
「
国
語
の
力
」
の
成
立
過
程
　
誰

誹
-
_
 
)
肝
<
:
J

一
四
　
(
つ
づ
き
)

「
同
語
の
力
」
に
は
'
淋
石
の
「
文
学
論
」
か
ら
の
引
用
も
数
例
み
ら
れ
る
.

そ
の
1
つ
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
引
か
れ
て
い
る
.

モ
ウ
ル
ト
ン
は
、
芸
術
的
摂
理
と
い
う
語
の
中
に
「
意
識
の
系
紫
の
融
合
」

と
い
う
意
味
を
現
わ
さ
ん
と
企
て
～
居
る
。
文
学
的
建
築
は
'
作
品
の
各
系
素

を
'
系
素
と
系
素
と
の
関
係
に
於
て
見
る
の
で
、
こ
れ
を
全
休
系
と
し
て
見
る

時
に
は
'
そ
う
し
た
形
式
的
関
係
の
外
に
、
こ
の
関
係
に
生
命
を
与
え
、
意
味

を
不
現
し
て
居
る
も
っ
と
統
1
的
な
作
用
の
作
用
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
感
ず

る
の
で
あ
る
.
夏
日
氏
の
「
文
学
論
」
　
(
五
-
六
)
は
意
識
焦
点
の
理
論
を
以

て
こ
の
問
題
の
解
決
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
「
文
学
的
建
築
」
と
い
う
言
語

B
i

の
聯
想
よ
り
其
学
説
を
引
用
し
て
叙
説
を
起
す
O
先
ず
ス
ク
-
プ
チ
ュ
　
ア
の

「
新
心
理
学
」
の
中
よ
り
A
「
例
へ
ば
人
あ
り
S
t
.
P
a
u
l
s
の
如
き
大
伽
藍
の
前

に
立
ち
其
宏
壮
な
建
築
を
仰
ぎ
見
て
'
先
ず
下
部
の
柱
よ
り
漸
次
上
部
の
欄
間

に
日
を
移
し
、
遂
に
其
最
高
の
半
球
塔
の
共
鮎
に
至
る
と
仮
定
せ
ん
に
、
始
め

杜
の
み
見
つ
む
る
問
は
判
然
知
覚
し
得
る
も
の
只
そ
の
模
部
に
か
ぎ
ら
れ
'
他

野
　
　
地
　
　
潤
　
　
家

は
単
に
漠
然
と
視
界
に
入
る
に
過
ぎ
ず
。
而
し
て
目
を
柱
よ
り
欄
間
に
移
す
瞬

間
に
は
柱
の
知
覚
軍
り
ぎ
初
め
て
、
同
時
に
欄
間
の
知
覚
こ
れ
よ
り
次
第
に
明

臆
に
進
む
を
見
る
べ
し
0
欄
間
よ
り
半
球
精
に
至
る
問
の
現
象
も
亦
同
じ
。
読

み
な
れ
た
る
詩
句
を
謁
し
、
閃
き
な
れ
た
る
音
楽
を
耳
に
す
る
時
亦
斯
の
如
き

も
の
あ
り
。
」
を
引
用
し
て
、
B
「
義
の
時
々
刻
々
は
苗
の
波
形
に
し
て
,

之
を
図
に
あ
ら
は
せ
ば
-
・
波
形
の
頂
点
即
ち
作
…
点
は
設
誠
の
滋
も
明
確
な
る

部
分
に
し
て
、
其
部
分
は
前
後
に
所
謂
識
末
な
る
部
分
を
共
有
す
る
も
の
な

り
」
と
い
い
、
又
C
「
識
城
下
よ
り
識
末
に
出
て
、
謂
末
よ
り
漸
次
に
焦
点
に
向

っ
て
上
り
つ
～
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
'
禅
に
頓
悟
な
る
も
の
あ
り
、
異
説
を
聞

-
に
自
ら
悟
に
近
づ
き
へ
自
ら
知
ら
ず
多
年
修
養
の
切
へ
　
1
朝
機
縁
の
熟
す
る

に
準
っ
て
俄
黒
と
し
て
乾
坤
を
新
た
に
す
と
0
此
和
の
現
象
は
禅
に
限
る
に
あ

ら
ず
O
吾
人
の
日
常
生
活
に
於
て
多
-
遭
遇
し
得
る
の
状
態
な
ら
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
只
変
化
の
壷
る
迄
、
内
に
晶
牌
し
っ
1
あ
る
新
意
識
を
自
覚
す
る
能
は
ざ

る
が
故
に
へ
此
杓
の
推
移
に
沈
=
t
J
へ
ば
之
を
突
然
と
い
ふ
。
豪
雨
は
突
然
な
り
O

去
れ
ど
内
実
は
次
第
な
り
O
徐
々
の
推
移
な
り
」
　
(
五
四
八
)
と
い
っ
て
あ
る

の
は
'
意
識
の
連
続
と
統
1
と
の
関
係
を
説
明
し
て
、
文
学
的
建
築
よ
り
も
内

>
;

面
的
な
る
「
芸
術
的
摂
理
」
と
い
う
腰
げ
な
る
考
え
よ
り
も
も
っ
と
明
か
に
中
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1

徹
底
す
る
た
め
に
、
天
才
を
論
ず
る
嘉
を
見
る
に
、
D
「
常
人
の
m
l
投
票

な
る
現
象
の
紙
粉
と
し
て
去
来
す
る
に
任
せ
て
朝
三
暮
四
の
活
計
に
共
の
生
命

を
托
す
.
此
故
に
色
相
に
駆
役
せ
ら
れ
、
物
華
に
浮
沈
し
て
旋
回
流
転
し
了
る

に
過
ぎ
ず
。
日
々
に
逢
ふ
所
千
緒
万
端
な
る
に
関
は
ら
ず
、
共
千
緒
万
端
な
る

に
任
せ
て
間
然
と
し
て
明
滅
す
。
か
の
絡
鐸
た
る
も
の
は
遂
に
其
れ
娼
裏
に
車

馬
行
人
を
写
す
と
鍛
な
る
な
し
。
只
此
1
位
の
核
を
安
定
し
て
金
輪
際
に
動
か

ざ
る
も
の
は
、
此
核
の
形
に
応
じ
此
の
核
の
質
に
随
っ
て
'
か
の
浮
遊
限
り
な

き
の
拓
攻
を
み
つ
め
て
'
あ
る
ひ
は
1
元
の
会
を
な
し
'
あ
る
ひ
は
二
元
の
会

を
な
し
'
あ
る
ひ
は
万
有
岱
神
の
会
を
な
し
へ
或
は
物
栗
不
抜
の
会
を
な
し
、

或
は
楽
天
の
会
を
な
し
、
或
は
悲
初
の
会
を
な
す
o
こ
の
会
を
な
し
て
天
埠
を

貫
く
と
き
'
人
生
を
断
ず
る
と
き
、
耳
目
に
触
る
～
所
は
常
人
と
只
な
る
な
-

し
て
'
し
か
も
共
意
識
す
る
所
は
追
然
と
し
て
常
人
と
識
を
只
に
す
。
彼
等
は

意
識
毎
に
此
核
を
以
て
主
脳
と
す
」
(
五
二
八
-
五
三
〇
)
と
論
ぜ
ら
れ
る
と

こ
ろ
を
見
る
と
、
意
識
焦
点
の
作
用
を
明
か
に
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と

思
う
.
か
く
の
如
-
文
は
瞬
時
に
変
化
す
る
意
識
の
連
続
の
焦
点
を
文
字
に
駅

訳
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
「
文
の
形
」
は
そ
の
m
続
を
統
1
し
た
る
焦
点
の

中
核
よ
り
出
現
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
宥
朋
党
版
「
間
語
の
力
」
.

T
〇
七
1
1
〇
九
ペ
、
た
だ
し
、
読
点
の
脱
落
、
語
句
の
異
同
し
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
は
_
 
'
引
用
者
に
お
い
て
'
適
宜
打
っ
た
.
そ
れ
ら
の
何
処
は
か
な
り

多
く
、
こ
こ
に
1
托
し
て
托
す
る
こ
と
を
伴
付
し
た
。
)

右
は
'
「
国
語
の
力
」
第
二
章
「
文
の
形
」
の
う
ち
、
第
九
節
「
募
誠
の
焦

点
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
節
に
は
、
前
指
引
川
中
の
A
・

w
・
o
・
q
の
よ
う
に
'
猷
石
の
「
文
学
論
」
か
ら
の
引
用
が
な
さ
れ
、
「
意

識
焦
点
の
作
用
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
0

ま
ず
t
 
A
に
つ
い
て
み
る
と
'
こ
れ
は
「
文
学
論
」
節
1
編
「
文
学
的
内
容

の
分
類
」
の
う
ち
、
第
〓
単
「
文
学
的
内
容
の
形
式
」
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。

猷
石
は
'
文
学
的
内
容
の
形
式
に
つ
い
て
'
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'

「
凡
そ
文
学
的
内
容
の
形
式
は
(
F
十
f
)
な
る
こ
と
を
要
す
。
F
は
焦
点
的

印
象
又
は
観
念
を
意
味
し
'
1
は
こ
れ
に
附
着
す
る
惜
緒
を
意
味
す
O
さ
れ
ば
上

述
の
公
式
は
印
象
又
は
観
念
の
二
方
面
即
ち
認
識
的
要
素
(
F
)
と
情
緒
的
要

栄
(
∫
)
と
の
結
合
を
示
し
た
る
も
の
と
云
ひ
得
べ
し
。
」
(
夏
目
滑
石
著
「
文

学
論
」
、
昭
和
3
2
年
2
月
1
2
日
、
山
村
波
書
店
刊
'
新
f
-
1
判
仝
銭
箱
十
八
巻
へ
　
二

三
ペ
)
と
説
い
て
い
る
。

こ
の
F
に
つ
い
て
、
散
石
は
、
心
理
学
者
L
l
o
y
d
 
M
o
r
g
a
n
の
著
「
比
較

心
烈
学
」
か
ら
そ
の
所
説
を
引
き
つ
つ
'
左
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
さ
き
に
余
は
F
を
焦
点
的
印
象
若
し
く
は
観
念
な
り
と
説
き
し
が
'
こ
ゝ

に
蕉
点
的
な
る
語
に
つ
き
更
に
数
言
を
重
ぬ
る
の
必
要
あ
る
を
詰
む
。
而
し
て

此
説
明
は
朔
り
て
悲
誠
な
る
語
よ
り
出
立
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
設
識
と
は
何
ぞ

や
と
は
心
理
学
上
容
易
な
ら
ざ
る
問
題
に
し
て
、
或
専
門
家
の
如
き
は
、
こ
れ

を
以
て
到
底
T
定
義
に
収
め
封
き
も
の
と
断
言
せ
し
程
な
れ
ば
'
心
理
学
の
研

叶
-
.
1
2
v
-
,
-
r
-
t
'
j
'
C
・
北
川
　
誉
し
　
て
化
、
∵
l
北
〓
∴
U
:
:
-
:
¥
,
写
-
,
-
・
・
-
;
^
J
÷
八
一
へ
人
と

マ
マ

試
み
右
の
不
必
要
な
る
を
思
ふ
へ
　
た
ゞ
意
識
な
る
も
の
の
概
念
の
幾
分
を
伝
ふ

は
=
-
昔
　
　
　
∴
-
・
」
-
>
-
'
.
ォ
y
y
-
.
r
　
　
　
　
　
て
ハ
;
;
;
-
e
v
:
i
;
H
i
v
?
~
と

す
.
此
点
に
関
し
て
は
L
l
o
y
d
 
M
o
r
g
a
n
が
共
著
『
比
較
心
理
学
』
に
説
-

a
;

と
こ
ろ
最
も
明
快
な
る
を
以
て
、
此
処
に
は
範
に
同
氏
の
説
を
採
れ
り
。

先
ず
意
識
の
一
小
部
分
即
ち
設
識
の
1
瞬
時
を
と
り
之
を
椅
す
る
に
必
ず
其

う
ち
に
幾
多
の
次
序
、
変
化
あ
る
こ
と
を
知
る
。
M
o
r
g
a
n
氏
の
語
を
以
て
せ

ば
『
意
識
の
任
定
の
瞬
間
に
は
種
々
の
心
的
状
態
絶
え
ず
現
は
れ
'
や
が
て
は



消
え
、
か
く
の
如
く
し
て
寸
刻
と
班
も
其
内
容
1
所
に
滞
る
こ
と
な
し
O
』
吾

人
は
こ
れ
を
事
実
に
徴
し
て
託
す
る
こ
と
容
易
な
り
.
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其
の
最
高
の
半
球
塔
の
尖
端
に
至
る
と
仮
定
せ
ん
に
、
始
め
柱
の
み
見
つ
む
る

問
叫
判
倒
割
判
u
創
る
も
の
只
其
柱
苛
り
れ
、
他
は
坪
に
漠
然
と
視
界

に
入
る
に
過
ぎ
ず
、

而
し
て
目
を
柱
よ
り
相
聞

に
移
す
瞬
間
に
は
柱
の
知
覚
薄

ら
ぎ
初
め
て
へ

同
時
に
欄
間
の
知
覚
こ
れ
よ
り
次
第
に
明
睦
に
進
む
を
見
る
ベ

当
捌
闇
叫
別
叫
討
・
到
叫
当
別
両
州
「
判
別
司
刊
割
閏
月
調
司
盟
川
肩
引
」
甜
瑚
封

試
し
、

聞
き
な
れ
た
る
音
楽
を
耳
に
す
る
時
亦
折
の
如
き
も
の
あ
り
。

印
*
%

意
識
状
態
の
連
続
内
婦
を
と
り
共
の
l
刻
を
ぶ
つ
り
と
切
断
し
て
之
を
観
察
す

る
時
は
'
其
前
端
に
近
き
心
理
状
態
次
第
に
薄
ら
ぎ
初
め
'
後
端
に
接
す
る
部

は
'
こ
れ
と
放
射
に
漸
次
其
明
臆
の
度
を
加
ふ
る
も
の
な
る
を
知
る
。
こ
は
只
吾

人
日
常
纏
炊
上
し
か
感
ず
る
に
止
ま
ら
ず
既
に
正
確
な
る
科
学
的
実
収
の
保
証

を
経
た
る
も
の
と
す
。
(
尚
詳
し
く
は
S
c
r
i
p
t
u
r
e
氏
若
『
新
心
理
学
』
邦
四

葦
参
照
)
」
　
(
同
上
翼
　
二
五
～
二
六
ペ
'
傍
紬
は
引
用
者
.
)

垣
内
松
三
先
生
は
'
激
石
か
ら
の
引
用
を
、
右
の
よ
う
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
具
体
例
(
前
払
'
仕
組
部
)
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
へ
　
そ

の
中
に
、
「
読
み
な
れ
た
る
詩
句
を
詞
し

閃
き
な
れ
た
る
音
楽
を
耳
に
す
る

喝
刺
瑚
州
コ
州
割
引
司
捌
男
」
を
含
ん
で
い
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
。
適
切
に
只

体
例
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
は
、
垣
内
好
み
と
も
い
え
る
も
の
で
は
あ
る

が
.
沢
石
の
「
文
学
論
」
の
記
述
に
は
'
精
細
な
論
及
が
朋
を
挙
っ
て
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
垣
内
先
生
の
裁
断
・
引
用
は
、
か
な
り
大
胆
に
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
'
B
に
つ
い
て
み
る
と
、
A
の
引
用
部
分
に
つ
づ
-
、
段
落
の
中
か

ら
'
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
t
1
-
i
-
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
1
・
-
-
1
′

「
意
識
の
時
々
刻
々
に
は
一
個
の
波
形
に
し
て
之
を
図
に
あ
ら
は
せ
ば
上
図

‥

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

」

」

」

つ

*

¥

・

し
て
、
其
部
分
は
前
後
に
所
謂
語
末
な
る
部
分
を
只
有
す
る
も
の
な
り
0

て
吾
人
の
意
識
的
経
験
と
称
す
る
も
の
は
常
に
此
心
的
波
形
の
迂
続
な
ら
ざ
る

べ
か
ら
ず
　
M
o
r
g
a
n
氏
式
を
も
て
此
迂
続
の
様
を
示
せ
ば
、

A

 

B
a
1

D

 

e

t

c

.

b

l

 

c

＼

　

　

d

ヽ

　

　

e

、

　

e

t

c

.

a
"
　
b
"
　
c
"
"
　
d
、
　
e
t
c
.

即
ち
A
な
る
斑
点
的
意
識
が
B
に
移
る
と
き
は
、
A
は
a
な
る
辺
端
的
意
識

と
変
じ
て
存
在
し
t
 
B
が
更
に
C
に
転
ず
る
と
き
a
と
b
と
は
共
に
意
識
の
波

†
†

の
両
原
辺
と
な
る
な
り
.
か
く
し
て
余
が
所
謂
F
と
称
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
意

識
中
に
あ
り
て
如
何
な
る
化
沼
を
占
む
る
や
は
、
粕
読
者
の
理
会
し
た
る
と
こ

ろ
な
る
べ
し
。



(
同
上
古
、
二
六
ペ
、
傍
線
は
'
引
掴
者
。
)

垣
内
松
三
先
生
は
、
引
用
に
あ
た
っ
て
、
右
の
図
(
本
文
中
に
「
上
図
の
如

し
。
」
と
あ
る
も
の
)
を
省
略
し
、
右
の
本
文
中
の
「
揃
の
如
く
」
を
も
保
留

し
て
'
　
-
　
を
巧
み
に
用
い
へ
叙
述
を
つ
な
が
れ
た
の
で
あ
る
。
論
旨
を
簡
明

に
し
て
い
く
た
め
で
あ
ろ
う
か
t
 
A
に
も
B
に
も
'
関
連
し
て
み
ら
れ
る
、
欺

石
の
引
く
M
o
r
g
a
n
氏
の
所
説
に
も
触
れ
よ
う
と
さ
れ
な
い
。

さ
て
t
 
C
に
つ
い
て
み
る
と
'
こ
れ
は
「
文
学
論
」
第
五
編
「
集
合
的
F
」

の
う
ち
、
第
二
章
「
悲
識
推
移
の
法
則
」
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。
「
1
時
代
の

集
合
意
識
が
如
何
な
る
方
向
に
変
化
し
て
'
如
何
な
る
法
則
に
支
配
せ
ら
る
ゝ

か
を
論
ず
る
」
　
(
同
上
再
、
三
三
四
ペ
)
　
の
を
へ
搬
石
は
こ
の
事
の
目
的
と
し

て
い
た
の
で
あ
る
が
t
 
c
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
か
ら
引
か
れ
た
の
で
あ
っ

Sfi

T
f
I
の
場
合
は
厳
密
に
論
ず
る
と
き
問
題
と
な
ら
ざ
る
が
如
し
.
如
何
と
な

れ
ば
無
関
係
な
る
も
し
く
は
反
対
な
る
F
の
t
 
F
に
代
ら
ん
と
す
る
と
き
、
F

の
発
腿
迎
次
に
巡
行
し
て
其
勢
力
の
白
か
ら
消
耗
す
る
を
待
つ
べ
L
と
の
仮
定

な
れ
ば
な
り
。
F
の
発
展
追
次
に
巡
行
す
と
は
F
の
A
た
り
B
た
る
を
意
味
す

る
が
故
に
へ
　
F
の
F
に
鵬
移
す
る
中
間
に
は
幾
多
の
A
t
 
B
、
・
・
・
-
の
杭
は
る

あ
り
て
両
者
を
直
接
の
推
移
と
見
放
し
難
け
れ
ば
な
り
O
然
れ
ど
も
少
し
く
観

ヽ

　

ヽ

察
点
を
変
じ
て
、
之
を
他
方
よ
り
解
す
る
と
き
'
事
実
と
し
て
此
似
合
は
吾
人

の
思
考
に
価
す
る
も
の
と
す
。
F
が
自
己
を
消
耗
す
る
と
仮
定
す
る
以
上
は
F

の
推
移
を
志
味
す
る
に
似
た
り
と
揖
ど
も
へ
　
F
は
依
然
と
し
て
焦
点
を
勤
か
ざ

る
に
、
F
は
徐
々
と
識
城
下
よ
り
識
末
に
出
で
、
識
末
よ
り
漸
次
に
作
仙
点
に
向

っ
て
上
り
つ
～
あ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

‥
　
　
‥
・
 
-
　
　
　
　
r
 
r
*
。

な
り
と
云m

:
ふ
を
得
べ
し
0
禅
に
頓
悟
な
る
も
の
あ
り
、
其
説
を
き
-
に
白
か
ら

闇
」
判
別
司
リ
1
』
剖
笥
融
現
当
~
創
刊
倒
瑚
捌
」
瑚
ー
」
.
融
璃
紺
瑚
融
割
引
叫

艶
刊
遺
贈
引
詔
珂
到
当
山
刊
*
J
-
*
f
e
0
割
山
笥
隈
1
1
 
・
小
笠

ら
ず
。
吾
人
の
日
常
生
活
に
於
て
多
-
通
過
し
得
る
の

態
な
ら
ざ
る
べ
か
ら

・
=
K
　
　
吾
人
は
と
く
に
禅
に
於
て
此
特
別
の
権
利
を
附
与
す
る
の
理
由
を
認

め

ざ

る

が

故

に

。

)

用

i

「

瑚

J

つ

」

剖

川

剖

剤

調

剤

別

間

瑚

列

る
能
は
ざ
る
が
故
に
此
樫
の
推
移
に
蓬
へ
ば
之
を
突
然
と
云
ふ
o
表
面
は
突
然

笥
1
割
州
d
引
瑠
耶
想
盟
叫
珊
瑚
切
.
徐
々
の
純
移
な
り
.
一
代
の
時
勢
に

†

I

"

　

　

　

　

　

　

　

　

o

o

て
此
種
の
推
移
を
名
づ
け
て
反
動
と
云
ふ
。
此
解
釈
に
従
へ
ば
反
動
は
突
然
な

る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
次
第
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
」
　
(
同
上

書
、
三
三
九
-
三
四
〇
ペ
'
傍
綾
は
引
用
者
。
)

こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
右
の
文
中
、
a
・
b
の
よ
う
な
部
分
省
略
が
な
さ

れ
て
お
り
、
淑
石
の
考
察
の
扱
い
と
は
、
か
な
り
に
異
な
る
視
点
か
ら
t
 
U
・
の

1
節
が
垣
内
先
生
に
よ
っ
て
へ
生
か
さ
れ
て
い
る
0
淑
石
は
禅
に
お
け
る
頓
悟

の
体
験
を
特
別
視
し
て
い
な
い
が
'
垣
内
松
三
先
生
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
そ

れ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
こ
の
論
及
に
着
目
さ
れ
た
ふ
L
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
、
推
察
さ
れ
る
.
と
も
あ
れ
'
滑
石
以
上
に
'
垣
内
先
生
は
へ
　
こ

の
1
節
に
み
ら
れ
る
、
意
識
の
連
続
と
統
T
の
見
方
を
、
頚
祖
さ
れ
て
い
る
O

夏
目
湖
石
は
、
意
識
推
移
の
法
則
を
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
o

「
余
は
集
合
芯
誠
の
推
移
を
究
め
ん
と
欲
し
て
'
先
づ
其
井
礎
た
る
べ
き
披

動
の
原
則
に
帰
っ
て
其
推
移
の
法
則
を
明
ら
め
'
且
つ
之
を
証
す
る
に
余
が
所

謂
文
学
的
手
段
を
以
て
し
た
り
0
而
し
て
余
の
挙
げ
た
る
表
現
法
は
悉
く
之
を

こ
ゝ
に
応
用
し
得
る
を
発
見
せ
り
。
但
し
殺
後
の
写
実
法
に
至
っ
て
は
F
を

明
す
る
に
F
を
以
て
す
る
　
-
　
両
材
料
を
介
し
て
成
る
　
-
　
方
法
に
あ
ら
ざ
る

を
以
て
、
遂
に
之
を
利
用
す
る
の
機
な
か
り
き
。
推
移
と
は
少
な
く
と
も
F
と

F
の
二
状
態
を
村
ざ
れ
ば
論
ず
る
能
は
ざ
る
題
目
な
る
が
故
な
り
.

I
-
1
-此

葦
に
於
て
吾
人
の
得
た
る
椛
移
の
法
則
を
一
括
す
れ
ば
左
の
如
し
。
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H
吾
人
意
識
の
推
移
は
暗
示
法
に
因
っ
て
支
配
せ
ら
る
0

3
1
吾
人
意
識
の
推
移
は
普
通
の
場
合
に
於
て
数
多
の
㊤
の
競
争
を
経
o
(
あ

る
時
は
F
と
F
の
両
者
間
に
も
競
争
あ
る
べ
し
.
)

肖
此
競
争
は
自
然
な
り
。
又
必
要
な
り
O
此
競
争
的
喧
不
な
き
時
は

S
」
人
的
に
X
H
平
間
に
十
∵
J
-
-
^
-
J
r
v
V
-
v
.
"
-
-
-
＼
誓
∴
」
過
さ

ず
。

回
推
移
は
順
次
に
し
て
急
劇
な
ら
ざ
る
を
便
宜
と
す
。
(
反
動
は
表
面
上
急

劇
に
し
て
実
は
順
次
な
る
も
の
な
り
。
)

い
蛇
i
T
-
O
M
別
学
"
4
-
T
.
'
"
号
恒
'

-
-
蝣
I
^
蝣
-
'
-
'
-
r
¥
間
に
勺
里
:
:
～
)
り
し

(
対
照
以
外
に
之
と
同
等
な
る
又
は
同
等
以
上
の
刺
激
あ
る
と
き
は
此
限

り
に
あ
ら
ず
.
)
」
(
同
上
討
、
二
二
四
1
ペ
)

前
柑
引
川
部
分
(
C
)
は
、
淋
石
の
叙
述
で
い
え
ば
'
右
の
要
約
餌
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
意
識
の
推
移
の
真
相
を
深
く
掘
り
起
こ
そ
う
と
し
た
と

い
う
の
で
は
な
い
.
し
か
し
、
垣
内
松
三
先
生
は
へ
こ
の
1
節
の
役
割
を
重
-

見
定
め
よ
う
と
さ
れ
た
。
そ
こ
に
、
垣
内
式
の
断
章
取
議
の
1
両
が
う
か
が
わ

れ
る
。

お
し
ま
い
に
、
D
に
つ
い
て
み
る
と
'
こ
れ
は
「
文
学
論
」
第
五
編
「
集
合

マ
マ

的
F
」
の
う
ち
、
節
一
昔
「
1
代
に
於
る
三
種
の
集
合
的
F
」
か
ら
採
ら
れ
て

い
る
。
「
隼
H
的
声
i
*
>
'
^
a
ほ
'
H
的
i
-
y
-
v
v
龍
寸
的
、

伺
天
才
的
意
識
の
三
種
に
わ
け
て
い
る
。
D
は
、
そ
の
日
天
才
的
志
識
を
論

じ
た
部
分
か
ら
'
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

淑
石
は
ま
ず
、
「
天
才
的
意
識
」
に
つ
い
て
、

:
・
}

「
1
墾
こ
の
意
識
を
名
け
て
天
才
的
F
と
云
ふ
。
も
し
実
質
に
就
て
天
才
の

F
と
能
才
の
F
を
区
別
せ
よ
と
命
ぜ
ら
れ
た
る
時
、
何
人
も
之
を
明
瞭
に
定
め

得
る
も
の
な
か
る
べ
し
。
只
余
は
以
下
の
形
質
を
帯
ぶ
る
も
の
を
1
托
し
て
之

に
名
づ
く
る
に
天
才
的
F
の
称
を
以
て
し
た
る
の
み
。
(
読
者
能
才
と
天
才
の

用
語
に
拘
泥
し
て
無
用
の
葛
藤
を
胸
裏
に
措
-
な
く
ん
ば
可
な
り
。
)

能
才
的
F
の
社
会
に
枕
辺
せ
ら
れ
て
成
功
の
桂
冠
に
共
誠
を
飾
る
に
反
し
て

天
才
的
F
は
声
誉
を
俗
流
に
控
に
す
る
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
時
と
し
て
は

1
代
の
好
尚
と
相
反
馳
し
て
'
互
に
容
る
～
叩
能
は
ざ
る
の
不
幸
に
会
す
.
大

声
は
僅
耳
に
入
ら
ず
と
云
ひ
、
豚
児
に
真
珠
を
拙
つ
と
云
ひ
'
馬
耳
に
党
風
と

云
ふ
。
懲
天
才
的
F
の
庸
衆
と
抱
か
に
共
控
を
只
に
せ
る
を
示
せ
る
も
の
な

り
。
吾
人
は
再
び
焦
点
意
識
の
波
動
説
に
帰
っ
て
、
此
種
の
F
の
他
と
班
馳
せ

ざ
る
所
以
を
究
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

模
擬
的
意
識
の
F
に
留
ま
っ
て
腿
尺
の
先
を
闇
黒
に
控
へ
た
る
時
に
当
っ

て
、
能
才
の
興
炎
に
は
t
 
F
の
将
に
推
移
す
べ
き
次
期
の
F
を
匪
胎
し
っ
1
あ

る
は
前
節
に
述
べ
た
る
が
如
し
。
今
能
才
が
F
を
予
想
し
っ
1
あ
る
に
当
っ

て
、
既
に
F
を
焦
点
に
意
識
す
る
も
の
あ
り
と
せ
ば
此
人
は
能
才
よ
り
も
1
歩

の
早
さ
に
時
勢
を
党
知
す
る
も
の
な
り
.
菅
に
F
を
意
識
す
る
の
み
な
ら
ず
へ

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

次
期
の
F
を
予
想
し
、
予
想
す
る
の
み
な
ら
ず
之
を
意
識
し
'
更
に
進
ん
で
F

<

M

　

　

　

　

　

　

　

-

r

e

に
及
び
、
I
F
に
安
ん
ぜ
ず
し
て
F
に
至
り
、
遂
に
F
に
行
き
得
る
も
の
あ

り
と
せ
ば
'
此
人
は
多
数
の
民
衆
が
F
に
固
定
せ
る
問
に
'
少
数
の
能
才
が
F

n

を
予
想
し
っ
ゝ
あ
る
間
に
'
既
に
投
多
の
波
動
を
乗
り
超
え
て
F
に
馳
け
抜
け

n

た
る
も
の
な
り
。
F
は
F
の
早
晩
達
す
べ
き
駅
路
な
る
は
云
ふ
を
持
た
す
と
難

ど
も
'
現
在
の
F
を
存
す
る
多
数
よ
り
判
断
す
れ
ば
.
g
'
間
隔
の
余
り
に
泣
き
か

n

為
め
に
'
其
現
在
意
識
の
周
囲
を
四
顧
し
て
F
の
影
を
認
む
る
事
寵
は
ざ
る
を

以
て
'
之
を
評
価
す
る
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
且
つ
之
を
排
斥
せ
ん
と
す
O

同
類
は
相
発
っ
て
得
意
な
り
。
同
類
中
に
あ
っ
て
尤
も
縁
故
の
遠
き
も
が
よ
り

疎
外
し
駆
逐
せ
ん
と
の
賦
性
を
訂
す
れ
ば
な
り
。
天
才
的
F
の
失
火
と
圧
迫
と

を
事
実
と
し
て
、
之
を
焦
点
意
識
の
理
論
に
よ
り
て
解
せ
ん
と
す
る
時
、
此
説

-　5　-



明
を
以
て
説
明
の
一
方
法
と
す
る
も
可
な
る
に
似
た
り
。
此
説
明
に
よ
っ
て
吾

人
の
得
た
る
凡
人
と
天
才
と
の
兼
遠
は
下
の
如
し
.
-
　
凡
人
と
天
才
と
は
F

O
o

を
意
識
す
る
の
遅
速
に
よ
っ
て
決
す
.
-
　
凡
人
と
天
才
と
の
距
離
は
、
F
と

n
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
.
　
　
　
　
　
n

F
と
の
間
隔
な
り
。
F
は
自
然
の
流
に
沿
ふ
て
白
か
ら
F
に
至
る
べ
き
傾
向
を

有
す
る
が
故
に
、
其
質
に
於
て
両
者
の
薫
.
u
a
を
定
む
る
事
能
は
ず
。
此
故
に
凡

人
と
天
才
と
の
差
違
は
其
意
識
す
る
内
容
の
磐
に
あ
ら
ず
し
て
其
先
後
な
り
。

但
し
先
後
は
質
に
関
係
な
き
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
へ
も
し
厳
密
な
る
言
語
を
以

o

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

マ

▼

て
之
を
正
せ
ば
、
波
動
を
生
ず
る
時
の
形
郷
.
=
よ
り
起
る
'
(
而
し
て
他
の
源
関

よ
り
起
る
に
あ
ら
ざ
る
)
意
識
の
内
容
の
差
違
な
り
O
例
へ
ば
1
人
の
幼
時
と

壮
時
と
の
薫
.
・
B
の
如
し
。
一
人
に
裁
て
云
ふ
が
故
に
両
者
は
間
物
な
り
、
然
れ

ど
も
一
定
の
時
を
経
過
せ
ざ
れ
ば
幼
年
は
壮
年
に
達
す
る
事
能
は
ざ
る
が
故

L
J

に
'
両
者
は
'
時
の
支
配
を
受
-
る
点
よ
り
見
て
'
異
物
な
り
。
而
し
て
少
年

に
示
す
に
、
其
少
年
が
二
十
年
の
後
必
ず
到
軍
す
べ
き
体
躯
容
姿
の
写
責
を
以

て
す
る
も
'
共
距
班
の
あ
ま
り
に
遠
吉
が
故
に
'
自
己
を
見
て
、
自
己
を
認
讃

せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
却
っ
て
之
を
憎
ま
ん
と
す
る
が
'
凡
人
の
天
才
に
対
す

る
態
度
な
り
O
　
(
此
解
釈
よ
り
見
た
る
)

吾
人
は
此
解
釈
を
以
て
不
当
な
り
と
信
ぜ
ず
。
然
れ
ど
も
之
を
以
て
唯
一
の

解
釈
な
り
と
主
.
S
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。
凡
人
と
天
才
の
差
は
焦
点
意
識
の
原

理
よ
り
論
じ
て
、
猶
二
様
の
解
釈
を
解
る
ゝ
の
余
地
あ
る
が
如
し
。
前
節
の
解

釈
を
以
て
す
る
と
き
は
、
天
才
の
意
識
波
動
は
'
l
投
の
推
移
と
只
其
s
t
a
g
e

を
只
に
す
る
の
み
に
し
て
、
推
移
の
過
程
と
朋
序
に
至
っ
て
は
竃
も
矛
盾
せ
ざ

る
の
み
か
'
よ
く
合
致
し
て
戻
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
然
れ
ど
も
吾
人
は
此
解
釈

を
許
す
と
共
に
'
又
か
く
想
伶
す
る
の
白
山
な
る
を
信
ず
。
」
　
(
同
上
翼
三

二
五
-
三
二
七
ペ
)

と
華
へ
、
さ
ら
に
'
天
才
的
F
の
主
脳
と
し
て
の
瀕
の
問
題
に
言
及
し
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
い
天
才
の
意
識
焦
点
中
に
は
他
人
に
見
出
し
能
は
ざ
る
一
個
の
核
と
な
づ

く
べ
き
も
の
あ
り
て
、
此
焦
点
た
る
F
の
主
脳
と
な
る
。
此
主
脳
の
如
何
に
し

て
発
現
し
又
如
何
に
し
て
現
在
の
状
態
に
あ
る
か
は
吾
人
の
論
ず
る
所
に
あ
ら

0

ず
。
只
吾
人
の
云
ほ
ん
と
欲
す
る
所
は
此
核
の
存
在
な
り
。
核
の
存
在
を
仮
定

し
た
る
後
'
吾
人
は
和
び
云
ふ
。
天
才
の
F
も
常
人
の
如
く
推
移
し
て
不
断
の

波
動
を
枯
成
す
。
只
此
波
動
の
起
伏
を
一
曲
折
の
短
か
き
に
切
断
し
て
、
其
焦

点
を
検
す
る
と
き
吾
人
は
i
=
E
に
特
殊
の
現
象
に
際
会
す
。
特
殊
の
現
象
と
は
、

0　0　0

い
づ
れ
の
焦
点
中
に
も
此
核
の
織
素
と
し
て
其
地
位
を
保
持
す
る
を
云
ふ
な

/

　

〃

り
。
此
に
於
て
F
の
F
に
移
り
、
F
の
F
に
変
ず
る
の
点
に
於
て
常
人
と
異
な

る
所
な
き
焦
点
は
'
只
1
個
の
核
の
存
在
の
為
め
に
へ
い
づ
れ
の
催
仙
点
に
於
て

も
常
人
と
異
な
る
の
奇
観
を
呈
す
る
に
至
る
。
而
し
て
此
核
は
数
学
に
所
謂
恒

数
(
c
o
n
s
t
a
n
t
)
　
に
し
て
、
共
爪
J
-
t
と
質
に
於
て
、
終
始
〓
目
し
て
数
多
の
焦

点
を
影
響
し
去
る
を
以
て
'
他
と
同
じ
か
る
べ
き
焦
点
は
、
此
1
核
の
為
め
に

随
時
随
処
に
他
と
同
じ
か
ら
ざ
る
の
結
果
を
生
ず
る
の
み
な
ら
ず
へ
雑
駁
に
し

て
収
束
な
き
F
の
変
化
に
一
種
の
統
1
を
与
ふ
o

前
項
に
述
べ
た
る
天
才
の
'
千
理
の
退
き
を
視
、
千
里
の
外
を
聡
-
が
為
に

凡
人
と
異
な
る
に
反
し
て
、
此
和
の
解
釈
に
従
へ
ば
、
天
才
は
い
づ
れ
の
場

令
、
い
づ
れ
の
時
に
も
会
釈
退
位
な
く
し
て
、
此
自
己
に
特
有
な
る
核
を
以
て

兄
へ
核
を
以
て
間
-
が
為
め
に
凡
人
と
巽
な
る
に
至
る
。
而
し
て
此
核
は
恒
数

な
る
を
以
て
造
次
顕
流
の
際
に
も
彼
の
熊
詔
を
摂
る
ゝ
能
は
ざ
る
が
故
に
へ
常

兄
と
反
し
'
常
識
と
戻
る
場
合
に
も
、
其
反
戻
を
顧
慮
す
る
の
達
な
き
う
ち

に
、
核
の
影
響
は
既
に
一
般
F
を
変
化
し
て
自
家
特
有
の
F
を
生
ず
O
し
か
も

是
を
以
て
普
通
に
共
通
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
F
と
思
惟
す
る
事
往
々
な
り
.

是
に
於
て
か
彼
等
は
時
に
流
俗
の
恋
を
招
き
又
其
咽
笑
を
p
。
只
ふ
o
或
は
其
特
色

-　6　-



の
i
粗
の
神
経
病
者
と
似
た
る
を
以
て
'
毘
彼
此
混
同
の
厄
に
逢
ふ
d
古
よ
り
杵

大
な
る
系
統
は
常
に
零
畔
の
事
尖
を
あ
つ
め
て
成
る
。
常
人
の
意
識
は
煩
班
な

る
現
象
の
紙
紛
と
し
て
去
来
す
る
に
任
せ
て
'
朝
三
第
四
の

活
計
に
耳
目
の
生

司
1
両
周
刈
り
山
打
.
 
>
I
-
ア
'
:
-
:
 
'
」
.
y
'
∵
　
　
上
し
-
.
'
.
,
-
-
]
-
¥
J
-
>
 
:
y
 
~
I
L
'
,
吉
E
Y

t
o
u
S
i
'
-
?
」
T
J
日
々
に
:
.
,
!
∴
輔
　
　
　
　
小
三
∴
)
-
-
蝣
'
-
*
蝣
t
二
J
t

刊、千　∴- '-J-̂
'l

是
其
核
の
親
に
存
す
る
が
故
な
り
、
弓
児
は
供
を
得
て
銭
を
釣
ら
ん
と
欲
す
。

是
其
核
の
銭
に
在
れ
ば
な
り
。
F
a
l
s
t
a
f
f
は
滑
稽
の
核
を
有
し
て
天
地
を
横
断

す
る
も
の
な
り
　
D
o
n
 
Q
u
i
x
o
t
e
は
騎
士
の
核
を
存
し
て
1
生
を
頼
E
E
す
る

も
の
な
り
　
D
a
r
w
i
n
は
進
化
の
核
を
有
し
て
烏
数
を
見
'
滋
子
を
見
、
か
ね
て

天
子
を
見
る
も
の
な
り
0
熊
村
は
俳
句
の
核
を
有
し
て
'
月
日
を
見
、
星
辰
を

に
任
せ
て
雑
然
と

た
　
　
り
蝣
t
-
f
.
辻
に
1
4
¥
'
'
"
-
 
'
'
読
.
I

見
、
蚊
純
を
兄
へ
又
王
杖
を
見
る
も
の
な
り
O
披
等
は
意
詔
毎
に
此
核
を
以
て

罵
行
人
を
写
す
と
災
な
る
な
し

只
此
l
個
の
核
を
邦
定
し
て
金
蛤
際
に
動
か

討
川
'
.
-
V
・
*
,
'
蝣
止
'

-
蝣
/
r
'
,
'

_
_
-
.
¥
'
.
-
1
j
L
t
比
に
に
旺
〓
L
t
・
午
の
]
.
=
∵
i
・
T
王

・
v
j
'
J
O
:
i
_
山
i
・
]
一
　
つ
め

て
'
あ
る
ひ
は
-
元
の
会
を
な
し
へ

あ
る
ひ
は
二
元
の
会

を
な
し
、
あ
る
ひ
川
万
　
　
　
　
人
　
二
㍍
,
L
t
 
Y
l
"
'
L
 
"
v
圭
小
.
.
-
;
i
V
∴
f
p
-
、

或
は
楽
天
の
会
を
な
し
へ
或

は
悲ユ
i
-
:
;
蝣
<
'
.
*
-
j

な
す
o
此
会
を
な
し
て
天
地
を
H

割
引
J
l
L
へ
⊥
i
'
-
'
r
i
:
汁
,
(

1
-
<
蝣
蝣
蝣
>
'
f
r
s
に
t
r
.
<
u
s
t
r

r
v
;
-
-
-
-
へ
し
]
川
奈
、
、
・
＼
-

て
、
し
か

迫
然
と
し
て
常
人
と
趣
を
只
に
す
。
角
を
以
て

核
と
な
す
も
の
あ
り
。
桝
を
以
て
角
と
な
し
、
現
を
以
て
角
と
な
す
の
み
な
ら

ず
へ
先
を
以
て
角
と
な
し
、
月
を
以
て
角
と
な
し
、
目
を
以
て
角
と
な
さ
ず
ん

ば
己
ま
ず
。
彼
等
の
解
釈
は
悉
-
角
な
る
核
に
支
配
せ
ら
る
ゝ
が
故
な
り
。
彼

等
は
事
毎
に
角
よ
り
出
立
す
れ
ば
な
り
。
彼
等
は
円
を
以
て
角
の
変
体
と
な
す

が
故
な
り
。
三
角
を
以
て
E
I
角
の
1
辺
を
火
へ
る
も
の
と
糾
ず
れ
ば
な
り
。
責

形
を
以
て
角
度
の
狂
へ
る
杓
と
思
惟
す
る
が
放
な
り
。
か
-
の
如
く
に
し
て
天

下
は
悉
く
角
よ
り
成
立
せ
ざ
る
も
の
な
し
。
三
を
以
て
核
と
な
す
も
の
あ
り
。

彼
等
の
云
ふ
所
を
聞
け
ば
天
地
は
人
と
合
し
て
三
体
を
な
す
。
現
在
は
過
去
、

未
来
を
併
せ
て
三
世
を
な
す
。
日
は
夜
を
扮
L
t
歳
は
冬
を
放
し
'
時
は
雨
を

蝕
し
て
三
於
と
な
す
O
単
に
是
の
み
な
ら
ず
へ
　
1
は
三
よ
り
二
を
減
じ
た
る
も

の
な
り
、
四
は
三
に
l
を
加
へ
た
る
も
の
な
り
。
か
-
の
如
く
に
し
て
宇
田
は

三
を
以
て
成
立
せ
ざ
る
も
の
な
し
0
孝
子
は
飴
を
見
て
親
を
英
は
ん
と
欲
す
、

司
q
刊
O
此
故
に
煎
識
は
1
波
に
起
り
1
波
に
拭
し
て
、
し
か
も
其
内
容
は

凡
人
と
災
な
る
な
き
に
も
関
は
ら
ず
、
常
に
此
核
の
形
軍
を
受
け
て
1
種
の
特

色
を
生
ず
.
此
特
色
あ
る
が
為
め
に
、
常
人
の
戚
砧
を
感
ず
る
所
に
於
て
啄
笑

を
感
じ
、
常
人
の
尊
敬
を
払
ふ
所
に
於
て
侮
蔑
を
払
ひ
、
常
人
の
不
可
思
議
と

す
る
所
に
於
て
可
思
議
と
断
ず
.
此
故
に
天
才
に
坦
俗
と
相
容
れ
ざ
る
の
意
識

あ
る
は
此
核
の
存
在
に
起
囚
す
と
仮
定
す
る
も
不
可
な
き
が
如
し
.
」
　
(
同
上

霞
へ
　
三
二
七
-
三
二
九
ペ
'
仕
組
は
引
川
者
.
)

「
国
語
の
力
」
に
引
用
さ
れ
た
D
(
天
才
的
F
に
つ
い
て
論
及
し
た
も
の
)

は
、
実
は
徹
石
の
述
べ
た
ご
く
1
部
分
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
と
く
に

「
彼
等
は
悲
識
毎
に
此
核
を
以
て
主
脳
と
す
o
」
と
あ
る
本
文
の
前
に
は
'

「
文
学
論
」
の
原
文
で
は
、
か
な
り
に
な
い
説
明
が
打
入
し
て
あ
る
が
、
そ
れ

ら
は
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

垣
内
松
三
先
生
は
、
右
の
引
川
D
を
受
け
て
、
「
　
-
　
と
諭
せ
ら
れ
る
と
こ

ろ
を
見
る
と
、
意
識
焦
点
の
作
用
を
明
か
に
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思

う
。
」
(
有
閑
蛍
版
「
同
語
の
力
」
、
一
〇
九
ペ
)
と
述
べ
ら
れ
た
.
沢
石
は
、

も
ち
ろ
ん
天
才
に
お
け
る
意
識
作
用
の
1
つ
の
見
方
と
し
て
'
「
核
」
の
論
を

展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
垣
内
先
生
は
'
「
意
識
焦
点
の
作
用
の
究
明
・

会
得
に
汚
し
う
る
論
究
と
受
け
と
め
ら
れ
る
。

さ
て
、
垣
内
松
三
先
生
は
'
「
文
の
形
」
の
源
泉
と
し
て
の
「
意
識
の
蕉
点
」

-　7　-



を
考
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
モ
ウ
ル
ト
ン
の
論
の
ほ
か
'
夏
目
淋
石
の
意
識
焦

点
の
理
論
を
へ
　
そ
の
著
「
文
学
論
」
か
ら
、
<
・
f
f
l
・
O
・
Q
と
引
き
つ
つ
、

「
か
く
の
如
く
文
は
瞬
時
に
変
化
す
る
意
識
の
連
続
の
焦
点
を
文
字
に
耶
訳
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
'
『
文
の
形
』
は
そ
の
連
続
を
統
1
し
た
る
焦
点
の
中
核

よ
り
出
現
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
(
布
朋
党
版
「
国
語
の
力
」
、

T
〇
九
ペ
)
と
ま
と
め
ら
れ
た
。
・
淑
石
の
意
識
焦
点
の
論
を
、
的
確
に
要
約
し
、

そ
の
論
旨
を
正
し
く
踏
ま
え
て
'
論
陣
を
進
め
る
と
い
う
い
き
か
た
で
は
な

い
。
「
文
学
論
」
か
ら
の
引
用
<
・
f
f
l
・
O
・
Q
は
、
い
ず
れ
も
垣
内
好
み
の

只
休
例
も
し
く
は
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
と
も
み
ら
れ

る
O
引
用
に
際
し
て
の
'
垣
内
松
三
先
生
の
眼
光
の
鋭
さ
を
感
ず
る
と
と
も

に
へ
か
な
り
に
断
章
取
議
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
を
感
ず
る
。

つ
ぎ
に
'
「
国
語
の
力
」
に
は
、
「
文
学
論
」
か
ら
、
左
の
よ
う
に
引
か
れ

て
い
る
。

六
　
間
隔
論
　
動
詞
の
時
・
法
・
相
等
を
説
明
す
る
の
は
こ
れ
ま
で
の
文
法

の
分
担
す
る
と
こ
ろ
で
'
そ
の
怒
味
に
於
て
は
こ
の
叙
説
の
目
的
で
は
な
い
。

然
れ
ど
も
そ
れ
等
の
言
語
に
由
っ
て
現
わ
さ
れ
て
居
る
活
力
を
見
る
立
場
か
ら

い
え
ば
、
エ
ル
チ
ェ
式
研
究
法
の
文
法
的
解
釈
に
於
て
欠
け
て
居
る
と
こ
ろ
が

あ
る
0
そ
れ
に
関
し
て
夏
目
氏
の
間
隔
論
は
a
'
味
あ
る
考
え
で
あ
る
.
日
-
t

マ
t
・

A
例
へ
ば
格
闘
の
如
し
。
千
里
繭
て
～
、
編
紙
の
上
に
之
を
読
む
何
等
の

興
味
な
し
。
時
間
も
し
く
は
空
間
の
隔
り
を
払
っ
て
之
を
現
代
に
移
す
か
、

又
は
自
国
に
運
び
来
る
か
に
因
り
て
敗
分
の
活
気
を
添
ふ
O
即
時
即
席
之
を

観
る
に
及
ん
で
始
め
て
拍
案
の
概
あ
り
.
是
に
於
て
読
者
と
編
中
の
人
物
と

の
距
離
は
時
空
両
問
に
於
て
他
に
妨
げ
な
き
限
り
接
近
せ
し
心
る
を
幻
惑
を

生
ず
る
の
葦
径
と
す
o

B
時
間
に
於
て
距
離
を
短
絡
す
る
の
遠
と
し
て
作
家
の
慣
用
す
る
は
歴
史

的
現
在
な
り
。
C
-
歴
史
的
現
在
と
併
立
し
て
吾
人
の
注
意
を
要
求
す
べ

き
は
空
間
短
絡
法
に
し
て
'
而
も
彼
が
如
-
1
般
の
所
的
に
仰
せ
ざ
る
如
き

観
あ
る
は
、
歴
史
的
現
在
に
匹
敵
す
べ
き
方
便
の
此
方
面
に
発
見
せ
ら
れ
ざ

る
に
因
る
か
。
忠
ふ
に
普
通
の
作
物
に
在
っ
て
は
著
者
の
紹
介
を
待
っ
て
始

め
て
、
編
中
の
事
物
'
人
物
を
知
る
を
例
と
す
。
著
者
の
彼
と
呼
び
彼
女
と

称
す
る
も
の
は
必
ず
著
者
に
対
し
て
1
定
の
間
隔
を
保
つ
を
示
す
も
の
へ
而

し
て
共
著
者
と
吾
人
読
者
と
は
亦
1
定
の
間
隔
に
立
つ
が
故
に
、
吾
人
と
編

7
t
・

中
の
人
物
と
の
問
に
は
一
元
の
距
離
を
控
へ
た
る
は
明
な
り
、
-
 
D
是
に

由
っ
て
之
を
細
れ
ば
平
間
短
縮
法
の
1
方
は
、
中
間
に
介
在
す
る
著
者
の
影

を
隠
し
て
読
者
と
編
中
の
人
物
と
を
当
面
し
て
対
坐
せ
し
む
る
に
あ
り
。

E

形
式
に
現
は
る
1
編
中
人
物
の
位
地
を
変
更
す
る
と
は
へ
彼
と
呼
び

彼
女
と
称
し
て
冥
々
に
疎
外
視
す
る
も
の
を
変
じ
て
汝
と
な
し
へ
更
に
進
ん

で
余
と
改
む
る
に
過
ぎ
ず
。
-
 
F
彼
を
以
て
目
せ
ら
れ
た
る
人
物
の
,
呼

ぶ
人
よ
り
遠
き
は
言
語
の
約
束
上
然
る
な
り
。
此
故
に
彼
を
変
じ
て
汝
と
な

す
時
へ
現
場
に
存
在
せ
ざ
る
人
物
は
忽
然
と
し
て
眼
前
に
出
頭
し
来
る
。
然

れ
ど
も
呼
ぶ
に
汝
を
以
て
す
る
時
、
彼
是
の
間
に
猶
一
定
の
距
離
あ
る
を
免

れ
ず
。
只
汝
の
我
に
変
化
す
る
時
、
従
来
認
め
て
以
て
他
と
せ
る
も
の
は
俄

然
と
し
て
一
体
と
な
っ
て
、
些
の
析
薄
に
隔
て
ら
る
ゝ
事
な
し
。
此
故
に
彼

は
編
中
の
人
物
を
読
者
よ
り
尤
も
遠
き
に
置
く
も
の
な
り
。
汝
は
こ
れ
を
作

家
の
限
前
に
引
き
出
ゑ
る
の
点
に
於
て
h
'
距
離
を
締
め
得
た
る
も
の
な
り
。

殺
後
に
余
に
至
り
て
は
、
作
家
と
編
申
人
物
と
は
全
く
同
化
す
る
が
故
に
読

者
へ
の
距
離
は
尤
も
短
縮
せ
る
も
の
な
り
。
(
文
学
論
四
七
五
～
五
1
0
)

(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
カ
」
、
1
三
八
I
I
四
〇
ペ
、
A
I
F
は
'
引
用
者

-　8　-



に
お
い
て
使
先
こ
れ
を
付
し
た
O
)

ざ
る
は
事
実
な
り
と
す
.
例
へ
ば
格
闘
の
如
し
O
千
里
を
隔
て
、
百
年
を
隔
て

～
、
故
紙
上
に
之
を
読
む
何
等
の
m
ハ
味
な
し
0

時
間
も
し
く
は
空
間
の
隔
り
を

右
は
、
「
国
語
の
力
」
第
三
草
「
言
語
の
活
力
」
の
う
ち
へ
第
六
節
「
間
隔

論
」
の
大
半
で
あ
る
。
滑
石
の
「
間
隔
論
」
は
、
も
と
「
文
学
論
」
　
第
四
編

「
文
学
的
内
容
の
相
互
関
係
」
の
う
ち
、
邦
八
輩
に
お
い
て
論
述
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
前
掲
引
用
A
～
F
は
へ
　
そ
の
第
八
葦
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
t
 
A
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
段
抗
は
'
淑
石
の
「
間
隔
論
」
の
う

ち
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
(
前
略
)
是
に
於
て
か
不
完
全
な
が
ら
余
の
論
じ
得
べ
き
幻
惑
の
詔
法
は

マ
マ

略
ぼ
悉
/
、
せ
る
に
近
し
。
只
だ
T
事
の
之
に
附
加
し
て
云
ふ
べ
き
i
Q
り
0
間
隔

論
是
な
り
。
間
隔
論
は
其
黙
械
的
な
る
の
点
に
於
て
寧
ろ
形
式
の
方
面
に
属
す

る
と
班
ど
も
純
然
た
る
結
桃
上
の
議
論
に
あ
ら
ず
　
u
と
葦
へ
節
と
節
の
関
係

よ
り
起
る
効
果
を
考
畏
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
寧
ろ
篇
中
の
人
物
の
読
者
に
対

す
る
位
地
の
遠
近
を
論
ず
る
も
の
と
す
.
但
し
招
中
の
人
物
は
'
単
に
読
者
に

対
し
て
あ
る
位
地
を
保
た
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
'
又
籍
中
の
朝
件
及

び
他
の
人
物
に
対
し
て
あ
る
化
地
を
保
た
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
が
故
に
、
単
に
読

者
の
み
を
眼
中
に
置
い
て
、
之
を
適
当
の
位
地
に
立
た
し
む
る
と
き
は
、
た
と

ひ
読
者
の
歓
を
H
ふ
訴
此
点
に
於
て
些
耕
な
る
に
も
せ
よ
'
他
の
方
面
に
於
て

作
家
は
t
　
よ
り
大
な
る
犠
牲
を
放
て
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
る
。
従
っ
て
共
応

用
は
前
段
の
諸
法
の
如
く
堂
山
な
ら
ず
と
知
る
べ
し
.

取
材
の
幻
惑
は
材
そ
の
も
の
ゝ
質
に
山
つ
て
決
す
。
表
現
の
幻
惑
は
技
そ
の

も
の
1
巧
を
待
っ
て
定
ま
る
。
間
隔
の
幻
惑
は
距
離
其
も
の
～
遠
近
に
支
配
せ

ら
る
。
間
隔
の
幻
態
は
栗
に
あ
ら
ず
技
に
あ
ら
ず
単
に
什
地
に
あ
り
0
故
を
以

て
前
両
者
の
如
く
優
勢
な
る
能
は
ず
。
又
任
意
に
使
用
す
る
能
は
ざ
る
を
以
て

前
両
者
の
如
く
便
利
な
ら
ず
.
然
れ
ど
も
拙
論
上
述
に
其
功
力
を
所
定
し
磯
は

払

っ
て
之
を
現
代
に
移
す
か
、
又
は
日
間
に
逆
び
来
る
か
に
因
り
て
幾
分
の
活

-

T

っ

　

　

　

　

　

　

つ

~

つ

つ

、

~

-

つ

」

t

I

.

て
読
者
と
訂
中
の
人
物
と

の
距
離
は
時
空
雨
間
に
於
て
、
仙
に
妨
げ
な
き
限
り
、

接
近
せ
し
む
る
を
以
て
幻
葱
を
生
ず
る
の
長
径
と
す
O
」
　
(
夏
日
激
石
著
「
文

学
論
」
へ
昭
和
3
2
年
2
月
1
2
日
、
…
れ
披
詔
㍍
刊
、
新
書
判
仝
災
節
十
八
糞
二

九
九
～
三
〇
〇
ペ
、
傍
綾
は
引
用
者
。
)

こ
こ
で
へ
垣
内
松
三
先
生
は
、
間
隔
の
幻
態
に
つ
い
て
の
定
義
・
説
述
を
引

用
す
る
の
で
は
な
-
、
そ
れ
に
関
す
る
「
格
闘
」
の
例
に
よ
る
説
明
を
引
か
れ

た
の
で
あ
る
0
す
な
わ
ち
へ
垣
内
好
み
の
例
が
採
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
.

っ
ぎ
に
、
B
に
つ
い
て
み
る
と
'
「
文
学
論
」
に
は
J
別
掲
A
に
つ
づ
い
て
、

す
ぐ
つ
ぎ
の
段
落
に
、
「
時
間
に
於
て
距
離
を
丹
精
す
る
の
一
法
と
し
て
作
家

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
慣
用
す
る
は
歴
史
的
現
在
の
叙
述
な
り
。
」
と
あ
り
、
「
の
叙
述
」
が
省
か

れ
て
、
「
歴
史
的
現
在
な
り
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
に
つ
づ
く
、

「
文
学
論
」
の
搬
石
の
弁
明
　
-
　
「
何
人
の
創
設
に
成
る
を
審
か
に
せ
ず
と
難

ど
も
、
其
常
套
の
償
手
段
な
る
は
坊
間
行
は
る
1
所
の
修
辞
学
を
読
ん
で
知
る

べ
し
。
此
他
に
時
間
を
短
糾
し
柑
る
の
良
策
あ
る
や
否
や
は
未
だ
考
へ
ず
。
去

り
と
て
此
陳
督
な
る
技
巧
を
今
更
の
如
く
論
議
す
る
は
従
ら
に
紙
筆
に
災
す
る

の
挙
な
る
を
以
て
措
-
O
」
　
-
　
は
ヘ
ル
.
T
l
I
か
れ
て
い
る
.

こ
う
し
て
'
湖
石
は
'
「
空
間
短
縮
法
」
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
-
0

「
牌
出
撃
融
弱
い
璃
討
刃
叫
討
」
別
或
璃
剖
」
州
」
引
例
瑚
瑚
喝
捌
淵
闇

-　9　-

て
、
し
か
も
彼
が
如
-
t
艇
の
顧
的
に
佃
せ
ざ
る
如
き
勧
あ
る
は
'
歴
史
的

現
在
に
匹
敵
す
べ
き
梗
渡
の
此
方
蘭
に
発
見
せ
ら
れ
ざ
る
に
因
る
か
O
思
ふ
に
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.
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-

の
距
離
を
控
へ
た
る
は
明
か
な
り
。

撃
へ
ば
電
話
機
に
他
と
語
る
が
如
し
。
交

換
手
の
恥
旋
を
待
っ
て
始
め
て
彼
我
の
恋
を
通
ず
る
に
過
ぎ
ず
o
吾
人
の
耳
目

マ
マ

は
常
に
白
か
ら
聴
き
白
か
ら
見
て
其
耽
明
に
誇
ら
ん
と
す
る
も
の
、
著
者
の
指

摘
を
待
っ
て
始
め
て
紋
を
知
り
彼
女
を
知
る
は
'
わ
が
耳
目
の
政
明
を
布
は
れ

た
る
に
ひ
と
し
。
わ
が
耳
目
の
自
由
な
る
活
動
を
阻
擬
せ
ら
れ
て
、
わ
が
能
力

の
非
凡
な
る
に
誇
ら
ん
と
す
る
凡
て
の
機
会
を
矢
へ
る
も
の
と
か
し
こ
に
著

者
を
控
へ
、
其
著
者
の
か
な
た
に
又
篇
中
の
人
物
を
控
へ
て
遥
か
に
之
を
望
む

マ
マ

の
己
を
得
ざ
る
時
へ
著
者
の
彼
と
持
し
此
と
教
ふ
る
も
の
を
疎
外
す
る
は
勢
の

免
か
れ
難
き
所
な
り
O
D
m
司
州
盟
司
刀
司
欄
相
恩
詔
州
瑚
弼
盟
「
コ
H
甜
叫

∵

:

.

・

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

‥

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

対
坐
せ
し
む
る
に
あ
り
O

之
を
成
就
す
る
に
二
法
あ
り
。
読
者
を
著
者
の
傍
に

引
き
つ
け
て
、
両
者
を
同
立
脚
地
に
置
く
は
其
1
法
な
り
O
此
時
に
当
っ
て
読

者
の
日
は
著
者
の
目
と
合
し
'
共
耳
亦
若
者
の
耳
と
化
す
る
が
故
に
、
か
れ
の

存
在
は
竃
も
わ
が
檎
明
を
妨
ぐ
る
に
足
ら
ず
し
て
'
二
重
の
間
隔
は
短
指
し
て

其
半
ば
を
減
ず
る
に
至
る
。
或
は
読
薪
を
著
者
の
傍
ら
に
引
く
に
代
ふ
る
に
'

著
者
白
か
ら
動
い
て
詣
中
の
人
物
と
租
化
し
、
竃
も
其
介
在
し
て
独
存
す
る
の

疫
逆
を
留
め
ざ
る
が
如
き
手
段
を
用
ふ
o
此
時
に
当
っ
て
t
L
'
著
者
は
帯
中
の
主

人
公
た
り
、
若
し
-
は
副
主
人
公
な
り
、
も
し
-
は
帯
中
の
空
気
を
呼
吸
し
て

生
息
す
る
1
員
た
り
.
従
っ
て
読
者
は
撃
二
者
な
る
作
家
の
楕
拝
干
渉
を
受
け

ず
し
て
、
作
物
と
正
接
に
感
触
す
る
の
便
宜
を
布
す
。
」
　
(
同
上
'
新
E
:
判
全

集
節
十
八
巻
へ
三
〇
〇
～
三
〇
1
ペ
、
傍
線
は
引
用
者
.
)

右
の
よ
う
に
、
「
国
語
の
力
」
に
引
か
れ
た
C
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
読
者
と

篇
中
の
人
物
と
の
問
に
二
流
の
距
離
を
控
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
'
電
話
機

を
例
に
と
っ
て
説
明
し
て
い
る
部
分
は
、
省
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
省
略
部
分
に
す
ぐ
つ
づ
い
て
t
 
D
が
引
か
れ
、
そ
れ
に
接
続
し
て
い

る
、
二
つ
の
方
法
を
説
く
部
分
も
ま
た
'
省
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的

に
し
て
い
く
た
め
の
'
例
・
説
明
は
'
垣
内
松
三
先
生
が
む
し
ろ
好
ん
で
引
用

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
t
 
E
・
F
に
つ
い
て
み
る
と
'
こ
れ
ら
は
'
滑
石
の
「
間
隔
論
」
の

う
ち
'
左
の
よ
う
な
部
分
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。

「
形
式
的
間
隔
論
を
な
さ
ん
が
為
め
に
挙
げ
た
る
二
方
法
は
是
に
於
て
か
逆

行
し
て
作
家
の
態
度
と
な
り
、
心
的
状
況
と
な
り
、
主
義
と
な
り
へ
人
生
槻
と

な
り
、
発
し
て
小
説
の
二
大
区
別
と
な
る
。
深
く
此
裏
の
消
息
に
通
じ
て
'
・
題

相
応
の
哲
理
的
論
弁
を
な
さ
ん
と
せ
ば
幾
多
の
材
料
と
思
索
と
解
剖
投
合
の
過

t-̂

程
に
待
た
ざ
る
を
得
ず
O
余
が
現
在
の
知
識
と
見
解
と
は
此
点
に
向
つ
て
1
箸

を
だ
に
下
し
能
は
ず
.
隼
わ
に
此
大
問
題
を
提
供
し
て
研
究
の
余
地
を
竹
年
の

学
徒
に
向
つ
て
指
示
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
は
退
憾
な
り
。

哲
刑
的
間
隔
論
は
余
の
能
く
す
る
所
に
あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
再
び
前
述
の
二

方
法
に
帰
っ
て
形
式
の
方
面
よ
り
此
方
法
の
如
何
な
る
様
姿
を
以
て
作
物
の
上

に
現
は
る
～
か
を
検
せ
ん
と
欲
す
O
案
ず
る
に
節
一
法
は
読
者
と
作
家
(
欝
中

の
人
物
と
独
立
せ
る
)
と
の
間
隔
を
打
破
す
る
に
あ
る
を
以
て
、
形
式
の
上
よ

り
見
て
、
之
に
叶
へ
る
も
の
を
発
見
す
る
事
難
し
と
す
.
然
れ
ど
も
第
二
接
に

至
っ
て
は
篇
中
人
物
の
位
地
に
聞
通
し
来
る
が
故
に
へ
此
等
の
位
地
を
変
更
し

て
'
作
家
と
の
間
隔
を
短
絡
す
る
を
得
べ
く
'
短
粕
の
結
果
と
し
て
零
の
答
を

得
る
時
へ
作
家
は
変
じ
て
口
中
の
人
物
と
化
す
る
が
故
に
読
者
と
t
舶
中
人
物
と

は
作
家
を
観
れ
て
対
坐
す
る
に
至
る
べ
き
な
り
。
要
す
る
に
交
渉
す
る
所
は
読

10



者
,
作
家
、
篇
中
人
物
の
三
織
素
に
し
て
'
形
式
に
あ
ら
は
る
1
は
'
此
三
縄

素
の
う
ち
、
篇
中
の
人
物
の
み
な
る
が
故
に
へ
も
し
動
か
し
得
る
老
あ
り
と
す

れ
ば
、
之
を
措
い
て
他
に
何
等
の
動
く
べ
き
も
の
～
あ
る
べ
き
理
由
な
け
れ
ば

ハ
~
*
l
'
"
"
一
r
J

O

L
つ
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
っ
」
っ
バ
1
-
-
日
I
-
'
・
'
'
.
.
'
.
'
.
サ
"
.
_
・
-

と
称
し
て

冥
々
に
疎
外
視
す
る
も
の
を
変
じ
て

汝
い
憲
リ
1
瑚
噴
淵
憲
司
余

と
改
む
る
に
過
ぎ
ず
。

従
っ
て
頗
る
器
械
的
な
り
.
然
れ
ど
も
単
に
此
称
呼
を

更
ふ
る
丈
に
て
間
隔
の
紹
小
す
る
は
何
人
も
否
定
し
能
は
ざ
る
の
事
実
な
り
と

す
o
彼
と
は
呼
ば
れ
た
る
人
物
の
現
現
に
存
在
せ
ざ
る
票
す
の
語
な
。
。
F
排

0

当
川
司
引
山
川
引
H
月
例
醐
勺
~
刊
刊
月
叫
割
増
剖
瑚
剖
割
「
和
利
月
瑚
到
m
朋

引
当
此
坤
に
牧
村
変
じ
で
汝
と
な
す
と
き
'
現
場
に
存

せ
ざ
る
人
物
は
忽
然

と
し
て
眼
前
に
山
如
し
来
る
o
然
れ

0

に
対
す
る
の
語
な
り
0

ぶ
に
汝
を
以
て
す
る
と
き
彼
是
の

に
:
>
.
I
 
v
^
c
-
汀
　
山
　
ハ
ュ
'
-
:
・
~
-
J
-
.
出
す
'

に
比
す
れ
ば
親
密
の
度
を
加
ふ
る
事
一
級
な
る
も
遂
に
個
々
対
立
の
姿
を
維
持

す
る
に
過
ぎ
ず
。
只
汝
の
我
に
変
化
す
る
と
き
へ
従
来
認
め
て
以
て
仙
と
せ
る

劃
期
限
酪
訂
し
て
、
一
体
と
な
っ
て
些
の
離
吾
に
隔
て
ら
る
ゝ
郡
な
し
.
此

の
人
物
を
読
者
よ
り
尤
も
速
さ
に
置
く
も
の
な
り
0
汝
は
之
を

作
家
の
眼
前
に
引
き
撹
ゑ
る
の
点
に
於
て
共
距
離
を
縮
め
村
た
る
も
の
な
り
.

^

^

^

　

_

　

0

-

-

,

-

最
後
に
余
に
至

っ
て
作
家
と
篇
中
人
物
と
は
4
-
同
化
す
る
が
故
に
読
者
へ
の

距
離
は
尤
も
短
縮
せ
る
も
の
な
り
。

0
　
　
　
　
　
　
0

彼
を
変
じ
て
汝
と
な
す
の
法
は
所
謂
=
=
翰
文
体
(
E
p
i
s
t
o
l
a
r
y
 
f
o
r
m
)

の
小
説
に
よ
っ
て
文
界
に
出
現
せ
る
が
如
し
.
苔
鉛
を
以
て
こ
朋
の
小
説
を
構

0

成
す
る
と
き
篇
中
の
人
物
は
彼
是
を
呼
ぶ
に
汝
を
以
て
す
る
が
故
に
へ
読
者
は

o

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

'

蝣

>

汝
と
呼
ぶ
人
を
通
じ
て
へ
汝
と
呼
ば
れ
た
る
人
と
対
坐
す
る
串
を
得
。
然
れ
ど

も
苔
翰
文
体
は
此
点
に
於
て
利
益
あ
る
に
も
間
は
ら
ず
他
に
大
な
る
不
便
を
甘

さ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
を
以
て
R
i
c
h
a
r
d
s
o
n
以
後
此
法
を
踏
襲
せ
る
も
の
少
な

し
。
も
し
夫
れ
此
不
便
な
く
し
て
此
形
式
を
常
用
し
得
る
も
の
は
脚
本
の
み
。

脚
本
は
首
椙
を
通
じ
て
問
答
よ
り
成
る
が
故
に
篇
中
の
人
物
は
相
互
を
呼
ぶ
に

0汝
を
以
て
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
し
て
'
此
点
よ
り
来
る
利
益
を
十
二
分
に
収
め
得

る
も
の
と
す
o
成
人
告
げ
て
甘
-
小
説
の
貢
を
樹
へ
し
て
会
話
あ
る
は
読
み
'

会
話
な
き
は
読
ま
ず
と
0
あ
る
人
の
言
は
1
般
読
苔
子
の
哨
好
を
あ
ら
は
す
も

の
と
云
ふ
て
不
可
な
き
が
如
し
O
即
ち
此
間
悶
短
紹
法
の
如
何
に
人
を
動
か
す

0

に
効
力
あ
る
か
を
見
る
べ
し
。
但
し
篇
中
の
人
物
が
相
互
に
汝
と
呼
ぶ
は
、
作

0

家
が
帯
中
の
人
物
を
呼
ぶ
に
汝
を
以
て
す
る
と
災
な
り
O
作
家
が
汝
と
呼
ぶ
と

0

き
は
読
者
作
家
の
傍
ら
に
立
ち
て
汝
を
見
る
に
過
ぎ
ず
と
雑
ど
も
へ
此
作
家
は

0

篇
中
の
人
物
を
汝
と
云
ひ
得
る
が
故
に
、
眼
前
の
人
物
と
共
に
同
室
気
に
生
息

す
る
は
明
な
り
と
す
O
並
に
至
っ
て
作
家
は
遂
に
帯
中
人
物
の
1
員
た
ら
ざ
る

o

を
得
ざ
る
が
故
に
へ
幻
惑
の
程
度
よ
り
云
へ
ば
帯
中
の
人
物
が
相
互
に
汝
と
呼

ぶ
場
合
と
異
な
る
な
し
。

0

若
し
夫
れ
作
家
に
し
て
終
始
1
貫
し
て
口
中
人
物
を
呼
ぶ
に
汝
を
以
て
す
る

°

事
を
得
る
と
せ
ば
、
作
家
が
変
じ
て
余
と
な
っ
て
帯
中
に
あ
ら
は
る
1
の
場
合

な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
余
の
先
圭
に
挙
げ
た
る
作
家
と
作
表
の
一
人
と
が
同
化
.

せ
る
場
合
即
ち
。
疋
な
り
.
作
家
も
し
此
法
を
用
ゐ
る
と
き
は
吾
人
と
作
家
(
那

0

ち
余
と
称
す
る
も
の
)
と
は
直
接
に
相
対
す
る
が
故
に
事
々
切
実
に
し
て
窓
紗

を
隔
て
～
庭
和
を
望
む
の
追
憶
な
き
を
得
る
に
近
し
。
も
し
文
学
史
に
於
て
此

種
の
作
例
を
求
む
れ
ば
北
淡
枚
挙
に
追
あ
ら
ず
O
時
人
R
'
陳
腐
に
し
て
却
っ
て

川
-
'
-
v
-
-
'
星
は
・
八
と
J
r
.
T
>
"
*
'
S
-
;
>
/
L
　
　
に
巧
　
写
北
沖
蝣
'
;
-
*
t
ア
リ
の
は
悪
く
此

法
を
用
ゐ
て
文
を
や
る
に
似
た
り
。
其
主
張
の
如
き
は
敢
て
聴
く
を
得
ざ
る
を

以
て
論
議
す
べ
か
ら
ざ
る
に
似
た
り
と
班
ど
も
、
余
を
以
て
之
を
見
る
に
彼
等

a
:

は
し
か
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
却
因
あ
る
に
似
た
り
。
被
等
の
猫
写
す
る
所
は
茄

‥　H　-



と
し
て
柁
ま
ら
ざ
る
も
の
多
し
。
即
ち
拾
中
の
人
物
が
1
定
の
曲
線
を
ゑ
が
い

て
一
定
の
落
所
を
示
す
汀
f
少
な
く
共
多
-
は
散
滋
に
し
て
収
束
な
き
雑
然
た

る
光
景
な
る
を
以
て
興
味
の
中
心
た
る
は
観
察
者
即
ち
主
人
公
な
ら
ざ
る
べ
か

ら
ず
o
他
の
小
説
に
あ
っ
て
は
槻
察
を
う
-
る
事
物
人
物
が
発
は
し
収
税
し
得

る
が
故
に
読
者
は
之
を
以
て
m
ハ
味
の
巾
枢
と
す
る
を
悶
べ
き
も
、
写
生
文
に
あ

っ
て
は
描
写
せ
ら
る
ゝ
も
の
に
満
足
な
る
m
ハ
味
の
段
落
な
き
が
故
に
も
し
中
心

0

と
も
目
し
得
べ
き
説
話
者
(
即
ち
余
)
を
矢
へ
ば
一
帯
の
光
H
山
は
忽
ち
支
柱
を

0

失
っ
て
瓦
解
す
る
に
至
る
べ
し
.
此
故
に
読
者
は
只
此
余
(
作
家
と
し
て
見
た

る
に
あ
ら
ず
、
篇
中
の
主
人
公
と
し
て
見
た
る
)
　
に
従
っ
て
、
之
を
た
よ
り
に

0

迷
路
を
行
-
に
過
ぎ
ず
。
此
大
切
な
る
余
は
読
者
に
親
し
か
ら
ざ
る
べ
か
ら

o
O

ず
。
故
に
余
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
o
彼
な
る
べ
か
ら
ず
o

卑
近
な
る
間
隔
論
は
略
悉
く
す
を
得
た
り
。
但
し
是
と
て
も
一
般
の
理
論
に

過
ぎ
ず
。
此
理
論
の
応
川
に
至
っ
て
は
固
よ
り
千
託
万
別
に
し
て
作
家
の
手
腕

を
持
っ
て
始
め
て
発
揮
す
べ
き
の
み
O
」
　
(
同
上
'
新
揖
判
全
集
卯
十
八
巻
へ

三
〇
二
I
l
二
〇
五
ペ
、
傍
線
は
引
用
者
。
)

E
の
す
ぐ
あ
と
、
三
文
を
省
略
し
、
つ
づ
い
て
、
F
が
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
F
の
中
に
も
'
一
郎
(
前
掲
へ
波
紋
の
部
)
省
か
れ
て
い
る
.
D

I
E
I
F
へ
と
、
垣
内
松
三
先
生
は
、
淑
石
の
説
く
「
空
間
短
縮
法
」
の

一
つ
を
、
巧
み
に
つ
な
い
で
、
そ
の
要
を
と
ら
え
示
そ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

要
を
不
す
と
こ
ろ
に
旧
H
が
あ
っ
た
か
ら
、
F
の
部
分
の
つ
ぎ
に
、
滑
石
み
ず

か
ら
か
な
り
力
を
こ
め
て
説
い
て
-
る
具
体
的
な
こ
と
は
、
引
用
の
ほ
か
に
置

か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

垣
内
松
三
先
生
は
'
言
語
の
活
力
を
鬼
て
い
-
立
場
の
1
つ
と
し
て
、
夏
目

瀬
石
の
「
間
隔
論
」
を
「
爪
ハ
味
あ
る
考
え
」
と
し
て
、
A
I
F
に
わ
た
り
、
引

用
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
み
ず
か
ら
へ
　
「
こ
れ
は
広
義
に
於
け
る
間
隔
論
で
あ
る

が
'
」
と
ご
と
わ
っ
て
い
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
っ
て
、
瀬
石
が
精
細
に
論
述
し

て
い
る
「
間
隔
論
」
の
和
郎
に
立
ち
入
る
こ
と
を
目
ざ
し
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
.
歓
石
の
説
-
「
間
隔
論
」
の
方
法
論
に
磨
か
れ
て
、
そ
の
作
品
・
文
章
の

成
立
・
柑
橘
に
関
し
て
、
考
え
方
を
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
た
か
の
.
こ
と
く
で
あ

る
。引

用
A
～
F
は
、
「
文
学
論
」
第
八
章
間
隔
論
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
が
'

そ
れ
も
ほ
ぼ
前
半
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。
B
I
O
>
Q
I
E
-
↓
F
を
、

-
で
つ
な
い
で
'
「
間
隔
論
」
の
う
ち
、
時
田
・
平
間
の
短
縮
法
へ
と
り
わ

け
空
間
短
絡
法
を
'
巧
み
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
'
独
自
の
引
用
法
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
へ
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
引
用
す
る
だ
け
で
'
そ
れ
ら
に

つ
き
へ
坂
内
先
生
み
ず
か
ら
の
論
究
が
そ
え
ら
れ
て
い
な
い
の
も
、
め
ず
ら
し

い
。つ

ぎ
に
、
「
同
語
の
力
」
の
節
三
葦
言
語
の
活
力
の
う
ち
へ
第
1
六
節

に
は
、
「
文
学
論
」
か
ら
の
引
用
が
、
左
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。

1
六
同
意
語
の
識
別
K
s
体
的
例
証
と
し
て
ロ
ー
ゼ
ッ
-
式
辞
典
を
批
評

す
る
こ
と
か
ら
、
同
意
語
の
識
別
の
問
題
に
深
入
り
し
た
が
、
並
に
い
お
う
と
思

う
こ
と
は
、
素
よ
り
辞
書
編
算
法
の
問
題
で
は
な
い
。
文
の
中
に
示
さ
れ
て
居

る
言
語
の
上
に
、
作
者
が
い
お
う
と
E
雪
た
こ
と
・
を
、
ど
こ
ま
で
精
し
-
正
し

く
美
し
-
い
い
現
わ
し
得
た
か
を
見
る
こ
と
が
主
題
で
あ
っ
て
'
そ
れ
を
柱
註

す
る
と
同
時
に
'
そ
こ
か
ら
生
ず
る
い
ろ
7
-
の
疑
問
を
明
日
に
脱
出
即
し
な
け

^
v
.
ハ
'
蝣
'
-
」
/
-
'

蝣
-
'
∴
一
蝣
-
.
.
'
.
-
"
I
L
言
…
l
I
I
さ
T
.
∵
∵
)
と
や
'

知
説
を
収
得
す
る
こ
と
は
そ
の
自
然
の
結
果
で
あ
る
0

そ
の
一
着
手
は
、
求
む
る
言
語
の
悲
味
を
辞
典
の
上
に
見
出
す
こ
と
で
あ
っ

12



て
,
文
の
上
に
於
け
る
通
切
な
る
解
釈
を
求
む
る
た
め
に
は
、
そ
れ
等
の
同
意

語
の
微
妙
な
る
差
異
を
識
別
す
る
力
を
常
に
精
紡
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
夏
日
氏
が

A

∴
　
つ
.
1
つ
.
:
.
I
中
間
-
,
;
-
/
.
.
∴
-

て
'
甲
乙
の
二
人

】
　
　
　
っ
　
　
　
　
　
つ
~
‥
.
っ
'
.

任
意

に
4
-
J
'
蝣
-
;
1
m

の
音
を
挟
む
埠
、

此
両
者
が
1

致
す
る
こ
と
は
拝
め
て
椛
な
る

駅
の
差
違
』
と
す
.
凡
そ
吾
人
の
閉
園
を
廻
転
す
る
森
羅
万
象
は
凧
の
落
莫
を

拓
く
が
如
-
旋
行
推
移
す
る
も
の
に
し
て
'
北
南
に
変
化
多
-
　
其
変
化
は
不

断
に
し
て
常
に
流
動
の
状
態
に
あ
り
。
而
し
て
吾
人
が
筆
紙
に
上
す
べ
き
は
此

無
数
の
変
化
の
一
現
象
を
と
ら
へ
之
を
担
'
f
-
 
-
-
f
f
に
印
す
る
も
の
な
れ
ば
'
E
・
が
一

物
に
つ
き
捕
へ
た
る
一
現
象
は
乙
が
同
l
の
現
象
に
つ
き
捕
へ
た
る
点
と
大
に

『
人
』
は
男
子
の
所
謂
立
派
な
る

『
人
冒
一
致
持
合
せ
ざ
る
こ
と
多
か
る
ベ

趣
を
只
に
す
る
は
、
尚
.
a
と
0
と

の
母
音
の
間
に
は
無
限
の
中
間
母
音
介
在

a

a

m

閥

は
老
人
の
所
謂
'
'
"
・
・
・
'
,
 
'
!
上
目
∵
八
　
　
　
　
　
　
十

E
i
乙
の
二
人
任
怨
に
其
中
間
の
音
を
迭
む
時
、

此
両
者
が
一
致
す
る
こ

し
。
而
し

て
此
等
'
-
:
蝣
-
蝣
-
I
-
-
蝣

-
-
i
r
.
~
蝣
r
-
'
.
-
-

言
語
の
告. ''-"-;;. '-1j
伴
う
て
進
む
も
の
に
し

と
極
め
て
稀
な
る
に
似
た
り
。

こ
～
に
於
て
E
・
の
所
謂
国
家
は
乙
の
所
謂
国
家

て
l
d
d
融
刻
d
融
引
句
州
封
司
割
引
叫
山
封
割
司
-
ォ
>
1
3
当
剥

盟
-
封
筒
関
り
当
封
叫
州
甜
瑚
引
瑚
習
州
司
封
司
測
司
割
判
「
(
『
文
学

論
』
)
と
い
わ
れ
た
の
も
、
こ
1
に
併
せ
て
孝
見
て
見
た
い
。
同
志
語
と
し
て
l

括
す
る
言
語
の
中
に
も
、
精
絞
な
る
差
其
の
あ
る
こ
と
は
我
々
の
熟
知
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
,
C
「
人
t
瑚
州
前
回
叫
到
割
引
捌
洲
叫
瑚
1
引
川
」
叫
捌
割
引

記
号
に
て
書
き
改
む
る
に
あ

」
っ
　
　
　
つ
っ

そ
の
懸
按
が
誤
ま
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
ー
文
の
内
軸
を
流
る
、
悲
訳
述
銀
を

村
山
封
可
,
そ
の
精
絞
な
る
意
味
を
捉
え
る
こ
と
を
工
夫
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
o

′

(
有
朋
堂
版
「
聖
和
の
力
」
、
一
六
二
　
I
-
,
ハ
三
ペ
、
仕
組
は
引
川
者
O
)

右
の
文
章
中
の
A
・
B
は
、
温
石
の
「
文
学
論
」
第
三
編
　
文
学
的
内
容
の

特
質
　
の
「
壁
・
J
J
の
中
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
導
べ
ら
れ
て
い
た
.

「
次
に
同
一
の
現
象
も
異
れ
る
国
民
の
問
に
は
著
し
さ
相
違
を
以
て
現
は
る

ゝ
こ
と
あ
り
.
而
し
て
其
班
別
は
前
に
述
べ
た
る
組
的
状
態
'
対
頂
等
の
薫
=
B

に
求
む
べ
き
こ
と
勿
論
な
り
。
か
の
同
1
の
言
語
が
時
に
同
　
Q
&
H
を
代
表
せ

ざ
る
こ
と
あ
る
も
此
種
の
差
迫
の
l
例
た
る
の
み
.
余
は
之
を
顛
つ
け
て
『
解

"

・

"

_

-

J

(
同
上
)

た
る
言
語
を
詔
記
的
に
機
械
的
に
学
習
す
る
の
は
、
既
に

-

C

.

.

I

 

t

と
共
内
容
、
m
Ⅲ
に
於
て
災
な
る
こ
と
あ
る
べ
-
t
 
a
の
『
人
間
』
に
対
す
る

解
釈
は
b
の
そ
れ
と
大
に
趣
を
只
に
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。
我
は
吾
が
過
去
の

因
果
に
よ
り
1
物
を
解
釈
し
、
被
は
被
の
業
暗
に
よ
り
他
の
解
釈
を
試
む
る
な

ら
ん
ー
D
r
.
M
u
r
r
a
y
が
肝
史
的
着
眼
点
よ
り
一
大
英
語
字
典
を
作
り
つ
ゝ
あ

る
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
な
る
が
、
か
～
る
著
作
が
文
界
の
一
事
業
と
し
て
存
在

し
柑
る
所
以
は
言
語
の
肝
史
的
推
移
の
只
な
ら
ざ
る
を
証
し
得
て
余
り
あ
り
と

云
ふ
べ
し
。
単
に
古
今
の
差
、
即
ち
醗
史
上
同
l
の
間
化
潮
流
の
配
下
に
あ
り

し
国
民
に
於
て
す
ら
如
此
き
多
様
の
変
化
あ
る
を
知
ら
ば
、
東
拍
文
化
仝
-
其

趣
を
異
に
す
る
日
本
と
西
洋
と
の
間
に
一
方
な
ら
ざ
る
解
釈
の
差
迅
あ
る
べ
き

13　-

は
無
間
の
こ
と
な
り
と
す
.
史
に
B
m
榊
の
設
味
に
於
て
は
個
人
の
間
に
も
亦

同
様
の
差
違
存
在
す
る
こ
と
自
明

の
艶
に
し
て
、
婦
人
の
所
謂
『
立
派
な
る

瑚
到
黒
叫
茄
甜
「
詞
詞
瑚
引
出
J
ヨ
「
」
捌
山
川
司
刊
引
引
H
H
u
割
引
苛
q
l
湖

」

」

」

」

　

」

し
て
此
等
の
差
違
は
言
語
の
抽
象
の
度
合
に
伴
な
う
て
進
む
も
の
に
し
て
t
か

.

1

.

.

t

 

H

　

　

　

　

　

」

~

~

~

J

T
っ
-
・
」
ー
」
」
」
-
～
つ
.
つ
.
~

以
上
を
約
言
す
れ
ば
、
凡
そ
吾
人
の
*
r
l
識
内
容
た
る
F
は
人
に
よ
り
時
に
よ



り
、
性
質
に
於
て
数
塁
に
於
て
異
な
る
も
の
に
し
て
、
其
原
因
は
追
伝
、
性
格
、

社
会
'
習
慣
等
に
畢
づ
く
こ
と
勿
論
な
れ
ば
'
吾
人
は
左
の
如
く
断
言
す
る
こ

と
を
得
べ
し
.
即
ち
同
一
の
鋭
導
歴
史
へ
職
業
に
従
事
す
る
も
の
に
は
同
種

の
F
が
主
宰
す
る
こ
と
故
も
普
通
の
現
象
な
り
と
す
と
。
」
　
(
同
上
、
新
書
判

全
集
第
十
八
巻
へ
　
1
七
1
-
一
七
二
ペ
、
傍
組
は
引
用
者
。
)

右
の
よ
う
に
、
「
国
語
の
力
」
に
引
用
さ
れ
た
t
 
A
と
B
と
の
間
に
は
'
か

な
り
の
省
略
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
滑
石
が
論
究
し
た
い
-
つ
か
の
例

の
う
ち
、
母
音
の
こ
と
、
「
立
派
な
る
人
」
、
「
女
」
な
ど
が
選
ば
れ
て
い
る

の
は
、
や
は
り
垣
内
松
三
の
選
択
眼
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
国
語
の
力
」

の
内
容
・
性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
前
掲
の
文
章
中
の
C
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
歓
石
の
「
文
学
論
」
第

三
編
　
文
学
的
内
容
の
特
質
　
の
「
序
章
」
の
中
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
た
　
<
'
m
に
か
か
わ
る
原
文
の
、
さ
ら
に
前
の
部
分
に
あ
た
る
筒
処

で
・
v
^
る
。

「
而
し
て
此
1
部
分
た
る
個
人
意
識
の
う
ち
、
大
半
は
た
ゞ
泣
然
た
る
自
覚

に
止
ま
る
か
、
又
は
新
陳
交
訓
の
際
主
人
公
た
る
当
人
に
す
ら
箭
過
さ
れ
て
其

促
に
消
え
去
る
こ
と
多
き
が
故
に
、
言
語
に
化
し
相
互
の
意
志
を
通
ず
る
只
に

供
せ
ら
る
1
焦
点
的
意
識
の
塁
は
比
較
的
僅
少
な
る
も
の
な
り
。
(
如
何
に
多

闇
の
人
な
り
と
雑
も
。
)
況
や
筆
紙
の
上
に
其
影
を
残
す
も
の
に
於
て
を
や
。

如
此
く
文
章
の
上
に
於
て
示
さ
れ
た
る
意
識
は
極
め
て
省
略
的
の
も
の
な
る
を

以
て
'
仮
令
短
時
間
の
心
的
状
態
と
雑
も
其
一
々
の
推
移
を
追
憶
な
く
文
字
を

以
て
郡
続
的
に
持
し
出
だ
さ
ん
こ
と
は
到
底
人
力
の
企
て
及
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら

ざ
る
べ
-
、
か
の
所
謂
写
実
主
義
な
る
も
の
も
放
正
な
る
意
義
に
於
て
は
全
然

マT・

無
意
味
な
る
を
知
る
べ
し
.
素
人
の
考
を
以
て
す
れ
ば
吾
人
の
心
に
浮
か
ぶ
意

識
を
其
侭
有
価
に
紙
上
に
写
す
こ
と
は
左
程
田
難
な
ら
ざ
る
様
思
は
る
ぺ
け
れ

ど
、
試
み
に
静
坐
し
て
吾
が
脳
裏
に
出
現
し
来
る
所
の
も
の
を
追
究
す
る
時
は

其
意
外
に
煩
雑
な
る
に
驚
-
べ
し
。
か
の
宗
教
家
が
無
念
と
云
ひ
無
想
と
唱
ふ

る
は
菅
此
妄
想
雑
念
の
世
の
中
を
知
り
尽
し
て
始
め
て
口
に
し
得
べ
き
言
語
な

り
。
走
馬
燈
の
如
く
に
廻
転
推
移
し
て
、
非
常
の
速
虻
中
に
吾
人
意
識
の
連
鎖

を
構
成
す
る
成
分
を
1
々
追
納
な
-
鶏
き
山
だ
さ
ん
こ
と
は
決
し
て
人
間
業
に

あ
ら
ず
。
仮
令
数
分
問
た
り
と
も
汝
が
意
識
の
内
容
に
琵
然
と
起
り
来
る
も
の

を
悉
く
記
載
せ
ん
と
試
み
よ
。
汝
は
遂
に
筆
を
拙
つ
に
至
る
べ
し
。

此
故
に
言
語
の
能
力
(
狭
く
云
へ
ば
文
章
の
力
)
は
此
無
限
の
司
訊
湖
叫
鋼
の

う
ち
を
此
所
彼
所
と
意
識
的
に
、
或
は
無
意
識
的
に
辿
り
歩
き
て
吾
人
思
想
の

-

　

l

1

-

・

・

　

-

・

1

-

1

-

・

-

1

1

　

J

　

-

　

S

1

-

　

　

　

-

,

・

-

f

　

-

　

一

-

i

-

　

　

　

　

一

伝
導
米
と
な
る
に
あ
り
0
即
ち
吾
人
の
心
の
曲
線
の
絶
え
ざ
る
流
波
を
こ
れ
に

相
当
す
る
n
号
に
て
T
l
n
き
改
む
る
に
あ
ら
ず
し
て
'
此
　
き
波
の
　
ロ
分
を
節

片
的
に
縫
ひ
拾
ふ
も
の
と
云
ふ
が
適
当
な
る
べ
し
。
」
　
(
同
上
へ
新
訂
判
全
集

第
十
八
巻
、
1
七
〇
1
1
七
t
ペ
、
傍
線
は
引
用
者
。
)

「
国
語
の
力
」
に
、
「
人
心
の
」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
'
「
文
学
論
」
の
原
文

で
は
、
「
吾
人
の
心
の
」
と
な
っ
て
い
た
。
-
-
「
心
の
曲
線
の
絶
え
ざ
る
流

浪
を
」
と
い
う
に
始
ま
る
'
か
な
り
長
い
一
文
の
、
猷
石
流
の
述
べ
方
に
対
し
て
I

垣
内
松
三
先
生
は
'
ひ
と
と
お
り
で
は
な
い
共
感
を
抱
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
深
い
共
感
を
お
ぼ
え
た
う
え
で
の
引
用
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

前
掲
「
国
語
の
力
」
の
D
の
部
分
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て

い
る
「
意
識
連
鎖
」
の
語
は
、
「
文
学
論
」
に
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た
(
前

掲
へ
　
「
文
学
論
」
か
ら
の
引
用
参
照
。
)
.

汲
石
が
論
述
し
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
、
文
学
的
内
容
の
特
質
(
註
識
を

中
心
に
し
た
)
な
ら
び
に
そ
れ
を
表
現
せ
ん
と
す
る
言
語
の
能
力
に
つ
い
で
あ

っ
た
が
、
垣
内
松
三
先
生
は
、
と
り
わ
け
、
同
定
語
の
識
別
に
関
し
て
へ
沢
石

の
所
論
の
l
節
を
、
鋭
-
散
り
取
っ
て
へ
生
か
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
h
P
。
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つ
ぎ
に
、
「
国
語
の
力
」
に
は
'
「
文
学
論
」
か
ら
の
引
用
が
、
左
の
よ
う

に
な
さ
れ
て
い
る
。

-
「
『
裏
正
な

Tl-. I.I.. '...

と
他
の
場
合
に

に
会
得
し
た
も
の
v'. -i'

い
て
解
剖
し
た
も
の

夏
日
氏
の
い
わ
れ
た
語
を
思
い
-
ら
べ
て
見
る

と
、
以
上
の
解
剖
の
前
に
既
に
直
下
の
会
得
が
あ
る
。
沙
翁
の
レ
ン
ズ
を
透
し

て
長
時
間
と
広
空
間
を
一
陣
の
裡
に
収
め
て
軍
ら
れ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き

る
。
そ
の
特
級
な
る
解
剖
の
結
米
と
し
て
確
め
ら
れ
た
も
の
は
既
に
漬
下
に
会

得
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
・
そ
の
結
論
は
そ
の
再
構
成
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
O
」

(
有
厨
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
一
解
釈
の
力
　
1
0
　
セ
ン
テ
ン
ス
.
メ
ソ

ッ
ド
の
理
論
的
兆
礎
　
三
二
ペ
、
傍
線
は
引
用
者
O
)

2
「
読
方
の
心
理
学
的
実
験
に
徴
す
る
に
、
ス
タ
ウ
ト
の
黙
会
-
m
p
l
i
c
i
t

a
p
p
r
e
h
e
コ
S
i
o
n
の
如
き
作
用
に
依
り
て
、
読
方
の
自
然
な
作
用
に
於
て
心
の

面
前
に
現
わ
る
1
の
文
の
文
意
T
o
邑
m
e
a
n
i
n
g
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
文
の

蝣

蝣

'

I

-

　

∴

㌧

=

・

1

-

.

*

.

-

　

I

‥

リ

・

'

.

　

v

*

・

i

・

_

 

-

∵

　

　

　

∴

‥

<

い
て
、
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
述
の
中
に
出
て
-
る
の

で
あ
る
。

「
(
前
略
)
　
1
言
に
し
て
之
を
石
へ
ば
吾
人
は
沙
翁
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、

又
古
代
の
名
画
を
槻
る
に
方
っ
て
、
面
自
L
と
感
ず
る
丈
其
丈
冥
々
表
に
知
的

分
子
の
除
去
を
履
行
し
っ
ゝ
あ
る
も
の
な
り
。

か
く
の
如
き
は
其
の
瓜
も
極
端
の
例
な
り
O
今
少
し
Y
賓
に
近
き
作
品
に
於

て
も
亦
吾
人
は
苑
に
知
的
分
子
の
除
去
を
実
行
し
っ
1
あ
る
を
見
る
べ
し
。
批

評
家
動
も
す
れ
ば
作
品
の
結
構
へ
人
物
の
性
格
等
に
関
し
て
不
自
然
と
の
批
難

を
呈
出
し
て
環
も
仮
付
す
る
所
な
き
に
似
た
り
0
去
れ
ど
文
学
と
名
の
つ
く
も

の
に
彼
等
の
所
謂
首
冨
外
の
分
子
を
含
ま
ざ
る
は
あ
ら
ず
。
否
此
等
評
家
が
視

て
以
て
i
E
妄
り
と
す
る
作
晶
に
於
て
却
て
其
の
甚
し
き
を
見
る
.
会
へ
評
家
に

攻
撃
の
余
地
を
与
ふ
る
は
知
的
分
子
を
除
去
せ
し
む
る
に
足
る
べ
き
他
の
特
長

を
欠
く
が
故
な
り
。
も
し
何
物
か
他
に
此
欠
点
を
栢
ふ
も
の
あ
ら
ば
決
し
て
裏

-15-

正
の
評
家
よ
り
批
難
せ
ら
る
～
の
痕
な
き
も
の
と
す
.
桑
正
な
る
批
評
は
前
説

部
分
的
・
継
続
的
表
現
が
意
識
に
上
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
に
而
し
て
最

の
際
西
下
に
会
得
し
た
る
も
の
h
i
s

い
て
解
剖
せ
る
に
過
ぎ
ず
。

小
~
i
'
-
」
-
に
仝

.
a
直
接
的
に
接
触
す
る
も
の
は
文
の
仝
一
な
る
統
1
で
あ
る
。
夏
目
氏
が
、
真

1

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

-

こ
r
~
>
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

セ
ン
ツ
ベ
-
I
が
'
批
評
家
の
第
1
の
要
件
は
'

印
象
を
受
け
得
る
力
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
た
の
も
、
同
じ
こ
と
を
い
う

の
で
あ
ろ
う
。
」
　
(
布
朋
党
版
「
国
語
の
力
」
、
一
解
釈
の
力
二
西
　
解

釈
の
着
眼
点
(
1
)
　
六
七
ペ
、
傍
線
は
引
用
者
。
)

右
の
-
・
2
に
引
か
れ
て
い
る
、
沢
石
の
「
貢
正
な
る
批
評
は
直
下
に
金
柑

し
た
も
の
を
退
い
て
解
剖
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
」
の
立
言
は
、
「
文
学
論
」

せ
し
む
る
際
に
知
的
分
子
の
不
用
意
に
も
入
り
込
め
ぬ
位
に
評
家
の
心
を
他
に

誘
ひ
得
ば
'
如
何
に
不
条
理
な
り
と
も
不
合
理
な
り
と
も
迂
に
討
正
の
評
家
よ

り
批
難
せ
ら
る
べ
き
に
あ
ら
ず
.
而
し
て
文
学
は
此
柾
の
作
品
に
て
充
満
す
る

事
亦
1
点
の
疑
な
き
に
似
た
り
.
」
　
(
新
吉
判
全
集
第
十
八
巻
、
1
五
四
-
「

五
五
ペ
、
傍
紋
は
引
用
者
。
)

こ
の
歎
石
の
論
述
は
、
作
品
(
文
章
)
の
荒
貿
(
解
釈
)
に
お
け
る
「
知
的

分
子
の
除
去
」
の
こ
と
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
垣
内
松
三
先
生
は
、

そ
れ
ら
の
う
ち
、
と
く
に
「
只
正
な
る
批
評
は
訂
読
の
際
直
下
に
会
得
し
た
る

も
の
を
退
い
て
解
剖
せ
る
に
過
ぎ
ず
。
」
に
目
を
と
め
ら
れ
、
そ
れ
を
自
己
の



解
釈
概
の
中
に
的
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
「
文
学
論
」
の

邦
文
に
は
'
「
罰
読
の
際
」
と
あ
る
の
に
'
引
用
で
は
省
か
れ
て
い
る
.
こ
の

こ
と
は
、
小
r
J
い
聞
出
で
は
な
い
け
れ
ど
へ
猷
石
の
鑑
賞
論
・
批
評
論
の
中
か

ら
'
垣
内
先
生
の
琴
線
に
触
れ
た
と
こ
ろ
を
、
み
ず
か
ら
の
解
釈
概
の
定
立
に

役
立
つ
よ
う
に
採
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
へ
精
紐
を
き
わ
め
た
搬
石
の
論
及
の
中
か
ら
、
随
意
に
引
用
し

て
'
垣
内
先
姓
み
ず
か
ら
の
立
論
に
役
立
て
ら
れ
て
い
る
点
は
、
垣
内
先
生
の

湖
石
の
論
述
に
対
す
る
吟
味
・
粥
人
の
尋
常
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
も
の
が

た
っ
て
い
る
。

と
も
'
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
昭
和
4
 
3
年
7
月
1
 
9
日
柄
)
　
(
本
学
教
授
)

以
上
'
見
て
き
た
よ
う
に
'
「
同
語
の
力
」
に
は
、
夏
日
減
石
の
「
文
学
論
」

(
明
治
4
0
年
<
l
九
〇
七
V
5
月
へ
大
倉
書
店
刊
、
時
に
淑
石
は
四
〇
歳
)
か
ら

の
引
用
が
数
多
く
な
さ
れ
て
い
た
o
芯
設
焦
点
の
論
に
し
て
も
'
間
隔
論
に
し

て
も
'
同
意
語
の
識
別
に
関
す
る
話
語
能
力
の
論
に
し
て
も
'
批
評
論
に
し
て

も
'
す
べ
て
轍
石
の
独
自
の
論
述
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
、
瀬
石
の
論

述
の
流
れ
に
そ
う
て
採
録
す
る
よ
り
も
、
垣
内
先
生
み
ず
か
ら
の
論
に
ひ
き
つ

け
つ
つ
'
大
胆
に
か
つ
巧
み
に
引
か
れ
、
み
ず
か
ら
の
論
述
を
い
っ
そ
う
ゆ
た

か
に
さ
れ
た
と
い
う
感
が
深
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
垣
内
流
の
断
章
で
あ
り
、
活

用
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
.
と
は
い
え
、
「
文
学
論
」
に
親
し
み
'
「
文
学

論
」
の
和
郎
に
ま
で
鋭
い
眼
光
を
和
い
で
、
そ
の
立
論
'
そ
の
内
容
を
自
在
に

よ
-
見
ぬ
い
て
い
れ
ば
こ
そ
、
こ
う
し
た
「
文
学
論
」
の
か
な
め
・
か
な
め
を

お
さ
え
て
の
採
録
・
活
用
が
可
能
に
な
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
「
同
語
の
力
」

の
成
立
に
'
淑
石
の
「
文
学
論
」
が
前
接
・
間
接
に
誰
轡
し
て
い
る
こ
と
は
'

見
の
が
せ
な
い
.
ま
た
、
滑
石
の
「
文
学
論
」
の
独
自
性
は
、
垣
内
松
三
先
生

の
「
同
語
の
力
」
を
辿
じ
て
、
か
え
っ
て
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
両
の
あ
る
こ

!E




