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萄
子
思
想
の
分
裂
と
統

の
恩
相
?
|
|

-
|
|
「
天
人
之
分
」

序

言

戦
国
町
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
背
子
(
紀
元
前
三
四
O
年

二
四
五
主
は
、
戦
国
湖
町
思
想
の
集
大
成
者
と
し
て
、
そ
の
整
然
た
る

思
想
体
系
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
近
年
内
苛
子
研
究
に

お
い
て
は
、
そ
肉
体
系
内
部
に
相
対
立
す
る
二
つ
の
要
素
が
並
存
す
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
多
〈
の
研

究
者
は
こ
れ
を
萄
子
の
思
想
に
内
在
す
る
本
質
的
矛
盾
と
捉
之
、
そ
れ
を

時
代
の
情
況
に
影
響
さ
れ
た
過
渡
的
思
想
と
し
て
結
論
づ
け
る
か
、
あ
る

い
は
ど
ち

ιか
一
方
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
い
て
全
体
を
理
解
す
る
と
い
う
立

場
を
取
っ
て
来
た
。

L
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
は
、
苛
子
思

想
に
内
在
す
る
論
理
を
無
視
し
た
態
度
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と

え
ぽ
、
こ
の
両
者
の
結
合
の
論
理
を
有
子
思
想
に
見
出
さ
れ
る
「
類
の
思

想
」
に
求
め
る
持
、
そ
こ
に
は
彼
の
情
熱
に
裏
づ
け
ら
れ
た
思
想
的
統
一

位
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
こ
の
「
類
の
思
想
」
に
よ
っ
て
、
「
天
人
合
一
」
と

「
天
人
分
離
し
の
二
つ
の
要
素
を
安
定
し
た
形
態
で
並
存
さ
せ
て
い
る
「
天

人
之
分
」
の
論
理
構
造
を
分
析
し
、
そ
れ
が
一
種
の
予
定
調
和
説
で
あ
る

片

倉

望

』
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第

章

類
の
思
想

苛
子
に
お
け
る
「
類
」
は
、
正
名
篇
に
見
え
る
同
異
的
弁
を
そ
の
基
礎

理
論
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
こ
で
し
ば
ら
く
苛
子
正
名
町
主
張
に
即
し
つ

つ
、
そ
の
論
理
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

背
子
は
言
、
ヮ
、

「
聖
王
が
い
な
い
今
、
名
辞
の
約
束
は
ゆ
る
や
か
で
、
奇
怪
主
言
葉
は
名
と

実
と
の
関
係
を
乱
L
、
普
悪
す
ら
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
(
中
略
)
も
し
王
者

が
現
わ
れ
た
な
ら
、
必
ず
古
え
の
名
辞
に
循
い
、
新
た
な
名
辞
を
作
る
だ
ろ

う
U

と。

現
実
的
名
辞
の
混
乱
を
嘆
き
新
た
な
王
者
の
出
現
に
期
待
を
寄
せ
る
萄

子
は
、
以
下
、
正
名
町
ポ
イ
ン
ト
を
三
つ
に
分
け
て
説
明
す
る
。

付
、
「
所
為
有
名
」
(
名
辞
の
必
要
性
的
根
拠
)

t
f
E
 

「
呉
形
に
は
離
心
に
て
交
々
に
鳴
り
、
異
物
の
名
実
は
玄
紐
し
、
貴
賎
明
ら
か

な
ら
ず
、
同
異
別
た
れ
ず
.
是
く
の
如
く
な
れ
ば
則
ち
志
に
必
ず
鳴
ら
れ
ざ

る
の
忠
有
り
て
、
事
に
必
ず
困
魔
的
禍
有
り
.
故
に
知
者
は
之
れ
が
為
的
に

分
別
し
、
名
を
制
し
て
以
て
突
を
指
し
、
上
は
以
て
貴
賎
を
明
ら
か
に
し
、



わ
か

下
は
以
て
同
異
を
弁
つ
。
貴
賎
明
勾
か
に
し
て
同
異
別
た
る
。
是
〈
町
如
〈

な
れ
ば
則
ち
志
に
鳴
ら
れ
ざ
る
の
血
無
く
、
事
に
困
廃
の
禍
無
し
。
此
れ
為

的
に
名
有
る
所
な
り
U

な
ん
の
た
め
に
は
っ
き
り
し
た
名
辞
が
必
要
な
の
か
。
そ
れ
に
対
す
る

有
子
の
答
え
は
、
ま
ず
「
別
同
異
」
(
同
類
の
も
の
と
異
類
の
も
の
と
を
区

別
す
る
こ
と
)
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
「
明
賞
賊
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
他
人
と
意
志
を
疏
通
し
事
業
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
必
要

条
件
で
も
あ
る
と
い
う
.
こ
の
よ
う
に
、
苛
子
は
階
級
秩
序
を
明
確
化
す

る
と
い
う
目
的
で
、
名
辞
の
持
つ
「
山
川
船
」
の
役
割
を
重
要
視
す
る
。
で

は
何
に
よ
っ
て
そ
の
分
別
を
行
な
う
の
か
。

ω、
「
所
縁
而
以
同
異
」
(
名
辞
分
別
的
根
拠
)

宕)

「
然
り
ば
則
ち
何
に
繰
り
て
以
て
同
具
す
る
や
.
日
〈
、
天
官
に
縁
る
な
り
。

院
卒
司

凡
そ
類
を
同
ヒ
く
し
怖
を
同
ヒ
〈
す
る
者
は
、
其
円
天
宮
内
物
を
意
る
も
同

じ
く
、
放
に
之
れ
を
疑
似
に
比
方
し
て
通
ず
る
な
り
。
是
れ
其
内
約
名
を
共

に
し
て
以
て
相
い
期
す
る
所
以
主
り
.
(
中
略
)
心
に
徴
知
有
リ
。
徴
知
は
則

ち
耳
に
繰
り
て
声
を
知
れ
ば
可
な
り
、
目
に
縁
り
て
形
を
知
れ
ば
可
な
り
。

z

a

W

2

 

然
ら
ば
而
ち
徴
知
は
必
将
ず
夫
官
の
其
の
煩
を
当
簿
す
る
を
待
ち
て
然
る
後

に
可
な
リ
。
(
中
略
)
此
れ
縁
り
て
以
て
同
異
す
る
所
な
り
日

荷子思想的分裂と統一(片

す『らクそ分は
る土 ししれが同荷
@合てを天類子
こわあス官同は
のせるトに状分
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る
が
、
そ
こ
に
は
天
官
の
反
応
を
前
提
と
し
た
、
類
に
よ
る
分
別
(
分
類
)

と
類
的
対
応
に
よ
る
統
合
(
類
推
)
と
い
う
類
的
持
つ
二
つ
の
作
用
が
組

み
合
わ
さ
れ
た
姿
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
苛
子
は
、
こ
の
分
類
と
類
推
と
を
名
辞
の
制
定
に
関
連
し
て
論

理
的
に
説
明
し
て
い
く
が
、
こ
の
場
合
も
天
官
の
反
応
が
前
提
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

旬
、
「
制
名
之
枢
要
」
(
名
辞
制
定
上
向
法
則
)

「
然
る
後
に
随
い
て
之
れ
に
Mmく
。
閉
じ
け
れ
ば
則
ち
之
れ
を
同
ヒ
く
し
、

E
 

異
な
れ
ば
別
ち
之
れ
を
異
に
す
.
単
に
し
て
以
て
鳴
る
に
足
れ
ば
則
ち
単
と

し
、
単
に
し
て
以
て
輸
る
に
足
ら
ざ
れ
ば
則
ち
兼
と
し
、
単
と
端
本
と
相
い
避

〈
る
所
無
け
れ
ば
則
ち
共
と
す
。
共
な
り
と
躍
も
害
を
為
さ
ず
、
突
を
異
に

す
る
者
向
名
を
異
に
す
る
こ
と
を
知
れ
ば
な
り
。
放
に
実
を
異
に
す
る
者
を

し
て
名
を
異
に
せ
ざ
る
こ
と
英
か
ら
し
む
。
乱
る
可
か
ら
ざ
る
や
、
猶
お
実

を
同
じ
〈
す
る
者
を
し
て
名
を
同
じ
〈
せ
ざ
る
こ
と
英
か
ら
し
む
る
が
ご
と

嵐

美
C
れ川

e
nソ
」

な
るこ
。グ〉

標
を
楊
{車
グ〉

注 s
を》

参
考

し
て
図
刀ミ

す
る
と
次
グ〉

I 
図

に

(1図〕

馬(共名)

馬

(

単

名

白
馬
(
兼
名

こ
れ
に
よ
れ
ば
「
共
名
」
と
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
物
の
違
い
を
認
識
し
た

上
で
、
そ
れ
ら
個
々
の
物
を
包
括
す
る
概
念
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
共
名
町
概
念
こ
そ
が
苛
子
に
お
け
る
類
に
よ
る
統
合
的
基
本
型
に

他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
萄
子
は
世
界
中
の
す
べ
て
の
物

を
分
類
し
統
合
し
て
い
こ
う
と
企
て
る
。
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「
故
に
万
物
は
衆
し
と
躍
も
、
時
有
り
て
之
れ
を
循
挙
せ
ん
と
欲
す
。
故
に

之
れ
を
物
と
問
、
っ
.
物
な
る
者
は
犬
共
名
な
り
。
推
し
て
之
れ
を
共
に
し
、

-a 

共
に
し
て
則
ち
有
た
共
に
し
、
共
に
す
る
こ
と
無
き
に
至
り
て
撚
る
後
に
止

ま
る
。
時
有
り
て
之
れ
を
偏
幸
せ
ん
と
欲
す
。
故
に
之
れ
を
鳥
献
と
調
、

1

櫨
需

品
獣
な
る
者
は
大
別
名
な
り
。
推
し
て
之
れ
を
別
ち
、
別
ち
て
則
ち
有
た
別

ち
、
別
つ
こ
と
無
き
に
至
り
て
然
る
後
に
止
ま
る
。
(
中
略
)
此
れ
名
を
制
す

る

の

枢

要

な

り

日

(

以

上

、

正

名

制

)

こ
の
よ
う
に
大
共
名
と
大
別
名
と
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
物

は
こ
の
重
層
的
類
概
念
の
中
に
す
べ
て
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
正
名

町
目
的
で
あ
っ
た
「
明
貴
賎
」
も
、
か
く
し
て
そ
の
実
現
が
保
証
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
原
理
的
に
は
世
界
中
町
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
分
類
し
、
秩
序
づ

け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
苛
子
は
、
儒
者
向
理
想
像
を
こ
の
「
類
的
思

想
」
町
体
得
者
と
し
て
定
義
づ
け
る
。
そ
の
こ
と
は
、
儒
効
錦
町
大
儒
の

定
義
に
示
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。

「
荷
く
も
仁
義
の
類
な
れ
ば
、
鳥
獣
町
中
に
在
り
と
躍
も
白
黒
を
別
つ
が
若

〈
、
情
物
怪
変
円
未
だ
嘗
て
聞
か
ざ
る
所
、
未
だ
嘗
て
見
ざ
る
所
、
卒
然
と

し
て
一
方
に
起
こ
れ
ば
、
則
ち
統
類
を
挙
げ
て
之
れ
に
応
じ
、
憤
怒
す
る
所

寓

無
〈
、
法
を
張
り
て
之
れ
を
度
れ
ば
則
ち
略
然
と
し
て
符
節
を
告
す
る
が
若

L
O
是
れ
大
儒
な
る
者
な
り
U

こ
の
よ
う
な
「
類
の
思
想
」
は
、
単
に
帰
納
的
方
法
に
よ
っ
て
導
か
れ

た
類
概
念
の
み
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
苛
子
に
は

万
物
を
分
類
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
基
本
と
な
る
類
概
念
を
多
く
の
サ

ン
プ
ル
の
中
か
ら
帰
納
的
に
拍
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
、
し
な
い
場
合

と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
特
に
人
聞
の
行
為
に
係
わ
る
問
題
は
多
〈
後
者
に

属
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
有
仁
義
之
類
也
、
雄
在
鳥
獣
之
中
、
若
別
白

黒
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
言
う
仁
義
の
よ

う
な
類
は
、
先
験
的
に
自
己
の
内
部
に
存
在
し
、
初
子
は
そ
れ
を
使
っ
て

万
物
を
切
り
分
け
て
行
く
の
で
あ
る
。
事
実
、
不
荷
筋
肉
「
故
に
君
子
町

み
生

anv

室
堂
を
下
ら
ず
し
て
海
内
の
情
挙
此
に
判
明
ま
る
者
は
、
則
ち
操
術
的
然
ら

し
む
る
な
り
U

と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
王
念
孫
の
指
摘
す
る
よ
う
に
『
老

子
』
第
四
十
七
章
と
よ
く
似
た
、
内
に
向
か
っ
て
理
を
求
め
る
と
い
う
強

い
閉
鎖
的
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

萄
子
町
持
つ
「
類
的
思
想
」
の
特
殊
性
は
、
た
だ
こ
の
点
に
の
み
止
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
苛
子
は
以
上
の
よ
う
な
分
類
・
類
推
肉
類
を
蚊
延
し

て
「
類
を
以
て
集
ま
る
」
と
い
う
同
類
相
求
向
原
理
を
、
自
然
的
中
に
存

在
す
る
法
則
と
し
て
導
き
出
し
、
そ
れ
を
人
聞
の
行
為
と
結
果
と
の
問
に

適
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
物
類
町
起
こ
る
や
必
ず
始
ま
る
所
有
り
。
栄
辱
の
来
た
る
や
必
ず
其
の
徳

E
 

に
象
る
。
肉
腐
れ
ば
出
酬
を
生
じ
、
魚
枯
る
れ
ば
誌
を
生
ヒ
、
怠
慢
に
し
て
身

"= 

を
忘
る
れ
ば
禍
民
乃
ち
作
る
。
強
は
自
ら
柱
を
取
り
、
柔
は
自
ら
束
を
取
る
。

F
 

邪
械
の
身
に
在
る
は
怨
の
構
よ
所
な
り
。
薪
を
施
〈
こ
と
一
円
若
く
な
れ
ば

Z
 

火
は
燥
き
た
る
に
就
き
、
地
を
平
ら
か
に
す
る
こ
と
一
円
若
〈
な
れ
ば
水
は

L
肉

・

湿
り
た
る
に
就
く
。
草
木
は
噂
生
L
、
禽
獣
も
群
居
す
。
物
は
各
々
其
町
類
に

鷲

従
う
な
り
U

(

圏
占
禁
者
、
勧
学
筒
)

こ
の
文
章
の
中
で
苛
子
が
主
張
し
た
い
内
容
は
「
栄
原
之
来
、
必
象
其

徳
」
「
怠
慢
忘
身
、
禍
災
乃
作
」
「
邪
椴
在
身
、
怨
之
所
柿
」
に
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
彼
は
「
徳
(
町
有
無

)
i栄
辱
」
「
怠
慢
|
禍
災
」
「
邪
椴
|
怨
」

と
い
う
対
応
関
係
の
存
在
を
認
識
さ
せ
、
そ
の
認
識
に
よ
っ
て
勧
普
懲
惑

の
意
図
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
苛
子
は
「
物
各
従
其



類
」
を
こ
の
世
界
全
体
を
貫
く
法
別
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
そ
れ
故
、
彼

は
自
分
の
主
張
し
た
い
人
間
的
行
為
と
結
果
と
の
間
に
あ
る
対
応
関
係
と
、

「
(
腐
っ
た
)
肉
品
」
「
(
枯
れ
た
)
魚
|
議
」
以
下
に
示
さ
れ
る
、
物
、

あ
る
い
は
動
植
物
内
レ
ベ
ル
で
の
対
応
関
係
を
河
一
次
元
で
考
え
よ
う
と

す
る
。
こ
の
よ
う
な
極
め
て
特
殊
な
対
応
関
係
は
、
さ
ら
に
こ
れ
に
続
く

部
分
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
是
町
故
に
質
的
内
張
ら
る
れ
ば
限
ち
弓
矢
至
り
、
林
木
町
茂
れ
ば
而
ち
芹

斤
至
り
、
樹
の
蔭
を
成
せ
ば
而
ち
衆
鳥
息
い
、
極
的
酸
な
れ
ば
而
ち
蛸
深
ま

る
。
故
に
言
え
ば
禍
い
を
召
く
こ
と
有
り
、
行
な
え
ば
辱
を
招
く
こ
と
有
り
。

君
子
よ
、
其
町
立
つ
所
を
慎
ま
ん
か
U

(

勧
学
筋
)

E
 

こ
こ
で
も
「
質
的
(
弓
の
的

)
l弓
矢
」
「
林
木
斧
斤
」
「
樹
蔭
!
衆

烏
」
「
随
酸
嫡
」
の
よ
う
な
対
応
関
係
が
「
言
l
l
禍
」
「
行

i
辱
」
と
同

一
次
元
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
世
界
を
賀
〈
因
果
応
報
の
法
則
、
と
り
わ
け
人

間
界
に
お
け
る
そ
れ
は
、
唯
一
円
例
外
も
許
き
ぬ
も
の
と
し
て
般
然
と
存

倉
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
言
わ
ば
、
か
な
り
の
例
外
を
も
許
容
し
得
る
、

片
ゆ
る
や
か
な
定
め
と
い
っ
た
程
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
(
そ
れ
は

一
苛
子
自
身
の
説
く
「
質
的
|
弓
矢
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
結
合
の
弱
き
ゃ
、

端
物
・
動
植
物
と
人
間
的
行
為
と
を
同
一
次
元
で
考
え
よ
う
と
す
る
発
想
自

切
体
に
も
表
わ
れ
て
い
る
J

す
な
わ
ち
、
苛
子
の
目
に
も
普
い
行
な
い
を
し

の
一
て
い
な
が
ら
恵
ま
れ
な
い
境
遇
に
い
る
も
の
、
そ
の
逆
に
悪
献
な
行
為
を

闘
し
な
が
ら
も
栄
華
を
極
め
て
い
る
も
の
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

肝
は
明
ら
か
で
あ
る
。
布
子
は
こ
の
よ
う
な
「
類
的
思
想
」
と
現
実
と
の
間

隙
を
、
「
常
」
と
「
怪
」
と
に
よ
っ
て
調
停
し
よ
う
と
す
る
。

ヴ

F1

「
仁
義
徳
行
は
常
安
町
術
な
り
。
然
れ
ど
も
未
だ
必
ず
じ
も
危
う
か
ら
ず
ん

ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
汗
慢
突
盗
は
常
危
の
術
な
り
。
然
れ
ど
も
未
だ
必
ず
し

も
安
か
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
君
子
は
其
の
常
を
道
と
す
る
も
、

小
人
は
其
円
怪
を
道
と
す
る
な
り
U

(

栄
辱
筋
)

さ
ら
に
苛
子
は
、
こ
の
現
実
と
の
砕
を
世
俗
的
「
賞
」
「
富
」
と
は
異

な
っ
た
、
内
面
の
「
賞
」
「
富
」
に
よ
っ
て
埋
め
、
ま
た
名
声
が
高
ま
る
と

い
う
論
理
に
よ
っ
て
調
停
し
て
行
く
ロ

「
故
に
君
子
は
爵
無
け
れ
ど
も
賞
く
、
禄
無
け
れ
ど
も
宮
み
、
言
わ
ざ
る
も

信
あ
り
、
怒
ら
ざ
る
も
威
あ
り
、
窮
処
す
る
と
も
栄
之
、
独
居
す
る
と
も
楽

h
a
l
-
-
9
 

し
む
。
量
に
豆
草
・
至
富
・
至
霊
・
豆
厳
の
情
、
挙
此
に
割
引
ま
る
が
た
め
な

ら
ず
や
。
故
に
固
く
、
世
名
は
比
周
を
以
て
争
う
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
辛
誕

を
以
て
桁
つ
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
勢
重
を
以
て
骨
や
か
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

ー必
将
ず
此
れ
を
誠
に
し
て
然
る
後
に
就
る
な
り
、
と
U

(

儒
効
篇
)

こ
れ
以
外
に
も
苛
子
に
は
賦
鮪
や
大
略
篇
に
見
え
る
時
世
と
い
う
考
え

方
が
あ
り
、
そ
れ
も
や
は
り
現
実
と
の
隔
た
り
を
調
停
す
る
役
割
を
果
し

て
い
る
。
特
に
賦
舗
の
そ
れ
は
、
晩
年
内
苛
干
の
世
界
観
を
知
る
上
で
重

要
な
意
味
を
持
つ
が
、
天
と
の
係
わ
り
に
触
れ
る
部
分
が
あ
る
の
で
本
論

的
最
後
で
解
説
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
一

以
上
が
苛
干
の
「
類
の
思
想
」
の
概
略
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
に

な
っ
た
こ
と
は
、
次
的
三
項
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

∞
そ
れ
ぞ
れ
の
物
的
遣
い
を
認
識
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
個
々
の
物
を
包

括
す
る
の
が
類
に
よ
る
統
合
の
基
本
型
で
、
そ
れ
は
天
官
の
反
応
を

前
提
と
し
て
い
る
。

同
類
の
も
の
の
聞
に
は
引
力
が
あ
り
、
そ
れ
は
人
聞
の
行
為
と
結
果

と
の
聞
に
「
善
吉
」
「
悪
|
凶
」
内
対
応
を
約
束
す
る
。

同
類
相
求
向
原
理
、
と
り
わ
け
人
間
界
に
お
け
る
そ
れ
は
ゆ
る
や
か

(2) (3) 



18 

な
定
め
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
と
現
実
と
の
聞
に
は
、

や
や
も
す
る
と
構
が
存
在
し
、
苛
子
自
身
も
そ
の
講
を
埋
め
る
作
業

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
次
に
こ
の
三
項
に
示
し
た
結
論
を
踏
ま
え
て
「
天
人
之
分
」

の
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

第

章

天
人
の

A

か》

従
来
「
天
人
之
分
」
の
吋
天
」
向
性
格
に
つ
い
て
数
多
く
の
論
究
が
な

さ
れ
て
来
た
が
、
そ
の
結
論
は
概
ね
次
の
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
つ
は
「
天
が
自
然
あ
る
い
は
自
然
現
象
で
あ
る
U

と
す
る
説
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
「
天
は
萄
子
に
お
い
て
も
主
宰
者
で
あ

り
神
明
で
あ
っ
た
日
と
す
る
誕
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
評
価
の
速
い
は
、

畢
覚
、
天
的
思
想
を
天
論
鮪
と
不
荷
騎
の
ど
ち
ら
に
中
心
を
置
い
て
見
る

か
と
い
う
立
場
内
速
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
天
論
鰯
か
ら
、
そ
の
天
の
思
想
を
や
や
詳
細
に
検
討
じ

て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ハ
門
天
論
篇
に
つ
い
て

天
論
縞
に
お
け
る
苛
子
の
天
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ

て
、
重
要
な
手
掛
り
を
与
え
て
〈
れ
る
の
が
次
的
資
料
で
あ
る
。

「
列
旦
随
旋
し
、
日
月
避
昭
し
、
四
時
代
御
し
、
陰
陽
大
化
L
、
風
雨
博
施

す
。
万
物
各
々
其
町
和
を
得
て
以
て
生
じ
、
各
々
其
の
養
を
得
て
以
て
成
る
。

其
内
事
を
見
ず
し
て
其
の
功
を
見
る
、
夫
れ
是
札
を
之
れ
神
と
謂
ヲ
。
皆
な

其
的
成
る
所
以
を
知
る
も
、
其
同
無
形
を
知
る
英

L
、
夫
れ
是
れ
を
之
紅
天

と
問
う
.
唯
だ
聖
人
的
み
天
を
知
る
を
求
め
ず
と
為
す
U

こ
の
資
料
か
ら
は
「
列
星
・
日
月
・
四
時
・
陰
陽
・
風
雨
」
な
ど
町
「
功
」

と
し
て
表
わ
れ
た
現
象
が
苛
子
に
お
け
る
天
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を

成
立
せ
し
め
る
所
内
「
無
形
」
な
る
も
の
も
天
と

L
て
考
え
ら
れ
て
い
山
総

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、

そ
の
「
無
形
」
な
る
も
の
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て
、
勺
唯
聖
人
為
不
求
知
天
」
と
し
て
苛
子
自
身
が
天
を
「
功
」
と
し
て
表

わ
れ
た
現
象
に
限
ろ
う
と
し
て
い
る
占
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

次
的
資
料
に
よ
っ
て
も
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

・

叶
其
円
行
は
曲
に
治
ま
り
、
其
の
養
は
曲
に
迎
い
、
其
内
生
は
傷
わ
ず
、
夫

れ
是
れ
を
之
れ
天
を
札
一
円
と
調
、

1
故
に
大
巧
は
為
さ
ざ
る
所
に
在
り
、
大

M
E
F
 

知
は
慮
ら
ぎ
る
所
に
在
り
.
天
に
志
る
所
内
者
は
其
の
見
草
円
以
て
期
す
可

とど下、

E

き
者
に
己
的
地
に
志
る
所
内
者
は
其
円
見
宜
的
以
て
息
う
可
き
者
に
己
的
、

っと

四
時
に
志
る
所
の
者
は
其
的
見
数
円
以
て
事
む
可
き
者
に
己
的
、
陰
陽
に
志

る
所
内
者
は
其
円
見
和
円
以
て
治
む
可
き
者
に
巳
む
。
官
人
天
を
守
り
て
、

調

自
ら
は
道
を
守
る
を
為
す
な
り
U

信
-
ー

で
は
何
故
、
苛
子
は
天
を
「
功
」
と
し
て
表
わ
れ
た
現
象
に
限
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
彼
の
「
人

間
重
視
の

L
F
に
あ
る
と
呈
=
悶
え
る
。
以
下
的
資
料
は
明
白
に
そ
の
事
実

を
物
語
っ
て
い
る
。

「
天
に
其
何
時
有
り
、
地
に
其
の
財
有
り
、
人
に
其
町
治
有
り
‘
夫
れ
是
れ

を
之
れ
能
〈
参
な
り
と
謂
う
。
其
の
害
な
る
所
以
を
脅
て
て
其
町
参
な
る
所

を
願
え
ば
、
則
ち
惑
え
り
u

av
勺

「
故
に
君
子
は
其
の
己
れ
に
在
る
者
を
峨
し
み
て
、
其
の
天
に
在
る
者
を
慕

わ
ず
。
小
人
は
其
の
己
れ
に
在
る
者
を
錯
き
て
、
其
町
天
に
在
る
者
を
謀

、つ」

u
f
 

「
天
を
大
と
し
て
之
れ
を
思
う
は
、
物
内
苗
え
ら
れ
て
之
れ
を
制
す
る
と
執



合)

れ
ぞ
。
天
に
従
い
て
之
れ
を
領
す
る
は
、
天
命
を
制
し
て
之
れ
を
用
う
る
と

執
れ
ぞ
。
時
を
望
み
て
之
れ
を
待
つ
は
、
時
に
応
じ
て
之
れ
を
使
う
と
執
れ

-

U

 

ぞ
.
物
に
因
り
て
之
れ
を
多
く
す
る
は
、
能
を
聴
せ
て
之
れ
を
化
す
る
と
軌

お
き

れ
ぞ
。
物
を
思
い
て
之
札
を
物
と
す
る
は
、
物
を
理
的
て
之
れ
を
失
う
勿
か

ら
ん
と
す
る
と
執
れ
ぞ
。
物
の
生
ず
る
所
以
を
願
う
は
、
物
の
成
る
所
以
を

t
 

有
っ
と
執
れ
ぞ
。
故
に
人
を
錯
き
て
天
を
思
わ
ぱ
則
ち
万
物
の
情
を
失

ヲ
」

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
理
由
、
そ
れ
は
第
一
に
あ
げ
た
「
人
間
重
視
の
立

【
日
開

V

場
」
と
関
連
す
る
「
天
人
関
係
の
眠
術
的
把
握
の
打
破
」
に
他
な
ら
な

、。-v 

u
 

「
星
隊
ち
木
嶋
る
。
国
人
皆
な
恐
れ
て
日
く
、
是
れ
何
ぞ
や
、
と
。
臼
く
、

何
も
担
き
主
り
。
是
れ
天
地
内
変
、
陰
陽
の
化
、
物
の
平
に
至
る
者
な
り
。

之
れ
を
怪
し
む
は
可
な
り
、
而
る
に
之
れ
を
畏
る
る
は
非
な
り
.
夫
れ
日
月

n
z
a
a命

の
貴
有
り
、
風
雨
町
時
な
ら
ず
、
怪
星
町
党
見
わ
る
る
は
、
是
れ
世
と
し
て

常
に
之
札
有
ら
ざ
る
無
し
。
上
明
ら
か
に
し
て
政
平
b
か
な
れ
ば
、
則
ち
走

れ
並
び
て
世
に
起
こ
る
と
雄
も
傷
む
無
き
な
り
。
上
聞
く
し
て
政
険
な
れ
ば
、

則
ち
是
れ
一
も
至
る
者
無
し
と
雌
も
益
無
き
な
り
日

今
「
零
し
て
雨
ふ
る
は
何
ぞ
や
。
回
く
、
他
無
き
な
り
.
猶
お
等
せ
ず
し
て
雨

ぶ
る
が
ご
と
き
な
り
。
日
月
食
し
て
之
れ
を
救
い
、
天
早
に
し
て
写
し
、
ト

澄
し
て
蛇
る
後
に
大
事
を
決
す
る
は
、
以
て
求
め
を
得
る
と
為
す
に
は
非
ず
、

E
 

以
て
之
れ
を
文
る
な
り
。
故
に
君
子
は
以
て
文
と
為
す
も
、
百
姓
は
以
て
神

と
為
す
。
以
て
文
と
為
せ
ば
則
ち
吉
、
以
て
神
と
為
せ
ば
則
ち
凶
な
り
日

(
以
上
、
天
論
篇
)

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
、
天
変
地
異
を
人
間

に
対
す
る
天
的
警
告
と
考
え
そ
れ
の
意
味
を
探
ろ
う
と
し
た
り
、
ま
た
、

天
に
祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
吉
一
が
与
、
え
ら
れ
る
と
す
る
よ
う
な
呪
術
的
風
潮

が
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
的
責
務
の
放
棄
を
導
き
出
し
て
い
る
と
苛
子
は
考

苛子思想的分裂と統一(片19 

え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

き
て
、
以
上
の
二
占
に
天
論
綿
製
作
の
目
的
を
設
定
し
た
た
め
、
萄
子

が
天
を
ひ
と
ま
ず
勺
功
」
と
し
て
表
わ
れ
た
現
象
に
限
ろ
う
と
し
て
い
た

こ
と
は
、
恐
ら
く
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
不
可
知
で
あ
る
と
は
言
う
も
の
の
苛
子
が
「
無

形
」
な
る
も
の
の
存
在
を
す
っ
か
り
否
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
こ

と
、
及
び
、
そ
の
「
無
形
」
の
「
功
」
と
し
て
表
わ
れ
た
現
象
が
現
代
的

我
々
が
考
え
る
自
然
現
象
と
必
ず
し
も
同
一
の
も
町
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
の
こ
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
第
一
章
で
得
た
結
論

の

ω番
、
す
な
わ
ち
、
同
類
の
も
の
の
間
に
あ
る
引
力
が
、
そ
れ
を
説
い

て
い
る
勧
学
篇
円
資
料
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
自
然
的
中
に
存
在
す
る
法

則
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
苛
子
に
と
っ
て
は
「
同
類
相
求
の
原
理
」
も
「
見
象
的
以

て
期
す
可
き
者
」
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
以
上
の
天
論
篇
何
分
析
を
踏
ま
え
て
、

じ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

不
荷
鯖
に
目
を
転

伺
不
萄
篇
に
つ
い
て

従
来
言
わ
れ
て
来
た
不
有
篇
の
「
天
人
合
一
思
想
」
と
は
、
「
誠
」
に
つ

い
て
論
じ
た
章
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
孟
干
の
影
響
や
『
中
庸
』
と

の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
て
来
た
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
章
を
取
り
上

げ
て
、
や
や
詳
細
に
吟
味
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

@
「
君
子
同
心
を
養
う
に
は
、
誠
よ
り
普
き
は
英
し
。
誠
を
致
む
る
に
は
則
ち

官
事
無
し
。
唯
だ
仁
の
み
之
れ
守
と
為
し
、
唯
だ
義
的
み
之
れ
行
と
為
す
。

心
を
誠
に
し
て
仁
を
守
れ
ば
則
ち
形
わ
れ
、
形
わ
る
れ
ば
則
ち
神
、
神
な
れ
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徳ぱば
と則 ftlJ
吉田ちち
う明能
」。、〈

明化
なす
れ e

If 'L' 
Rリを
ち 誠
能に
くし
変て
ず義
。を

変行
とな
化 え
と If
11:i ftlJ 
f々ち

興理
るあ

り
之
れ理
をあ
天れ

③ 

刀て

き
れ

関
係

行 守主
義 仁円

ム よ花
T 7 7 
明神 τ
I 長
変 化的
一〔
人_11 
変図
化ルゴ〕

代 L持に
興示象な
γすにる

F ム吋起 。
|天 J';
H引 E

(11図〕
こ
の
〔
口
図
〕
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
君
子
(
人
間
)
の
心

が
「
誠
」
を
媒
介
と
し
て
天
と
閉
じ
徳
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。
で
は
、
そ
の
「
天
徳
」
と
は
ど
の
よ
う
な
働
き
を
持
つ
も
の
な

の
か
。

し
か

③
「
天
は
言
わ
ざ
る
も
而
も
人
高
き
を
拾
し
、
地
は
言
わ
さ
る
も
而
も
人
摩
き

こ
れ

を
推
し
、
四
時
は
言
わ
さ
る
も
而
も
百
姓
は
罵
を
期
す
。
夫
れ
此
の
常
有
る

t
 

は
、
其
の
誠
を
歪
め
た
る
者
を
以
て
な
り
日

③
に
よ
れ
ば
、
天
・
地
・
四
時
は
言
葉
を
越
え
た
も
の
に
よ
っ
て
人
間

と
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
が
「
誠
」
を
極
め
た
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
「
天
徳
」
の
働
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
慨

制
、
「
誠
」
を
極
め
れ
ば
天
・
地
・
四
時
が
人
間
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る

の
か
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
結
合
同
原
理
が
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
こ

こ
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

aと

⑥
「
君
子
至
徳
な
れ
ば
鴨
然
た
る
に
而
も
喰
ら
れ
、
未
だ
施
さ
ざ
る
に
而
も
親

し
ま
れ
、
怒
ら
ざ
る
に
而
も
戚
あ
り
.
夫
れ
此
の
命
に
順
つ
は
、
其
の
独
を

慎
に
せ
る
者
を
以
て
な
り
U

次
に
。
で
は
君
子
(
人
間
)
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
③

の
「
誠
」
を
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
天
徳
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
⑮
の
天
地
・
四
時
的
立
場
に
な
ぞ
ら
え
て
説

明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
⑮
の
「
至
其
誠
」
に
対
応
す
る
の
は
「
慎
其
独
」

と
い
う
部
分
で
、
「
独
」
と
は
そ
の
個
人
的
独
自
の
在
り
方
を
指
す
言
葉
で

あ
り
、
そ
れ
を
「
慎
」
に
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
⑮
町
「
誠
」

と
こ
こ
で
の
「
慎
」
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
来
る
。
王
念
孫
等
の
説

に
よ
れ
ば
、
こ
の
両
者
は
類
似
性
を
持
つ
言
楽
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
す
る

と
、
あ
る
い
は
「
誠
」
よ
り
も
一
段
下
町
類
似
概
念
と
し
て
「
悦
」
と
い

う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で

も
君
子
と
他
的
人
々
と
の
結
合
同
原
理
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

。
「
普
を
道
と
為
す
者
も
誠
な
ら
ざ
れ
ば
別
ち
独
な
ら
ず
、
独
な
ら
ざ
れ
ば
則

-aら

M
よ

み

ら

ち
形
わ
れ
ず
、
形
わ
れ
ざ
れ
ば
則
ち
心
に
作
り
色
に
見
わ
れ
雷
に
出
ず
と
雌

1
5
 

も
民
相
若
と
し
て
未
だ
従
わ
ざ
る
な
り
.
従
っ
と
臨
も
必
ず
疑
つ
U

こ
の
⑮
は
③
に
対
応
す
る
部
分
で
、
「
誠
」
で
な
か
っ
た
場
舎
の
こ
と
が

説
明
さ
れ
て
い
る
。

⑤
「
天
地
は
大
為
る
も
誠
な
ら
ざ
れ
ば
別
ち
万
物
を
化
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
聖

人
は
知
為
る
も
誠
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
万
民
を
化
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
父
子
は

う
&

親
為
る
も
誠
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
疏
し
。
君
上
は
尊
為
る
も
誠
な
ら
ざ
れ
ば
則

ち
卑
L
U

こ
こ
で
は
「
天
地
!
万
物
」
「
聖
人

l
万
民
」
「
父
|
子
」
勺
君
上
(
臣

下
)
」
の
関
係
が
、
前
者
向
「
誠
」
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

結
合
同
原
理
が
示
き
れ
な
い
点
は
、
⑮
・

0
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

②
円
夫
れ
誠
は
君
干
の
守
る
所
に
し
て
政
事
の
本
な
り

B

唯
だ
居
る
所
に
の
み

と

守

其
円
類
を
以
て
至
る
。
之
れ
を
操
れ
ば
則
ち
之
れ
を
得
、
之
れ
を
舎
つ
れ
ば

則
ち
之
れ
を
失
う
。
操
り
て
之
れ
を
得
れ
ば
則
ち
軽
、
軽
な
れ
ば
則
ち
独
行



L
、
独
行
し
て
ゆ
ま
ぎ
れ
ば
別
ち
?
、
済
り
て
材
の
尽
く
さ
れ
、
長
選
し

て
其
町
初
め
に
反
ら
ざ
れ
ば
則
ち
化
す
日

最
後
の
⑤
で
は
、
こ
の
章
の
結
論
と
し
て
「
誠
」
の
重
要
性
が
説
か
れ
、

そ
れ
が
政
事
的
根
本
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
町
は
、
「
唯
所
居
以
其
類
至
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
の
句
は

J
酬

の
あ
る
所
に
だ
け
、
同
類
の
誠
(
あ
る
い
は
そ
の
誠
を
持
っ
た
も
の
)
が

集
ま
る
日
と
い
フ
意
味
で
、
つ
ま
り
は
こ
の
「
類
を
以
て
至
る
L

と
い
う

同
類
相
求
の
原
理
が
③
⑮
・

0
・
⑤
の
関
係
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
③
に
お
い
て
は
確
か
に
天
の
「
誠
」
と
君
干
の
「
誠
」

と
が
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
③
・

0
・
⑤
で
は
万
物
・
万
民
・
子
・
(
臣

下
)
等
町
「
誠
」
が
必
ず
し
も
要
求
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
従
っ
て
、

こ
の
場
合
は
同
類
相
求
の
原
理
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「
誠
」
に
よ
る
結
合
は
本
来
結
合
す
る
両
者
が
独
自
の
立

場
で
「
誠
」
を
極
的
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か

り
も
一
方
円
「
誠
」
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
結
合
が
成
立
す
る
か
の
よ
う
に
主
張

し
て
い
る
点
に
、
苛
子
町
「
誠
」
の
効
用
に
対
す
る
期
待
を
読
み
取
る
こ

併
と
が
で
き
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
同
類
相
求
の
原
理
が
、
③
か
ら
②
に
歪

桁
る
こ
の
「
誠
」
に
つ
い
て
書
ー
か
れ
た
章
全
体
を
賞
〈
重
要
な
論
理
の
支
柱
で

と
一
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
章
の
す
ぐ
前
に
あ
る
論
の
内
容
か
ら
も
裳
づ
け
ら
れ
る
。

喜吋
「
君
子
は
其
の
す
』
約
〈
し
て
献
に
同
じ
さ
者
も
告
し
、
其
の
雷
を
普
く
し

侶
て
駕
に
類
す
る
者
も
応
ず
。
故
に
馬
鳴
き
て
馬
之
札
に
応
ず
る
は
、
知
に
非

同
ざ
る
な
り
、
其
の
勢
然
ら
し
め
し
な
り
。
故
に
新
た
に
浴
す
る
者
其
の
衣
を

貯
振
ぃ
、
新
た
に
休
す
る
者
其
の
冠
を
附
〈
は
、
人
的
情
な
り
。
其
れ
誰
か
能

L

4

4

1

i

F

 

く
己
れ
の
樵
慌
た
る
を
以
て
人
向
働
惜
た
る
を
畳
〈
る
者
な
ら
ん
や
U

(
以
上
、
不
苛
筒
)
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以
上
、
や
や
繁
雑
な
が
ら
不
荷
篇
の
「
誠
」
に
つ
い
て
論
じ
た
章
を
検

討
し
て
来
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
次
の
二
項

に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω
天
地
・
四
時
と
万
物
(
人
聞
を
含
む
)
と
は
同
類
相
求
向
原
理
に

よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
ま
た
、
人
間
社
会
に
お
け
る
人
間

同
士
的
関
係
(
聖
人
万
民
、
父
子
、
君
上
|
臣
下
)
と
類
似
し

た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ω
ω
の
関
係
は
す
べ
て
言
語
を
越
え
た
も
の
(
誠
)
を
媒
介
と
し
て
成

立
す
る
。

き
て
、
こ
の

ωの
「
言
語
を
越
え
た
も
の
」
に
よ
っ
て
天
・
地
・
四
時

と
人
間
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た
場
合
、
こ
れ

が
天
論
篇
に
お
け
る
「
天
人
関
係
の
呪
術
的
把
握
の
打
破
」
と
同
じ
内
容

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
萄
子
は
こ
の
不
苛
篇
で
も

言
語
に
よ
る
天
と
人
と
の
直
接
交
渉
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
結
合
の
役
割
を
担
う
「
誠
」
と
い
う
類
が
、
同
類
相
求
の
原
理
と
い

う
ゆ
る
や
か
な
対
応
的
法
則
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に

は
当
然
、
あ
る
程
度
的
人
間
独
自
の
立
場
が
許
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
首

肯
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
天
論
篇
と
不
有
筋
と
は
初
め
て
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
類
に
よ
る
統
合
が
持
つ
意
味

で
あ
る
。
第
一
章
の
結
論
的

ωに
示
し
た
よ
う
に
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
物
の
違

い
を
認
識
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
個
々
の
物
を
包
括
す
る
の
が
類
に
よ
る
統

合
的
基
本
型
」
で
あ
り
、
従
っ
て
類
は
そ
れ
を
用
い
た
場
合
、
分
け
る
と

い
う
作
用
と
同
時
に
結
合
す
る
と
い
う
作
用
を
果
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
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る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
苛
子
は
、
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
も

の
が
よ
り
密
接
に
結
合
さ
れ
る
と
い
う
理
論
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。

z' 

「
故
に
先
主
は
案
ち
之
れ
が
為
的
に
札
義
を
制
し
て
以
て
之
れ
を
分
か
ち
、

世
践
の
等
・
長
幼
の
差
・
知
恐
能
不
能
的
分
あ
ら
し
め
、
皆
な
人
を
し
て
其

M

S

M

調

的
事
を
載
い
て
各
々
其
の
宜
し
き
を
得
し
め
、
然
る
後
に
穀
禄
円
多
少
厚
部

t

樽

を
し
て
之
れ
称
わ

L
む
。
走
れ
夫
町
群
居
和
一
円
道
な
り
。
故
に
仁
人
上
に

在
れ
ば
、
別
ち
農
は
力
を
以
て
回
に
尽
〈
し
、
買
は
察
を
以
て
財
に
氏
、
〈
ー
し
、

百
工
は
巧
を
以
て
械
器
に
尽
く
し
、
士
大
夫
以
上
公
侯
に
至
る
ま
で
耳
の
七

厚
知
能
を
以
て
官
職
に
尽
〈
さ
き
る
は
誕
し
。
夫
れ
是
れ
を
之
れ
豆
平
と
潤

う
。
(
中
略
)
故
に
回
〈
、
柏
町
え
ど
も
烈
し
く
、
町
四
れ
ど
も
順
、
不
同
な
れ
ど

も
一
、
と
U

(

栄
辱
鰐
)

「
人
的
人
為
る
所
以
向
者
は
何
ぞ
や
。
日
く
、
其
の
#
有
る
を
以
て
な

り
a

(

中
略
)
夫
町
禽
獣
は
父
子
有
り
て
父
子
肉
親
無
〈
、
牝
牡
有
り
て
男
女

向
別
無

L
.
故
に
人
道
弁
有
ら
ざ
る
英

L

U

(

非
相
円
相
)

υと
お

き

《

路

》

「
分
均
し
け
れ
ば
則
ち
偏
ま
ら
ず
、
銑
斉
し
け
れ
ば
則
ち
壱
な
ら
ず
、
衆
斉

し
け
れ
ば
則
ち
使
わ
れ
ず
。
天
有
り
地
有
り
て
上
下
に
差
有
リ
。
(
中
略
)
沓

に
日
〈
、
維
れ
斉
し
き
こ
と
は
斉
し
さ
に
非
ず
、
と
。
此
れ
を
之
れ
謂
う
な

り
U

(

王
制
綿
)

「
人
は
何
を
以
て
能
く
群
す
る
や
。
日
く
、
分
な
り
。
分
は
何
を
以
て
能
く

行
な
わ
る
る
や
。
日
〈
、
義
な
り
。
故
に
義
以
て
介
す
れ
ば
則
ち
和
L
.
和

寓

す

れ

ば

別

ち

一

、

・

・

・

」

(

王

制

筒

)

階
級
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
分
を
尽
〈
す
、
そ
れ
こ
そ
が
「
群
居
和
一

之
道
」
で
あ
る
と
初
子
は
主
張
す
る
。
君
臣
関
係
を
例
に
と
っ
て
考
え
て

み
る
と
、
ま
ず
、
君
・
臣
と
い
う
二
つ
の
類
が
あ
り
、
両
者
は
異
類
で
あ

る
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
異
類
で
あ
る

両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
に
は
両
者
に
共

通
の
類
、
す
な
わ
ち
「
誠
L

が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ

の
「
誠
」
町
同
期
相
求
に
よ
っ
て
両
者
は
結
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
分
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
も
の
が
よ
り
密
接
に
結
合
す
る
と
い
う
搬
に

よ
る
統
合
同
思
想
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
政
治
的
具
体
性
を
与
え
ら
れ
る
ニ

と
に
な
る
。
こ
の
差
等
の
あ
る
こ
と
が
「
至
平
」
で
あ
る
と
い
う
説
明
に

お
い
て
、
『
尚
書
』
呂
刑
錦
町
「
緋
斉
非
斉
」
と
い
う
部
分
に
対
す
る
苛
子

《
問
》

独
自
の
解
釈
、
及
び
「
斬
而
斉
、
柾
而
順
、
不
同
而
ご
と
い
う
言
葉
が

使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
老
子
』
町
逆
説
的
思
想
的
影
響
と
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
事
実
、
『
老
子
』
第
二
十
二
章
に
は
「
出
則
全
、
征
則
山
、

窓
則
盈
」
等
肉
類
似
し
た
言
葉
が
見
え
て
い
る
。

さ
ら
に
苛
子
は
、
こ
の
よ
う
な
原
理
を
天
地
と
人
と
の
間
に
あ
る
理
と

し
て
考
え
て
行
く
。

「
君
子
無
け
れ
は
則
ち
天
地
も
理
あ
ら
ず
、
札
義
も
統
無
〈
、
上
に
君
附
無

く
、
下
に
父
子
無
し
。
夫
れ
是
れ
を
之
れ
歪
乱
と
謂
ヲ
。
君
臣
父
子
・
兄

Mm 

弟
・
夫
婦
、
始
ま
れ
ば
則
ち
終
り
、
終
れ
ば
則
ち
始
ま
り
、
天
地
と
理
を
同

品
別
-

ヒ
く
し
、
万
世
と
久
し
き
を
同
じ
〈
す
。
夫
れ
是
れ
を
之
れ
大
本
と
相
、
一
ワ
じ

(
王
制
問
)

』三

「
性
偽
合
し
然
る
後
に
聖
人
的
名
を
成

L
、
天
下
を
一
に
す
る
の
功
是
に

於
い
て
枕
る
な
り
。
故
に
臼
く
、
天
地
合
し
て
万
物
生
じ
、
陰
陽
接
し
て
変

化
起
こ
り
、
性
偽
合
し
て
天
下
泊
ま
る
、
と
。
天
は
能
く
物
を
生
ず
る
も
物
を
弁

ず
る
能
わ
ず
、
地
は
能
く
人
を
船
す
る
も
人
を
治
む
る
能
わ
ず
。
宇
中
万
物

生
人
の
属
は
、
聖
人
を
待
ち
て
撚
る
後
に
分
か
る
る
な
り
U

(
礼
論
総
)

こ
れ
こ
そ
が
、
苛
子
に
お
け
る
「
天
人
之
分
」
に
論
理
的
基
艇
を
与
え

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
類
同
思
想
」
と
老
子
町
逆
説
的
思
想
を
組
み

合
わ
せ
た
所
に
成
立
す
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈

を
前
提
と
す
る
と
、
天
論
篇
町
以
下
町
文
章
も
ス
ム
ズ
に
理
解
す
る
こ



と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

「
為
さ
ず
し
て
成
り
求
め
ず
し
て
得
、
夫
札
是
れ
を
之
れ
天
職
と
謂
う
。
是

く
の
如
き
者
は
、
其
円
札
深
な
り
と
雌
も
慮
を
加
え
ず
、
大
な
り
と
臨
も
能

を
加
え
ず
、
精
な
り
と
躍
も
察
を
加
え
ず
、
夫
れ
是
れ
を
之
れ
天
と
職
を
争

わ
ず
と
調
う
U

(

天
論
筒
)

倉)

同
天
論
篇
と
不
萄
篇
を
過
し
て

有
子
の
現
実
を
見
る
目
に
は
極
的
て
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。
特
に
、
天

を
ひ
と
ま
ず
「
見
象
的
以
て
期
す
可
き
者
」
に
限
っ
て
論
を
進
め
て
い
る

占
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
と
言
え
る
。
恐
ら
く
、
戦
国
末
的
荷
干
の
生
き

た
時
代
は
、
人
間
的
自
ら
の
力
に
対
す
る
自
覚
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
時

期
で
あ
り
、
そ
の
反
映
が
「
人
間
重
視
の
立
場
」
を
生
み
出
し
て
行
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
天
人
関
係
の
呪
術
的
把
握
の
打
破
」
は
、
自
ら

の
努
力
を
放
棄
し
、
す
べ
て
の
責
任
を
天
に
帰
一
す
る
人
間
違
こ
そ
が
こ

の
世
界
を
混
乱
に
導
い
て
い
る
、
と
い
う
苛
子
町
認
識
的
表
わ
れ
と
言
え

f
 

ょ
う
。
天
論
鰯
の
「
人
祇
L

を
説
く
件
に
は
、
彼
の
見
た
混
乱
し
た
現
実

の
あ
り
さ
ま
が
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

2
 

「
物
内
己
だ
至
る
者
に
し
て
人
献
な
れ
ば
、
則
ち
畏
る
可
き
な
リ
。
棺
耕
し-a 

て
稼
を
傷
い
、
措
転
し
て
歳
を
失
い
、
政
は
険
に
し
て
民
を
失
い
、
田
は
議

被

れ
て
稼
は
悪
〈
‘
離
は
貴
〈
し
て
民
は
飢
え
、
道
路
に
死
人
有
リ
、
夫
れ
是刷

会

れ
を
之
れ
人
献
と
謂
う
。
政
令
明
ら
か
な
ら
ず
、
準
錯
時
な
ら
ず
、
本
事
理

hw 

ま
ら
ず
、
勉
力
時
な
b
ず
、
則
ち
牛
馬
も
相
い
生
じ
六
苦
も
献
を
作
す
、
夫

M

m

m

 

れ
是
れ
を
之
れ
人
祇
と
潤
う
。
礼
義
僻
ま
ら
ず
、
内
外
別
無
〈
、
男
女
淫
乱

に
し
司
、
父
子
も
相
い
疑
い
、
上
下
帯
離
し
、
冠
難
並
び
至
る
、
夫
れ
是
札

，

E
 

を
之
れ
人
献
と
謂
う
。
献
は
是
札
乱
よ
り
生
じ
、
三
者
錯
れ
ば
安
き
国
無

L
.

t

h

f

h

 

其
の
説
は
甚
だ
爾
き
も
‘
其
の
沓
は
甚
だ
惨
な
り
。
怪
し
む
可
く
而
も
亦
た

民
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畏
る
可
き
な
り
日

こ
の
よ
う
に
現
実
を
重
視
し
、
人
聞
の
資
務
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
背

子
が
、
で
は
何
故
に
天
と
人
と
の
結
合
を
諜
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
萄
子
自
身
の
示
す
「
類
的
思
想
」
が
自
均
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
萄
子
は
天
に
規
範
性
を
認
め
、
さ
ら
に
、
天

と
人
と
の
問
に
類
似
し
た
要
素
を
認
め
て
人
間
的
行
為
を
天
の
規
純
に
合

致
さ
せ
よ
う
と
し
、
そ
の
規
範
に
合
致
す
る
と
い
う
保
証
を
、
人
聞
の
行

為
と
結
果
と
の
間
に
あ
る
、
ゆ
る
や
か
な
対
応
の
法
則
に
求
め
よ
う
と
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

先
の
不
荷
錦
町
天
・
地
・
凹
時
に
つ
い
て
説
明
し
た
⑮
の
文
章
に
「
夫

れ
此
内
常
有
る
は
、
其
の
誠
を
至
め
た
る
者
を
以
て
な
リ
口
と
あ
リ
、
こ

れ
か
ら
「
誠
」
と
は
天
・
地
四
時
的
慣
常
性
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
推

定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
天
論
簡
の
冒
頭
に
あ

る
「
天
行
有
常
」
と
い
う
言
葉
も
、
ま
た
、
「
列
星
随
旋
、
日
月
逓
昭
、
四

時
代
御
、
陰
陽
大
化
、
風
雨
博
施
」
と
い
う
言
葉
も
、
す
べ
て
が
天
町
恒

常
性
を
指
す
も
の
と
し
て
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
そ
し
て
、
天
論
繍
に
お
い
て
「
所
志
於
天
者
、
巳
其
見
象
之
可
以
期

者
失
」
と
し
て
、
天
を
ひ
と
ま
ず
「
無
形
」
と
は
切
り
離
し
て
考
え
得
た

の
も
、
日
月
の
よ
う
な
自
然
の
中
に
存
在
す
る
現
象
に
こ
そ
、
最
も
よ
く

そ
の
恒
常
性
を
看
取
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
天
・
地
・
四
時
的
恒
常
性
に
規
範
を
求
め
る
立
場
は
次
の
資
料
に

示
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。

?
 

「
天
地
は
則
ち
己
に
易
わ
り
、
四
時
は
則
ち
己
に
循
リ
其
の
宇
中
に
在
る

E

E

 

者
、
夏
め
始
ま
ら
ざ
る
は
英
L
。
故
に
先
王
案
ち
此
札
を
以
て
之
札
に
象
る
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?
 

な
り
。
(
中
略
)
上
は
梨
を
天
に
取
り
、
下
は
象
を
地
に
取
り
、
中
は
則
を
人

に
取
る
。
人
向
群
居
和
一
す
る
所
以
町
理
尽
く
せ
り
日
(
礼
論
鰐
)

ま
た
、
天
の
恒
帝
性
に
人
聞
社
会
的
秩
序
を
一
体
化
さ
せ
る
こ
と
が
苛

子
の
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
楽
論
篇
の
「
舞
」
に
つ
い
て
の
解
説
を
し

た
部
分
に
最
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

者
-a

「
声
楽
町
象
。
(
中
略
)
舞
の
意
は
天
道
に
兼
る
a

放
は
其
れ
楽
町
君
主
る

か
。
故
に
鼓
は
天
に
似
、
錨
は
地
に
似
、
替
は
水
に
似
.
苧
笠
・
宛
帯
は
星

援

辰
日
月
に
似
、
桃
鼓
抑
補
地
・
控
禍
は
万
物
に
似
た
り
。
昌
を
以
て
鮮
の
意

様

車

を
知
る
や
。
日
〈
、
目
は
自
ら
見
ず
、
耳
は
自
ら
聞
か
ざ
る
む
り
。
然
れ
ど

も
怖
仰
・
訓
信
・
進
退
・
遅
速
を
治
的
て
廉
制
な
ら
ざ
る
は
其
〈
、
筋
骨
肉

E

L
か

力
を
尽
く
し
て
以
て
鎚
峨
悦
せ
の
節
を
要
向
、
市
も
倖
逆
す
る
者
有
る
こ
と

蹴
き
は
、
衆
梢
の
意
向
掘
調
子
た
れ
ば
な
り
U

(

楽
論
筒
)

自
ら
を
意
識
せ
ず
に
す
べ
て
の
動
き
が
天
地
に
象
ら
れ
た
銭
鼓
に
従
っ

て
節
度
を
持
つ
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
「
舞
同
意
L

で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら

に
そ
れ
は
長
い
習
練
の
結
果
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
萄
子
に
お
い
て

は
習
練
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
人
聞
が
天
道
に
従
っ
て
、
言
い
換
え
れ

ば
、
天
の
恒
常
性
に
従
っ
て
生
き
て
行
く
こ
と
が
理
怨
と
さ
れ
て
い
る
の2

 

で
あ
る
。
故
に
、
背
子
は
不
荷
篇
で
、
「
君
子
は
大
心
な
れ
ば
則
ち
天
を
敬W

黒

い
て
道
あ
り
、
」
と
主
張
し
て
い
る
。

苛
子
は
天
の
恒
常
性
を
理
想
と
す
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
、
人
間
的
世
界

も
あ
の
天
の
よ
う
に
規
則
正
し
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
苛
子
の
目
に
映
る
現
実
的
社
会
は
天
論
結
に
示
さ

unvz 

れ
て
い
た
よ
う
な
「
人
献
」
の
蔓
る
、
混
乱
そ
の
も
の
の
世
界
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
こ
の
混
乱
の
世
界
、
狂
っ
た
社
会
を
生
み
出
し
た
の
は
天
で
は

な
い
。
人
間
自
ら
が
こ
の
よ
う
な
混
乱
を
招
い
た
の
だ
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
こ
の
社
会
を
正
し
、
こ
の
世
町
中
を
秩
序
づ
け
る
の
は
人
間
に
他
な

、
り
介
。
ぃ
。

「
道
と
は
天
内
道
に
非
ず
、
地
内
道
に
非
ず
、
人
的
道
と
す
る
所
以
な
り
、

君
子
町
道
と
す
る
所
な
り
U

(

儲
効
泊
)

苛
子
は
至
る
所
で
人
聞
の
道
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
を

厳
し
く
見
つ
め
る
苛
干
の
目
と
、
天
を
理
想
と
す
る
苛
干
の
立
場
と
を
結

合
す
る
の
に
、
「
類
の
思
想
」
及
ぴ
「
老
子
町
逆
説
的
思
想
」
は
正
に
恰
好

の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
同
類
相
求
の
原
理
と
し
て
、
こ
の

世
界
全
体
を
貝
く
ゆ
る
や
か
な
定
的
の
よ
う
な
「
普
!
吉
、
惑
ー
凶
し
の

対
応
同
法
則
と
化
し
た
天
は
、
さ
ら
に
そ
の
恒
常
性
の
中
に
人
間
社
会
的

〈

nv

到
達
す
べ
き
理
想
を
呈
示
し
、
予
定
調
和
的
に
人
間
的
独
自
の
行
為
を
支

-

【

nv

え
、
や
が
て
は
人
間
が
天
に
復
帰
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
故
に
苛
子
は
言
、
っ
、
「
習
俗
は
志
を
移
し
、
安
久
は
質
を
移

E
 

L
、
井
一
に
し
て
不
こ
な
れ
ば
、
則
ち
神
明
に
通
じ
天
地
に
も
参
わ
る
U

(
儒
効
篇
)
と
。

第

章

「
夫
人
之
介
」
の
破
綻

「
天
人
之
分
」
の
思
想
構
造
、
及
び
そ
の
意
味
す
る
所
に
つ
い
て
は
既

に
述
べ
て
来
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
本
『
苛
子
』
町
中
に
は
、
わ

ず
か
で
は
あ
る
が
こ
れ
と
矛
盾
す
る
資
料
も
見
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以

下
そ
の
資
料
に
検
討
を
加
え
つ
つ
本
論
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

2

2

i

 

「
老
を
老
と
す
れ
ば
而
ち
担
者
L
需
に
帰
L
、
拐
を
拐
し
め
ざ
れ
ば
而
ち
通

-mm7 

者
も
潟
に
訓
閉
ま
り
、
冥
冥
に
行
な
い
て
報
い
無
き
も
の
に
も
施
せ
ば
、
而
ち

み
勺

I

世
も
不
問
も
鴬
に
一
ま
ら
ん
。
人
に
此
町
三
行
有
ら
ば
大
過
有
り
と
雌

L

天

は

其

れ

遂

げ

し

め

ざ

ら

ん

や

日

(

閤

占

鍛

者

、

情

身

綿

)



倉)

「
天
人
之
分
」
及
び
そ
れ
を
支
え
る
「
類
の
思
想
し
か
・
り
す
れ
ば
、
天

が
直
接
人
間
世
界
に
介
入
し
て
く
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
あ
り
得

な
い
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
怖
身
納
町
資
料
は
荷
子
町
思
想

体
系
と
矛
盾
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、

た
と
え
そ
れ
が
ゆ
る
や
か
な
定
め
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
、
「
善

吉
、
悪
凶
」
内
法
則
を
「
功
」
と
し
て
表
わ
れ
た
現
象
町
中
に
見
出
し

得
る
萄
子
の
意
識
の
根
底
で
は
、
恐
ら
く
、
不
可
知
で
あ
る
筈
的
「
無
形
」

の
天
も
、
正
し
き
者
向
味
方
と
い
う
そ
の
本
来
的
姿
を
表
わ
し
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
一
見
矛
腐
す
る
よ
う
に
見

え
る
こ
の
情
身
錦
町
文
章
も
、
思
わ
ず
吐
認
し
た
萄
子
町
本
心
と
し
て
無

理
な
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
賦
篇
に
見
え
る
時
世
と
い
う
考
え
が
述
べ
ら
れ
た
文
章
は
、
『
戦

国
策
』
楚
策
に
見
え
る
春
申
君
へ
町
手
紙
の
末
尾
の
賦
と
共
通
す
る
部
分

が
あ
り
、
晩
年
の
苛
子
円
心
情
を
知
る
上
で
も
極
的
て
興
味
深
い
も
の
が

あ
る
。「

天
下
治
ま
ら
ず
、
諮
う
、
侃
詩
を
陳
べ
ん
。
天
と
地
と
位
を
品
え
四
時
は

E
 

郷
を
易
之
、
列
昆
は
附
墜
し
旦
暮
も
悔
い
首
す
。
幽
時
は
登
昭

L
日
月
は
下
践

し
、
公
正
無
私
な
る
に
反
っ
て
従
横
と
せ
ら
れ
、
(
中
略
)
蛸
竜
を
冊
昭
雄
と
為

e

i

 

し
て
鴎
れ
棋
を
鳳
皇
と
為

L
、
比
干
は
制
か
れ
て
孔
子
は
匡
に
拘
し
む
。
昭
昭

乎
と
し
て
知
の
明
ら
か
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
も
、
払
乎
と
し
て
時
に
遇
う

W

凧

減

こ
と
の
不
祥
な
り
。
郁
郁
子
と
し
て
札
義
町
大
い
に
行
な
わ
れ
ん
こ
と
を
欲

M

2

2

 

す
る
も
、
問
子
と
し
て
天
下
町
晦
盲
主
り
。
時
天
彼
ら
ず
憂
い
は
碩
り
無
し
。

千
歳
必
ず
反
る
は
古
町
官
な
り
。
弟
子
学
を
勉
む
れ
ば
天
は
忘
れ
ず
、
聖
人

E

E

わ

【

2

手
を
共
く
も
時
幾
ん
ど
将
に
せ
ん
。
与
れ
般
に
し
て
以
て
疑
引
。
願
わ
く
は

圧
辞
を
聞
か
ん
。

其
の
小
歌
。
彼
内
遠
方
を
念
う
に
、
何
ぞ
其
の
塞
な
る
。
仁
人
は
制
約
し
て

苛子思想的分裂と統一(片25 

上を媒知品
天以すら人
、 て る ず は

局聡 J弘 、街自

ぞと〈布〈
椛為、と
れし妓錦 Jι
問 、 母 と 臣
ぜ 危 ・ を は
んを刀割問危
」。以父え殆

てにてに
安は典主し
と赴って
為れを設
しを知人
、1'{-均寸世2

~r VI; ずし
を。。む
以百向。
てを撤涜
凶以ー玉
とて子瑞
為明者珠
すとには

(。為は侃
賦 i喝し之よ
r~ D1'弘、れる
)、却にを

。16
L
A

天
下
町
混
乱
を
嘆
き
、
自
ら
の
境
過
を
古
町
比
干
・
孔
子
に
投
影
す
る

こ
町
文
章
町
中
で
、
萄
子
は
す
べ
て
の
原
因
を
「
過
時
之
不
祥
L

と
時
世

E
 

に
帰
し
て
諦
観
し
、
「
千
歳
必
反
、
古
之
常
也
」
と
来
る
べ
き
世
界
へ
希
望

を
繋
ご
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
主
世
界
向
解
釈
は
、
「
類
的
思
想
」
を
高
〈

掲
げ
、
天
と
一
体
化
す
る
こ
と
を
確
信
し
、
ま
た
、
「
夫
人
之
分
」
に
よ
っ

て
人
聞
の
力
的
自
覚
の
も
と
に
そ
の
努
力
を
促
し
、
そ
の
責
務
を
追
求
し

よ
う
と
し
た
苛
子
に
あ
っ
て
は
あ
ま
り
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
も
の
と
受

け
取
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
晩
年
の

苛
子
の
絶
望
の
深
さ
が
そ
こ
に
は
読
み
取
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の

中
に
あ
っ
て
さ
え
、
寸
弟
子
勉
学
、
天
不
忘
也
」
と
天
に
対
す
る
期
待
と
学

問
へ
の
不
断
的
努
力
企
説
い
て
止
ま
な
い
点
は
、
正
し
く
荷
子
町
純
儒
た

る
所
以
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結

語

本
論
で
は
「
類
の
思
想
」
に
従
っ
て
苛
子
町
「
天
人
之
分
」
を
解
釈
し

て
来
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
「
人
間
独
自
の
立
場
を
認
め
な
が
ら

も
、
そ
の
独
自
の
力
で
達
成
す
る
も
の
は
、
天
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
天

と
一
体
化
し
た
世
界
で
あ
る
U

と
い
う
世
界
観
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
儒
家
町
立
場
を
守
り
つ
つ
も
、
そ
の
内
容

に
お
い
て
は
萄
子
独
得
内
思
想
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
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想
と
現
実
と
を
統
合
す
る
独
自
の
立
場
は
、
「
夫
天
生
蒸
民
、
:
・
・
・
」
(
栄

辱
筒
)
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
通
り
、
中
国
古
来
の
思
想
を
受
け
て
天

が
万
民
を
創
造
し
た
と
す
る
苛
子
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
ま
ま
人
間
的
内
部

に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
の
結
果
、
「
性
偽
之
分
」
や
「
性
悪
説
」
に
係
わ
る
問

題
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
す
べ
て
後
的

考
察
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

註(
1
)
銭
穆
「
先
泰
諸
子
酷
年
」
に
見
え
る
説
。

(
2
)
テ
キ
ス
ト
は
四
部
曜
刊
の
南
京
台
州
刊
本
を
住
用
し
、
校
定
は
主
に
主
先
謙
「
苛

子
品
解
」
、
久
保
霊
「
初
子
噛
注
」
の
説
に
従
っ
た
。
(
拡
幅
の
都
合
に
よ
り
、
特

に
重
要
な
校
定
を
除
い
て
は
註
記
せ
ず
、
文
字
の
左
聞
に
械
を
付
す
に
止
め
た
J

ま
た
、
解
釈
、
並
び
に
書
き
下
し
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
金
谷
拍
氏
の
岩
波

文
旅
本
寸
初
子
」
に
依
っ
た
所
が
多
い
.

(
3
)
本
論
脱
稿
の
後
.
真
崎
前
博
民
的
論
文
「
明
子
の
『
矧
』
」
(
史
学
研
究
、
間
)

に
接
す
る
機
会
を
得
、
品
開
に
知
過
を
得
た
感
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
問
阻
関
心

の
遣
い
か
ら
か
、
真
崎
氏
は
正
名
簡
を
前
提
と
す
る
「
類
」
の
論
理
柿
造
、
及
び

同
類
相
事
の
原
理
の
勧
普
懲
悪
的
意
味
を
見
落
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
畳
け
b
れ

，。。
(
4
)
心
に
つ
い
て
は
「
心
有
徴
知
」
と
し
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
わ
せ
て
い
る

点
な
ど
を
考
え
る
と
、
当
暁
そ
の
意
味
を
探
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
有
子
の

性
の
解
釈
に
保
わ
る
問
題
と
し
て
別
に
取
り
扱
う
予
定
な
の
で
、
本
論
で
は
敢
え

て
触
れ
な
い
で
お
く
こ
と
に
す
る
。

(
5
)

寸
断
守
、
物
之
単
名
也
.
兼
、
桜
名
也
。
晴
、
眺
也
。
刊
苦
止
晴
詰
物
、
則
珂
之

馬
、
噛
耳
毛
色
、
則
謂
之
白
馬
賞
馬
之
比
也
U

と
あ
る
。

(
6
)
王
悲
話
寸
読
書
雑
志
」
に
、
勺
君
子
不
下
室
堂
而
梅
内
之
情
挙
椴
此
猶
岩
子
宮

不
出
戸
、
如
実
下
也
U

と
あ
る
白

(
7
)

「
老
子
」
第
四
十
七
章
に
は
「
不
出
戸
、
知
天
下
、
不
窺
細
見
天
道
。
其
出

弥
遣
、
其
知
弥
少
。
是
以
聖
人
、
不
行
而
如
、
不
見
而
名
、
不
均
岡
成
.
」
と
あ

る。

(
8
)
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
「
類
の
思
想
」
の
基
本
型
と
本
論
に
慌
わ
り
の
あ
る

部
分
だ
け
を
述
べ
た
の
で
あ
り
.
こ
れ
が
初
予
の
持
つ
「
類
の
思
想
」
の
す
べ
て

で
は
な
い
。

(
9
)
本
論
は
松
田
弘
氏
の
「
苛
干
に
お
け
る
儒
家
的
理
志
と
買
の
思
盟
的
世
世
」
(
筑

雄
大
学
、
哲
学
思
想
果
論
集
車
1
鼎
)
に
多
く
の
一
布
陣
吹
を
得
て
い
る
。
事
実
、

本
論
は
氏
の
「
苛
干
の
夫
思
想
は
(
中
略
)
克
人
関
慌
の
基
調
を
、
呪
術
的
風
潮

か
ら
摘
出
し
、
形
市
上
的
天
の
も
と
に
理
論
的
に
盤
現
す
る
こ
と
に
そ
の
眼
目
が

あ
っ
た
、
」
と
い
う
主
取
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
.
し
か
し
、
氏
は
布
干
の
持
つ

「
人
間
重
視
の
立
場
」
を
軽
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
晴
子
の
突
を
強
制
す
る
と
い

う
結
論
を
導
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
論
は
逆
に
、
「
人
間
重
視
の
立
場
」
を

重
ん
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
子
の
天
を
強
調
す
る
と
い
う
結
論
を
樽
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

(
叩
)
亜
沢
俊
郎
氏
の
「
苛
況
研
究
」
(
『
間
出
思
想
研
究
』
所
収
)
に
代
表
さ
れ
る

説
-

(
日
)
地
図
米
利
氏
寸
中
国
固
有
の
宗
教
と
陰
陽
五
行
思
想
」
(
宗
教
研
究
、
開
担
岩
)
、

板
野
長
八
氏
「
苛
干
の
天
人
の
骨
と
そ
の
後
」
(
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
、
田

l
)

な
ど
の
説
.

(
国
)
こ
の
「
無
形
」
が
天
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
既
に
松
図
氏
(
前
掲
論

文
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
.

(
日
)
こ
の
世
科
の
「
知
天
」
は
、
先
の
「
唯
聖
人
為
不
求
知
天
」
の
「
知
夫
」
と
は

「
知
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
お
い
て
迎
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
て
言

う
「
知
天
」
と
は
、
「
功
」
と
し
て
表
わ
れ
た
現
象
以
上
の
こ
と
を
天

μ
求
め
な
い

立
場
を
前
提
と
し
て
現
実
に
対
処
し
て
行
く
事
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
一
つ
の
否
定
を
経
た
上
で
の
肯
定
を
意
味
し
て
い
る
a

こ
の
よ
ヲ
な
思
想
が
よ
也

子
し
の
逆
説
的
思
担
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ー
老
子
」
第
四
十
五

常
の
「
大
巧
苦
制
」
を
初
楠
と
さ
せ
る
寸
大
巧
私
所
不
均
」
等
の
言
葉
の
存
在
に

よ
っ
て
も
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
控
に
も
述
べ
る
よ
う
に
.
晴
子
の

「
天
人
之
分
」
に
お
い
て
、
こ
の
「
岩
子
」
内
遊
説
的
思
想
は
極
め
て
軍
事
な
役

捌
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
H
)
こ
こ
で
天
と
い
う
言
葉
は
「
地
-
四
時
・
陰
陽
」
と
並
べ
ら
れ
、
限
定
的
に
使

用
さ
れ
て
い
る
が
、
先
の
資
料
、
及
ぴ
こ
の
資
料
の
「
知
天
L

と
い
う
用
法
か
ら



金)

明
ら
か
な
よ
う
に
‘
天
は
同
時
に
そ
れ
ら
を
総
合
(
あ
る
い
は
代
表
)
す
る
名
称

で
も
あ
る
。

(
日
)
金
谷
拍
氏
の
「
有
子
の
句
史
人
の
分
』
に
つ
い
て
ー
そ
の
自
然
観
の
特
質
|
」

(
晶
刊
車
洋
学
、
制
)
は
.
こ
の
「
人
間
霊
視
の
立
場
」
に
臨
点
を
あ
て
た
論
主

で
あ
る
・

(
問
)
こ
の
「
克
人
閣
時
的
呪
術
的
把
援
の
打
破
」
と
い
ヲ
用
語
は
、
柏
田
氏
(
前
掲

論
文
)
か
ら
併
用
し
た
も
の
で
あ
る
・
桂
に
述
べ
る
よ
う
に
、
荷
子
に
は
天
人
感

応
の
考
え
が
あ
り
、
そ
の
点
で
は
世
も
呪
術
的
立
場
に
あ
る
と
言
え
る
・
従
勺
て
、

こ
こ
で
言
ヲ
「
天
人
間
保
の
呪
術
的
把
蝦
の
打
破
」
と
は
、
民
異
や
言
語
に
よ
る

究
と
の
直
接
克
捗
の
否
定
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

(
げ
}
都
路
行
目
玉
念
碑
は
「
爾
雅
」
釈
祐
簡
に
よ
っ
て
、
「
情
」
を
融
の
置
に
読
ん
で

い
る
・

(
珂
)
梁
啓
雄
「
苛
子
東
釈
」
に
見
え
る
高
亨
の
説
に
従
っ
て
、
「
拍
L

の
意
に
読
ん

だ。

(
叩
)
偽
孔
伝
で
は
「
凡
刑
所
以
斉
非
斉
、
各
有
愉
理
、
有
要
害
」
と
あ
り
、
「
斉
し
か

っ
た
り
、
斉
し
〈
な
か
っ
た
り
」
の
意
に
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
臨
星
術
の
「
尚

書
士
官
す
戸
建
砂
」
に
は
「
苛
子
」
の
解
釈
を
断
章
取
識
で
あ
る
と
す
る
説
が
見
え

司
令
。

(
却
)
「
苛
子
斑
釈
」
に
は
『
啓
雄
措
・
・
此
開
・
社
会
上
人
与
人
的
聯
結
依
存
和
字
宙

問
天
地
与
人
的
聯
結
慌
頼
同
理
阿
久
。
大
本
、
指
遁
冊
天
地
人
『
同
理
問
久
』
的

体
大
的
基
本
U

と
あ
る
。

(
剖
)
も
ち
ろ
ん
、
天
と
「
無
形
」
と
を
切
り
離
し
得
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
先
に

地
べ
た
よ
う
に
、
因
果
応
報
の
法
則
を
自
然
の
中
に
存
在
す
る
現
象
と
し
て
見
出

し
た
と
い
う
点
に
あ
る
.

{
担
)
第
一
章
に
地
べ
た
、
矧
に
よ
る
統
合
の
担
拠
と
し
て
「
王
宮
」
が
設
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
、
初
子
の
「
克
人
之
分
」
が
予
定
調
和
説
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
そ
し
て
‘
こ
の
「
天
官
」
及
び
「
徴
知
」
町
力
を
持
つ
心
(
天
論
稿
で
は
『
天

君
』
と
言
わ
れ
る
)
が
そ
れ
だ
け
で
自
然
に
普
に
向
か
い
得
る
程
強
力
な
も
の

で
は
な
い
と
い
う
占
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
人
間
独
自
の
立
場
が
認
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

(
国
)
「
功
」
と
し
て
表
わ
れ
た
現
象
の
中
に
因
果
応
報
の
法
則
を
見
出
す
苛
子
に
と
っ

苛子思想的分裂と統一(片27 

て
、
不
可
知
の
「
無
形
」
の
天
は
不
要
の
存
布
で
あ
る
が
、
こ
の
骨
格
的
な
紘
一

を
考
え
る
控
の
脳
裏
に
は
、
恐
ら
く
「
無
形
」
の
夫
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
.

(剖
)

J
相
国
龍
」
楚
晴
、
埼
烈
王
の
と
こ
ろ
に
苛
子
が
事
申
君
の
招
諮
を
拒
否
し
た

手
紙
が
あ
り
唱
そ
の
末
尾
に
以
下
め
賦
が
見
え
る
。

「
国
為
賦
目
、
主
珍
随
珠
、
不
知
侃
守
、
総
衣
与
糸
、
不
知
異
今
、
開
株
・
子
曹
、

英
知
媒
分
ヘ
娘
母
求
之
、
又
甚
喜
之
。
7
.

以
轄
為
明
、
以
聾
為
聡
以
是
為
非
、

以
吉
為
凶
。
鳴
呼
、
上
天
、
品
惟
其
同
U

{
国
)
「
与
品
以
疑
」
に
つ
い
て
は
諸
説
が
め
る
が
、
今
、
久
保
霊
、
描
飼
敬
所
の
説

に
従
っ
た
。


