
清
沢
満
之
に
お
け
る
縁
起
の
概
念

今 

村 

仁 

司

縁

起

の

理

法

私
見
で
は
、
縁
起
の
概
念
は
、
二
重
の
構
造
に
な
る
。

ひ
と
つ
は
、
万
有
が
、
自
然
的
存
在(

物
体
的
存
在)

で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
存
在
者
で
あ
る
と
き
に
は
、
万
有
の
相
関
関
係
は
、
 

「横

，
水
平
」
の
関
係
、

つ
ま
り
法
則
性
で
あ
る
、
法
則
の
支
配
の
下
に
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
万
物
の
相
関
は
必
然
の
相
を
お
び
る
。
 

「因
」
と

「縁
」
の
水
平
的
・
横
的
関
係
は
、
法
則
性
と
必
然
性
の
関
係
で
あ
る
。
必
然
性
と
法
則
の
下
で
は
、
万
物
は
、
あ
る
が
ま
ま 

に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
少

し

も

「存
在
の
変
化
」
を
も
た
な
い
。
法
則
と
必
然
の
下
で
は
、
事
物
は
い
わ
ば
「永
遠
に
」
同
じ
も 

の
で
あ
り
う
る
。
時
間
と
場
所
を
ど
の
よ
う
に
変
更
し
て
も
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
事
物
は
必
然
的
に
、
事
物
の
本
質
を
変
更
し
な 

い
ま
ま
に
存
在
し
つ
づ
け
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
因
果
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
竪
の
関
係
、
垂
直
の
関
係
で
あ
る
。
原
因
と
は
、
結

果

を

「生
産' 

産
出
す
る
」
も
の
で 

あ
る
。
動
物
が
子
供
を
生
む
よ
う
に
、
原
因
は
、
結
果
を
生
産
す
る
。
こ
れ
が
「作
用
原
因
」
ま

た

は

「起
生
原
因
」
で
あ
り
、
そ
し
て 

そ
れ
を
因
果
性
と
よ
ぶ
の
で
あ
る
。金

!
1

冷

は

え11531

0-1
一
、金

一
1

洛

冬

〇,
?;'!
!
/

で
あ
り
、
必
ず
結
果(
55，̂
^
)
を
生
産
す
る
。
必
然
的
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関
係
の
下
で
は
、
す
な
わ
ち
「横
関
係
」
に
お
い
て
は
、
相

互

の

「
関
係
」
は
あ
っ
て
も
、
「新
し
い
も
の
」
を

「生
む
」
こ
と
は
な
い
。
 

し
か
し
因
果
性
は
「新
し
い
も
の
」
を
結
果
と
し
て
「生
む
」
と
い
う
事
態
の
概
念
で
あ
る
か
ら
、
因
果
性
の
概
念
が
使
用
で
き
る
の
は
、
 

少
な
く
と
も
、
宇
宙
万
有
の
な
か
に
生
命
体(

有
機
体)

が
出
現
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
有
機
体
，
生
命
体
は
、
必
ず
、
「
子
供 

を
生
む
」
か
ら
で
あ
る
。
因
果
性
は
、
有
機
生
命
体
の
行
為
に
関
し
て
の
み
、
有
効
に
使
用
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
縁
起
論
に
お
け 

る
い
わ
ゆ
る
「
原
因
——
結
果
」
の
竪
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
生
命
体
の
相
関
に
つ
い
て
言
え
る
の
で
あ
る
。

特
殊
人
間
的
な
も
の

法
則
性
と
因
果
性
の
二
重
性
を
語
る
に
留
め
る
と
き
に
は
、
以
上
の
一
般
論
で
十
分
で
あ
る
が
、
自
己
認
識
を
問
題
に
す
る
と
き
に
は
、
 

さ
ら
に
議
論
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
自
然
界
と
生
命
界
に
お
け
る
特
殊
に
人
間
的
な
も
の
が
出
現
し
た
こ
と
の
事
実
を
語
る
必
要
が
あ 

る
。生

命
体
の
領
域
は
二
つ
に
細
分
さ
れ
る
。
生
命
体
一
般
の
領
域
と
特
殊
人
間
的
な
世
界
の
二
つ
で
あ
る
。

特
殊
人
間
的
領
域
は
、
単
に
生
命
体
の
領
域
で
な
い
。
人
間
の
歴
史
的
世
界
は
、
人

間

の

「自
由
な
」
行
為
を
含
む
か
ら
、
生
命
的
因 

果
性
に
加
え
て
、
創
の
観
念
を
付
加
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
由
と
因
果
性
の
結
合
が
人
間
の
行
為
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
人
間
の 

歴
史
的
世
界
の
因
果
性
と
な
る
だ
ろ
う(

た
だ
し
、
無
生
命
体
を
含
む
か
ぎ
り
で
人
間
も
ま
た
自
然
法
則
の
作
用
を
受
け
る
こ
と
は
当
然 

で
あ
る)

。

例
え
ば
、
「諸
行
」
と
は
も
ろ
も
ろ
の
行
為
を
意
味
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「行
」
は
生
命
体
の
行
為
で
あ
り
、
特
に
人
間
の
行
為 

で
あ
る
。
諸
行
が
無
常
で
あ
る
の
は
、
人
間
的
行
為
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
新
し
い
も
の
を
生
産
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
環
境
を
変
化
さ
せ
、
環 

境
の
変
化
に
応
じ
て
、
人
間
自
身
も
変
動
し
、
こ
う
し
て
際
限
な
く
続
く
。
こ
れ
が
諸
行
無
常
の
意
味
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
諸 

行
無
常
は
、
自
由
と
因
果
性
の
概
念
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
諸
行
か
ら
人
間
的
行
為
を
除
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
命
体
一
般
の
因
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果
性
に
な
る
。

で

は

「飛
花
落
葉
」
は
ど
う
か
。
こ
れ
は
、
自
明
で
あ
る
が
、
自
然
の
い
と
な
み
で
あ
り
、
太
古
以
来
、
「永
遠
に
」
変
わ
り
な
く
、
 

同
じ
こ
と
を
反
復
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
法
則
性
の
下
の
存
在
は
行
為
し
な
い
、
し
た
が
っ
て
新
し
い
も
の
を
結
果
と
し
て
産
出
し
な 

い
か
ら
で
あ
る
。
「飛
花
落
葉
」
は
、
縁
起
論
の
「横
関
係
」

つ
ま
り
法
則
的
必
然
性
の
相
で
語
ら
れ
る
べ
き
現
象
で
あ
る
。
花
が
飛
ぶ
、
 

葉
っ
ぱ
が
枯
れ
て
地
に
落
ち
る
、
と
い
う
の
を
、
人
間
の
観
点
か
ら
「変
化
」
と
み
る
の
は
、
縁
起
論
か
ら
い
え
ば
、
間
違
い
で
あ
る
。
 

そ
こ
に
は
真
実
の
「変
化
」(

新
し
い
も
の
の
結
果
と
し
て
の
産
出)

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

枯
葉
が
落
る
の
を
見
て
「
は
っ
と
悟
る
」
ひ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
原
理
的
に
は
世
界
，
宇
宙
の
い
わ
ば
叡
知
的
な
、
絶 

対
知
的
な
把
握
で
あ
り
、
す
で
に
悟
り
の
境
地
に
た
っ
て
い
る
。
悟
達
と
は
、
感
覚
や
感
情
の
変
化
で
は
な
く
て
、
縁
起
の
理
法
の
学
問 

的
認
識
な
の
で
あ
る
、
ブ
ッ
ダ
の
智
慧(

仏
智)

と
は
、
縁
起
の
理
法
の
存
在
論
的
理
解
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
仏
教
の
学
道
的
側
面 

な
の
で
あ
る
。
仏
教
の
学
的
体
系
は
、
縁
起
の
理
法
以
外
に
な
い
。
そ
れ
は
理
性
的
に
認
識
す
る
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す 

で
に
釈
迦
の
教
え
で
あ
っ
た
。
釈
迦
の
い
う
縁
起
の
理
法
が
学
的
体
系
で
あ
る
と
洞
察
し
た
の
が
、
ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
で
あ
り
、
彼
は
縁 

起
論
を
一
個
の
「論
理
学
」(

存
在
の
理
法
と
し
て
の
論
理
学
、
す
な
わ
ち
消
極
存
在
論)

と
し
て
展
開
し
た
。

清
沢
的
縁
起
論
ま
た
は
主
伴
互
具
論

清
沢
は
主
伴
互
具
と
い
う
タ
—
ム
を
使
用
す
る
。
彼
は
、
縁
起
の
二
重
構
造
を
基
礎
に
話
を
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
 

仏
教
縁
起
論
の
二
重
性
を̂

^

!

論
じ
た
も
の
は
、
私
見
で
は
清
沢
を
も
っ
て"I

矢
と
す
る
。
私

は

「概
念
的
」
と
い
う
表
現
に
大
き 

い
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
い
る
。
た
ん
に
言
葉
と
か
夕
—
ム
に
留
ま
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
主
、
伴
、
互
具
、
因
、
縁
、
果
、
 

等
々
の
タ
—
ム
は
、
す
で
に
久
し
い
以
前
か
ら
仏
教
経
典
の
な
か
に
あ
っ
た
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
言
葉
で
あ
っ
て(

か
つ
て 

は
生
き
て
い
た
言
葉
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
い
っ
し
か
死
せ
る
言
葉
と
死
せ
る
文
字
に
な
っ
た)

、
か
な
ら
ず
し
も
概
念
で
は
な
か
っ
た
。
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言
葉
を
記
憶
し
て
い
る
の
で
は
十
分
で
は
な
い
。
言
葉
が
同
時
に
概
念
に
成
長
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
哲
学
的
言
語
は
日
常
の
言
葉
を 

そ
の
ま
ま
利
用
す
る
し
、
利
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
利
用
の
な
か
で
日
常
の
言
葉
は
、
理
“！̂

^

に
変
形
さ
れ
る
の
で
あ 

る
。
そ
れ
が
、
た
と
え
ば
、
定
義
の
役
割
で
あ
る
。
概
念
の
定
義
の
働
き
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
な
か
で
、
日
常
の
言
葉
は
、
日
常
的
想 

念
を
解
体
さ
れ
て
、
厳
密
な
理
論
言
語
に
変
貌
す
る
。
概
念
は
、
た
ん
な
る
観
念
で
は
な
く
、
理
論
的
に
変
貌
し
た
言
葉
の
組
織
化
で
あ 

る
。
概
念
と
概
念
的
把
握
は
一
体
で
あ
る
。
清
沢
は
、
伝
統
用
語
を
駆
使
し
な
が
ら
、
概
念
的
把
握
を
実
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ 

に
た
ん
に
昔
か
ら
あ
っ
た
言
葉
の
蒸
し
返
し
で
は
断
じ
て
な
い
と
こ
ろ
の
、
言
葉
の
精
神
の
蘇
生
が
あ
っ
た
。
こ
の
蘇
生
を
お
こ
な
う
の 

は
、
概
念
的
把
握
と
い
う
思
考
の
働
き
で
あ
る
。
言
葉
と
概
念
の
混
同
を
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
を 

ふ
ま
え
て' 

も
う
一
歩
前
進
し
よ
う
。

こ
こ
で
い
う
縁
起
の
二
重
性
と
い
う
用
語
は
、
清
沢
の
着
想
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
の
着
想
を
い
ま
少
し
概
念
化
し
て
み 

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
因

，
縁
の
自
然
法
則
性
を
基
礎
と
し
て' 

そ
の
上
に
原
因
—
結
果
の
生
命
的
因
果
性(

そ
し
て
特
殊
人
間 

的
因
果
性
と
し
て
の
目
的
定
立
行
為)

を
語
る
の
は
、
有
機
生
命
体
の
観
点
か
ら(

そ
し
て
人
間
的
自
由
か
ら)

語
る
こ
と
で
あ
る
。
 

何
か
を
人
と
し
よ
う
。
「主
」
と
は
こ
の
に
で
あ
る
。
「伴
」
と
は
他
の
す
べ
て
の
個
物 (
6
、
〇
、

N
2

 

で
あ
る
。
「主
」
と
し 

て
の
存
在
者
は
、
宇
宙
の
す
べ
て
の
他
の
存
在
者
を
自
分
を
構
成
す
る
モ
メ
ン
ト"

エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
「
つ
か
み
取
り
、
包
み
取
る
」
。
 

こ
れ
が
万
物
相
関
の
基
本
的
原
理
で
あ
り
、
縁
起
の
理
法
で
あ
る
。
他
方
、
個
物
は
ど
れ
も
何
か
に
よ
る
生
産
物=

「結
果
」
で
あ
る
。
 

宇
宙
万
物
は
、
「何
も
の
か
」
に
よ
る
「結
果
」
で
あ
る
。
す
べ
て
は
「果
」
で
あ
る
。
縁
起
論
・
万
物
相
関
論
は
つ
ね
に
「結
果
」
か 

ら
考
え
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
の
場
合
、
現

在
の
「我
」
を

「結
果
」
で
あ
る
と
意
識
で
き
る
。
結
果
を
語
る
か
ぎ
り
は
、
 

人
間
の
自
己
意
識
が
行
為
と
し
て
働
い
て
い
る
。
だ
か
ら' 

た
ん
に
横
の
法
則
性
だ
け
で
は
な
く
、
竪
の
因
果
性
の
概
念
で
な
く
て
は
な 

ら
な
い
の
で
あ
る
。

「結
果
」
の
意
識
は
生
命
体
が(

と
く
に
人
間
的
生
命
体
が)

、
潜
在
的
に(

な
ぜ
な
ら
、
動

物

は

「
目
的
」
を
も
ち
、
獲
物
と
い
う
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結
果
を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
感
覚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る)

、
あ
る
い
は
顕
在
的
に(

人
間
は
自
覚
的
に
目
的
を
た
て
、
行
為
し
、
結
果 

を
獲
得
す
る
か
ら)

目
的
行
動
を
と
り
、
結
果
を
産
出
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
諸
行
の
結
果
と
し
て
「諸
法
」
が
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て 

「行
」
な

き

「諸
法
」(

結
果)

は
あ
り
え
な
い
。
諸
法
の
な
か
に
は
、
行
為
に
よ
っ
て
変
化
し
た
結
果
と
し
て
の
人
間
が
含
ま
れ
て
い 

る
。
諸
法
は
、
結
果
と
し
て
の
人
間
と
そ
の
他
の
万
有(

リ
ア
ル
な
物
と
い
う
よ
り
、
人
間
の
精
神
作
用
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
表
象
、
 

観
念
、
「対
境
」)

で
あ
る
。

で
は
、
「何
も
の
か
」
の
結
果
と
い
う
と
き
の
「何
も
の
か
」
と
は
何
か
。
人
間
は
行
為
に
よ
っ
て
結
果
を
生
産
す
る
。
人
間
の
行
為 

に
は
関
係
な
い
自
然
も
あ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
を
、
法
則
と
必
然
性
の
相
の
下
で
、
そ
し
て
有
機
的
な
因
果
性
の
相
の
下
で
、
生
産
す
る 

何
も
の
か
が
あ
る
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
宇
宙
万
有
を
動
か
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
絶
対
的
な
生
産
力
で
あ
る
。
こ
れ 

を
絶
対
他
力
と
よ
ぶ
。
「絶
対
」
金
チ
〇
ー
ヨ
も
と
は
、
自
己
以
外
の
も
の
に
依
存
せ
ず
、
自
己
自
身
が
原
因
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の 

〇
密
蛊
岂一

)

で
あ
る
。
結
果
が
存
在
す
る
以
上
は
、
結
果
と
し
て
の
生
産
物
を
生
産
す
る
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
潜
在 

し
て
い
る
が
、
し
か
し
や
は
り
現
実
的
に
実
在
す
る
。
そ
れ
が
実
在
し
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
絶
対
的
生
産
力
が
な
け
れ
ば
宇
宙
万
有
は
実 

在
し
な
い
。

世
界
内
人
間
と
し
て
の
ダ
ー
ル
マ
、
す
な
わ
ち
縁
起

縁
起
の
理
法
、
万
物
相
関
の
因
縁
・
因
果
法
を
完
全
に
「洞
察
す
る
」
こ
と
を
、
「
仏
陀
の
智
慧
」
と
よ
ぶ
。
仏
陀
と
は
縁
起
の
理
法 

と
そ
れ
を
動
か
す
絶
対
的
生
産
力
を
「自
覚
す
る
存
在
」
で
あ
り
、
そ
の
智
慧
の
内
容
が
万
物
相
関
で
あ
り
普
遍
的
相
対"

相
関
論
で
あ 

る
。そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
世
界
内
存
在
と
は
、
縁
起
的
に
存
在
す
る
人
間
を
意
味
す
る
。
万
物
相
関
が
「真
理
」
で
あ
り
、
人
間
に
よ
っ
て 

「言
語
を
も
っ
て
開
示
さ
れ
た
真
実
」(

「教
え
」)

で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
「法
」
で
あ
り
、
法
の
当
体
は
、
「法
身
」
で
あ
る
。
法
身
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は
絶
対
的
生
産
力
で
あ
る
。
そ
れ
の
個
物
的
現
わ
れ
は
、
「世
界
」
で
あ
り
「人
間
」
で
あ
る
。
絶
対
的
生
産
力
す
な
わ
ち
絶
対
的
他
者 

の

力(

他
力)

の
現
世
内
で
変
容
し
た
も
の
が
、
万
物
で
あ
り
、
人
間
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
を
本
当
に
深
く
洞
察
す
る(

「知
見
」
す 

る
、
「信
知
す
る
」)

な
ら
、
万
物
相
関
の
理
法
を
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
「悟
達
」
で
あ
り
、
「証
」(

さ
と
り
、
あ
か
し
、
 

あ
か
ら
め)

で
あ
る
。

法
と
は
ダ
ー
ル
マ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ダ
ー
ル
マ
と
は
、
万
物
相
関
の
理
法
に
し
て
、
か
つ
こ
の
理
法
の
知(

智
慧)

で
あ
る
。
だ 

か
ら
智
慧
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
「世
界
内
人
間
」
こ
そ
が
ダ
ー
ル
マ
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
ひ
と
り
ひ
と
り
が
「
世
界
内
人
間
」
で 

あ
り
、
縁
起
的
生
産
物
で
あ
り
、
因
と
縁
の
「出
会
い
」
の
結
果(

正
確
に
は
、
法
則
性
と
因
果
性
の
結
合
の
結
果)

で
あ
る
。
宇
宙
万 

有

が

「我
一
人
」
の
な
か
に
「内
在
し
て
い
る
」
。
し
た
が
っ
て
絶
対
的
生
産
力
が
「我
一
人
」
の
な
か
に
内
在
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
 

我
一
人
が
絶
対
的
他
力(

法
則
的
必
然
性
と
因
果
的
必
然
性
の
姿
を
と
る
力)

の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
世
界
内
人
間
の
真 

実
の
姿
で
あ
る
。

人
間
で
あ
る
こ
と
の
例
外
性

「仏
性
」
と
は
、
仏
に
な
る
種
な
い
し
因
を
さ
す
。
仏
陀
に
な
り
う
る
「要
因
」
と
し
て
の
仏
性
は
、
万
物
相
関
の
理
法
に
よ
っ
て 

「果
」
と
し
て
生
産
さ
れ
て
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

悟
達
の
観
点
か
ら
み
る
限
り
で
は
、
人
間
だ
け
で
な
く
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
、
縁
起
的
、
万
物
相
関
的
に
生
産
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
の
だ 

か
ら
、
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
命
題
は' 

万
物
相
関
・
縁
起
理
法
な
し
に
は
理
解
で
き
な
い
。
山
や
川 

が
ど
う
し
て
仏
性
に
「
目
覚
め
る
」
の
か
と
ひ
と
は
問
う
だ
ろ
う
し
、
「神
秘
的
」
だ
と
い
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
 

人
間
を
除
く
万
物
は
、
縁
起
の
理
法
を
あ
る
が
ま
ま
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
縁
起
と
普
遍
相
対
理
論
に
ぴ
っ
た
り
と
適
合
し
て
、
 

人
間
以
外
の
存
在
者
は
、
例
え
ば
植
物
や
動
物
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
以
外
の
存
在
者
は
、
す
べ
て
、
仏
性
の
ま
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ま
に
生
き
て
い
て
、
い
ま
さ
ら
目
覚
め
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
以
外
の
存
在
者
は
、
す
で
に
し
て
仏
陀
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ 

が

人

間

だ

け

が

万

物

の

な

か

で

で

あ

る

。
人
間
は
必
然
の
相
で
の
万
物
相
関
を
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
「無
明
」 

と
い
う
。
欲
望
と
迷
妄
の
雲
霧
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
に(

人
間
は
行
為
す
る
か
ら
、
因
果
性
と
自
由
の
相
で
生
き
る
か
ら
、
そ
し
て
自 

由
な
行
為
の
ゆ
え
に
誤
謬
と
迷
妄
を
生
む
か
ら)

、
他
の
物
た
ち
に
は
光
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
暗
黒
の
な
か
に
い
る
と 

い
う
の
が
人
間
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
、
人
間
だ
け
が
例
外
的
に
「精
神
」
を
使
用
し
て
、
因

縁

・
因
果
の
理
法
、
 

縁
起
論
と
一
般
相
関
性
を
知
的
に
も
情
的
に
も
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
縁
起
論
は
、
人
間
存
在
の
悲
し
み(

他
の
存
在
者
の
よ
う
に
あ
る
が
ま
ま
に
仏
性
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
例
外
性)

を 

教
え
る
。
慈
悲
の
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
慈
悲
を
人
間
に
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
人
間
だ
け
が
、
仏
性
す
な
わ 

ち
縁
起
の
理
法
に
目
覚
め
る
こ
と
が
も
っ
と
も
困
難
な
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
。
伝
統
仏
教
の
な
か
に
は
、
ま
だ
人
間
中
心
主
義
が
あ
り
、
 

人
間
を
高
み
に
お
い
て
、
山
川
草
木
を
下
に
み
て
、
山
川
草
木
で
す
ら
仏
性
の
見
込
み
が
あ
る
と
い
う
が
、
む
し
ろ
反
対
で
あ
ろ
う
。
山 

川
草
木
は
「与
え
ら
れ
て
あ
る
が
ま
ま
に
」
つ
ね
に
す
で
に
万
物
相
関
的
に
、
縁
起
的
に
、
仏
性
的
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
こ
の 

逆
転
こ
そ
が
仏
教
の
真
髄
で
は
な
か
ろ
う
か
。
法
然
と
親
鸞
は
そ
れ
を
よ
く
把
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
逆
転
的
把 

握
は
、
大
乗
仏
教
の
出
現
の
理
由
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
浄
土
門
仏
教
の
登
場
の
必
然
を
教
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の 

逆
転
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
絶
対
他
力
の
理
念
も
可
能
に
な
っ
た
。

法
則
性
と
因
果
性
の
区
別

縁
起
論
の
別
名
は
、
相

依

，
相
待
で
あ
る
。
な
ぜ
二
つ
の
用
語
が
結
合
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。

一
 

相

依

関

係

相
依
は
、
文
字
通
り
に
、
相
互
依
存
関
係
で
あ
る
。
一
已2,
〇-
毘
目̂

1
1
3

で
あ
る
。
万
物
が
相
依
関
係
に
あ
る
と
き
に
は
、
万
物
は
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法
則
的
必
然
性
の
関
係
の
な
か
に
あ
る
。
そ
れ
は
相
互
関
係
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
関
係
の
な
か
で
の
み
「あ
る
」
も
の
が
成
立
す
る
。
 

「あ
る
」
も
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
自
存
し
な
い
。
し
か
し
必
然
的
法
則
連
関
の
な
か
に
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
万
物
は
、
つ
ね
に
、
ど 

こ
で
も
、
同
じ
姿
で
出
現
す
る
。
そ
れ
自
体
の
変
化
は
原
理
的
に
は
な
い
。
だ
か
ら
相
依
は
、
法

則

性(

必
然
性
、
非
偶
然
性)

の
カ
テ 

ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
れ
が
あ
る
」
あ
る
い
は
「
こ
れ
な
く
し
て
、
あ
れ
な
し(

あ
る
の
で
な
い)

」
と
し
て
ま
と
め
ら 

れ
る
。

-
-

相

待

関

係

相
待
は
、
行
為
す
る
生
命
体
、
と
く
に
人
間
が
出
現
す
る
と
き
に
の
み
、
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
。
行
為
は
、
相
手
に
働
き
か
け
て
、
そ 

れ
を
変
形
，
変
換
し
、
別
の
も
の(

新
し
い
生
産
物)

に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
変
換
行
為
の
な
か
で
、
行
為
す
る
主
体
も
ま
た
、
自
己
の 

行
為
に
よ
っ
て
変
形
，
変
換
さ
れ
て
、
劭

「新
し
い
も
の
」(

変
化
し
た
我)

へ
と
変
化
し
、
変
身
す
る
。
主
体
と
客
体
が
相
互
に
共 

同
し
て
変
化
す
る(

新
し
い
も
の
に
「生
ま
れ
る
」' 

00,118 1
5-
芻!1
8

〔と
も
に
——
生
ま
れ
る
〕)

。

客

体

が

「
い

ま(

こ
こ
に)

あ
る
」
の
は
主
体
の
行
為
の
結
果
で
あ
る
。
主

体

が

「
い

ま(

こ
こ
に)

あ
る
」
の
は
、
客

体

と

の

劉 

行
爲
の
結
果
で
あ
る
。
主
体
も
客
体
も
相
互
行
為
の
な
か
で
新
た
に
生
産
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
来
の
因
果
性
で
あ
る
。
因
果 

関
係
は' 

リ
ア
ル
な'

「以
前
に
は
な
か
っ
た
よ
う
な
」
新
し
い
も
の(

こ

れ

が

「結
果
」
と
よ
ば
れ
る)

を
か
な
ら
ず
生
み
出
す
の
で 

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
こ
れ
の
行
為
に
よ
っ
て
あ
れ
生
ず
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
。
た

ん

に

「あ
る
」
の
で
は
な
く
て
、
「生
じ 

る
」
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

仏
教
に
お
い
て
「生
・
滅
」
が
い
わ
れ
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
、
行

為

，
「行
」
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
行
っ
ま
り
行
為
な
し
に 

は
生
・
滅
は
な
い
。
法
則
的
必
然(

相
依)

の
下
で
は
、
「
た
だ
あ
る
」
の
で
あ
り
、

つ
ね
に
同
一
で
あ
る(

相
互
関
係
の
仕
方
が
同
一 

で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
 

物
の
内
容
が
自
体
的
に
同
一
で
あ
る
の
で
は
な
い)

。
有
機
生
命
体
の
「
目
的
」
，
「意
図
」
を
も
つ
行
為
が
あ
る 

と
こ
ろ
に
、
真
実
の
意
味
で
の
「
原
因
と
結
果
」
の
関
連
、
す
な
わ
ち
「因
果
性
」(

。君
倚=

4
)

が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
特
殊
人
間
的
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世
界
で
は
、
因
果
性
に
対
し
て
自
由(

な
行
為)

が
加
わ
る
。
特
殊
に
人
間
的
な
世
界
で
こ
そ
、
目
的
論
的
行
為
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
独 

别

(

し
た
が
っ
て
単
に
生
物
的
な
因
果
性
で
は
な
い)

因
果
性
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

近
代
科
学
に
お
け
る
両
概
念
の
混
同

西
洋
で
も
日
本
で
も
、
法
則
性
と
因
果
性
は
同
一
と
み
な
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
し
、

い
ま
も
そ
う
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

二 

ユ
ー
ト
ン
の
宇
宙
を
支
配
す
る
法
則
性
は
、
原
因
—
結
果
と
し
て
の
因
果
関
係
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
哲
学
的
に
見
て
み
れ
ば
、

二 

ユ
ー
ト
ン
の
宇
宙
に
は
、
有
機
生
命
体
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
と
「仮
定
」
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
ガ
リ
レ
オ
、
デ
カ
ル
ト
、

二 

ユ
ー
ト
ン
、
カ
ン
ト
の
宇
宙
、

一
般
に
古
典
的
近
代(

機
械
論
的)

科
学
の
宇
宙
と
は
、
「
死
せ
る
物
体
の
宇
宙
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ 

で
は
、
「何
も
新
し
い
も
の
は
生
じ
な
い
、
し
た
が
っ
て
何
も
滅
す
る
こ
と
も
な
い
」
宇
宙
な
の
で
あ
る
。
万
物
は
相
互
依
存
し
あ
っ
て 

「存
在
」
し
て
い
る
が
、
そ
の
依
存
関
係
は
、
特
定
の
法
則
の
下
で
「永
遠
に
」
同
一
の
ま
ま
に
「繰
り
か
え
す
」
の
み
で
あ
る
。
し
か 

し
も
っ
と
奇
妙
な
の
は
、
観

察

者(

ガ
リ
レ
オ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
デ
カ
ル
ト
、

一
般
に
科
学
者)

は
、
こ
の
死
せ
る
宇
宙
「
の
な
か
に
ー 

定
の
空
間
を
占
拠
し
て
生
き
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ

の

「生
き
物
」
の
存
在
は
ど
う
な
る
の
か
。
定
義
に
よ
っ
て
、
宇
宙
は 

「死
せ
る
物
体
」
の
集
合
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
死
の
宇
宙
の
な
か
に
い
る
は
ず
の
「観
察
者
」
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

彼

は

「
ど
こ
に
、
ど
の
場
所
に
、
い
る
の
か
」
。
生
き
て
い
る
の
か
、
死
ん
で
い
る
の
か
。

一
方
を
と
れ
ば
、
他
方
と
矛
盾
す
る
。
そ
れ 

と
も
観
察
者
は
、
別
の
宇
宙
の
生
き
物
な
の
か
。
そ
れ
で
は
オ
カ
ル
ト
に
な
る
。
か
く
て
近
代
科
学
は
、
原
理
的
に
は
、
オ
カ
ル
ト
的
で 

あ
る
運
命
を
免
れ
る
す
べ
は
な
い
の
で
あ
る(

ニ
ュ
ー
ト
ン
が
し
た
よ
う
に
、
観
察
者
な
ど
は
宇
宙
の
な
か
の
極
小
部
分
だ
か
ら
、
無
視 

で
き
る
と
い
う
実
用
的
な
処
理
を
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
〇 

く
り
か
え
す
が
、
何
が
問
題
で
あ
る
の
か
。
宇
宙
を
死
せ
る
物
体(

だ
け)

の
世
界
と
み
な
す
か
ど
う
か
は
別
と
し
て(

そ
ん
な
こ
と 

は
哲
学
的
に
は
あ
り
え
な
い
、
な
ぜ
な
ら
宇
宙
は
語
る
存
在
を
含
ん
で
い
る
か
ら)

、

ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
宇
宙
を
支
配
す
る
万
物
の
相
関
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関
係
は
、
自
然
法
則
性
と
し
て
把
握
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
語
り
つ
つ
目
的
を
も
ち
な
が
ら
行
為
す
る
存
在
が
介
入
す
る
宇
宙
の
相
関
関 

係
は
因
果
性(

生
命
的
因
果
と
目
的
論
的
因
果)

と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て' 

行
為
的
存
在
、
特
殊
に
は
人
間
が
介
入
す 

る
と
き
、
宇
宙
は
二
重
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
永
遠
に
反
復
す
る
自
然
と
し
て
の
宇
宙(

法
則
性
の
世
界)

と
そ
れ
に
行 

為
的
に
関
与
，
介
入
す
る
有
機
的
世
界(

因
果
性
の
世
界)

の
二
重
性
で
あ
る(

特
殊
人
間
的
世
界
を
別
立
て
に
す
る
な
ら
、
三
重
に
な 

る)

。
私
の
解
釈
で
は
、
仏
教
縁
起
論
は
、
ま
さ
に
こ
の
二
重
性
に
早
く
か
ら
気
づ
い
て
い
た(

そ
れ
の
概
念
的
精
密
化
は
残
さ
れ
た
課
題
と 

し
て
い
る
と
し
て
も)

。
だ
か
ら
、
縁
起
論
が
二
重
の
言
い
方
で
語
ら
れ
て
き
た
の
だ
。
因

・
縁

関

係(

相
依)

と
因
・
果(

相
待)

関 

係
と
い
う
よ
う
に
。
し
か
し
、
気
づ
い
て
い
る
こ
と
と
、
概
念
的
に
理
論
化
す
る
こ
と
は
別
々
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
伝
統
仏
教
的 

解
釈
に
お
い
て
、
因
果
性
と
法
則
性
は
一
緒
に
さ
れ
て(

同
一
視
さ
れ
て)

、

一
重
の
関
係
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に 

混
乱
が
起
き
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(

仏
典
が
す
で
に
概
念
的
に
曖
昧
で
あ
っ
た
か
ら
、
余
儀
な
い
混
同
で
あ
っ
た
と
も
い 

え
る
が
、
こ
れ
は
別
の
問
題
で
あ
る)

。
仏
教
の
縁
起
論
の
画
期
的
な
理
論
を
救
出
す
る
た
め
に
は
、

一
方
で
は
、
永
遠
に
同
じ
結
合
関 

係
を
繰
り
返
す
法
則
性(

自
然
法
則)

と
、
他
方
で
は
、
有
機
体
的
世
界
一
般
お
よ
び
「新
し
い
も
の
」
が
生
産
さ
れ
る
行
為
的
世
界
の 

相
関
関
係
と
し
て
の
「
歴
史
的
世
界
」(

自
由
な
き
因
果
性
と
自
由
に
よ
る
因
果
性)

、
こ
の
二
つ(

な
い
し
三
つ)

を
峻
別
し
、
か
っ
こ 

れ
ら
を
統
合
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

カ

ン

ト

の

例

カ
ン
ト
は
「人
間
」
を
ど
う
見
て
い
た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
彼
は
人
間
を
宇
宙
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
の
か
。
カ
ン
ト
の
構
想
は
、
大 

変
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
は
、
西
洋
形
而
上
学
の
人
間
学
を
総
括
し
、
カ
ン
ト
以
後
の
思
想
、
と
く
に
へ
ー
ゲ 

ル
の
思
想
を
用
意
し
た
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
人
間
に
つ
い
て
の
個
々
的
な
内
容
の
記
述
で
は
な
い
。
人
間
世
界
を
説
明
し
理
解
す
る
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「理
法
」
が
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
問
題
関
心
か
ら
い
え
ば
、
「法
則
性
」
と

「因
果
性
」
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
の
が
、
 

カ
ン
ト
に
お
い
て
も
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
『実
用
的
観
点
か
ら
見
た
人
間
学
』(

一
七
九
八
年)

の
な
か
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。

「人
間
に
自
然
の
体
系
の
な
か
の
位
置
を
わ
り
あ
て
、
人
間
を
特
徴
づ
け
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
こ
と
だ
け
が
き
わ
だ
つ
。
す
な
わ
ち
、
人 

間
は
自
分
で
自
己
を
創
造
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
と
い
う
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
、
自
分
自
身
で
選
択
し
た
目
的
に
し
た
が
っ
て 

自
己
を
完
成
さ
せ
る
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に' 

理
性
を
も
つ
可
能
性
に
あ
る
動
物(3

已!115111x

0-1
1̂
1
1
6
)  

か
ら
出
発
し
て
、
人
間
は
自
己
自
身
を
理
性
的
動
物(3

2.11131 1
&
〇'
！
!

6 )

に

す

る

〔
つ
く
り
あ
げ
る
〕
こ
と
が
で
き
る
。」(

ミ
シ
ェ
ル
，
 

フ
ー
コ
ー
に
よ
る
仏
訳
を
借
用
、V
乂
尸,
〇1

6
1
)

人
間
は
た
ん
に
「理
性
を
つ
か
う
か
も
し
れ
な
い
、
理
性
を
使
用
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
動
物
」(

た
ん
な
る
自
然
的
動
物)

で
あ
る 

ば
か
り
で
な
く'

さ
ら
に
事
実
的
に
も
「
理
性
的
動
物
」
で
あ
る
、

つ
ま
り
自
然
を
こ
え
る
理
性
的
動
物
で
も
あ
る' 

と
い
う
の
が
カ
ン 

ト
の
言
い
た
い
こ
と
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
す
で
に
ユ
ダ
ヤ"

キ
リ
ス
ト
教(

と
く
に
キ
リ
ス
ト
教)

と
ギ
リ
シ
ア
思
想
が
久
し
い
以
前
か 

ら
言
っ
て
き
た
こ
と
だ(

ギ
リ
シ
ア
思
想
は
人
間
の
知
性
的
能
力
を
強
調
し
、
キ
リ
ス
ト
教
は
「現
に
あ
る
の
と
は
別
の
存
在
」
に
な
る 

こ
と
を
強
調
し
た)

。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
伝
統
の
「人
間
」
像
を
近
代
的
に
ま
と
め
あ
げ
た
と
い
え
る
。
と

く

に

「変
更
」
の
観
点
に
ア 

ク
セ
ン
ト
を
お
く
な
ら
、
カ
ン
ト
は
ま
さ
に
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
哲
学
者
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は
人
間
の
な
か
に
あ
る
二
つ
の
傾
向
が
分
裂
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
。

1

人
間
の
相
互
行
為
の
体
系
の
「機
械
的
な
」
性
格
。
「機
械
的
」
と
は
近
代
科
学
の
世
界
像
の
特
徴
で
あ
り
、
自
然
的
宇
宙
が
機
械 

論
的
に
な
が
め
ら
れ
る
と
い
う
科
学
的
な
規
定
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
宇
宙
は
自
然
法
則
に
よ
っ
て(

近
代
科
学
の
言
い
方
で
は
、
数 

学
的
に
定
式
化
さ
れ
る
法
則
に
よ
っ
て)

「永
遠
の
」
昔
か
ら
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
間
の
社
会
の
な
か
で 

あ
ら
わ
れ
る
と
き
に
は
、
「自
然
状
態
」
の
人
間
と
し
て
表
現
さ
れ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
以
来
、
自
然
状
態
の
人
間
は
、
「万
人
は
万
人
に
と
っ
て
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狼
で
あ
る
」
と

い

う

「自
然
の
権
利
」
を
主
張
し
あ
う
闘
争
状
態
を
意
味
す
る
。
人
間
は
自
然
的
欲
望
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
互
い
に
敵
対 

す
る
。
こ
こ
で
は
、
「自
然
の
提
」
は
あ
る
が
、
正
義
と
法
は
存
在
し
な
い
。
こ
う
い
う
人
間
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
「機
械
的
」
と
よ
ば
れ
、
 

自
然
法
則
の
ま
ま
に
動
く
人
間
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

2

他
方
、
同
時
に
、
人
間
の
相
互
作
用
の
体
系
は
「目
的
の
体
系
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
「
目
的
論
的
」
人
間
論
。
人
間
が
目
的
を 

作
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
行
動
す
る
と
き
、
人
間
は
も
は
や
自
然
的
動
物
で
は
な
く
て' 

理
性
を
使
用
す
る
動
物
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
然 

法
則
の
下
で
動
く
の
で
は
な
く
て
、
自
己
自
身
が
自
分
に
向
か
っ
て
立
て
た
「目
的
」
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
。
こ
れ
が
本
来
的
な
人 

間
の
姿
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
カ
ン
ト
の
有
名
な
「非
社
交
的
社
交
性
」(

吕
〇〇6%11
吊
の0
の
え111̂

3，|
：
)

と
い
う
定
義
が
登
場
す
る
。
言
い
換
え
る
と' 

人 

間
は
、
自
然
法
則
の
下
で
運
動
す
る
と
き
に
は
「自
然
状
態
の
自
然
の
握
」

つ
ま
り
相
互
闘
争
で
生
き
る
の
だ
か
ら
、
「非
社
交
的
」
「な 

か
よ
く
で
き
な
い
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
の
だ
が
、
目
的
論
的
に
行
動
す
る
人
間
は
、
非
社
交
的
状
態(

「自
然
状
態
」)

を
の
り
こ
え
て
、
 

法
の
体
系
を
つ
く
り
、
社
会
の
な
か
に
「
正
義
」
を
実
現
し
、
互
い
に
平
和
に(

闘
争
の
停
止
と
い
う
意
味
で)

交
渉
で
き
る
「社
交 

性
」
を
実
現
す
る
。

人
類
の
歴
史
は
、
こ
の
二
つ
の
傾
向
の
編
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
展
開
し
て
き
た
。
歴
史
を
動
か
す
「動
因
」
は
、
決
定
論
的
・
機
械
論 

的

法

則(

カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「因
果
法
則
」
と
よ
ぶ)

で
も
な
く'

ま
た
ド
グ
マ
テ
イ
ク
な
目
的
論
で
も
な
く
て' 

両
者
を
包
括
す
る
規 

律
で
あ
る
と
み
な
す
。

「個
別
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
人
間
た
ち
と
諸
民
族
全
体
は
、
ま
っ
た
く
自
覚
し
な
い
ま
ま
に
、
自
分
た
ち
の
個
人
的
欲
望
に
あ
わ
せ
て 

か
れ
ら
の
個
々
的
な
目
的
追
求
し
て
い
る
う
ち
に
、
か
れ
ら
は
そ
れ
と
知
ら
ず
に
自
然
の
意
図
に
協
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
図 

を
か
れ
ら
は
知
ら
な
い
が
、
あ
た
か
も
か
れ
ら
が
導
き
の
糸
に
服
す
る
よ
う
に
、
そ
の
意
図
を
実
現
す
る
よ
う
に
活
動
す
る
の
で
あ
る
。
」
 

(

『世
界
市
民
の
観
点
か
ら
見
た
人
類
の
歴
史
に
つ
い
て
の
構
想
』

一
七
八
四
年)
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人
間
は
個
々
的
に
「
目
的
」
を
も
っ
て
活
動
す
る
が
、
人
類
の
歴
史
も
ま
た
「自
然
の
意
図
、
目
的
」(

こ
れ
は
神
の
摂
理
の
言
い
換 

え
で
、
神
学
的
で
あ
る)

を
も
つ
。
人
類
の
歴
史
の
「
目
的
」
か
ら
み
れ
ば
、
個
々
の
人
間
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
の
「手
段
」
で
あ
る
。
 

人
間
相
互
の
「敵
対
」
は
、
「自
然
が
す
べ
て
の
人
間
的
傾
向
の
発
展
を
う
ま
く
導
く
た
め
に
使
用
す
る
手
段
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の 

結
果
は
、
法
と
正
義
で
あ
る
。
法
と
正
義
は
、
自
然
法
則
の
下
で
の
「敵
対
関
係
」
と

「自
然
の
意
図
」
と

の

「合
力
」
で
あ
る
。
機
械 

的
法
則
と
人
類
の
な
か
の
「自
然
の
目
的
」
と
の
合
成
的
結
果
が' 

法
と
正
義
が
実
現
す
る2

、
！
：！

ーー
^
2
1

0-1160
の
も
一,

5

&-
冬
(

「
公
民
社
会
」 

普
通
、
市
民
社
会
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る)

で
あ
る
。

こ

の

「合
成
」
「合
力
」
と
い
う
観
念
は
重
要
で
あ
る
。
人
間
の
社
会
は
、
あ
る
い
は
社
会
的
人
間(

公
民
社
会
を
作
り
そ
の
な
か
で 

生
き
る
人
間)

は
、
た
ん
に
機
械
的
法
則
の
下
で
生
き
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
た
ん
に
「
目
的
」
論
的
に
生
き
る
の
で
も
な
く
、
両
方
の 

総
合
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
そ
こ
に
あ
る
。
カ
ン
ト
が
使
用
す
る
「諸
力
」

つ
ま
り
複
数
の
人
間
的
力
を
使
用
し
て
い
え
ば
、
合
力
と
は
、
 

後
の
時
代
の
言
葉
で
い
え
ば
「力
の
平
行
四
辺
形
」
で
あ
る(

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
平
行
四
辺
形
タ
—
ム
を
特
殊
人
間
的 

な
歴
史
的
世
界
に
応
用
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る)

。
カ
ン
ト
は
こ
の
用
語
を
使
用
し
な
い
が
、
事
実
上
そ
う
言
っ
て
い
る
。
 

さ
て
、
上
記
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
わ
れ
わ
れ
の
本
来
の
問
題
に
戻
ろ
う
。

カ
ン
ト
は
『純
粋
理
性
批
判
』
の
な
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
お
い
て
、
「法
則
性
」
と

「
因
果
性
」
を
区
別
し
な
い
で
、
同
義
と
し
て 

い
る
。
そ
し
て
上
に
見
た
よ
う
に
、
彼
の
歴
史
哲
学
と
法
哲
学
に
お
い
て
も
、
法
則
性
と
因
果
性
は
同
義
で
あ
る
。
「
こ
の
概
念
〔原
因 

の
概
念
〕
は
、
あ
る
種
の
何
か<

!

が
あ
り
、
他
の
種
類
の
も
が
そ
こ
か
ら
必
窗
に
、
ま
っ
た
く
普
遍
的
な
規
則
に
従
っ
て
生
じ
る
ご
と 

き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
全
面
的
に
要
求
す
る
。
」(

1
¢
3
1
一

け̂

2.=2̂

、
、3.3$ 

V0771=7一
/”

№
0

124.

強
調
は
原
文
通
り
。)

法
則
に
従
う
こ
と
は' 

必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
法
則
的
必
然
性
は
自
然
の
法
則
で
あ
り
、
法
則
は
因
果
性
ま
た
は
因
果
関
係
と
し
て
記
述
さ
れ
る
と 

カ
ン
ト
は
考
え
た
し
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
含
め
て
、
そ
の
後
の
す
べ
て
の
思
想
家
は
そ
う
考
え
て
い
る
。
他
方
、
人
間
の
行
為
は
目
的
に
応 

じ
た
行
動
で
あ
り
、
人
間
的
世
界
は
、
個
人
的
に
も
、
人
類
的
に
も
「
目
的
論
的
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
文
章
を
み
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れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
自
然
法
則"

機
械
論
的
決
定
法
則̂

因
果
性
の
等
式
が
あ
り
、
他
方
で
、
人
類
の
歴
史
に
と
っ
て
は
、
自
然
法
則 

を
こ
え
る
「自
由
に
も
と
づ
く
目
的
論
」
が
あ
る
。
両
者
は
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
正
し
い
思
想
が
あ
る
と
同
時
に
、
混
同
も
あ
る
。
正
し
い
と
い
う
の
は
、
自
然
法
則
と
目
的
論
は
違
う
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
 

混
同
と
い
う
の
は
、
法
則
性
，
決
定
性
，
必
然
性
と
因
果
性
が
混
同
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
混
同
と
い
う
指
摘
は
思
想
史
の
常
識
に 

反
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
前
に
も
見
た
よ
う
に
、
機
械
論
的
法
則
性
の
世
界
は
、
無
生
命
の
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
人
間
と
し 

て
の
人
間
は
存
在
し
な
い
で
、
た
ん
に
物
体
と
し
て
の
人
間
、
「人
間
の
顔
を
し
た
物
体
」
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
、
目
的
論
的
世 

界
は
、
動
物
的
生
命
だ
け
で
な
く
、
動
物
の
な
か
の
「異
常
な
も
の
」

つ
ま
り
「人
間
的
」
な
生
き
物
を
含
む
世
界
で
あ
り
、
基
本
的
に 

「意
図
と
目
的
」
に
よ
っ
て
動
く
。
目
的
を
立
て
る
と
い
う
の
は
、
対
象
に
つ
い
て
の
知
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

お
そ
ら
く
人
間
以 

外
の
動
物
も
微
小
な
り
と
対
象
，
環

境

の

「知
」
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う)

。
対
象
に
つ
い
て
知
識
を
も
つ
た
め
に
は
す
で
に
「精
神
」 

と

「理
性
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

理
性
を
使
い
、
理
性
に
よ
る
世
界
の
認
識
を
し
な
が
ら
、
世
界
に
働
き
か
け
る
と
き
、
何
が
起
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
然
と
し
て
の
自 

然
的
宇
宙
に
は
全
然
な
か
っ
た
「新
し
い
も
の
」
「新
し
い
出
来
事
」
が
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
間
の
社
会
と
そ
の
歴
史
で
あ 

る
。
こ
こ
で
は
た
ら
く
事
物
の
関
連
は
、
「原
因
と
結
果
」
の
関
係
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
因
果
性
で
あ
る
。
因
果
性
の
世
界
は
、
有
機
的 

生
命
の
世
界
で
あ
り
、
と

く

に(

特
殊
的
に
「自
由
な
行
為
」
が
加
わ
る)

人
間
的
生
命
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
有 

機
的
生
命
の
世
界
は
、
そ
の
基
礎
に
「自
然
的
、
無
機
的
世
界
」
を
も
つ
し
、
そ
の
限
り
で
自
然
法
則
と
機
械
論
的
決
定
を
う
け
る(

法 

則
的
必
然
性)

。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
が
気
づ
い
て
い
る
よ
う
に
、
法
則
性
と
因
果
性(

目
的
論)

と
は
合
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

仏
教
に
お
け
る
縁
起

こ
れ
を
仏
教
に
当
て
嵌
め
る
と
、
縁
起
論
と
は
、

一
方
で
因
・
縁
と
し
て
の
法
則
性
と
、
他
方
で
因
果
と
し
て
の
目
的
論(

目
的
論
と
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し
て
の
因
果
性)

の
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
を
私
は
い
い
た
か
っ
た
の
で
、
カ
ン
ト
を
迂
回
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の 

観
点
か
ら
振
り
返
る
と
、
仏
教
縁
起
論
の
二
重
性
と
ほ
ぼ
同
じ
思
想
を
実
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
成
就
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
へ
一 

ゲ
ル
と
仏
教
縁
起
論
の
親
近
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
洞
察
し
た
の
は
、
日
本
で
は
お
そ
ら
く
清
沢
満
之
た
だ
ひ
と
り
で
あ
ろ
う
。
清
沢 

を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
ど
う
か
が
、
ま
さ
に
決
定
的
で
あ
る
。
清
沢
は
ま
だ
私
の
よ
う
な
言
い
方
で
縁
起
論
を
語
っ
て
い
な
い
が
、
 

そ
し
て
法
則
性
と
因
果
性
の
混
同
の
傾
向
す
ら
と
き
に
は
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
、
た
と
え
ば
『他
力
門
哲
学
』

の
な
か
で
、
 

縁
起
論
の
「横
」
と

「
竪
」
の
二
重
関
係
が
も
つ
哲
学
的
，
概
念
的
意
義
と
重
要
性
を
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て 

重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

学

的

組

織

さ
て
、
少
々
の
異
動
を
除
去
す
る
と
、
カ
ン
ト
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
一
致
す
る
し
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
清
沢
と
も-

致
す
る
、
 

つ
ま
り
は
仏
教
縁 

起
論
の
理
論
的
構
造
に
収
斂
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
西
洋
思
想
と
ア
ジ
ア
思
想
と
の
相
互
対
照
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
ま 

た
そ
の
限
り
で
の
み
、
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
仏
教
の
縁
起
理
論(

存
在
の
理
論)

を
理
解
す
る
重
大
な
手
引
き
に
な
る
。
 

縁
起
論
の
二
重
性
、
す
な
わ
ち
「横
」
と

「竪
」
の
関
係
を
重
視
す
る
の
は
、
こ
れ
が
清
沢
満
之
の
学
的
組
織
の
可
能
的
展
開
を
予
想 

さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
「横
」
の
法
則
性
が
妥
当
す
る
領
域
は
、
無
生
命
的
領
域
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
自
然
と
し
て
の
自
然(

自
然
一
般) 

で
あ
り
、
「竪
」
の
因
果
性
は
、
二
つ
の
領
域
を
お
お
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
生
命
有
機
体
の
領
域
で
あ
り
、
第
二
に
自
由
の
カ
テ
ゴ 

リ
ー
が
因
果
性
と
結
合
す
る
特
殊
人
間
的
な
歴
史
的
領
域
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
、
学
的
組
織
と
し
て
み
れ
ば
、
最
初
の
も
の
は
、
自 

然
・
宇
宙
論
一
般
の
学
で
あ
り
、
第
二
の
も
の
は
生
命
世
界
一
般
の
学
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
は
あ
わ
せ
て
、
い
わ
ば
自
然
哲
学(

ま
た
は 

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー)

を
な
す
。
第
三
の
も
の
は
、
特
殊
人
間
論
で
あ
り
、
現
代
の
用
語
で
い
え
ば
現
象
学
的
人
間
学
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ 

に
く
わ
え
て
、
こ
れ
ら
の
学
的
諸
領
域
を
貫
く
「存
在
に
つ
い
て
語
る
こ
と
」
と
し
て
の
「論
理
学
」
が
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
し
、
清
沢
は
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そ
れ
を
も
構
想
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
論
じ
た
と
こ
ろ
の
縁
起
論
再
考
は
、
ひ
と
え
に
清
沢
の
学
問
的
体
系
的
思
考
を
つ
き
う
ご
か
す
動 

刘
を
明
る
み
に
だ
す
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
を
こ
え
て
仏
教
一
般
に
お
け
る
縁
起
論
を
現
代
化
す
る
こ
と
に
も
な
ん
ら
か 

の
仕
方
で
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
ひ
そ
か
に
考
え
る
。
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