
我
女
が
宗
教
的
要
求
と
い
う
時
、
往
女
に
し
て
極
め
て
狭
い
熱
情
的
狂
信
的
精
神
状
況
を
想
像
し
が
ち
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
が
理
性
を
’

人
間
的
存
在
の
構
造
（
こ

｜
、
真
の
宗
教

宗
教
的
要
求

真
の
宗
教

宗
教
的
要
求

宗
教
的
真
理

宗
教
的
真
理
の
構
造

ｌ
生
と
死

二
、
宗
教
的
諸
問
題

存
在
の
意
味

罪
の
意
識

信
仰
の
問
題

結 氷
、

佐
々
木
現

死

語牛

順



生
活
信
条
と
し
て
生
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
若
い
世
代
に
対
し
て
反
溌
心
を
起
こ
す
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
如
く
思
わ
れ
る
。

元
来
、
宗
教
を
以
て
神
と
人
と
の
関
係
で
あ
る
と
定
義
し
、
た
も
の
は
実
は
西
洋
思
想
の
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
せ
ま
い
定
義
か
ら
し
て
起

こ
る
も
の
は
神
に
対
す
る
献
身
的
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
が
誤
っ
た
狂
信
的
信
仰
を
も
た
ら
す
と
い
う
結
果
に
な
る
。
し
か
る
に
、
東
洋
思

想
圏
に
於
て
現
わ
れ
て
来
た
宗
教
｝
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
神
と
人
と
の
関
係
が
宗
教
の
本
質
で
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
特
に
佛
教

が
そ
の
よ
き
一
例
で
あ
る
。
佛
教
は
如
何
に
宗
派
・
学
派
に
分
か
れ
て
い
て
も
一
貫
し
て
変
ら
な
い
一
本
の
筋
金
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
イ
ン
ド
的
な
る
も
の
を
基
本
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
的
な
も
の
と
は
合
理
性
で
あ
る
。
合
理
性
と
は
神
と
人
と

の
関
係
即
ち
人
格
的
触
れ
合
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
人
格
も
神
格
も
ふ
み
こ
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
真
理
そ
の
も
の
の
開
顕
を
め
ざ
し

て
い
る
哲
学
的
態
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
西
洋
的
宗
教
の
定
義
を
こ
え
て
い
る
と
い
う
点
で
佛
教
は
哲
学
で
あ
り
、
無
神
論

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
不
可
能
な
言
い
分
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
佛
教
は
合
理
的
哲
学
で
あ
る
と
す
れ
ば
非
合
理
性
を
排
除
す
る
と
い
う

冷
徹
な
－
面
を
有
す
る
の
も
止
む
を
得
ま
い
。
佛
教
が
宗
教
的
要
求
を
持
た
な
い
者
を
以
て
「
縁
な
き
衆
生
は
度
し
難
し
」
と
言
っ
て
冷

た
く
引
き
離
し
た
り
す
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
禅
が
「
佛
に
会
え
ば
佛
を
殺
せ
」
と
言
っ
た
り
、
或
は
真
宗
に
於
て
「
念
佛
を
そ
し

る
も
の
は
救
わ
れ
な
い
」
と
い
っ
た
り
し
て
い
る
の
も
、
冷
た
い
イ
ン
ド
的
合
理
性
の
顕
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
浄
土
教
的

解
釈
或
は
慈
悲
の
精
神
で
再
解
釈
せ
ん
と
す
る
が
、
そ
れ
を
な
す
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
却
っ
て
、
佛
教
の
合
理
性
を
明
白
に
掲
げ
た
哲
学

で
あ
る
と
思
う
寺
へ
き
で
あ
る
。
宗
教
を
神
と
人
と
い
う
人
格
的
触
れ
合
い
に
よ
っ
て
で
な
く
、
真
理
と
真
理
に
反
す
る
も
の
と
い
う
原
理

的
把
え
方
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
る
佛
教
と
し
て
当
然
の
言
い
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

合
理
的
な
も
の
は
常
に
冷
徹
で
あ
る
。
然
し
～
冷
徹
で
あ
る
が
故
に
却
っ
て
現
実
的
で
あ
る
。
我
次
は
こ
こ
に
「
合
理
的
な
も
の
は
現

実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
合
理
的
で
あ
る
」
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
的
近
代
精
神
さ
え
見
と
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

か
く
の
如
き
合
理
的
精
神
に
支
え
ら
れ
て
い
る
佛
教
は
、
そ
れ
故
に
、
信
仰
に
対
し
て
も
独
自
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。
「
信
仰
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
の
節
で
詳
し
く
述
べ
た
い
が
、
今
は
合
理
的
宗
教
が
人
間
の
宗
教
的
要
求
を

２



ど
の
よ
う
に
把
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
に
言
及
し
て
お
こ
う
。

元
来
、
宗
教
的
動
機
は
自
己
の
能
力
に
失
望
し
た
時
に
起
こ
る
。
能
力
へ
の
失
望
は
政
治
的
不
安
、
病
気
、
個
人
的
苦
難
を
原
因
と
す

る
。
佛
陀
が
老
人
、
病
人
、
死
人
の
姿
を
見
↓
て
人
間
生
活
の
不
安
と
無
能
に
気
付
い
た
の
‐
も
、
彼
に
と
っ
て
の
宗
教
的
動
機
で
あ
っ
た
。

宗
教
的
動
機
は
無
能
の
自
覚
即
ち
人
生
の
否
定
的
側
面
に
気
付
く
時
に
与
え
ら
れ
る
。
併
し
、
宗
教
的
動
機
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
必

ず
し
も
宗
教
的
要
求
が
起
こ
る
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
的
動
機
と
宗
教
的
要
求
と
は
自
づ
と
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
を
同
一
視
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
邪
信
に
陥
る
穴
が
あ
る
。
例
え
ば
、
病
気
は
多
く
宗
教
的
動
機
と
な
る
。
そ
の
動
機
か
ら
治
病
を
目

的
と
し
て
宗
教
行
為
が
行
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
治
病
は
決
し
て
宗
教
的
要
求
で
は
な
い
。
或
は
神
が
か
り
に
か
か
っ
て
不
安
な
人
生
の
見

通
し
を
願
っ
、
た
り
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
宗
教
の
あ
る
、
へ
き
姿
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
治
病
と
宗
教
と
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
た
く

な
い
。
正
し
い
宗
教
的
行
法
乃
至
正
し
い
宗
教
的
生
き
方
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
女
が
治
病
と
い
う
結
果
を
も
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
正
し
い
宗
教
的
生
き
方
即
ち
琴
ハ
ラ
ン
ス
を
得
た
人
間
形
成
の
努
力
か
ら
し
て
健
康
が
自
づ
と
恵
ま
れ
る
で

あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
蓋
し
当
然
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
病
気
が
多
く
肉
体
諸
機
能
の
不
均
衡
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
常
識
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
治
病
は
正
し
い
宗
教
的
要
求
と
何
ら
の
関
係
も
な
い
。

そ
れ
で
は
正
し
い
宗
教
的
要
求
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
諸
種
の
解
答
が
与
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
解
答
も
或
る
意
味
に
於
て
正
し
い
と
思
う
。
或
る
意
味
と
は
そ
の
解
答
を
待
ち
う
け
る
人
左
の
能
力
に
応
じ
て

の
み
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
凡
そ
宗
教
的
問
題
ほ
ど
主
観
的
な
問
題
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
佛
陀
が
行
な
っ
た
宗
教
的
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
は
全
て
相
手
の
能
力
に
応
じ
て
行
わ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
対
機
説
法
と
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
基
本
的
原
理
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

で
、
宗
教
的
要
求
と
い
う
問
題
に
対
す
る
諸
解
答
を
見
る
と
多
く
は
積
極
的
姿
勢
を
取
れ
と
教
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
正
し
い

宗
教
的
要
求
と
は
人
間
の
生
き
て
い
る
意
味
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
か
、
或
は
自
ら
の
存
在
の
意
義
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
か

い
っ
た
解
答
で
あ
る
。
然
し
、
こ
れ
ら
の
解
答
は
む
し
ろ
西
洋
的
な
考
え
方
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
ら
は
人
間
が
「
何
で
あ
る
か
」

』



を
つ
き
つ
め
ん
と
す
る
肯
定
的
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
哲
学
の
問
題
も
実
は
こ
こ
か
ら
出
発
し
、
第
一
原
理
が
何
で
あ
る
か
か
ら
始
め
ら

れ
た
と
言
わ
れ
る
．
確
か
に
、
知
性
的
欲
求
に
も
え
る
若
い
入
倉
に
対
し
て
↑
こ
の
理
念
を
持
っ
た
解
答
は
意
味
あ
る
解
答
と
も
な
る
で

あ
る
』
っ
ｃ

然
し
、
そ
れ
以
外
に
更
に
も
う
一
つ
こ
れ
と
違
っ
た
対
決
の
道
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
前
述
の
肯
定
的
理
念
と
は
違
っ
て
、
「
何
で

あ
る
か
」
で
は
な
く
「
何
で
な
い
か
」
と
い
う
逆
の
歩
み
よ
り
で
あ
る
。
悩
め
る
自
己
が
何
で
あ
る
か
で
は
な
く
、
一
体
、
何
で
な
い
の

か
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
。
こ
の
否
定
的
問
い
か
け
は
既
に
古
く
イ
ン
ド
思
想
の
中
に
見
出
さ
れ
て
い
た
。
イ
ン
ド
古
代
人
は
絶
対
的

原
理
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
ネ
ー
テ
ィ
・
ネ
ー
テ
ィ
（
で
は
な
い
）
と
い
う
否
定
的
表
現
を
以
て
概
念
を
超
え
た
世
界
を
指
示
せ
ん
と
し

た
。
佛
陀
も
こ
の
イ
ン
ド
的
否
定
精
神
を
継
承
し
、
抽
象
的
世
界
生
成
の
問
題
に
は
答
え
ず
、
黙
然
と
し
て
い
た
。
「
黙
す
る
」
と
い
う

こ
と
も
一
つ
の
解
答
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
更
に
佛
陀
は
口
を
開
け
ば
「
我
に
非
ず
、
常
に
非
ず
、
楽
に
非
ず
」
と
答
え
、
イ
ン
ド
的
否

定
精
神
を
貫
い
て
い
た
。
自
己
が
何
で
な
い
か
と
い
う
問
い
は
佛
教
思
想
史
に
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、
佛
教
を
伝
え
て
来
た
と
こ
ろ
の

諸
民
族
諸
国
家
を
通
じ
て
変
っ
て
い
な
い
。
こ
の
佛
教
的
な
否
定
的
問
い
は
東
洋
民
族
の
精
神
と
よ
く
調
合
し
て
来
た
と
思
わ
れ
る
。
佛

教
的
で
な
い
中
国
で
さ
え
絶
対
的
境
地
を
名
づ
く
る
に
無
為
自
然
の
姿
を
以
て
し
て
い
る
。
無
為
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
何
も
作
さ
な

い
と
い
う
怠
惰
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
言
う
な
ら
ば
主
観
的
窓
意
的
操
作
を
超
え
た
任
運
自
在
の
精
神
状
況
に
名
づ
け
ら
れ
た
概
念

ジ
ネ
ン
ホ
ウ
ニ

で
あ
る
。
中
国
的
表
現
を
借
り
れ
ば
天
命
を
知
っ
た
高
い
宗
教
的
境
地
で
あ
る
。
こ
れ
は
丁
度
、
佛
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
自
然
法
爾
の
生

活
と
軌
を
一
に
す
る
。
自
然
法
爾
の
思
想
は
親
鶯
の
発
見
で
は
な
く
既
に
イ
ン
ド
佛
教
に
見
出
さ
れ
る
概
念
で
あ
っ
た
。
梵
語
で
一
ノ
ナ
ー

、
、
、
、

ム
ク
ウ
ユ
フ

ポ
ー
ガ
・
ダ
ル
マ
タ
ー
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ア
ナ
ー
ポ
ー
ガ
と
は
、
は
か
ら
い
を
捨
て
た
心
的
状
況
を
意
味
し
無
効
用
と
も
言
わ

、

、

れ
る
・
￥
こ
の
精
神
状
況
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
為
或
は
無
効
用
と
い
う
否
定
的
言
辞
を
以
て
現
わ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
絶

対
者
の
抽
象
は
否
定
的
言
辞
に
よ
っ
て
し
か
表
わ
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
否
定
的
表
現
は
佛
教
に
限
ら
ず
、
東
洋
思
想
に
通
じ
た
考
え

方
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

4



我
友
が
宗
教
的
動
機
に
つ
き
あ
た
る
と
き
、
先
ず
そ
こ
で
我
友
は
自
己
の
挫
折
を
実
感
す
る
で
あ
ろ
う
。
苦
難
や
悩
み
を
踏
み
越
え
ら

れ
な
い
自
己
の
姿
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
初
め
て
我
淘
は
「
自
己
が
何
で
な
か
っ
た
か
」
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
否
定
的
自
己

へ
の
問
い
は
人
生
の
苦
難
が
重
な
れ
ば
重
な
る
ほ
ど
一
層
深
く
自
己
に
逼
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
問
い
で
あ
る
。
自
己
が
ほ
ん
と

う
の
苦
し
み
に
さ
い
な
ま
れ
た
時
、
果
し
て
人
は
自
己
と
は
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
っ
た
肯
定
的
問
い
を
問
う
余
裕
を
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う

か
。
事
実
は
こ
れ
と
反
対
で
あ
る
。
か
く
て
苦
難
と
の
出
合
い
は
そ
の
度
毎
に
我
女
を
否
定
的
問
い
の
奈
落
へ
と
導
い
て
ゆ
く
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
自
己
へ
の
否
定
的
問
い
は
や
が
て
絶
望
と
死
へ
導
く
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、
必
ず
し
も

そ
う
で
は
な
い
。
ほ
ん
と
う
の
苦
し
み
に
打
ち
沈
め
ら
れ
た
自
己
か
ら
み
れ
ば
、
絶
望
に
よ
っ
て
死
ぬ
こ
と
の
出
来
る
者
は
む
し
ろ
幸
い

で
あ
る
と
さ
え
思
う
で
あ
ろ
う
。
人
生
に
は
絶
望
す
る
こ
と
も
出
来
ず
＄
或
は
死
ぬ
こ
と
さ
え
出
来
な
い
ほ
ど
の
苦
し
み
が
あ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
砂
漠
に
投
げ
出
さ
れ
た
よ
う
な
荒
涼
た
る
悲
嘆
で
あ
る
。
地
上
に
落
と
さ
れ
た
ど
す
黒
い
自
分
の
影
を
見
つ
め
る
。
こ
の
瞬

、
、
ｂ

、
、
、

間
、
果
し
て
我
左
は
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
と
問
う
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
我
友
は
人
間
性
を
充
実
し
て
く
れ
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
と

問
う
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
こ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
し
て
悩
め
る
自
己
か
ら
脱
却
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
三
種
の
解
脱
の
道
が
考
え

ら
れ
る
。
第
一
は
忘
却
の
道
で
あ
る
。
こ
の
道
は
自
己
に
悩
み
を
忘
れ
る
こ
と
を
教
え
る
。
忘
れ
よ
（
ざ
晶
黒
）
と
い
う
言
葉
が
ア
メ
リ

カ
社
会
で
極
め
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
決
し
て
軽
い
響
き
で
は
な
い
。
事
実
、
「
忘
却
」
の
解
脱
は

或
る
程
度
彼
ら
に
一
種
の
快
い
超
脱
感
を
与
え
て
い
る
と
さ
え
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
「
忘
却
」
の
哲
学
を
実
践
す
る
に
は
国
土
の
広
さ
、

人
間
関
係
の
疎
外
、
経
済
的
地
盤
の
確
保
、
個
人
主
義
の
徹
底
等
の
諸
条
件
が
揃
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
社
会
に
し
て

初
め
て
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
我
国
に
於
い
て
は
事
情
が
著
し
く
相
違
し
て
い
る
。
忘
れ
よ
う
に
も
忘
れ
ら
れ
な
い
程
の
人

間
関
係
の
濃
密
さ
、
弱
い
経
済
的
背
景
、
人
に
た
よ
ら
ね
ば
生
き
難
い
個
性
の
弱
さ
、
協
同
社
会
に
於
け
る
狭
い
群
集
心
理
等
の
諸
条
件

が
あ
る
。
こ
の
社
会
と
国
士
が
存
続
す
る
限
り
、
た
と
え
青
年
達
が
忘
却
を
一
時
的
脱
却
と
考
え
て
い
た
と
し
て
も
、
忘
却
し
き
る
と
い

う
こ
と
は
決
し
て
可
能
で
は
な
い
と
断
言
し
て
も
よ
い
。
忘
却
の
解
脱
は
社
会
的
基
礎
を
必
要
と
す
る
。
第
二
に
は
時
を
待
つ
と
い
う
態
５



度
で
あ
る
。
時
を
待
て
ば
苦
悩
を
与
え
て
い
る
客
観
的
諸
状
勢
も
自
ず
と
変
っ
て
し
ま
う
て
あ
ろ
う
と
い
う
淡
い
願
望
で
あ
る
。
こ
れ
は

確
か
に
一
つ
の
解
脱
の
道
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
姿
勢
は
往
友
に
し
て
諦
め
と
な
る
。
諦
め
は
新
し
い
創
造
力
を
持
た
な
い
。
極

め
て
受
動
的
で
あ
っ
て
目
前
の
客
観
的
事
実
を
払
拭
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
み
な
ら
ず
↑
同
じ
事
実
の
再
出
現
を
防
ぐ
方
法
を
知
ら
ず
、

同
じ
苦
悩
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
暗
い
見
通
し
し
か
残
ら
な
い
。
第
三
に
我
友
の
提
起
し
た
い
解
決
の
仕
方
は
克
服
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
克
服
と
は
苦
悩
の
克
服
で
は
な
く
、
自
己
の
克
服
で
あ
る
。
自
己
の
克
服
と
は
自
己
を
忘
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
自
己

を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
は
実
は
苦
悩
の
意
味
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
自
己
を
苦
し
め
て
い
る
客
観
的
存
在
が
一
体
如

何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
究
め
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
苦
と
い
う
客
観
的
存
在
の
生
起
に
は
必
ず
、
諸
理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
佛

教
的
人
生
観
に
よ
れ
ば
如
何
な
る
も
の
と
い
え
ど
も
理
由
な
き
も
の
は
な
い
。
佛
教
哲
学
に
よ
れ
ば
人
生
に
も
世
界
に
も
偶
然
と
い
う
こ

と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
味
う
べ
き
深
い
哲
理
で
あ
る
。
今
日
の
如
き
二
十
世
紀
の
知
識
層
と
称
し
な
が
ら
〈
プ

’
一
ソ
グ
と
い
う
言
葉
が
流
行
し
出
し
た
。
政
治
的
事
件
、
暴
力
学
生
、
殺
人
事
件
に
至
る
ま
で
突
発
的
事
件
が
凡
て
偶
然
と
し
て
〈
プ
’
一

ソ
グ
だ
と
さ
れ
た
り
す
る
。
か
か
る
風
潮
が
無
責
任
な
行
為
を
続
出
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
偶
然
に
は
責
任
が
伴
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

佛
教
の
み
な
ら
ず
、
合
理
的
思
考
に
よ
れ
ば
人
生
に
〈
・
フ
’
一
ソ
グ
と
い
う
偶
然
は
決
し
て
存
し
て
は
い
な
い
。
い
か
な
る
出
来
事
に
も
必

ず
合
理
的
理
由
が
あ
る
。
殺
人
と
い
う
事
実
が
厳
然
と
存
し
な
が
ら
無
罪
に
な
る
。
こ
れ
が
裁
判
の
多
く
の
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
現

実
性
を
離
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
或
る
意
味
で
裁
判
ほ
ど
非
合
理
的
な
も
の
は
な
い
と
極
言
出
来
る
か
も
知
れ
な

い
。
合
理
的
佛
教
に
よ
れ
ば
、
裁
判
で
無
罪
に
な
っ
た
と
し
て
も
決
し
て
殺
人
の
罪
を
ま
ぬ
が
れ
は
し
な
い
。
〈
・
フ
’
一
ン
グ
を
許
す
二
十

世
紀
は
古
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
苦
悩
も
ま
た
偶
然
に
起
き
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
而
も
そ
の
理
由
・
諸
条
件
の
分
析
は
悩
め
る
者
の
み
が
、
自

ら
の
手
を
以
て
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
、
悩
め
る
者
が
そ
れ
を
怠
り
、
直
ち
に
神
に
す
が
ろ
う
と
す
る
。
け
れ
ど
も
世
界
の
ど

こ
に
自
動
車
の
運
転
手
ほ
ど
信
ず
る
に
足
る
神
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
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先
き
に
挙
げ
た
「
忘
却
」
に
し
て
も
「
時
を
待
つ
」
と
い
う
態
度
に
し
て
も
そ
こ
に
は
苦
悩
と
自
己
と
い
う
二
要
素
の
間
に
越
え
難
い

距
離
が
あ
る
。
苦
悩
と
自
己
と
は
い
つ
も
二
元
的
に
相
対
立
し
て
い
る
。
所
謂
主
体
性
が
確
立
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
二
元
性
は
一
層
前

面
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
。
苦
悩
が
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。
現
今
言
わ
れ
て
い
る
「
主
体
性
の
確
立
」
と
い
う
こ
と
も
先
き
の
裁
判
の
例

と
同
じ
く
二
十
世
紀
の
幻
影
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
裁
判
事
件
に
対
す
る
絶
対
的
判
定
も
苦
悩
の
絶
対
的
解
決
と
い
う
こ
と
も

い
ず
れ
も
無
価
値
に
等
し
い
。
人
間
の
人
生
そ
の
も
の
は
裁
判
に
よ
っ
て
も
、
将
又
、
主
体
性
の
確
立
と
い
う
倫
理
に
よ
っ
て
も
寸
毫
も

変
え
ら
れ
は
し
な
い
。
人
生
そ
の
も
の
は
法
律
・
倫
理
と
い
う
幻
想
を
突
破
し
た
動
ぜ
ざ
る
波
の
底
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

人
間
の
実
存
的
状
況
が
以
上
の
如
く
分
析
出
来
る
と
し
た
な
ら
ば
↑
そ
こ
に
普
遍
的
な
二
様
の
タ
イ
プ
が
見
出
だ
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

即
ち
、
宗
教
的
要
求
を
充
実
せ
し
め
よ
う
と
す
る
人
間
の
あ
が
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
就
て
次
の
二
種
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
実
存
的

状
況
に
立
た
さ
れ
た
人
間
は
否
定
的
問
い
か
ら
立
ち
上
っ
て
苦
悩
に
処
す
る
た
め
苦
悩
に
対
す
る
心
の
か
ま
え
を
設
定
せ
ん
と
す
る
。
そ

れ
が
苦
悩
の
客
観
的
分
析
と
い
う
哲
学
的
方
向
へ
向
け
ら
れ
て
行
く
。
第
二
に
は
哲
学
的
分
析
に
堪
え
ら
れ
ず
、
而
も
一
生
を
通
じ
た
献

身
の
対
象
を
外
に
見
よ
う
と
す
る
願
い
が
生
ず
る
。
こ
の
悲
願
は
原
始
民
族
以
来
人
間
に
内
在
す
る
永
遠
な
る
も
の
へ
の
願
い
で
あ
っ
て
、

献
身
の
対
象
を
実
感
を
以
て
承
け
取
ろ
う
と
す
る
。
承
け
取
り
方
は
主
観
的
実
感
を
以
て
す
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
に
は
何
ら
の
客
観
的

証
し
は
必
要
で
な
い
。
こ
の
二
種
の
宗
教
的
要
求
の
中
、
前
者
は
イ
ン
ド
的
思
惟
の
世
界
の
中
心
的
方
向
を
決
定
し
た
。
自
力
的
と
言
う

こ
と
が
出
来
る
。
後
者
即
ち
献
身
の
対
象
を
外
に
求
め
て
行
く
方
向
は
イ
ン
ド
に
於
い
て
は
信
愛
道
（
ｇ
餌
江
一
日
目
醤
）
と
言
わ
れ
る
宗

教
的
思
潮
の
中
に
伝
持
せ
ら
れ
て
い
た
。
、
ワ
ャ
ー
イ
シ
ュ
ナ
ヴ
ィ
》
ス
ム
な
ど
そ
の
流
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
力
的
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
二
つ
の
実
存
的
人
間
に
見
ら
れ
る
宗
教
的
要
求
は
単
な
る
個
人
の
宗
教
経
験
の
中
に
混
在
し
て
い
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
は
実
に
、

イ
ン
ド
宗
教
思
想
乃
至
東
洋
思
想
を
一
貫
し
て
流
れ
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
つ
い
て
言
え
ば
＄
イ
ン
ド
の
哲
学
的
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
テ
ィ

ズ
ム
と
献
身
的
愛
を
説
く
信
愛
道
と
は
も
と
を
た
だ
せ
ば
個
に
於
け
る
実
存
的
状
況
に
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
一
な
る
経
験
の
中
に
瀝
然

と
し
て
統
一
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
思
潮
と
し
て
は
二
大
思
潮
を
形
成
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
い
ず
れ
か
を
強
調
し
た
と
い
う
７



宗
教
的
真
理

東
洋
に
於
け
る
宗
教
的
本
質
は
「
真
理
の
探
求
」
に
あ
っ
た
。
信
仰
と
い
わ
れ
る
心
理
的
態
度
も
ま
た
神
に
対
す
る
熱
情
的
盲
目
的
服

従
の
態
度
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
我
女
は
佛
教
哲
学
を
通
じ
て
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
仰
も
ま
た
神
格
で
な
く
真
理
の
前

に
安
立
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

宗
教
的
真
理
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
宗
教
的
真
理
は
思
惟
の
行
為
を
意
味
す
る
の
で
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
体
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
如
何
な
る
体
験
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
超
世
俗
的
な

る
も
の
を
世
俗
的
世
界
に
於
い
て
体
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。

超
世
俗
的
な
る
も
の
と
世
俗
的
な
る
も
の
と
の
融
合
統
一
は
古
代
イ
ン
ド
か
ら
現
今
の
イ
ン
ド
に
於
け
る
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
テ
イ
ズ
ム
に
至

る
ま
で
一
貫
し
て
い
る
。
神
へ
の
奉
仕
を
絶
対
視
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
方
向
は
東
洋
に
於
い
て
見
出
せ
な
い
。
古
代
イ
ン
ド
の
根
本
的
精

神
は
、
近
世
の
大
宗
教
哲
学
者
た
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ナ
ン
ダ
の
上
に
も
顕
れ
て
い
る
。
彼
は
「
人
間
に
於
け
る
神
へ
の
奉
仕
」
角
胃

印
①
儲
く
ぢ
①
ａ
ｏ
ｃ
Ｂ
ｐ
目
四
国
）
を
説
く
が
、
こ
れ
は
そ
の
精
神
的
遺
産
を
よ
く
語
っ
て
い
る
。
佛
教
に
な
れ
ば
一
層
、
こ
の
問
題
は
真
諦
・

俗
諦
の
関
係
と
し
て
論
理
的
に
解
明
せ
ら
れ
て
来
た
。
こ
の
関
係
を
ど
こ
に
設
置
す
る
か
、
又
、
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
か
と
い
う
と
こ

ろ
に
、
佛
教
各
学
派
・
宗
派
の
相
違
が
出
て
来
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
実
に
真
俗
二
諦
論
（
此
世
と
彼
世
の
問
題
）
こ
そ
佛
教
思

想
展
開
の
錐
で
あ
っ
た
。
而
も
そ
の
展
開
の
中
軸
と
な
っ
て
い
た
も
の
は
、
や
は
り
、
イ
ン
ド
の
精
神
的
遺
産
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
真
理

は
世
俗
的
世
界
を
通
じ
て
し
か
表
わ
れ
な
い
。
世
俗
的
世
界
を
離
れ
て
如
何
な
る
世
界
も
真
理
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
如
何
に
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
元
来
、
佛
教
に
於
い
て
真
理
と
世
俗
と
は
分
け
て
考
え
ら
る
、
へ

き
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
宗
教
的
体
験
の
上
で
の
み
言
わ
れ
る
こ
と
で
な
く
、
宗
教
的
真
理
の
分
析
に
よ
っ
て
合
理
的
に
解
明
し
う
る

だ
け
で
あ
っ
て
実
感
と
し
て
は
一
つ
の
実
存
的
経
験
の
中
に
総
合
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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歴
史
的
観
点
か
ら
言
っ
て
、
西
洋
と
東
洋
と
を
大
き
く
区
別
せ
し
め
る
も
の
は
存
在
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
西
洋
哲
学
の
始
源
は
存

、
、

在
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
特
に
佛
教
に
於
け
る
関
心
は
存
在
と
は
何
か
で
は
な
く
し
て
、
如
何

に
し
て
存
在
が
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
心
の
相
違
か
ら
し
て
西
洋
は
存
在
の
分
析
へ
向
か
い
、
こ
れ

、
や

を
客
観
的
な
も
の
と
し
て
措
定
し
た
。
然
る
に
東
洋
で
は
存
在
は
如
何
に
し
て
あ
る
か
を
問
題
に
す
る
か
ら
存
在
の
現
象
叙
述
の
方
法
を

取
る
に
至
っ
た
。
而
も
、
存
在
と
は
主
観
も
客
観
も
含
む
広
い
領
域
で
把
え
ら
れ
て
い
た
。
原
始
佛
教
に
於
い
て
人
間
存
在
を
五
種
の
要

素
即
ち
色
・
受
・
想
・
行
・
識
と
い
う
精
神
物
理
的
要
素
の
合
聚
と
し
て
把
え
た
り
、
或
は
後
世
の
佛
教
の
如
く
、
客
観
的
存
在
と
主
観

的
存
在
と
の
認
識
論
的
問
題
へ
存
在
論
を
移
行
し
て
い
っ
た
り
す
る
思
潮
（
唯
識
論
）
が
展
開
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
存
在
と
い

う
概
念
で
考
え
る
内
容
は
最
初
か
ら
西
洋
と
非
常
な
相
違
を
有
し
て
い
る
。

佛
教
に
於
い
て
存
在
と
は
二
種
の
根
本
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
第
一
は
、
動
的
な
事
態
を
言
う
。
即
ち
、
存
在
そ
の
も

の
は
把
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
我
女
に
と
っ
て
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
「
存
在
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
で
あ
っ
て
、

存
在
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
。
動
的
な
存
在
の
把
え
方
は
言
う
ま
で
も
な
く
客
観
を
も
主
観
と
の
関
係
に
於
い
て
把
え
る
こ
と

に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
考
え
方
は
や
が
て
凡
て
の
存
在
を
主
体
的
に
把
え
て
い
く
と
こ
ろ
の
宗
教
的
態
度
に
連
な
っ
て
行
く
も
の
と
な
る
。

第
二
は
存
在
と
は
実
体
で
あ
れ
、
精
神
的
な
も
の
で
あ
れ
、
事
物
自
体
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
と
は
時
間

・
空
間
に
於
い
て
思
惟
せ
ら
れ
て
あ
る
限
り
の
も
の
一
切
を
意
味
す
る
。
具
体
的
な
身
。
心
の
存
在
か
ら
論
理
的
な
有
・
無
の
問
題
に
至

る
ま
で
、
凡
て
存
在
の
概
念
の
中
に
包
括
せ
ら
れ
る
。
た
と
え
無
と
い
っ
て
も
無
も
ま
た
存
在
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
無
は
無
と
し
て
そ

れ
自
身
の
在
り
方
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
夢
で
も
幻
で
も
同
じ
く
存
在
で
あ
る
。
夢
中
に
あ
る
人
間
に
と
っ
て
、
彼
を
刺
戟
し
更

に
は
肉
体
的
変
化
さ
え
起
こ
さ
し
め
る
ほ
ど
の
現
実
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
論
理
的
に
低
さ
。
高
さ
・
遠
近
と
い
う
抽
象
的
概
９

と
考
え
る
。
佛
教
に
於
い
て
言
う
と
こ
ろ
の
真
理
と
は
存
在
そ
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
少
左
わ
ず
ら
わ
し
い
が
存
在
に
つ
い
て

の
東
洋
的
考
え
方
を
述
べ
て
お
こ
う
。



念
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
知
性
的
思
惟
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
存
在
と
は
「
対
象
と
な

っ
て
知
性
及
び
感
性
的
知
覚
を
生
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
で
あ
る
。
知
性
的
及
び
感
性
的
知
覚
と
い
う
両
要
素
を
含
む
概
念
を
覚

（
盲
目
旨
）
と
い
う
佛
教
的
概
念
で
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
存
在
論
は
実
践
的
意
味
を
持
つ
に
至
る
。
即
ち
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、

現
前
に
在
る
と
こ
ろ
の
一
切
、
更
に
欠
如
態
に
於
い
て
考
え
ら
れ
る
も
の
凡
て
は
、
存
在
と
し
て
そ
れ
自
身
の
在
り
方
を
持
っ
て
い
る
。

在
り
方
と
は
そ
れ
自
身
が
存
在
理
由
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
一
切
存
在
の
在
り
方
を
認
め
る
時
、
我
倉
は
凡
て
に

平
等
の
価
値
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
存
在
の
在
り
方
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
存
在
の
意
味
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

我
左
は
以
上
の
存
在
論
を
基
礎
と
し
て
人
間
的
世
界
の
営
み
に
対
し
て
一
つ
の
態
度
を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
意
味
の
世

界
の
発
見
で
あ
る
。
身
辺
の
例
で
言
え
ば
～
車
中
で
我
女
が
空
席
を
見
付
け
て
坐
る
こ
と
が
出
来
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
空
席
は
明
ら

か
に
欠
如
態
と
し
て
の
無
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
無
な
く
し
て
我
女
の
席
を
と
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
有
の
存
在
は
無
の
存

在
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
と
い
え
ど
も
無
と
し
て
の
在
り
方
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
又
、
成
功
だ
け
が

存
在
の
世
界
で
は
な
い
。
非
存
在
た
る
失
望
も
ま
た
存
在
の
世
界
で
あ
る
と
佛
教
は
教
え
る
。
失
望
に
あ
る
時
、
人
は
却
っ
て
そ
の
意
味

を
知
る
。
確
か
に
価
値
の
次
元
に
於
い
て
失
敗
は
無
価
値
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
入
試
に
落
ち
た
子
供
の
人
生
は
果
し
て
無
価
値
で
あ
ろ

う
か
。
意
味
の
次
元
に
於
い
て
は
非
存
在
と
み
な
さ
れ
た
失
敗
で
さ
え
成
功
と
並
ぶ
厳
然
と
し
た
存
在
に
外
な
ら
な
い
。
成
功
も
失
敗
も

共
に
存
在
の
世
界
で
生
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
高
次
の
世
界
が
有
の
世
界
で
あ
る
と
佛
教
は
教
え
る
。
有
は
梵
語
で
の
胃
（
サ
ッ
ト
）
と

言
わ
れ
て
い
る
。
サ
ッ
ト
は
存
在
を
表
わ
す
と
同
時
に
「
真
実
」
の
意
味
を
も
持
っ
て
い
た
。
真
実
の
世
界
と
は
高
次
の
存
在
の
世
界
に

言
わ
れ
て
い
る
。
”

外
な
ら
な
か
っ
た
。

佛
教
に
よ
れ
ば
、
悉
く
の
も
の
に
佛
性
が
あ
る
と
い
う
（
悉
有
佛
性
）
。
佛
性
と
は
佛
の
肉
身
の
分
割
で
は
な
い
。
佛
性
と
は
存
在
理

由
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
意
味
の
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
そ
れ
自
体
は
我
友
の
判
断
に
よ
っ
て
価
値
・
無
価
値
と
判
断
す
べ
き

で
も
な
く
、
又
、
善
・
悪
の
判
断
に
よ
っ
て
評
価
す
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
意
味
の
世
界
即
ち
、
鼻
の
世
界
は
論
理
的
真
偽
の
判
断
も
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一
般
に
真
理
と
言
わ
れ
る
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
形
式
的
真
理
と
経
験
的
真
理
の
二
種
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

形
式
的
真
理
と
は
、
例
え
ば
、
』
＋
』
Ⅱ
画
と
い
う
計
算
の
如
き
は
経
験
に
訴
え
る
ま
で
も
な
く
真
理
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
形
式
的

真
理
は
言
語
。
記
号
を
形
式
的
に
組
み
合
わ
せ
て
生
じ
た
規
則
或
は
型
だ
け
で
そ
れ
が
真
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
真
理
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
経
験
に
よ
る
確
認
は
存
し
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
経
験
的
真
理
と
は
何
ら
か
の
仕
方
で
経
験
的
確
認
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
的
体
験
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
宗
教

的
真
理
と
は
か
く
て
宗
教
的
経
験
に
よ
る
確
認
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
佛
教
が
存
在
と
い
う
哲

学
的
問
題
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
も
；
形
式
的
分
析
に
よ
っ
て
偽
な
る
も
の
を
排
除
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
佛
教
哲

学
は
経
験
の
学
で
あ
る
か
ら
真
な
る
も
の
も
偽
な
る
も
の
も
共
に
生
か
し
て
い
く
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
佛
教
が
存
在
の
分
析
か
ら

し
て
存
在
と
共
に
非
存
在
を
も
生
か
す
こ
と
の
出
来
る
道
を
開
顕
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
宗
教
的
真
理
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る

か
を
語
っ
て
い
る
。
又
、
そ
れ
故
に
存
在
に
対
す
る
存
在
論
が
認
識
論
と
な
り
、
更
に
宗
教
的
救
済
の
問
題
を
自
ず
と
展
開
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
思
想
過
程
を
た
ど
っ
て
ゆ
こ
う
。

先
ず
佛
教
に
於
い
て
存
在
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
原
始
佛
教
に
於
い
て
存
在
と
い
え
ば
人
間
的
存
在
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、

後
世
（
て
ヒ
ダ
ル
マ
佛
教
）
に
於
い
て
は
更
に
人
間
以
外
の
存
在
を
も
含
め
て
存
在
と
考
え
ら
れ
た
。
併
し
、
我
女
は
そ
こ
に
人
間
的
存

在
も
ま
た
存
在
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
原
始
佛
教
の
考
え
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

人
間
的
存
在
を
も
含
め
た
と
こ
ろ
の
個
物
乃
至
存
在
の
構
造
は
次
の
四
種
の
要
素
に
分
析
せ
ら
れ
た
。
第
一
、
個
物
は
有
（
切
呉
）
の
概

念
を
基
本
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
は
「
存
在
し
つ
つ
あ
る
も
の
」
で
あ
っ
て
単
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
い
う
物
体
で
は

倫
理
的
善
悪
の
判
断
も
超
え
て
い
る
。
こ
れ
が
宗
教
的
真
理
の
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

宗
教
的
真
理
の
構
造

1］



サ
ユ
ウ

な
い
。
有
的
根
本
性
格
は
常
に
動
き
働
き
作
用
を
持
っ
た
も
の
と
せ
ら
れ
る
。
こ
の
佛
教
的
理
解
は
古
く
は
イ
ン
ド
思
想
を
一
貫
し
て
い

セ
イ
リ
キ

る
勢
力
即
ち
＄
丙
は
（
力
）
の
思
想
を
承
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
凡
そ
力
と
い
う
概
念
は
佛
教
の
み
な
ら
ず
、
現
代
の
科
学
に
と
っ

て
も
不
可
欠
な
概
念
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
力
と
い
う
も
の
が
宇
宙
に
遍
満
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
考
え
は
我
女
の
経
験

に
於
い
て
常
に
体
得
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
我
女
は
普
通
、
力
を
持
っ
た
人
で
あ
る
と
い
う
が
、
併
し
、
そ
の
人
を
分
解
し
た
と
こ
ろ
で

、
℃

力
の
在
処
は
観
察
出
来
な
い
。
観
察
出
来
る
も
の
は
力
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
力
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
運
動
に
過
ぎ
な
い
。

か
く
す
る
と
力
と
い
う
も
の
は
運
動
の
理
由
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
の
観
察
不
可
能
な
一
つ
の
説
明
概
念
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
さ

え
出
来
る
だ
ろ
う
。
佛
教
は
こ
の
力
の
真
義
を
既
に
見
ぬ
い
て
来
た
。
佛
教
に
よ
れ
ば
、
力
念
農
匡
）
を
更
に
二
種
に
分
け
て
い
る
。
一
、

ク
ウ
ノ
ウ

作
用
（
圃
凰
旬
凹
）
と
二
、
功
能
（
ぐ
制
圃
Ｈ
四
）
と
で
あ
る
。
こ
の
差
違
を
具
体
的
に
説
明
す
る
と
、
た
と
え
ば
闇
の
中
で
眼
は
見
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
そ
の
場
合
、
そ
の
理
由
を
、
眼
は
闇
で
は
見
る
と
い
う
功
能
を
持
た
な
い
か
ら
だ
と
言
う
。
眼
に
功
能
は
な
い
け
れ
ど
も

眼
は
見
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
て
、
一
旦
、
闇
が
消
え
れ
ば
見
る
功
能
を
助
け
る
準
備
を
整
え
て
い
る
。
即
ち
、
見
る
と
い
う
結
果
を

引
く
働
き
を
具
し
て
い
る
。
こ
れ
を
作
用
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
作
用
は
潜
在
的
に
助
縁
と
な
っ
て
潜
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
故

に
闇
の
中
で
眼
は
直
接
、
対
象
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
け
れ
ど
も
～
作
用
ま
で
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
佛
教
が
作
用
を

以
て
「
引
く
こ
と
」
（
凹
厨
①
冨
）
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
は
単
な
る
直
接
経
験
に
訴
え
た

も
の
の
み
を
存
在
と
み
な
す
と
い
う
理
論
を
こ
こ
で
斥
け
ん
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
観
察
不
可
能
な
次
元
に
於
い
て
力
を
把
え
ん
と
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
思
想
に
於
け
る
３
］
目
（
勢
力
）
の
持
っ
て
い
る
真
意
を
伝
え
持
続
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
力
は
シ
ャ
ク
’
一
ノ
ィ
と
よ
ば
れ
る
が
、
イ
ン
ド
に
於
け
る
力
は
原
理
の
具
体
化
を
基
礎
付
け
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
現
実
は

力
に
よ
っ
て
具
体
化
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
美
術
或
は
性
器
崇
拝
に
し
て
も
動
的
行
動
乃
至
男
女
交
合
に
よ
る
創
造
を
現
実
化

し
て
我
女
に
示
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
原
理
の
現
実
世
界
に
於
け
る
具
現
は
特
に
性
の
問
題
を
重
要
な
現
実
の
問
題
と
し
て
と
り
あ

げ
て
い
る
と
い
う
点
で
意
味
を
持
つ
。
こ
の
「
力
」
一
般
に
対
す
る
感
受
性
と
重
要
性
は
後
世
の
佛
教
に
な
れ
ば
極
め
て
浄
化
せ
ら
れ
て
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第
三
、
更
に
進
ん
で
、
他
と
区
別
せ
ら
れ
た
自
で
あ
っ
て
も
未
だ
充
分
に
眼
た
る
個
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
眼

が
眼
た
る
た
め
に
は
「
見
る
」
働
き
を
持
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
「
見
る
」
働
き
が
単
な
る
個
物
と
し
て
の
眼
に
眼

と
し
て
の
個
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
を
他
と
区
別
す
る
だ
け
で
は
個
性
あ
る
自
己
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
人
間
存
在
に
つ

い
て
も
全
く
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
真
の
自
己
は
他
と
区
別
さ
れ
た
特
異
性
だ
け
で
自
己
と
は
言
え
な
い
。
個
性
を
具
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で

ク
ウ
ノ
ウ

あ
ろ
う
。
個
性
と
は
功
能
（
ぐ
剴
冨
国
）
を
言
う
の
で
あ
る
。

ウ

眼
は
有
一
般
に
対
し
て
は
個
物
的
で
あ
る
が
、
ま
だ
な
お
、
眼
の
凡
て
の
在
り
方
を
尽
く
し
て
は
い
な
い
。
眼
が
他
と
区
別
さ
れ
て
い

る
と
い
う
だ
け
で
は
単
な
る
自
（
の
ぐ
鱗
）
の
状
態
に
し
か
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
具
体
的
眼
な
る
個
物
を
形
作
る
た
め
に
は
「
見

ク
ウ
ノ
ウ

シ
ヨ
ウ

シ
ヨ
ウ
ル
イ

る
」
働
き
即
ち
功
能
を
必
要
と
し
た
。
そ
れ
が
性
（
冨
騨
ぐ
ゆ
）
で
あ
る
。
佛
教
で
は
そ
れ
を
性
類
と
も
名
づ
け
て
い
る
。
か
く
て
他
と
区

し
ま
っ
た
。
特
に
、
日
本
佛
教
と
も
な
れ
ば
性
器
崇
拝
を
邪
道
と
は
み
る
が
、
そ
の
原
理
を
見
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
れ
は
日
本
佛
教
が

人
間
生
活
の
一
つ
の
基
本
を
な
し
て
い
る
性
の
問
題
を
等
閑
に
付
し
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
離
れ
た
人
間
生
活
の
現
実
と

い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
一
章
を
設
け
て
述
慧
へ
て
お
こ
う
と
思
う
。

第
二
、
個
物
は
そ
れ
自
ら
の
（
の
ぐ
四
）
在
り
方
（
冒
倒
ｑ
四
）
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
佛
教
で
こ
れ
を
自
性
（
の
ぐ
沙
ｇ
画
く
餌
）

と
称
し
て
い
る
。
個
物
は
本
質
の
み
で
は
真
に
個
物
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
本
質
と
個
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
本
質
は
一

ウ

般
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
、
本
質
は
個
物
を
離
れ
て
別
に
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
本
質
と
は
今
の
場
合
、
有
（
⑫
胃
）
で

ジ
シ
ヨ
ウ

ウ

ジ
シ
ョ
ウ

あ
り
、
個
物
と
は
自
性
（
⑳
ぐ
四
ｇ
習
四
）
の
こ
と
で
あ
る
。
有
な
る
本
質
は
個
物
た
る
自
性
に
と
っ
て
本
具
的
な
も
の
で
あ
る
。
而
も
、

有
は
そ
れ
自
ら
と
し
て
自
性
を
離
れ
て
存
在
し
な
い
。
常
に
個
物
た
る
自
性
に
於
い
て
具
現
せ
ら
れ
て
あ
る
か
ら
有
は
一
般
的
で
あ
る
と

共
に
個
物
的
で
も
あ
る
。
又
、
個
物
が
個
物
た
る
た
め
に
は
他
と
区
別
さ
れ
て
あ
る
何
も
の
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
眼

は
耳
・
鼻
等
な
る
他
の
器
官
と
区
別
せ
ら
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
自
性
の
自
（
、
ぐ
Ｐ
）
と
は
他
（
冒
国
）
と
の
区
別
を
予
料
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
↑
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別
せ
ら
れ
た
「
自
」
は
「
性
」
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
個
性
的
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
イ
ン
ド
的
シ
ャ
ク
テ

ジ
シ
ヨ
ウ

ィ
（
力
）
の
哲
学
が
佛
教
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
。
自
性
（
び
く
沙
ｇ
画
く
塵
）
と
い
う
こ
と
は
「
他
と
区
別
せ
ら
れ
た
自
ら

の
力
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
、
佛
教
に
於
け
る
有
と
自
性
の
問
題
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
於
け
る
本
質
と
個
物
の
関
係
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
先
述
の
如
く

で
あ
る
。
論
理
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
一
般
と
特
殊
と
い
う
問
題
と
同
じ
で
あ
る
。
由
来
、
哲
学
に
於
い
て
こ
の
両
者
の
関
係
は
困
難
な

問
題
を
提
起
し
て
い
た
。
本
質
と
個
物
と
が
合
致
し
な
い
断
層
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
が
佛
教
に
於
い
て

解
決
せ
ら
れ
ん
と
し
た
。
そ
れ
は
縁
（
冒
胃
箇
箇
）
と
い
う
概
念
に
よ
る
解
決
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
縁
と
い
う
こ
と
は
普
通
理
解
さ
れ

て
い
る
如
き
因
果
関
係
或
は
諸
条
件
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
縁
と
は
他
の
原
因
に
よ
る
の
で
な
く
し
て
、
自
ら
の
動
機
に
よ
っ
て
生
ず

る
こ
と
で
あ
る
。
佛
教
は
生
起
す
る
現
象
に
対
し
て
創
造
主
と
い
う
も
の
を
否
定
し
て
い
る
。
無
か
ら
の
創
造
は
否
定
せ
ら
れ
る
。
生

起
す
る
た
め
に
は
必
ず
、
そ
の
理
由
乃
至
諸
条
件
が
あ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
・
諸
条
件
の
一
つ
は
外
な
ら
な
い
自
己
で
あ

る
。
か
か
る
合
理
的
立
場
は
言
う
ま
で
も
な
く
真
に
主
体
的
立
場
で
も
あ
る
。

以
上
述
零
へ
た
こ
と
は
一
般
的
に
佛
教
が
存
在
を
如
何
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
間
的
存
在
も
ま
た
こ
の
存
在

一
般
の
持
つ
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
佛
教
の
な
し
え
た
こ
と
は
神
の
手
よ
り
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
取
り
も
ど
し
た
こ
と
で
あ
る
。
人
間

は
神
に
よ
っ
て
救
済
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
自
ら
の
内
な
る
神
性
（
佛
性
）
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
存

在
を
諸
存
在
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の
人
間
存
在
を
過
去
・
現
在
・
未
来
に
わ
た
っ
て
存
在
し
つ
つ
あ
る
「
力
」
の
具
象
化
と
考

え
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
は
過
去
に
於
い
て
曾
っ
て
あ
り
、
又
、
現
在
に
於
い
て
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
確
保
せ
ら
れ
た
。
凡
て

を
人
間
存
在
の
上
に
又
は
そ
れ
を
土
台
と
し
て
救
い
出
し
た
。
真
に
存
在
す
る
も
の
は
神
で
は
な
く
し
て
人
間
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
こ
に
佛
教
に
於
け
る
宗
教
的
真
理
の
所
在
が
あ
る
。
宗
教
的
真
理
は
神
と
人
と
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
敢
え
て
神
と

よ
ぶ
も
の
を
求
め
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
宇
宙
に
遍
満
す
る
と
こ
ろ
の
シ
ャ
ク
テ
ィ
即
ち
力
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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以
上
挙
げ
た
如
く
、
佛
教
の
存
在
論
は
同
時
に
人
間
的
存
在
の
構
造
で
も
あ
る
。
即
ち
、
人
間
的
存
在
は
佛
教
な
る
宗
教
的
観
点
か
ら

見
て
四
種
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
有
・
自
性
・
性
類
・
縁
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
的
存
在
は
本
質
、
個
物
性
、
個
性
、
主

体
性
を
構
成
要
素
と
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
而
も
、
こ
の
四
要
素
を
一
貫
し
て
い
る
も
の
は
繰
り
返
し
述
べ
た

如
く
、
宇
宙
に
遍
満
す
る
力
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
力
と
の
融
合
が
東
洋
的
宗
教
の
目
途
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
力
と
の
融
合
或

は
自
覚
に
至
る
方
法
と
し
て
二
つ
の
方
向
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
他
力
的
受
動
的
宗
教
と
な
り
、
他
の
一
つ
は
自
力
的
能
動
的
宗
教
と
な

る
。
現
代
人
に
と
っ
て
最
も
受
容
し
易
い
宗
教
は
後
者
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
仕
方
に
よ
れ
ば
、
自
我
は
力
と
の
融
合
を
直
観
的

体
験
の
う
ち
に
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
こ
の
場
合
、
自
己
の
行
為
に
よ
る
結
果
は
決
し
て
予
め
計
量
し
て
な
さ
、
れ
た
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
行
為
の
動
機
は
結
果
を
予
想
す
る
の
で
な
く
、
窓
意
な
く
自
ず
と
発
露
し
、
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
慈
悲
の
行

は
こ
の
よ
う
に
し
て
出
て
来
る
倫
理
で
あ
る
。
慈
悲
行
の
思
想
的
基
盤
は
上
述
の
如
く
、
自
ず
と
発
露
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
。
浄
土
系
の

ジ
ネ
ン
ホ
ウ
’
一

佛
教
は
こ
れ
を
自
然
法
爾
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
既
に
イ
ン
ド
に
起
原
を
有
し
、
梵
語
に
あ
る
餌
目
ｇ
ｏ
噌
目
肖
昌
幽
副
が
ま
さ
に
こ
れ
を
言

ム
ゲ

っ
た
。
即
ち
、
「
利
己
的
享
受
の
な
い
自
然
の
ま
ま
の
状
態
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
同
じ
事
は
禅
佛
教
に
よ
っ
て
自
由
無
擬
の
生
活
と
言

わ
れ
て
い
る
。
行
為
の
結
果
を
予
測
し
な
い
行
為
と
い
っ
て
も
無
計
画
な
行
為
と
い
う
の
で
は
な
い
。
無
計
画
で
而
も
無
意
識
な
行
為
は

現
代
人
の
通
念
に
従
え
ば
、
価
値
な
き
行
為
で
あ
る
。
併
し
、
正
し
い
自
然
法
爾
或
は
自
由
無
礪
の
生
き
方
が
教
え
る
こ
と
は
「
意
識
的
行

為
に
よ
っ
て
人
間
的
生
命
が
硬
直
せ
ら
れ
な
い
こ
と
」
を
教
え
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
人
間
が
自
ら
の
意
識
に
邪
魔
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自

ら
は
生
命
そ
の
も
の
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
自
ら
の
真
の
生
命
と
い
う
も
の
は
決
し
て
意
識
に
よ
っ
て
硬
直
せ
ら
れ
る

も
の
で
も
な
く
～
又
、
自
滅
す
る
も
の
で
も
な
い
。
何
故
な
ら
ば
自
己
と
は
、
イ
ン
ド
思
想
以
来
強
調
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
宇
宙
に
遍
満

し
て
い
る
生
命
力
の
具
象
化
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
成
功
の
意
識
も
失
敗
の
意
識
も
凡
て
硬
直
を
重
ね
た
意
識
に
よ
っ
て
抱
か
れ
る
幻
影

に
過
ぎ
な
い
。
人
間
は
生
命
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
に
は
成
功
も
失
敗
も
な
い
。
た
だ
最
善
を
尽
く
す
以
外
に
道
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
人
間
は
動
い
て
止
ま
ら
な
い
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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生
命
力
（
＄
］
ａ
）
を
根
本
原
理
と
し
た
と
こ
ろ
に
真
の
自
由
が
あ
る
。
自
然
法
爾
も
無
擬
の
思
想
も
共
に
こ
の
信
念
よ
り
出
て
い
る
。

自
由
と
い
う
概
念
は
社
会
通
念
か
ら
、
直
ち
に
政
治
的
社
会
的
自
由
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
社
会
的
自
由
で
あ
っ
て
も
真
の
自

由
は
宗
教
的
信
念
な
く
し
て
は
持
続
し
え
な
い
と
考
え
る
。
今
日
、
社
会
に
於
い
て
言
わ
れ
て
い
る
自
由
は
た
だ
或
る
強
制
か
ら
の
自
由

だ
と
定
義
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
や
が
て
今
日
見
る
如
き
無
政
府
的
自
由
を
も
た
ら
す
。
無
政
府
的
自
由
は
似
而
非
神
秘
主
義
、
似

而
非
禅
、
暴
力
学
生
、
ビ
ー
ト
族
等
の
中
に
反
映
せ
ら
れ
て
い
る
。
併
し
、
真
の
自
由
と
は
で
た
ら
め
な
こ
れ
ら
の
自
由
か
ら
の
自
由
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
余
り
に
も
多
い
、
自
由
か
ら
の
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
い
。
ア
ー
サ
ー
・
ケ
ス
ト
ラ
ー
（
名
著
伊
○
目
の
騨
且

閃
○
冒
汁
の
著
者
）
が
「
精
神
の
自
由
」
に
つ
い
て
の
。
〈
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
中
で
真
の
自
由
に
つ
い
て
興
味
あ
る
発
言
を
し

て
い
る
が
、
彼
は
次
の
よ
う
な
ゲ
ー
テ
の
格
言
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
即
ち
、
「
人
生
即
欲
望
で
も
な
く
、
人
生
即

重
荷
で
も
な
く
、
人
生
即
仕
事
で
あ
る
」
彼
は
真
の
自
由
を
「
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
る
自
由
か
ら
の
自
由
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

然
し
、
佛
教
的
に
言
え
ば
真
の
自
由
は
更
に
一
歩
前
進
し
て
い
る
。
即
ち
、
多
す
ぎ
る
自
由
か
ら
の
自
由
は
未
だ
消
極
的
自
由
言
の
①

烏
Ｈ
Ｃ
Ｂ
）
に
過
ぎ
な
い
。
佛
教
的
自
由
は
無
腰
自
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
し
つ
つ
行
為
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
行
為
を
超
え
て
い
く

而
も
、
行
為
し
な
け
れ
ば
そ
れ
を
超
え
て
い
く
こ
と
さ
え
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
単
な
る
冥
想
に
ふ
け
る
仙
人
或
は
批
判
だ
け
で
終
り
、

自
ら
は
坐
臥
し
て
い
る
だ
け
の
所
謂
⑳
犀
冒
頭
開
昇
罠
の
目
の
目
は
正
し
い
意
味
の
哲
学
者
で
も
な
け
れ
ば
学
者
で
も
な
い
。
こ
れ
に
反
し
佛

教
的
自
由
は
逃
避
的
な
「
或
る
も
の
か
ら
の
自
由
」
谷
①
の
時
○
目
）
で
は
な
い
・
そ
れ
は
積
極
的
態
度
を
要
請
す
る
。
即
ち
、
佛
教
的
自

ム
ゲ
ジ
ザ
イ
ジ
ネ
ソ
ホ
ウ
一
一

由
は
「
或
る
も
の
へ
の
自
由
」
律
①
①
詐
○
）
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
無
曝
自
在
或
は
自
然
法
爾
の
真
意
が
潜
む
と
思
わ
れ
る
。

、

真
宗
に
於
い
て
弥
陀
の
本
願
と
い
う
こ
と
が
基
本
的
な
綱
領
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
本
願
は
本
願
力
と
も
表
現
せ
ら
れ
る
。
又
、

本
願
力
は
衆
生
の
救
済
せ
ら
れ
ざ
る
間
は
成
就
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
説
か
れ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
本
願
力
は
弥
陀
だ
け
の
も
の
で
は
な
く

し
て
衆
生
の
も
の
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
弥
陀
と
衆
生
を
つ
な
ぐ
も
の
は
実
に
本
願
の
力
で
あ
る
。
力
と
は
ま
さ
に
衆
生
の
生
命
力
に
外

・
シ
ネ
ソ
ホ
ウ
ニ

な
ら
な
い
の
で
な
い
か
・
生
命
力
は
弥
陀
だ
け
の
も
の
で
も
衆
生
だ
け
の
も
の
で
も
な
い
。
か
か
る
根
源
的
生
命
の
自
覚
が
自
然
法
爾
と
言
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存
在
と
い
え
ば
言
う
ま
で
も
な
く
「
あ
る
」
と
こ
ろ
の
も
の
を
言
う
。
併
し
、
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
必
ず
し
も
容
易
な
問
題
で
は
な
い
。
外
的
自
然
界
の
あ
り
方
も
あ
れ
ば
内
的
な
人
間
的
あ
り
方
も
同
じ
く
「
あ
る
」
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
更
に
死
後
の
世
界
や
浄
土
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
一
層
困
難
と
な
る
。
併
し
、
そ
れ
ら
の
困
難
は
「
あ

る
」
と
い
う
意
味
を
一
様
に
同
じ
在
り
方
を
持
っ
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
先
入
見
に
基
付
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
浄
土

シ
ホ
ウ
リ
ッ
ソ
ウ

の
存
在
（
指
方
立
相
）
に
し
て
も
論
理
的
乃
至
科
学
的
証
明
を
期
待
す
る
こ
と
自
体
が
問
題
の
中
心
を
離
れ
て
い
る
。
真
に
「
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
も
う
い
う
一
度
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
あ
る
」
と
い
う
問
題
は
古
来
西
洋
に
於
け
る
諸
哲
学
の
一
つ
の
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
「
あ
る
」
を
如
何
に
分
析

し
て
み
て
も
到
底
解
消
し
切
れ
ぬ
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
に
於
い
て
‐
問
題
は
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て

「
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
以
て
始
ま
っ
て
い
る
。
「
何
が
あ
る
か
」
で
は
な
く
し
て
「
何
が
な
い
か
」
が
問
わ
れ
て
来
た
。
か
か
る
問
題
設

定
は
民
族
的
直
覚
に
よ
っ
て
出
現
し
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
イ
ン
ド
人
の
直
覚
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
た
と
い
わ
れ
る
零
の
発
見
の
如

き
が
そ
れ
で
あ
り
、
又
、
佛
教
に
於
け
る
空
の
直
観
も
ま
た
同
じ
く
民
族
的
直
覚
で
あ
っ
て
、
推
理
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
数

わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
宗
教
的
真
理
の
極
限
が
あ
る
と
思
う
。
宗
教
的
真
理
と
は
決
し
て
神
が
か
り
的
心
理
状
態
で
も
な
け
れ
ば

神
秘
主
義
的
体
験
の
世
界
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
い
。
却
っ
て
我
だ
が
日
常
、
随
所
に
体
認
し
う
る
と
こ
ろ
の
根
源
的
生
命
と
の
触
れ

合
い
に
外
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
、
宗
教
的
諸
問
題

存
在
の
意
味
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学
の
ゼ
ロ
と
宗
教
に
於
け
る
空
と
は
全
く
符
合
し
て
い
る
。
共
に
「
何
が
な
い
か
」
の
問
題
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
而
も
ゼ
ロ
に
し
て
も

そ
こ
か
ら
し
て
プ
ラ
↓
〈
・
マ
イ
ナ
ス
の
展
開
が
可
能
で
あ
っ
た
。
ゼ
ロ
は
数
の
根
源
と
な
っ
て
数
を
積
極
的
に
方
向
付
け
る
力
を
持
つ
こ

と
に
な
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
空
思
想
は
プ
ラ
↓
〈
・
マ
イ
ナ
ス
の
人
生
即
ち
幸
。
不
幸
或
は
成
功
・
不
成
功
を
乗
り
越
え
て
ゆ
く
積
極
的
力

を
人
生
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ゼ
ロ
の
発
見
を
数
学
の
世
界
に
の
み
限
っ
て
、
宗
教
的
空
と
い
う
次
元
と
違
っ
た
も
の
と

し
て
取
り
扱
う
見
方
に
は
賛
同
し
難
い
。
イ
ン
ド
的
存
在
論
即
ち
「
あ
る
」
に
対
す
る
「
な
い
」
こ
と
を
も
考
え
よ
う
と
す
る
存
在
論
の

立
場
か
ら
見
れ
ば
ゼ
ロ
の
発
見
も
空
の
発
見
も
共
に
イ
ン
ド
的
存
在
論
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
真
の
存
在
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
手
近
な
例
で
言
え
ば
、
我
点
は
通
常
「
な
い
」
世
界
よ
り
も
「
あ
る
」
世
界

に
住
み
、
「
あ
る
」
世
界
を
追
及
し
て
い
る
。
幸
福
、
快
楽
、
財
宝
等
は
凡
て
「
あ
る
」
世
界
に
於
け
る
出
来
事
で
あ
り
、
こ
れ
は
ゼ
ロ

を
基
礎
と
し
た
プ
ラ
ス
の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
「
な
い
」
世
界
即
ち
マ
イ
ナ
一
〈
の
世
界
に
気
付
か
ぬ
か
、
或
は
忌
み
嫌
っ
て
無
視
し
よ

う
と
し
、
プ
ラ
ス
の
世
界
の
基
礎
が
実
は
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
。
佛
教
と
い
え
ど
も
こ
の
プ
ラ
》
〈
の
世
界
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。

人
生
に
幸
福
、
快
楽
等
の
存
在
す
る
こ
と
は
誰
人
も
疑
わ
な
い
事
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
間
違
っ
た
佛
教
者
は
こ
れ
さ
え
も
否
定
し
よ

う
と
す
る
。
事
実
を
否
定
す
れ
ば
自
ら
厭
世
主
義
に
陥
っ
た
り
、
世
の
す
ね
も
の
に
な
っ
た
り
す
る
。
佛
教
は
厭
世
観
に
終
始
す
る
も
の

で
は
な
い
。
愚
者
が
プ
ラ
マ
〈
の
基
礎
た
る
ゼ
ロ
に
気
付
く
時
は
、
彼
は
幸
福
を
失
い
或
は
快
楽
を
喪
失
し
た
時
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
彼

が
遭
遇
す
る
ゼ
ロ
の
発
見
は
彼
に
と
っ
て
は
つ
ま
づ
き
、
絶
望
で
こ
そ
あ
れ
、
自
覚
的
な
如
何
な
る
‐
も
の
を
も
与
え
な
い
。
彼
に
と
っ
て

は
幸
福
の
反
対
は
悉
く
幸
福
の
敵
で
し
か
な
い
。
幸
福
の
反
対
は
実
は
幸
福
の
基
礎
で
あ
っ
た
と
い
う
自
覚
を
持
た
な
い
。

更
に
も
う
一
つ
卑
近
な
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
机
上
に
一
冊
の
本
が
あ
る
。
本
は
確
か
に
「
あ
る
」
と
言
う
だ
ろ
う
。
併
し
、
今
、
こ

こ
に
あ
る
本
の
存
在
が
存
在
の
凡
て
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
本
の
置
か
れ
た
場
所
に
本
以
外
の
物
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
他
の
事
物
が
そ
こ
に
あ
る
な
ら
ば
本
が
そ
こ
に
「
あ
る
」
こ
と
は
出
来
ま
い
。
本
の
存
在
は
他
の
事
物
の
無
を
前
提
と
し

て
い
，
る
。
存
在
は
非
存
在
の
無
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
無
は
無
と
し
て
「
あ
る
」
と
い
う
あ
り
方
に
於
い
て
あ
る
。
無
な
く
し
て
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有
は
存
在
し
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
一
般
的
に
言
え
ば
イ
ン
ド
に
於
け
る
否
定
の
精
神
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
思
想
史
を
背

シ
ユ
ゲ
ン
ジ
ユ
ソ
シ
ヨ
ウ
リ
ロ
ン

景
と
し
て
既
に
五
世
紀
に
次
の
よ
う
な
比
嶮
が
説
か
れ
て
い
る
。
衆
賢
は
順
正
理
論
に
於
い
て
無
の
存
在
に
関
し
て
種
女
の
論
証
を
あ
げ

る
が
、
そ
の
比
嶮
と
し
て
夢
中
の
幻
想
を
あ
げ
る
。
夢
中
の
幻
想
は
実
存
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
、
夢
中
に

あ
る
者
に
と
っ
て
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
。
無
で
は
な
い
。
彼
は
驚
く
か
怖
れ
を
抱
き
、
身
体
的
変
化
さ
え
起
こ
し
て
い
る
。
実
に
無
な

ら
ば
か
か
る
変
化
も
起
こ
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
故
に
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
存
在
（
有
）
と
は
そ
こ
に
今
あ
る
と
い
う
意

は
た
ら

サ
ユ
ウ

味
だ
け
で
は
な
い
。
存
在
が
存
在
す
る
た
め
に
は
用
い
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
そ
れ
を
作
用
と
よ
ん
だ
。
か
く
考
え
る
な
ら
ば
、

は
た
ら

無
と
い
う
も
の
も
そ
れ
が
有
を
支
え
る
基
盤
で
あ
る
限
り
か
無
と
い
う
仕
方
で
用
い
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
無
は
単
な
る
欠
如
態
で
は
な

ウ
ウ

い
。
実
に
無
は
有
を
有
と
し
て
あ
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
無
は
存
在
の
一
面
で
も
あ
る
。
真
の
存
在
は
単
に
そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
は
な

い
。
単
に
あ
る
だ
け
な
ら
ば
未
だ
抽
象
で
あ
る
。
真
の
存
在
は
有
と
無
と
の
綜
合
と
し
て
初
め
て
完
全
な
形
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け

ウ

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
一
冊
の
本
の
存
在
は
単
に
そ
こ
に
あ
る
有
と
、
本
を
妨
げ
る
他
の
事
物
の
無
；
と
の
綜
合
の
上
で
初
め
て
言
わ
れ
る
で
あ

は
た
ら

ろ
う
。
か
く
考
え
ら
れ
る
所
以
は
、
存
在
を
以
て
客
観
的
な
も
の
と
せ
ず
、
そ
れ
が
誰
か
に
対
し
て
用
い
て
い
る
も
の
と
な
す
と
こ
ろ
の

観
点
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
見
る
と
、
存
在
論
は
や
が
て
認
識
論
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
無

の
存
在
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
無
の
意
味
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
存
在
に
も
凡
て
意
味
が
あ
る
。
在
り
方
を
持
て
る
も
の
に

し
て
無
を
ふ
ま
え
て
い
な
い
も
の
は
な
い
よ
う
に
＄
意
味
の
な
い
も
の
も
ま
た
存
し
な
い
。
凡
ゆ
る
存
在
に
意
味
の
世
界
を
見
出
す
。
こ

シ
ツ
ウ
ブ
ツ
シ
ヨ
ウ

れ
が
佛
教
で
言
う
悉
有
佛
性
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宗
教
的
精
神
世
界
で
は
こ
れ
を
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
感
情
を
以
て
受
け
と

め
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
価
値
体
系
の
上
で
言
え
ば
、
成
功
は
失
敗
に
勝
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
失
敗
し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
人

の
人
生
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
意
味
の
世
界
に
於
い
て
は
失
敗
こ
そ
却
っ
て
そ
の
人
の
人
生
を
豊
か
に
す
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
人
が
意

味
の
世
界
に
気
付
く
と
き
、
却
っ
て
彼
は
無
を
生
か
す
こ
と
が
出
来
る
。
山
林
に
投
げ
捨
て
ら
れ
て
い
る
一
片
の
自
然
木
は
意
味
の
わ
か

ら
ぬ
者
に
と
っ
て
無
価
値
で
は
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
持
ち
来
っ
て
一
輪
の
花
を
生
け
ん
か
。
た
ち
ま
ち
に
し
て
大
自
然
を
表
象
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す
る
生
花
の
芸
術
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
意
味
の
世
界
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
美
の
世
界
が
創
造
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
意

味
の
発
見
は
単
な
る
主
観
的
気
安
め
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
．
意
味
の
発
見
こ
そ
新
し
い
創
造
の
世
界
を
開
顕
す
る
。
か
く
の
如
く

考
え
て
来
る
な
ら
ば
、
認
識
論
は
や
が
て
宗
教
に
連
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

存
在
論
ｌ
認
識
論
ｌ
宗
教
的
自
覚
と
い
う
こ
の
経
過
は
学
問
の
上
の
こ
と
に
限
ら
れ
な
い
。
人
友
が
自
分
の
存
在
に
目
覚
め
、
自
分
の

真
の
姿
を
見
つ
け
よ
う
と
努
め
る
と
き
、
い
つ
ど
こ
で
で
も
体
験
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
客
観
的
に
見
え
る
如
何
な
る
問
題
に

し
て
も
本
質
的
に
人
間
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
問
題
は
な
い
。
外
的
な
問
題
に
せ
よ
；
歴
史
と
い
う
問
題
に
し
ろ
、
つ
き
つ
め
て
行
け
ば

こ
の
自
己
自
身
の
内
面
的
苦
闘
に
外
な
ら
な
い
。
社
会
問
題
も
思
想
史
の
問
題
も
凡
て
外
に
投
影
さ
れ
た
自
己
の
相
に
外
な
ら
な
い
。
そ

れ
故
に
こ
そ
社
会
や
歴
史
改
革
へ
の
真
の
勇
気
も
出
よ
う
。
破
壊
即
創
造
と
い
う
論
理
は
ま
こ
と
に
古
い
。
古
代
人
で
さ
え
そ
れ
に
反
溌

し
て
い
た
。
肯
定
と
否
定
と
の
二
重
構
造
を
持
つ
と
こ
ろ
の
も
の
乃
至
両
者
の
並
存
（
８
‐
。
ｘ
風
の
三
○
の
）
こ
そ
真
理
で
あ
る
。
我
友
は

佛
教
に
於
け
る
存
在
概
念
の
分
析
の
中
に
こ
の
真
理
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
。
存
在
と
は
ま
さ
に
サ
ッ
ト
（
の
“
庁
）
で
あ
り
、

の
鼻
と
は
有
・
無
の
二
重
構
造
に
於
い
て
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
真
理
に
外
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
未
完
）
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