
か
ら
云
へ
ば
、
真
の
無
の
立
場
に
於
て
は

所
謂
無
其
者
も
な
く
な
る
が
故
に
、
す
べ
て
有
る
も
の
は
そ
の
ま
ゝ
に
有
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
有
る
も
の
が
そ
の
ま
ゝ
に
有
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
有

る
が
ま
ゝ
に
無
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
、
即
ち
す
べ
て
影
像
で
あ
る
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。（
二
四
七
―
二
四
八
頁
）

　　
「
無
其
者
も
な
く
な
る
」
非
思
量
に
お
い
て
、
有
る
も
の
が
そ
の
ま
ま
に
有
る
、

し
て
。「
こ
の
判
断
の
主
語
と
な
る
も
の
に
於
て
主
語
と
述
語
と
が
同
等
と
な
る

0

0

。」

（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
主
語
的
論
理
が
自
同
命
題
に
初
め
か
ら
見
る
、
い
や
、
既

述
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
し
か
見
な
い
〈
同
等
〉
で
は
な
く
。

　

か
く
し
て
、
主
語
〈
や
ま
〉
と
「
主
語
と
な
る
も
の
に
於
て
」
と
を
併
せ
て
、
道

元
は
「
山
」
と
記
す
。

や
ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
。

西
田
も
端
的
に
言
う
。「
自
己
自
身
に
同
一
な
る
も
の
は
、
主
語
と
な
つ
て
述
語
と

な
ら
な
い
と
共
に
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
述
語
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
₃₉
（
い
。」

主
語
・
在
は
、
述
語
・
現
で
あ
る
。

　

道
元
が
「
古
仏
云
」
と
し
て
提
題
し
た
、『
雲
門
広
録
』
に
見
え
る
と
い
う
如
上

の
、「
山
是
山
、
水
是
水
」
の
句
を
、
西
田
も
ま
た
引
い
て
述
べ
る
。

　

真
に
絶
対
無
の
意
識
に
透
徹
し
た
時
、
そ
こ
に
は
我
も
な
け
れ
ば
神
も
な
い
、
而

も
そ
れ
は
絶
対
無
な
る
が
故
に
、
山
は
是
山
、
水
は
是
水
、
有
る
も
の
は
有
る
が

ま
ゝ
に
有
る
の
で
あ
）
₄₀
（

る
。

十
一　

山
色

　

雲
門
文
偃
は
、「
妄
想
あ
る
こ
と
莫な
か

れ
」
と
前
置
き
し
て
、「
山
是
山
、
水
是
水
」

と
続
け
た
。
絶
対
無
の
意
識
に
透
徹
し
て
い
な
け
れ
ば
、
意
識
の
現
実
で
あ
る
意
識

は
す
べ
て
「
妄
想
」
で
あ
る
。「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
、

妄
想
の
う
ち
に
あ
る
。
既
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
見
る
も
の
な
く
て
も
、「「
有
る
も

の
」
は
自
己
自
身
を
見
る
も
の
で
あ
る
。」
い
や
、
見
る
我
も
な
く
、
絶
対
的
に
見
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星
大
学
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紀
要
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部
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第
二
十
二
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二
〇
一
四
年

　

D
ie V

erborgenheit des Seienden im
 Ganzen, die eigentliche U

n-w
ahr-

heit, ist älter als jede O
ffenbarkeit von diesem

 und jenem
 Seienden. 

Sie ist älter auch als das Seinlassen selbst, das entbergend schon 
verborgen hält und zur V

erbergung sich verhält.

　
こ
れ
を
、
で
き
る
だ
け
原
文
に
添
っ
て
訳
し
て
み
る
な
ら
、

　

有
る
も
の
は
全
体
と
し
て
、
隠
れ
て
い
る
。
こ
の
元
来
の
非︲

真
理
は
、
あ
れ
や

こ
れ
や
の
有
る
も
の
が
有
る
も
の
と
し
て
露あ

ら

わ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と

よ
り
も
ふ
る
い
の
で
あ
る
。
非︲

真
理
は
し
か
し
、
有
る
が
ま
ま
に
有
る
こ
と
に

比
べ
て
さ
え
も
な
お
ふ
る
い
。
発ひ

ら

き
な
が
ら
も
そ
れ
自
身
と
し
て
は
隠
れ
続
け
て

い
る
そ
の
蔵か

く

ま
い
に
適
当
す
る
と
こ
ろ
の
、
有
る
が
ま
ま
な
る
こ
と
、
そ
の
こ
と

に
比
べ
て
さ
え
も
ふ
る
い
の
で
あ
る
。

　　

し
か
し
こ
の
一
節
を
本
論
考
の
中
に
移
し
入
れ
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う

か
。

　
「
徧
界
曾ス

ナ
ハチ

蔵
サ
不ズ

と
い
ふ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
満
界
是
レ
有
リ
と
い
ふ
に
あ
ら

ざ
る
な
り
。」（「
仏
性
」）
非︲

思
量
は
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
思
量
よ
り
ふ
る
い
。

非︲

思
量
は
、「
不
思
量
底
た
と
ひ
ふ
る
く
と
も
」、
そ
の
不
思
量
底
と
比
べ
て
さ
え

も
ふ
る
い
の
で
あ
る
。〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
は
、
Ａ
を
発ひ

ら

き
な
が
ら
も
そ
れ
自
身
と

し
て
は
隠
れ
る
。〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
と
蔵
ま
う
不
思
量
底
は
、
非
思
量
を
経ふ

り
て

ふ
る
く
、
Ａ
が
Ａ
と
し
て
有
る
が
ま
ま
に
有
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
適
当
す
る
。

　

即
ち
「
甲
は
甲
な
り
」
の
不
思
量
底
が
現
成
す
る
。
山
が
影
像
で
あ
る
と
は
、
山
は

山
影
で
あ
り
山
容
で
あ
り
、「
山
色
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
「
自

己
同
一
の
鏡
」
を
譬
喩
と
し
て
言
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。「
鏡
」
は
「
影か
げ

見み

」
で

あ
っ
た
。
い
か
に
磨
き
光
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
物
体
の
「
鏡
は
物
を
歪
め
て
映

す
の
で
あ
る
。」（
二
二
六
頁
）

付
論
︱
も
う
一
つ
の
「
不
思
量
底
ふ
る
く
」

　
「
従
来
の
形
而
上
学
は
主
語
的
方
向
に
有
を
認
め
た
、
カ
ン
ト
後
の
形
而
上
学
と

い
へ
ど
も
之
を
脱
却
し
て
居
な
い
」
と
い
う
言
句
は
既
に
上
に
引
用
し
た
。
西
田
は

こ
れ
に
直
ぐ
続
け
て
述
べ
て
い
る
、「
私
は
述
語
的
方
向
に
超
越
的
な
る
も
の
を
認

め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
異
な
れ
る
形
而
上
学
の
端
緒
を
開
き
得
な
い
か
と
思
ふ
。」

こ
の
一
節
は
、
後
記
に
「
此
論
文
は
私
が
「
場
所
」
と
い
ふ
考
に
入
つ
た
始
頃
の
も

の
で
あ
る
」
と
付
言
さ
れ
て
い
る
大
正
十
五
年
七
月
稿
の
「
取
残
さ
れ
た
る
意
識
の

問
題
」
と
い
う
論
文
の
末
尾
を
な
す
。
そ
れ
か
ら
丁
度
十
年
後
、
一
九
三
六
年
よ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
異
な
れ
る
端
緒
を
開
か
」
ん
と
す
る
思
索

を
密
か
に
数
年
に
わ
た
っ
て
書
き
綴
っ
て
い
た
。
後
に
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
』
第
六

五
巻
と
し
て
公
け
に
さ
れ
た
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
と
い
う
手
稿
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

「
取
り
残
さ
れ
た
る
」
故
に
「
ま
ず
取
り
戻
す
べ
き
初
め
の
端
緒der 

erste 
A

nfang

と
展
開
さ
れ
る
べ
き
異
な
れ
る
端
緒der 

andere 
A

nfang

と
の
間
の

対
）
₄₃
（

論
」
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。「
転
回
」
し
て
行
く
こ
の
対
論
が
最
初
に
告
げ
ら
れ

た
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
ら
も
言
う
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
の
講
演
『
真
理
の
本

質
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
九
四
三
年
に
な
っ
て
印
刷
に
付
さ
れ
た
こ
の
講
演
に
お

い
て
、「
西
洋
形
而
上
学
に
最
後
の
転
換
を
導
き
入
れ
た
カ
ン
ト
の
著
）
₄₄
（

作
」
に
思
い

が
潜
め
ら
れ
る
中
、
次
の
よ
う
な
一
）
₄₅
（

節
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
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「
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」　　
　

山
下
善
明

（
13
）　

こ
の
こ
と
が
比
較
的
に
ま
と
め
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る　

H
olzw

ege, 
1963, V

. K
losterm

ann, S. 322f.

（
14
）　

加
藤
常
賢
『
漢
字
の
起
源
』（
角
川
書
店
）
三
八
〇
頁
で
は
、『
説
文
部
首
訂
』
か
ら
、「
目
を
以

つ
て
物
に
及
ぶ
を
視
と
曰
ひ
、
物
来
た
つ
て
目
に
遇
ふ
を
見
と
曰
ふ
」
と
い
う
句
を
引
い
て
、
こ
の

「
見
」
は
、
後
世
の
字
で
は
「
現
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）　

青
原
惟
信
の
こ
の
言
述
を
、
井
筒
俊
彦
は
「
あ
ま
り
に
も
世
に
有
名
」
と
言
う
が
、
筆
者
は
、
森

本
和
夫
『『
正
法
眼
蔵
』
読
解
』
第
四
巻
（
平
成
十
六
年　

筑
摩
書
房
）
四
三
八
頁
で
初
め
て
知
っ

た
。
そ
の
言
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
老
僧
、
三
十
年
前
、
未
だ
参
禅
せ
ざ
る
時
、
山
を
見
る

に
是
れ
山
、
水
を
見
る
に
是
れ
水
な
り
き
。
後
来
、
親
し
く
知
識
（
師
）
に
見ま
み

え
て
箇
の
入
処
有
る

に
至
る
に
及
ん
で
、
山
を
見
る
に
是
れ
山
に
あ
ら
ず
、
水
を
見
る
に
是
れ
水
に
あ
ら
ず
。
而
今
、
箇

の
休
歇
（
大
安
心
）
の
処
を
得
て
、
山
を
見
る
に
祗
だ
是
れ
山
、
水
を
見
る
に
祗
だ
是
れ
水
な
り
。」

（
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
）

（
16
）　

全
集
第
十
二
巻　

十
頁

（
17
）　

全
集
第
七
巻
（『
哲
学
の
根
本
問
題
』）
三
六
頁

（
18
）　

同
巻　

三
四
頁

（
19
）　

例
え
ば
「
カ
ン
ト
と
の
出
会
い
」（
理
想
社
版
『
カ
ン
ト
全
集
』
第
三
巻
月
報
）

（
20
）　

例
え
ば
「
根
源
悪
か
ら
の
エ
ク
ソ
ダ
ス
（
脱
在
）」（『
共
生
学
』
第
七
号　

教
友
社
）

（
21
）　

松
浪
信
三
郎
訳
『
存
在
と
無
』（
昭
和
四
十
年

人
文
書
院
）
第
一
分
冊
五
三
頁
以
下

（
22
）　

カ
ン
ト
哲
学
の
術
語
に
合
わ
せ
て
、「
自
同
的
判
断
は
直
覚
と
思
惟
と
の
結
合
す
る
も
の
と
考
へ

る
こ
と
が
で
き
る
」（
九
九
頁
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

（
23
）　Gsam

tausgabe, Bd. 78., S. 337.

（
24
）　

西
田
幾
多
郎
全
集
第
七
巻　

三
七
頁

（
25
）　

全
集
第
二
巻
（『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』）
十
六
頁

（
26
）　

西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
の
新
版
の
序
文

（
27
）　

全
集
第
二
巻　

七
〇
頁

（
28
）　

同
巻　

五
九
頁

（
29
）　

同
巻　

一
六
頁

（
30
）　

こ
の
断
想
を
筆
者
は
、
上
田
閑
照
『
西
田
幾
多
郎
―
人
間
の
生
涯
と
い
う
こ
と
』（
平
成
七
年　

岩
波
書
店
）
一
七
三
頁
に
知
っ
た
。

（
31
）　

日
本
古
典
文
学
体
系
81
『
正
法
眼
蔵
』（
昭
和
五
二
年　

岩
波
書
店
）

（
32
）　

全
集
第
一
巻
（『
思
索
と
体
験
』）
二
四
五
頁

（
33
）　Gesam

tausgabe, Bd. 78., S. 93.

（
34
）　

西
田
幾
多
郎
全
集
第
十
二
巻　

十
七
頁

（
35
）　

同
第
六
巻　

一
七
四
頁

★
筆
者
は
こ
れ
ま
で
十
一
篇
の
論
文
で
自
同
性
を
考
察
し
て
来
た
。（Y

. 
Y

am
ashita 

Identität als U
nverbrgenheit

―K
ant, N

ishida, H
eidegger 

（2., überarbeitete 
A

uflage
） 2009, Supplem

entband dazu 2012, Ergon V
erlag

）
そ
し
て
ま
た
新
た

に
自
同
性
を
考
察
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
註（

1
）　

高
坂
正
顕
訳
『
永
遠
平
和
の
為
に
』（
昭
和
四
六
年　

岩
波
書
店
）
三
四
頁

（
2
）　

同
書　

十
六
頁

（
3
）　

同
書　

十
三
頁

（
4
）　

大
江
健
三
郎
・
江
藤
淳
編
『
わ
れ
ら
の
文
学
・
17
』
石
原
慎
太
郎
集
（
昭
和
四
〇
年　

講
談
社
）

一
一
一
頁

（
5
）　

本
人
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、「
民
主
主
義
と
い
う
言
葉
を
人
間
が
前
む
き
の
姿
勢
で
う

け
と
ろ
う
と
し
た
あ
の
時
代
を
土0

壌0

と
し
て
そ
こ
か
ら
育
っ
た
日
本
人
で
あ
る
ぼ
く
は
…
…
」（
傍

点
は
筆
者
に
よ
る
）
大
江
健
三
郎
『
厳
粛
な
綱
渡
り
』（
昭
和
四
五
年　

文
藝
春
秋
）
五
七
頁

（
6
）　

大
谷
哲
夫
選
『
道
元
「
永
平
広
録
・
上
堂
」
選
』（
平
成
二
一
年　

講
談
社
）

（
7
）　

西
田
幾
多
郎
全
集
・
第
四
巻
（『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』）（
昭
和
四
十
年　

岩
波
書
店
）

三
二
四
頁　

な
お
以
下
、
同
巻
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
に
頁
数
の
み
を
記
す
。

（
8
）　

中
田
祝
夫
編
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
で
は
、
用
例
と
し
て
万
葉
集
の
次
の
歌
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。「
秋
の
田
の
穂
田
の
刈
り
場
か　

か
寄
り
合
は
ば　

そ
こ
も
か
人
の
我わ

を
言こ
と

な
さ
む
」

（
9
）　

山
田
晶
訳
『
告
白
』（『
世
界
の
名
著
』
16
）（
昭
和
五
三
年　

中
央
公
論
社
）
三
四
五
頁
の
訳
註

（
3
）
で
は
、「
と
く
に
「
心
に
お
い
て
」
集
め
る
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
10
）　
『
意
識
と
本
質
』（
昭
和
六
二
年　

岩
波
書
店
）
四
三
―
四
五
頁

（
11
）　

全
集
第
五
巻
（『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』）
一
三
九
頁
。
ま
た
、
全
集
十
二
巻
（『
続
思
索
と
体

験
』）
に
は
、「
有
る
も
の
が
直
に
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
」（
三
八
頁
）
と
言
わ
れ
て

い
る
。

（
12
）　M

. H
eidegger Gesam

tausgabe Bd. 78. 

（D
er Spruch des A

naxim
ander

） 2010, V
. 

K
losterm

ann S. 68

こ
の
講
義
録
は
、
一
九
四
二
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
年
の
冬
学
期
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
講
義
、
翌
年
の
夏
学
期
は
ヘ
ラ

ク
レ
イ
ト
ス
講
義
が
行
な
わ
れ
、
こ
れ
ら
に
先
立
つ
は
ず
の
こ
の
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
講
義
は
結

局
行
な
わ
れ
ず
、
手
稿
の
ま
ま
に
残
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
九
三
二
年
夏
学
期
講

義
『
夕
べ
の
国
の
哲
学
の
端
緒
』
の
前
半
部
で
、
及
び
一
九
四
一
年
夏
学
期
講
義
『
根
本
諸
概
念
』

の
後
半
部
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
断
章
の
解
釈
を
行
な
っ
て
い
る
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

（
36
）　V

gl. Gesam
tausgabe, Bd. 78., S. 171, 178.

（
37
）　

全
集
第
二
巻　

三
〇
一
頁

（
38
）　

同
巻　

一
九
五
頁

（
39
）　

全
集
第
七
巻　

三
二
二
頁

（
40
）　

全
集
第
五
巻　

一
八
二
頁

（
41
）　

全
集
第
十
巻
（『
哲
学
論
文
集
第
五
』）
三
八
四
頁

（
42
）　H

olzw
ege, S. 341.

（
43
）　Gesam

tausgabe, Bd. 65. S. 58.

（
44
）　M

. H
eidegger, V

om
 W

esen der W
ahrheit, 1976, V

. K
losterm

ann, S. 27.

（
45
）　a. a. O

. S. 21.

　〈
付
記
〉　

筆
者
に
長
ら
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
「
不
思
量
底
」
の
「
底
」
の
訓
み
方
に
つ
い
て
は
、
僚
友
の

漢
学
者
・
古
田
島
洋
介
氏
の
教
示
を
受
け
た
。
謝
意
を
こ
こ
に
記
す
。


