
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
末
に
イ
ェ
ナ
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
宛
て
た
醤
筒
の
中
で
、

へ
の
志
向
を
打
ち
出
し
な
が
ら
も
、
現
実
生
活
へ
の
強
い
関
心
の
捨
て
去
り
難
い
こ
と
を
吐
露
し
て
い
た
。

出
発
し
た
私
の
学
問
的
教
養
に
お
い
て
、
私
は
学
問
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
青
年
時
代
の
理
想
は
反
省
形
式
へ

と
、
同
時
に
―
つ
の
体
系
へ
と
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
没
頭
し
て
い
る
間
に
も
、
人
問
た
ち
の
生
活
に
参
加
す
る
い

(
1
)
 

か
な
る
婦
路
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
私
は
い
つ
も
自
問
し
て
い
る
」
。
こ
こ
に
読
み
と
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
問
題
意
識
は
、

そ
れ
よ
り
も
約
一
ヶ
月
前
に
記
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
『
一
八

0
0年
体
系
断
片
』
の
中
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
体
系

構
成
を
目
指
す
イ
ェ
ナ
期
全
体
に
一
旦
る
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
断
片
』
の
文
章
と
は
こ
う
で
あ
る
|
|
＇
「
個
体

性
の
概
念
は
無
限
な
多
様
性
に
対
す
る
対
立
を
含
ん
で
い
る
し
、
ま
た
無
限
な
多
様
性
と
の
結
合
を
含
ん
で
い
る
。
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
ニ

レ
メ
ン
ト
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
自
己
の
外
部
に
あ
る
個
別
的
な
生
の
無
限
性
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
彼
は
個
別
的
な

生
で
あ
る
。
人
問
が
あ
ら
ゆ
る
エ
レ
メ
ソ
ト
と
、
す
な
わ
ち
自
己
の
外
部
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
無
限
性
と
一
致
し
て
い
る
限
り
で
の
み
、
彼

自
由
と
共
同

序

1

1

イ
エ
ナ
期
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
個
別
者
の
問
題

I
I

自

由

と

共

同

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
研
究
を
反
省
し
体
系
・

「
人
間
の
下
位
の
欲
求
か
ら

座

小

田

豊
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は
個
別
的
な
生
で
あ
る
」

(
F
皿
）
。
こ
の
内
容
は
同
じ
『
断
片
』
の
中
で
、
「
結
合
と
非
結
合
と
の
結
合
」
と
い
わ
れ

(F422)
、

『
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
体
系
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
体
系
の
差
異
』
（
一
八

0
一
年
）
（
以
下
『
差
異
論
文
』
と
略
記
）
に
お
い
て
は
「
同

一
性
と
非
同
一
性
と
の
同
一
性
」

(
D
9
6
)
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ほ
こ
う
し
た
定
式
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
む
し
ろ
、
こ
の
定
式
を
原
理
と
し

て
展
開
さ
れ
る
イ
ェ
ナ
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
小
論
の
意
図
は
、

哲
学
の
基
本
性
格
を
そ
の
成
立
史
に
お
い
て
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
と
を
照
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。

青
年
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
特
徴
が
理
想
主
義
的
な
態
度
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
イ
ェ
ナ
期
で
の
そ
れ
は
体
系
を
志
向
す
る
学
問
的
態
度

に
あ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
学
問
と
理
想
の
二
者
択
一
を
行
い
は
し
な
い
。
彼
は
理
想
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
現
実
の
諸
矛
盾

を
、
学
問
的
に
実
現
し
解
決
す
る
途
を
模
索
す
る
。
イ
ェ
ナ
期
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
曙
光
を
翅
望
す
る
苦
難
の
時
期
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
『
差
異
論
文
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
学
の
体
系
へ
の
強
い
志
向
を
、
「
知
の
客
観
的
全
体
性
」
を
椴
成
す
る
こ
と
と
し
て
、

明
確
に
表
明
し
て
い
る
(
D
4
6
、

5
4
)。
で
は
、
な
ぜ
体
系
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
ー
—
'
こ
の
単
純
な
発
問

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
、
ひ
い
て
は
ド
イ
ツ
観
念
論
全
体
の
、
成
果
の
有
効
性
に
対
す
る
問
い
か
け
で
も
あ
る
の
だ
が
、
さ
し
あ
た
っ
て

わ
れ
わ
れ
は
、
体
系
を
志
向
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
原
基
的
意
図
を
質
し
、
更
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
法
を
考
察
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。一

、
体
系
と
方
法

ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
論
の
成
立
過
程
を
追
い
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
モ
チ
ー
フ
が
「
個
別
者
の
自
己
実
現
」
に
あ
っ
た

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
体
系
と
し
て
の
学
を
構
成
す
る
こ
と
は
哲
学
の
存
立
を
決
定
す
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
体
系
志
向

ヘ
ー
ゲ
ル
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自
由
と
共
同

現
象
と
の
関
係
の
多
様
性
を
前
に
し
て
尻
込
み
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
障
害
を
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
、

は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
趨
勢
で
も
あ
る
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
を
介
し
て
行
っ
た
ド
イ
ッ
観
念
論
の
批
判
的
検
討
を
通
し

て
、
は
っ
き
り
と
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
。
醐
っ
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
観
念
論
は
カ
ン
ト
が
「
純
粋
理
論
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
に
お
い
て
．

ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
分

象
徴
的
に
提
起
し
た
可
想
界
と
現
象
界
の
二
元
論
的
対
立
の
綜
合
を
企
図
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

裂
が
哲
学
の
要
求
の
源
泉
で
あ
る
」

(
D
2
0
)
と
述
べ
る
時
、
「
分
裂
」
と
い
う
語
は
そ
う
し
た
時
代
の
思
想
状
況
を
指
し
て
い
る
以
上

に
、
現
実
社
会
の
諸
矛
盾
を
証
示
し
て
い
る
語
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
志
向
は
、
「
結
合
の
威
力
が
人
間
の
生
命
か
ら
梢
え
失
，

せ
、
対
立
が
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
関
係
や
相
亙
作
用
を
失
い
、
自
立
性
を
獲
得
し
た
時
に
、
哲
学
の
要
求
が
生
じ
る
」

(
a
2
2
)
と
述
べ

る
彼
の
時
代
認
識
と
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
余
儘
が
ョ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
く
す
ぷ
り
続
け
、
理
念
と

現
実
の
矛
盾
が
最
も
極
端
に
露
呈
し
て
き
た
時
代
に
あ
っ
て
、
彼
は
そ
の
矛
盾
の
克
服
を
哲
学
に
よ
っ
て
企
図
す
る
。
彼
は
言
う
、
哲
学
＇

は
時
代
の
要
求
に
答
え
て
「
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
の
自
覚
的
同
一
性
、
二
つ
の
世
界
、
す
な
わ
ち
惑
性
界
と
英
知
界
、
必
然
的
世
’

界
と
自
由
の
世
界
の
意
識
内
で
の
結
合
」
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
D
2
7
ー
28)
と。

(

2

)

 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
哲
学
の
前
提
と
し
て
「
分
裂
」
と
「
闇
で
あ
る
絶
対
的
な
も
の
」
を
挙
げ
、
哲
学
の
課
題
を
、
「
こ
れ
ら
前
提
を
結
合
し
、

存
在
を
非
存
在
の
中
へ
生
成
1c
し
て
、
分
裂
を
絶
対
的
な
も
の
の
内
へ
そ
の
現
象
と
し
て
、
有
限
な
る
も
の
を
無
限
な
も
の
の
内
へ
生
と

し
て
措
定
す
る
と
い
う
点
、

．．．．．． 

g-口
い
か
え
れ
ば
〕
絶
対
的
な
も
の
を
意
識
に
対
し
て
〔
自
覚
的
に
〕
構
成
す
る
」
と
い
う
点
に
設
定

す
る

(
D
2
4
ー
25)
。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
学
問
が
真
の
学
問
で
あ
り
う
る
の
は
泣
絶
対
的
な
も
の
」
を
通
し
て
の
こ
と
だ

か
ら
で
あ
る

(N435)
。
だ
が
、
絶
対
的
な
も
の
を
認
識
し
全
体
性
を
構
成
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
哲
学
は
、
絶
対
的
な
も
の
を
反
省

し
措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
絶
対
的
な
も
の
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
制
限
さ
れ
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(
D
2
5
)
。
こ

こ
に
哲
学
の
、
そ
の
端
緒
か
ら
し
て
の
困
難
か
あ
る
。
し
か
し
哲
学
に
は
、
そ
の
困
難
を
前
に
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
絶
対
的
な
も
の
と

「
同
一
性
と
非
同
一
性
と
の
同

ー，0, 
1, 

•. 



一
性
」
と
い
う
定
式
で
述
べ
ら
れ
る
絶
対
的
同
一
性
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
。
体
系
志
向
は
、
同
時
に
方
法

の
原
理
的
確
立
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
悟
性
的
思
惟
を
原
理
と
す
る
実
証
的
諸
学
問
を
独
断
論
だ
と
批
判
し

(
D
4
8
)
、
理
性
を
「
体
系
の
最
高
法
則
」
と
呼
ぶ

(
D
3
6
)
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
悟
性
は
悪
無
限
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
悟
性
は
経
験
的
世
界
の
一
切
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
が
、
悟

性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
及
び
そ
の
集
積
は
、
常
に
す
で
に
残
余
の
未
現
定
な
も
の
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(
D
8
4
)
。
悟
性
は
A
l
l
A
と
い
う
相
対
的
で
抽
象
的
な
同
一
性
に
の
み
固
執
し
、

A
1
1
A
が
A
1
1
B
、
あ
る
い
は

A
廿
A
に
よ
っ
て
制

約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
で
き
な
い

(
D
3
8
1
3
9
、
50
、

N
m、
515)
。
こ
の
よ
う
な
悟
性
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
絶
対
的
な
も
の
と
現
象

と
の
関
係
を
「
因
果
性
の
関
係
」
と
し
て
捉
え
る
独
断
論
の
原
理
、
言
い
か
え
れ
ば
、
両
者
の
関
係
を
異
な
る
「
位
階
」
に
お
け
る
支
配
ー

被
支
配
と
い
う
暴
力
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
る
独
断
論
の
原
理
だ
と
言
う
の
で
あ
る

(
D
4
8
)
。
彼
は
こ
う
し
た
悟
性
に
対
し
、
両
者
の

関
係
を
相
亙
移
行
可
能
な
「
実
体
性
の
関
係
」
と
し
て
捉
え
る
「
哲
学
の
真
の
原
理
」
で
あ
る
理
性
を
称
揚
す
る

(
D
4
9
)
。
悟
性
と
理

性
の
差
異
は
、
最
高
の
分
裂
で
あ
り
、
「
知
と
真
理
の
最
高
の
形
式
的
表
現
で
あ
る
ア
ソ
チ
ノ
ミ
ー
」

(
D
3
9
)
の
理
解
に
際
し
て
顕
箸
に

な
る
。
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
分
析
に
お
い
て
、
「
実
体
性
の
関
係
」
が
相
亙
作
用
の
関
係
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

悟
性
に
と
っ
て
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、

A
1
1
A
と
い
う
命
題
と

A
1
1
B
と
い
う
命
題
と
が
瓦
い
に
自
己
を
主
張
し
、
両
者
の
宥
和
・
綜
合

が
不
可
能
だ
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
悟
性
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
前
に
し
て
暴
力
的
に
綜
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
、
あ
る

い
は
逃
亡
し
認
識
を
放
棄
す
る
し
か
な
い
。
だ
が
、
理
性
は
そ
こ
に
絶
対
的
同
一
性
を
み
る
の
で
あ
る
ー
「
二
つ
の
命
題
は
矛
盾
す
る

命
題
で
あ
り
、
た
だ
転
倒
し
た
意
味
に
お
い
て
あ
る
。
第
一
の
命
題
、
同
一
性
の
命
題
が
言
い
表
わ
し
て
い
る
こ
と
は
、
矛
盾
が
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
第
―
一
の
命
題
は
、
第
一
の
命
題
に
関
係
さ
れ
る
限
り
で
、
矛
盾
は
、
矛
盾
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
様
、
必
然
的
に
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
二
つ
の
も
の
は
、
命
題
と
し
て
そ
れ
だ
け
で
措
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
み
れ
ば
、
等
し
い
位
相
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を
も
っ
て
い
る
。
•
•
…•
A
J
I
Aは
、
主
語
と
し
て
の
A

と
述
語
と
し
て
の
A
と
の
差
異
性
を
、
同
一
性
と
同
時
に
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
は

A
1
1
B
が
A
と
B
の
同
一
性
を
、
両
者
の
差
異
性
と
共
に
含
ん
で
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
」

(
D
3
9
)
。
こ
の
よ
う
に
、
最
高
の
分
裂
で
あ

る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
、
対
立
す
る
命
題
が
相
亙
に
規
定
し
規
定
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
対
立
が
実
は
「
同
一
性

と
差
異
性
と
の
同
一
性
」
で
あ
る
絶
対
的
同
一
性
の
場
面
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
理
性
は
、
対
立
す
る
命
題

が
、
「
一
方
は
端
的
に
他
方
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
直
接
的
に
そ
の
反
対
か
ら
導
出
さ
れ
う
る
」

(N516)
と
い
う
相
互
作
用
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
関
し
て
現
わ
れ
る
理
性
の
絶
対
的
同
一
性
の
原
理
は
、
単
な
る
形
式
論
理
の
産
物
で
は
な
い
。
可
想
界
と
現
象
界
と

の
問
つ
ま
り
天
使
と
獣
の
中
間
に
位
置
す
る
人
間
の
分
断
・
抑
圧
状
況
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
人
間
の
内
に
あ
る
理
性
性
が
人
間
の

G

3

)

 

現
実
（
自
然
及
び
社
会
）
の
中
の
理
性
性
を
認
識
し
、
現
実
総
体
を
理
性
性
の
全
体
性
の
内
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
ー
体
系
は
そ
の
た
め
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
ぺ
て
い
る
1

哲
学
の
課
題
を
成
就
す
る
に
は
、

な
も
の
、
現
象
及
び
理
性
が
永
遠
に
同
一
で
あ
る
」
こ
と
を
認
識
し

(
D
1
7
)
、

に
ま
で
、
そ
し
て
制
限
さ
れ
た
も
の
が
絶
対
的
な
も
の
に
関
係
す
る
ま
で
浸
透
さ
せ
る
」
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
は
、
現
象
11
分
裂
の
中
に
理
性
性
を
認
識
し
、
理
性
性
の
全
体
性
の
構
成
を
目
指
す
と
い
う
働
き
を
与
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
理
性
性
の
全
体
性
は
神
学
的
に
解
す
れ
ば
神
の
自
己
展
開
ー
自
己
内
還
滞
の
運
動
で
あ
り
、
人
間
学
的
に
解
す
れ
ば
「
個
別
者
の

自
己
実
現
」
の
過
程
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
験
的
認
識
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
有
限
な
わ
れ
わ
れ
、
し
か
も
複
雑
化
し
た
様
々
な
機

構
の
中
で
文
字
通
り
分
断
さ
れ
て
い
る
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
理
性
」
論
を
個
別
者
の
自
己
実
現
の
理
論
と
見
倣
す
以
外

に
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
時
代
の
分
裂
状
況
の
克
服
を
企
図
し
、
「
人
問
た
ち
の
生
活
に
参
加
す
る
い
か
な
る
焙
路
が
見
出
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
」
と
自
ら
の
苦
悩
を
書
き
記
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
を
汲
み
と
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

自
由
と
共
同

(
D
4
5
)
 

「
絶
対
的

「
固
定
し
た
す
べ
て
の
対
立
を
無
化
す
る
と
い
う
原
理
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
述
べ
る
悟
性
と
理
性
の
差
異
は
、

ま
さ
に
差
異
で
あ
る
が
ゆ
え
に
綜
合
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
認
識
能
力
を

経
験
的
悟
性
と
超
越
論
的
理
性
に
分
断
し
、
理
性
に
よ
っ
て
両
者
を
綜
合
し
よ
う
と
す
る
諸
学
問
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
相
対
的
同
一
性
に
し

か
到
達
で
き
ず
、
首
尾
一
貫
性
だ
け
を
学
問
的
全
体
性
に
装
わ
せ
よ
う
と
す
る
形
式
主
義
だ
と
論
難
し
て
い
る

(N439
、

m
l
m
)
。
こ

う
し
た
諸
学
も
、
理
性
に
よ
っ
て
悟
性
を
支
配
す
る
「
因
果
性
の
関
係
」
に
陥
る
こ
と
に
な
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

フ
ィ
ヒ
テ
体
系
こ
そ
が
こ
の
「
因
果
性
」
の
体
系
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
「
自
由
」
を
論
じ
る
前
に
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
に
言
及
す

ヘ
ー
ゲ
ル
は
殊
に
フ
ィ
ヒ
テ
そ
の
人
と
の
対
決
を
通
し
て
自
ら
の
「
自
由
」
論
を
形
成
し
た
か
ら
で
あ
る
。

二
、
フ
ィ
ヒ
テ
批
判

「
純
粋
意
識
と
経
験
的
意
識
の
同
一
性
は
両
者
が
根
源
的
に
対
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
抽
象
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
両
者
の

対
置
〔
こ
そ
〕
が
両
者
の
根
源
的
同
一
性
の
抽
象
で
あ
る
。

．．． 
；
・
哲
学
は
経
験
的
意
識
を
行
為
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
自
我
に
基
づ
く
客

p

観
的
な
も
の
の
現
実
的
展
開
に
よ
っ
て
純
粋
意
識
と
同
一
の
も
の
と
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
哲
学
者
は
、
経
験
的
意
識
の

全
体
性
を
自
己
意
識
の
客
観
的
全
体
性
と
し
て
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
我
11
自
我
の
内
に
は
、
哲
学
に
と
っ
て
知
の
多
様
な
全

(

4

)

 

体
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」

(
D
5
5
)
。
こ
の
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
よ
う
。

既
に
述
べ
た
が
、

る
。
と
い
う
の
も
、

ド
イ
ツ
観
念
論
は
可
想
界
と
現
象
界
と
の
、

し
た
が
っ
て
純
粋
意
識
と
経
験
的
意
識
、
あ
る
い
は
主
観
と
客
観
と
の

二
元
論
的
対
立
の
綜
合
を
企
図
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
逆
に
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
観
念
論
も
、
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近

p

世
哲
学
の
例
に
渦
れ
ず
、
主
観
と
客
観
の
分
離
対
置
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
カ
ン
ト
は
、
人
間
の
認
識
能
力
を
理
性
（
主

観
の
側
）
と
悟
性
（
客
観
の
側
）
に
区
分
し
、
更
に
理
性
を
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
に
分
類
し
て
も
い
る
。
カ
ン
ト
は
理
性
を
超
越
論

的
領
域
（
可
想
界
）
に
、
そ
し
て
悟
性
を
経
験
的
領
域
（
現
象
界
）
に
そ
の
機
能
を
限
定
す
る
た
め
に
、
現
実
世
界
の
矛
盾
（
ア
ン
チ
ー

l04 



ミ
ー
）
を
実
践
理
性
の
「
要
請
」
と
し
て
し
か
提
示
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
現
実
の
「
分
裂
」
か
ら
出
発
し
、
そ
の
内
で
し
か

人
間
の
宥
和
的
関
係
の
在
り
方
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
な
「
要
請
」
で
は

満
足
で
き
な
い
。
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
要
請
」
を
、
分
裂
を
固
定
化
す
る
だ
け
の
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
現
実
の
分
裂
状
況
の
中
で
い
か
に
し
て
宥
和
的
人
間
存
在
が
成
就
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
°
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
純
粋
意
識
と

経
験
的
意
識
の
絶
対
的
同
一
性
（
自
我
11
自
我
）
の
認
識
を
前
提
し
、
経
験
的
意
識
が
現
実
世
界
を
逼
歴
す
る
過
程
を
、
す
な
わ
ち
無
限
な
客

観
的
世
界
の
理
性
性
の
全
体
性
を
、
体
系
と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
純
粋
意
識
を
偏
重
す
れ

ば
フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
に
、
経
験
的
意
識
と
客
観
的
世
界
全
体
を
そ
の
「
単
な
る
産
物
」
と
み
な
す
観
念
論
に
陥
る
こ
と
に
な
る
(
D
5
4
)
。

(

5

)

 

両
方
の
意
識
の
対
立
を
絶
対
的
に
前
提
す
れ
ば
カ
ン
ト
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
の
絶
対
的
同
一
性
か
ら
出
発
し
、
経

験
的
意
識
が
理
性
性
の
全
体
性
に
到
る
過
程
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
た
り
の
誤
り
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
ー
ヘ
ー
ゲ
ル
は

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
を
単
に
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
フ
ィ
ヒ
テ
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
も
い
る
ー
—
'
g
月
定
的
に
評

価
す
る
に
値
し
な
い
も
の
は
批
判
す
る
要
さ
え
な
い
だ
ろ
う
。
（
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
思
弁
の
原
理
で
あ
る
自
我
11
自
我
に
出
発
し
、

、
、
、
、
、

「
彼
が
表
明
す
る
同
一
性
が
客
観
的
な
も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
在
性
と
確
実
性
と
の
等
し
い
位
階
の
上
に
主
観
的
な

も

の

と

客

観

的

な

も

の

を

措

定

」

フ

ィ

ヒ

テ

哲

学

は

批

判

す

る

に

足

る

も

の

な

の
で
あ
る
。

性
、
観
念
性
を
露
呈
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
(
D
5
7
)
°
学
問
の
単
一
性
を
主
張
す
る

(N438)

多
さ
は
、
自
ら
の
体
系
の
欠
陥
を
取
り
繕
う
単
な
る
体
裁
上
の
問
題
で
し
か
な
い
。
彼
は
ま
た
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
主
観
ー
客
観
の
対
立
を
結
局

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
知
識
学
』
の

l

―
―
つ
の
根
本
命
題
を
評
し
て
、
根
本
命
題
の
数
多
性
が
す
で
に
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
体
系
の
相
対

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
根
本
原
理
の

自
由
と
共
同

（
傍
点
引
用
者
）
し
よ
う
と
す
る
点
(
D
6
2
1
6
3
)
で
、

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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フ
ィ
ヒ
テ
の
欠
陥
を
、
対
立
す
る
も
の
に
よ
っ
て
充
実
し
て
い
る
実
在
性
が

欠
落
し
て
い
る
と
し
て
、
こ
う
指
摘
す
る
ー
|
'
「
対
立
は
彼
に
と
っ
て
綜
合
後
と
綜
合
前
と
で
は
全
く
違
っ
〔
た
意
味
を
も
っ
〕
て
い

、、

る
。
綜
合
以
前
の
対
立
は
単
な
る
対
立
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
一
方
は
他
方
で
は
な
い
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
一
方

で
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
を
欠
い
た
思
想
で
あ
り
、
そ
の
う
え
〔
好
意
的
に
み
て
も
〕
単
な
る
実

在
性
の
思
想
で
あ
る
」

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

(
D
5
0
)
、

(
D
6
8
)

。

(
D
5
9
)
。

フ
ィ
ヒ
テ
ほ
主
観
ー
客
観
の
対
立
を
純
粋
意
識
と
し
て
の
自
我
、
す
な
わ
ち
キ
観
に
よ
っ
て
綜
合
す
る
。
だ
か
ら
主
観
ー
客
観
の
対
立

も
、
実
は
綜
合
を
実
現
す
る
と
い
う
「
哲
学
的
構
成
の
目
的
の
た
め
に
だ
け
用
い
ら
れ
た
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
（
同
前
）
。
つ
ま
り

フ
ィ
ヒ
テ
の
綜
合
か
ら
は
主
観
ー
客
観
の
実
在
的
対
立
が
消
失
し
て
お
り
、
そ
の
埋
め
合
せ
に
「
要
請
」
が
必
要
に
な
る

が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
思
弁
の
原
理
で
あ
る
自
我
11
自
我
は
単
な
る
「
規
則
」
に
下
落
し
て
し
ま
う

(
D
6
0
1
6
1
)
と
い
う
の

で
あ
る
。
彼
か
ら
み
れ
ば
、
結
局
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
客
観
を
自
我
に
よ
っ
て
絶
対
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
見
倣
し
、
主
観
ー
客
観
に
「
因
果

性
の
関
係
l

を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
の
綜
合
を
不
可
能
に
し
て
い
る

(
D
郎、

75)
。
こ
う
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
「
絶
対
的
当

為
」
を
｝
導
き
出
す
が
た
め
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
体
系
に
は
観
念
的
要
因
以
外
に
は
何
も
存
在
し
て
い
な
い
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

1
~

「
自

我
が
自
我
に
等
し
い
こ
と
が
、
自
我
は
自
我
に
等
し
く
あ
る
べ
き
だ
に
変
化
さ
せ
ら
れ
る
。

．．．．．． 
〔
自
我
の
〕
純
粋
な
活
勁
性
の
客
観
に

対
す
る
関
係
は
、
そ
れ
ゆ
え
た
だ
単
に
努
力
と
し
て
措
定
さ
れ
う
る
だ
け
で
あ
る
。
；

．．．． 
絶
対
的
当
為
と
い
う
こ
う
し
た
実
践
的
な
要
請

は
、
直
観
の
内
へ
結
合
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
対
立
の
、
考
え
ら
れ
た
結
合
以
外
の
何
も
の
も
表
現
し
て
は
い
な
い
」

先
に
み
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
描
想
す
る
真
の
哲
学
は
、
主
観
ー
客
観
の
対
立
を
、
い
づ
れ
か
に
重
き
を
置
く
の
で
は
な
く
、
絶
対

的
に
綜
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

J

そ
し
て
こ
の
対
立
の
克
服
ほ
、
現
実
世
界
の
内
に
「
実
体
性
の
関
係
」
を
認
識
す
る
こ
と

(

6

)

 

に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

主
観
的
に
綜
合
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
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る。
わ
れ
わ
れ
は
次
に
小
論
の
表
題
と
し
て
掲
げ
た
「
自
由
」
を
考
察
す
る
。

ヘ
i
ゲ
ル
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
体
系
は
自
由
と
、
そ
し
て
同
時
に
必
然
性
の
体
系
で
あ
る
」

(D101)
と
述
べ
、

の
最
高
の
も
の
で
あ
る
」

(
D
8
2
)
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
体
系
に
お
け
る
自
由
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
体
系
と
同
じ
理
由
に

よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
批
判
の
俎
上
に
の
せ
ら
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
由
と
は
、
純
粋
意
識
で
あ
る
自
我
の
絶
対
的
活
動
性
と
し

て
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
自
由
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
観
的
「
主
観
ー
客
観
」
論
と
同
じ
途
を
辿
っ
て
「
因
果
性
の

関

係

」

に

陥

る

と

し

て

批

判

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

「

〔

フ

ィ

ヒ

テ

体

系

に

お

け

る

〕

自

由

〔

主

饒

〕

は

、

対

置
さ
れ
た
も
の
〔
主
観
ー
客
観
]
を
廃
棄
す
る
活
動
で
は
な
い
、
自
ら
に
対
す
る
対
立
〔
客
観
〕
を
固
定
化
し
、
こ
の
対
立
に
お
い
て
否

定
的
な
自
由
と
し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
る
」

(
D
6
9
)
と
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
対
的
同
一
性
に
出
発
し
な
が
ら
、
体
系
に
お
い
て
そ
れ
を
維

持
で
き
ず
、
「
絶
対
的
当
為
」
を
導
入
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
綜
合
は
主
観
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
言
い

か
え
れ
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
主
観
の
側
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
と
客
観
の
関
係
を
支
配
ー
被
支
配
と
い
う
暴
力
的
な
「
因
果
性
の
関

係
」
に
し
て
し
ま
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
自
由
」
は
必
然
性
・
客
観
を
従
属
さ
せ
る
暴
力
的
な
「
因
果
性
の

関
係
」
の
内
に
は
存
在
で
き
な
い
。
「
自
由
」
は
主
観
ー
客
観
を
真
に
綜
合
す
る
「
実
体
性
の
関
係
」
、
す
な
わ
ち
他
者
と
の
「
共
同
」

の
う
ち
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
彼
は
言
う
、
「
他
者
と
の
共
同
に
お
い
て
は
〔
主
観
的
な
〕
自
由
は
放
漿
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
し
て
い
る
す
べ
の
理
性
的
存
在
者
の
〔
真
の
〕
自
由
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
共
同
は
更
に
自
由
の
条
件
で

こ
こ
で
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
を
甚
に
、
次
章
で
わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
自
由
」
論
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め

に
、
自
由
が
類
型
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
『
自
然
法
の
諸
々
の
学
問
的
取
り
扱
い
方
に
つ
い
て
』
(
-
八

01
一
年
）
に
則
っ
て
考
察
を
進
め

自
由
と
共
同

も
あ
る
」

(
D
8
2
)
と。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
て
い
る
、

「
自
由
が
フ
ィ
ヒ
テ
体
系
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し
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
ー
か
ら
」
の
自
由
は
、 、

、
、

「
何
か
真
に
外
的
な
も
の
、
疎
遠
な
も
の
が
自
己
に
と
っ
て
あ
る
よ
う
な
自
由
は
、
い
か
な
る
自
由
で
も
な
い
。
自
由
の
本
質
及
ぴ
自
由
の

形
式
的
定
義
は
ま
さ
し
く
、
絶
対
的
に
外
的
な
も
の
が
何
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

ル
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
外
的
な
も
の
を
も
た
な
い
と
言
わ
れ
る
自
由
は
、
た
だ
単
に
内
的
な
絶
対
的
自
発
性
と
し
て
の
自

出
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
の
自
由
は
、
内
的
ー
外
的
の
区
別
を
絶
対
的
に
固
定
化
す
る
内
面
的
倫
理
性
の

問
題
に
と
ど
ま
や
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
区
別
を
統
一
す
る
社
会
ー
胆
史
的
な
実
践
的
問
題
と
し
て
主
題
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

6、
)

あ
る
。
彼
の
こ
う
し
た
傾
向
は
、
有
名
な
~
ド
イ
ツ
的
自
由
」
と
い
う
語
か
ら
も
、
ま
た
「
自
由
の
木
」
の
逸
話
か
ら
も
容
易
に
推
測
で

題
と
な
る
。

き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

（
傍
点
引
用
者
）
と
ヘ
ー
ゲ

「
自
己
に
と
っ
て
」
に
合
意
さ
れ
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、

わ
れ
わ
れ
の
課

わ
れ
わ
れ
は
い
ま
自
由
を
、
受
動
的
な
「
ー
か
ら
」
の
自
由
、
選
択
の
自
由
、
意
志
の
自
律
と
し
て
の
自
由
に
大
別
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の

所
論
を
考
察
す
る
。
前
も
っ
て
言
っ
て
お
け
ば
、

を
も
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
は
こ
れ
ら
い
づ
れ
と
も
異
な
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
こ
れ
ら
い
づ
れ

「
i
か
ら
」
の
自
由
は
、
強
制
や
束
縛
か
ら
の
自
由
で
あ
り
、
何
ら
か
の
権
利
回
復
、
あ
る
い
は
権
利
拡
張
の
要
求
と
し
て
現
わ
れ
る
。

そ
れ
は
束
縛
か
ら
の
解
放
と
い
う
稜
極
的
な
意
味
を
も
っ
て
は
い
て
も
、
あ
く
ま
で
受
動
的
な
自
由
に
と
ど
ま
る
性
か
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の
自
由
は
、
強
制
や
束
縛
に
よ
っ
て
再
び
消
失
す
る
し
、
む
し
ろ
逆
に
強
制
や
束
縛
が
な
け
れ
ば
考
え
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
否

定
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
外
的
な
も
の
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
自
由
は
、

、
最
高
の
共
同
が
最
高
の
自
由
で
あ
る

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
自
由
と
呼
ぶ
に
値

「
自
己
に
と
っ
て
」
あ
る
も
の
を
単
に
否
定
し
破
壊
す
る
だ
け
で
、
単
な
る
我
意
に
終

(
N
m
)
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選
択
の
自
由
は
価
値
判
断
の
可
能
性
に
関
わ
る
。
つ
ま
り
、
「
自
己
に
と
っ
て
」
よ
り
価
値
高
い
も
の
を
選
び
と
る
こ
と
の
で
き
る
自
由

が
選
択
の
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
善
、
あ
る
い
は
悪
の
選
択
と
い
う
、
倫
理
的
意
味
を
も
つ
行
為
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。
し

か
し
、
選
択
の
自
由
の
、
選
択
と
い
う
行
為
の
側
面
だ
け
か
ら
み
れ
ば
、
善
を
選
ぶ
か
、
あ
る
い
は
悪
を
選
ぶ
か
ほ
ど
う
で
も
よ
い
こ
と

で
あ
る
。
ま
さ
し
く
自
由
で
あ
る
が
ゆ
え
に
善
を
、
あ
る
い
は
悪
を
も
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
選
択
の
自
由
そ
の
も

の
は
没
価
値
的
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

ヘ

「
あ
れ
か
、
さ
も
な
く
ば
こ
れ
か
」
と
い
う
選
択
の
自
由
を
自
由
だ
と
は
認
め
て
い
な
い
。
彼
は
、
対
立
す
る
も
の

の
、
す
な
わ
ち
選
択
肢
の
聞
の
相
亙
作
用
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
方
（
ブ
ラ
ス

A
)
を
選
択
す
る
行
為
が
す
で
に
他
方
（
マ
イ
ナ
ス

A
)

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
選
択
の
自
由
は
自
由
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る

(
N
憚
ー

m)
。
彼
に
よ
れ
ば
、
選
択
の
自
由

は
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
の
経
験
的
自
由
で
あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
、
何
ら
か
の
外
的
必
然
性
に
甚
づ
い
て
営
ま
れ
る
行
為
の
可
能
性

は
な
い
か
1

あ
の
＾
ム
レ
ッ
ト
の
独
白
を
想
起
し
て
み
よ
う
。
問
い
直
す
な
ら
ば
、

に
ほ
か
な
ら
な
い
（
同
前
）
。

こ
こ
で
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
選
択
の
自
由
は
、
相
対
的
価
値
判
断
を
行
う
だ
け
の
悟
性
的
思
惟
の
自
由
で
あ
る
。
だ
が
、
い
づ

れ
を
も
選
択
可
能
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
択
の
自
由
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
実
存
の
問
題
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
の
で

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
主
体
的
実
存
を
賭
す
る
も

の
と
し
て
現
わ
れ
る
選
択
の
自
由
も
、
単
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ハ
ム
レ
ッ
ト
の
「
生
か
、
さ
も
な
く
ば
死
か
」
と
い
う
発
問
は
、
単
な
る
経
験
的
自
由
を
越
え
た
普
遍
性
の
位
相
で
の
選
択
に
関
わ
っ

て
い
る
。
自
ら
の
生
を
、
あ
る
い
は
自
ら
の
人
格
性
を
賭
す
る
実
存
的
選
択
の
自
由
は
、
生
と
い
い
死
と
い
い
、
絶
対
的
に
普
遍
的
な
も

の
の
位
相
に
お
い
て
、
個
別
者
が
自
ら
の
個
別
性
を
最
高
に
尖
鋭
化
す
る
こ
と
が
同
時
に
個
別
性
を
無
化
す
る
こ
と
で
も
あ
る
限
り
、

自
由
と
共
同

る
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
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ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
実
質
的
な
自
由
と
呼
ぶ
こ
と
の
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、

証
示
し
、
端
的
に
あ
ら
ゆ
る
強
制
を
越
え
て
高
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
を
証
示
す
る
」

(
N
m
)
と
述
べ
て
い
る
。
「
死
の
能
力
」
と

は
、
自
ら
の
生
を
賭
す
る
こ
と
の
で
き
る
個
別
者
の
実
存
性
格
を
表
わ
す
言
葉
だ
と
理
解
し
て
差
支
え
な
い
。
「
生
か
、
さ
も
な
く
ば
死

か
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
限
界
状
況
に
お
い
て
、
自
ら
の
個
別
性
を
無
化
す
る
ま
で
に
震
憾
さ
せ
ら
れ
る
個
別
者
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
む
し
ろ
自
由
を
成
就
す
る
。
個
別
性
の
無
化
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
個
別
性
の
単
な
る
消
滅
、
す
な
わ
ち
死
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

ぃ
°
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
個
別
性
の
無
化
は
、
同
時
に
個
別
者
の
十
分
な
自
己
実
現
の
契
機
な
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
主
体
的
実
存
の
問
題
と
し
て
あ
る
自
由
も
、
そ
れ
が
実
存
主
体
の
単
に
内
面
的
主
観
的
な
自
己
満
足
で
終
わ
る
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
再
ぴ
批
判
の
対
象
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
内
面
的
主
観
的
自
由
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
現
実
の
分
裂
状
況
に
対
し
何

ら
の
有
効
性
も
も
っ
て
い
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、
個
別
者
の
主
観
的
自
由
と
し
て
批
判
さ
れ
る
意
志
の
自
律
と
し
て
自

由
に
関
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

意
志
の
自
律
と
し
て
の
自
由
は
、
倫
理
的
位
相
で
の
選
択
の
自
由
に
関
連
し
て
問
題
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
選
択
す
る
行
為
は
、
内

的
自
発
性
で
あ
る
意
志
に
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
意
志
の
自
由
に
基
づ
い
て
あ
る
選
択
を
行
う
の
で
あ

り
、
選
択
の
自
由
と
は
、
客
観
的
外
的
な
選
択
肢
の
側
か
ら
み
ら
れ
た
意
志
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
選
択

の
自
由
は
意
志
の
自
由
に
帰
着
す
る
。
と
こ
ろ
が
何
か
を
選
択
す
る
行
為
主
体
の
能
動
性
・
自
発
性
は
何
を
と
い
う
選
択
肢
に
左
右
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
|
•
ー
す
な
わ
ち
、
善
を
選
ぶ
か
、
あ
る
い
は
悪
を
選
ぶ
か
は
、
自
由
な
意
志
、
無
色
透
明
な
意
志
に
と
っ
て
瑣
末
な
こ
と

で
あ
る
。
極
端
に
い
え
ば
、
有
限
な
人
間
の
自
由
意
志
は
、
世
界
の
悪
の
根
源
に
も
な
り
う
る
一
方
、
他
方
で
は
「
神
の
国
」
を
こ
の
世

界
に
実
現
す
る
原
理
に
も
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
意
志
の
自
由
が
倫
理
的
に
重
要
な
問
題
と
し
て
諭
じ
ら

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
死
の
能
力
に
よ
っ
て
主
体
は
自
己
を
自
由
と
し
て
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
哲
学
を
「
原
子
論
」
と
呼
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
哲
学
は
道
徳
法
則
に
個
別
者

を
従
属
さ
せ
、
主
観
的
自
由
だ
け
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
々
人
を
分
断
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(
D
9
2
1
9
3
)
。
「
道
徳
法
則
は
、

概
念
に
し
た
が
っ
た
、
ま
た
概
念
に
よ
る
規
定
作
用
と
し
て
の
自
立
性
を
要
求
す
る
に
す
ぎ
な
い
」

ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
自
我

II
自
我
」
の
絶
対
的
に
自
由
な
活
動
性
を
証
示
す
る
た
め
に
「
絶
対
的
当
為
」
を
要
請
し
た
、

者
、
す
な
わ
ち
理
性
的
存
在
者
の
主
銅
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
客
観
的
世
界
を
主
観
に
従
属
さ
せ
る
暴
力
的
な
「
因
果

性
の
関
係
」
に
陥
っ
た
の
で
あ
っ
た

(
D
8
3
)
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
哲
学
に
お
い
て
は
、
個
別
者
は
「
ア
ト
ム
」
で
あ
り
「
絶

自
由
と
共
同

四、

「
人
倫
の
体
系
」
へ
向
か
っ
て

(
D
9
3
)

。

だ
が
、

個
別

ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
み
れ

わ
れ
わ
れ
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
相
亙
作
用
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
個
別
者
が
社
会
1
歴
史
的
全
体
性
を
内
化
し

自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
時
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
述
ぺ
る
こ
う
し
た
個
別
者
の
真
の
自
由
の
実
現
は
、
確
か
に
ひ
と
つ
の
理
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
理
想
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
そ
し
て
ま
た
彼
が
社
会
的
紐
帯
の
有
効
性
を
、
し
か
も
時
代
に
お
け
る
よ
り
有
効
な
理
性
性
を
求
め
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る

と
い
う
理
由
か
ら
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
学
ぶ
べ
き
多
く
の
も
の
を
包
蔵
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
自

由
が
否
定
的
な
「
ー
か
ら
」
の
自
由
と
し
て
し
か
語
ら
れ
ず
、
自
由
を
口
に
す
る
こ
と
さ
え
何
ら
か
の
気
恥
し
さ
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
な
現
在
に
あ
っ
て
、
殊
更
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
を
問
う
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
に
充
分
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
理
念
的
な

も
の
を
も
た
な
け
れ
ば
人
間
は
生
き
て
ゆ
け
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
理
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
必
ず
「
自
由
」
が

伴
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
共
同
」
の
意
味
す
る
も
の
を
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
哲
学
批
判
を
通
し
て
考
察
す
る
。
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対
的
に
対
立
し
た
実
体
」
で
あ
っ
て
、
他
者
と
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
を
捨
象
さ
れ
た
純
粋
主
観
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る

(
D
8
7
)
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
っ
て
い
る
、
「
〔
フ
ィ
ヒ
テ
の
体
系
に
お
い
て
は
j

各
々
の
理
性
的
存
在
者
は
他
の
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
一
一
様
の
在

り
方
を
す
る
。

a
〔
自
己
か
ら
み
れ
ば
他
者
に
対
し
て
〕
自
由
で
理
性
的
な
存
在
で
あ
り
、

b

〔
他
者
か
ら
み
れ
ば
〕
変
様
さ
れ
う
る
質
料
、

す
な
わ
ち
単
な
る
物
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

．．．．．． 
〔
フ
ィ
ヒ
テ
の
体
系
に
お
い
て
は
〕
そ
こ
に
お
い
て
根
源
的
同
一
性
が

自
己
を
表
現
し
認
識
し
て
い
る
よ
う
な
い
か
な
る
純
粋
な
関
係
も
も
は
や
相
亙
に
可
能
で
は
な
く
、
各
々
の
関
係
は
首
尾
一
貫
し
た
悟
性

法
則
に
し
た
が
っ
て
支
配
し
支
配
さ
れ
る
関
係
で
あ
る
」

(
D
8
1
)
と
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
人
間
関
係
は
、
自
然
状
態
の
「
自
由
人
」
が
自
ら

の
衝
動
に
し
た
が
っ
て
他
者
を
単
な
る
欲
望
の
対
象
（
物
）
と
し
て
取
り
扱
う
に
似
て
い
る
。
結
局
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
反
省
す
る
主
観
を
反

省
さ
れ
る
客
観
に
対
し
て
優
越
さ
せ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る

(
D
7
5
)
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
由
を
個
別
者
の
内
面
的
主
鍋
的
自
由
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
さ
し
く
個
々
人
を
ア
ト
ム

化
し
、
外
的
な
国
家
に
絶
大
な
権
能
を
与
え
て
個
別
者
を
調
停
・
斡
旋
・
支
配
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

を
「
必
然
国
家
」

「
警
察
国
家
」

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
国
家

(
D
8
4
1
8
5
)
、
ま
た
は
「
悟
性
国
家
」

(
D
8
7
)
と
呼
び
、
そ
の
欠
陥
を
こ
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
ー
「
し
か
し
こ
の
よ
う
な
悟
性
国
家
は
有
機
体
で
は
な
く
機
械
で
あ
り
、
民
族
は
共
同
的
な
豊
か
な
生
命
の
有
機
的
本
体

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
…
•
•
•
}
」
の
〔
フ
ィ
ヒ
テ
の
〕
原
子
論
に
お
い
て
は
、
自
然
の
原
子
論
に
お
い
て
と
同
様
、
ア
ト
ム
〔
個
別
者
〕

取
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。

と
は
疎
遠
な
悟
性
が
実
践
的
な
も
の
に
お
い
て
法
則
と
呼
ば
れ
る
法
律
と
な
り
、
各
人
の
行
動
|
—
そ
れ
が
一
定
の
行
動
な
の
で
あ
る
か

ら
ー
ー
に
自
己
を
対
置
す
る
全
体
性
の
概
念
〔
悟
性
国
家
〕
が
各
人
の
行
動
を
規
定
し
、
そ
れ
ゆ
え
各
人
の
行
動
の
中
の
生
け
る
も
の

を
、
す
な
わ
ち
真
の
同
一
性
を
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
」

(
D
8
7
)
。
こ
こ
に
あ
の
「
全
体
性
の
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
」
を
読
み

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
悟
性
の
支
配
下
で
の
共
同
」
を
「
実
体
性
の
関
係
」
が
浸
透
し
て
い
る
「
美
し
き
共

同
」
の
中
へ
止
揚
す
る
こ
と
を
企
図
す
る

(
D
8
4
)
。
こ
れ
こ
そ
が
「
最
高
の
共
同
は
最
高
の
自
由
で
あ
る
」
と
語
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
基
本

(
D
8
4
)
、
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意
志
の
自
律
と
し
て
の
自
由
は
、
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
善
を
志
向
す
る
「
一
般
意
志
」
か
ら
導
出
さ
れ
、
経
験
的
な
も
の
を
越
え
た
ア

・
プ
リ
オ
ー
リ
な
理
性
性
を
持
つ
と
さ
れ
る
道
徳
法
則
に
し
た
が
う
も
の
と
し
て
登
場
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
自
由
を
形
式
的
抽
象
だ

と
し
て
批
判
す
る
ー
ー
道
徳
法
則
は
、
絶
対
的
形
式
と
制
約
さ
れ
た
実
質
と
の
混
合
に
よ
っ
て
形
式
の
絶
対
性
が
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の

に
す
ぎ
な
い

(N464)
し
、
自
ら
の
原
理
で
は
ど
う
に
も
解
決
で
き
な
い
も
の
を
偶
然
的
な
も
の
だ
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
逆
に
「
経
験
的
必
然
性
の
中
へ
完
全
に
沈
潜
し
て
し
ま
う
」
も
の
で
あ
る

(
N
船
）
と
。

内
的
と
外
的
と
の
違
い
は
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
道
徳
法
則
は
、
外
的
に
絶
対
的
な
、
そ
れ
で
い
て
人
間
の
不
幸
を
救
う
こ
と

の
で
き
な
い
、
実
定
的
と
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
主
義
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
。
道
徳
法
則
に
し
た
が
う
意
志
の
自
律
と
し
て
の
自
由

は
、
確
か
に
「
自
己
に
お
い
て
」
あ
る
こ
と
と
し
て
内
的
な
自
由
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
こ
の
自
由
は
、
内
面
的
主
観
的
な
も
の
に
と
ど

ま
り
、
「
自
己
に
と
っ
て
」
外
的
な
も
の
に
対
し
て
は
、
「
所
有
は
所
有
で
あ
る
」
と
い
う
同
義
反
復
的
命
題
を
「
所
有
は
絶
対
的
で
あ

る
」
と
言
い
か
え
て
い
る
だ
け
の
、
単
な
る
「
要
請
」
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る

(N462
ー
463)
。
す
な
わ
ち
、

意
志
の
自
律
と
し
て
の
自
由
を
、
「
自
己
に
と
っ
て
」
外
的
な
も
の
を
外
的
な
ま
ま
に
固
定
化
し
、
道
徳
法
則
の
名
の
下
に
個
々
人
を
分

断
し
支
配
ー
被
支
配
の
「
因
果
性
の
関
係
」
を
導
入
す
る
も
の
だ
、
と
考
え
て
い
る

(
D
9
3
)
。

で
は
、
分
裂
の
綜
合
を
絶
対
的
に
実
現
す
る
自
由
と
は
い
か
な
る
自
由
で
あ
る
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
述
べ
る
「
自
己
に
と
っ
て
」
外
的

な
も
の
と
は
、
単
に
内
的
な
絶
対
的
自
発
性
に
対
置
さ
れ
て
い
る
語
に
す
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
。
外
的
な
も
の
を
外
的
な
ま
ま
に
放
置
し
、

「
自
己
に
お
い
て
」
主
観
的
自
由
に
満
足
す
る
だ
け
で
は
分
裂
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

て
」
外
的
な
も
の
を
内
化
綜
合
す
る
ー
ー
す
な
わ
ち
、

「
即
自
且
つ
対
自
的
に
」
綜
合
す
る
ー
ー
能
動
的
な
社
会
的
活
動
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。

自
由
と
共
同

端
的
に
言
え
ば
、

的
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
は
、
個
別
者
が
分
裂
を
止
揚
す
る
有
効
な
理
性
性
（
普
遍
性
、
媒
語
）
の
実
現
を
目
指
し
て
他
者

「
自
己
に
お
い
て
」
あ
る
も
の
と
「
自
己
に
と
っ
て
」
外
的
な
も
の
と
を
弁
証
法

ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
は
、

「
自
己
に
と
っ

ヘ
ー
ゲ
ル
は
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る。
置
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
理
性
と
は
、
ま
さ
し
く
完
全
に
払
拭
さ
れ
る

(
D
8
2
)
 
（
傍
点
引
用
者
）
。

「
わ
れ
が

と
関
わ
る
際
に
現
わ
れ
て
く
る
自
由
で
あ
る
。
こ
の
理
性
的
な
も
の
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
共
同
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
ー
ー
「
自
由
と
は
理
性

的
で
あ
る
こ
と
の
特
質
で
あ
り
、
自
由
は
あ
ら
ゆ
る
制
限
を
即
自
的
に
縣
棄
す
る
も
の
で
あ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
体
系
の
最
高
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
他
者
と
の
共
同
に
お
い
て
は
〔
個
別
者
の
主
観
的
〕
自
由
は
放
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
し
て

、
、
、
~
、
、
、
、
、

い
る
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
の
自
由
が
可
能
な
の
で
あ
る
し
、
更
に
共
同
は
自
由
の
条
件
で
も
あ
る
。
自
由
は
自
由
で
あ
る
た
め
に
は

自
己
自
身
を
止
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
つ
ベ
ィ
ヒ
テ
の
体
系
j

に
お
け
る
自
由
が
〔
実
は
〕
単
に
否
定
的
な
も

の
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
未
規
定
性
、
あ
る
い
は
；
：
·
：
純
粋
に
観
念
的
な
要
因
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
•
…
•
•
あ
る
人
格
と
他

の
人
格
と
の
共
同
は
、
そ
れ
ゆ
え
本
質
的
に
は
個
体
の
真
の
自
由
の
制
限
だ
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
〔
む
し
ろ
〕
真
の
自
由
の

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

拡
張
だ
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
高
の
共
同
は
、
威
力
か
ら
い
っ
て
も
実
行
〔
と
い
う
面
〕
か
ら
し
て
も
、
最
高
の
自
由
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
最
高
の
共
同
に
お
い
て
は
、

〔
フ
ィ
ヒ
テ
の
体
系
に
み
ら
れ
る
〕
観
念
的
要
囚
と
し
て
の
自
由
と
、
自
然
に
対

〔
だ
ろ
う
〕
」

ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
は
、
道
徳
法
則
や
実
存
倫
理
と
し
て
考
え
ら
れ
る
個
別
者
の
主
親
的
自
由
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
主
観
的

、
、
、
、
、

自
由
を
主
張
す
る
者
の
側
か
ら
は
自
由
の
放
棄
と
み
な
さ
れ
る
他
者
と
の
共
同
の
う
ち
に
、
言
い
か
え
れ
ば
、
理
性
的
な
社
会
的
紐
帯
の
う

ち
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
個
別
者
の
真
実
の
自
由
の
あ
り
か
を
み
る
。
個
別
者
は
、
他
者
と
関
わ
る
際
、
す
な
わ
ち
現
実
の
社
会
的
場
面
で
、
確

か
に
様
々
な
制
限
や
抑
圧
を
被
り
、
内
面
的
に
も
分
断
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
自
己
の
内
面
に
、
あ
る
い
は
自
己
の
願
望
と
し
て
あ

る
彼
岸
に
救
い
と
安
息
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
現
実
の
分
裂
状
況
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
現
実
か
ら
の
洋
な
る

逃
避
で
し
か
な
い
し
、
も
っ
と
言
え
ば
現
実
を
肯
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
で
あ
れ
ば
、
分
裂
を
克
服
す
る
に
は
、
個
別
者
が

自
ら
の
生
を
賭
し
、
よ
り
有
効
な
社
会
的
紐
帯
の
創
出
を
目
指
し
て
他
者
と
の
共
同
に
能
動
的
に
参
与
す
る
以
外
に
途
は
な
い
は
ず
で
あ

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
個
別
者
が
真
に
自
由
に
な
る
の
は
、
他
者
と
の
最
高
の
共
同
が
実
現
す
る
時
、
言
い
か
え
れ
ば
、
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以
後
、

自
由
と
共
同

結
語
に
か
え
て

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
美
し
き
共
同
」
、
あ
る
い
は
「
最
も
完
全
な
有
機
体
で
あ
る
民
族
」
に
お
い
て
個
別
者
と
客
観
的
世
界
総
体
と
が
「
実
体
性
の
関
係
」

を
取
り
結
び
、
宥
和
的
人
間
存
在
が
実
現
す
る
、
と
言
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
実
体
性
の
関
係
」
ほ
、
個
別
者
が
自
ら
の
主
観
的
自
’

由
を
放
棄
し
他
者
と
共
同
す
る
と
い
う
社
会
的
営
為
の
究
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
有
限
な
個
別
者
が
こ
の
究
極
の
理
想
境
を
想
望

し
そ
の
実
現
を
企
図
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
個
別
者
の
内
な
る
理
性
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
理
性
も
、
単
に
超
越
論

的
意
味
で
の
そ
れ
で
は
な
く
、
社
会
1
歴
史
的
人
倫
（
習
俗
、
習
慣
）
か
ら
個
別
者
の
内
に
胚
胎
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
呑
み
込
み
新
た
な
理
性
性
を
醸
成
す
る
歴
史
は
、
現
在
に
生
き
る
人
間
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
理
性
の
大
い
な
る
母
体
と
し
て
現
前
し

的
意
図
な
の
で
あ
る
。

「
理
性
は
自
ら
が
自
己
に
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
最
も
完
全
な
有
機
体
の
内
に
、
す
な
わ
ち
民
族
へ
と
自
己
を
形

態
化
す
る
行
為
の
内
に
、
自
ら
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

体
を
内
包
す
る
人
倫
の
内
に
、

(
D
8
7
)

。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
理
性
は
社
会
ー
歴
史
的
な
も
の
総

「
実
体
性
の
関
係
」
を
予
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
性
は
現
在
に
至
る
ま
で
の
歴
史
過
程
の
中
で
様
々

に
自
己
を
形
態
化
し
、
そ
の
諸
形
態
を
人
倫
と
し
て
顕
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
者
は
人
倫
の
内
に
顕
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
理

性
性
を
、
他
者
と
の
様
々
な
共
同
の
在
り
方
の
検
討
を
通
じ
て
内
化
し
、
自
由
の
成
就
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
個
別
者
が
他

者
と
の
共
同
に
お
い
て
自
己
を
投
企
し
、
よ
り
有
効
な
社
会
的
紐
帯
の
創
出
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
実
体
性
の
関
係
」
は
実
現
可

能
と
な
る
。
こ
の
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
分
裂
の
真
の
克
服
へ
の
、
そ
し
て
個
別
者
が
自
己
を
実
現
す
る
た
め
の
、
採
り
う
る
唯
一
の
道
で

あ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

『
精
神
現
象
学
』
に
至
る
ま
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
認
識
を
獲
得
す
る
た
め
に
苦
闘
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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も、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
認
識
の
確
立
過
程
の
研
究
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

+、t
 

（
一
九
六
七
•
六
・
―
―
1
0
)

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
普
遍
性
・
全
体
性
」
の
哲
学
者
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
個
別
者
」
の
思
索
家
で
あ
る
の
か
ー
—
昌
こ
う
問
う
こ
と

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
方
法
か
ら
い
っ
て
、
す
で
に
拒
否
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
と
っ
て
対
立
す
る
も
の
の
綜

合
が
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
し
、
「
あ
れ
か
、
さ
も
な
く
ば
こ
れ
か
」
と
い
う
二
者
択
一
は
経
験
的
な
、
相
対
的
で
抽
象
的
な
位
相
で
し
か

意
味
を
な
さ
な
い
と
言
わ
れ
て
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
経
て
き
た
わ
れ
わ
れ
に
許
さ
れ
る
の
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
「
個
別
者
の
自
己
実
現
」
を
企
図
し
て
普
逼
性
を
求
め
た
の
だ
、
と
い
う
表
現
以
外
に
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

社
会
1
歴
史
の
全
体
性
を
通
暁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
因
果
性
の
関
係
」
の
暴
力
的
栢
楷
か
ら
自
己
を
解
き
放
ち
、
「
実
体
性
の
関
係
」

を
実
現
し
、
自
由
を
成
就
す
る
、
そ
れ
が
「
個
別
者
の
自
己
実
現
」
の
意
味
で
あ
る
。
「
実
体
性
の
関
係
」
、
自
由
は
、
以
後
の
ヘ
ー
ゲ

ル
哲
学
の
基
本
性
格
を
照
示
す
る
原
理
と
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
歴
史
認
識
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。
『
歴
史
哲
学
講
義
』
の
末
尾
で

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
る
、
「
世
界
史
は
自
由
の
概
念
の
展
開
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
：
・
・
・
・
哲
学
の
関
心
は
、
自
己
を
実
現
す
る
理
念

(

8

)

 

の
展
開
過
程
を
、
し
か
も
、
自
由
の
意
識
と
し
て
の
み
存
在
す
る
自
由
の
理
念
の
展
開
過
程
を
認
識
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
。

ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
「
実
体
性
の
関
係
」
が
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
は
ま
さ
し
く
歴
史
が
証
示
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
現

し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
引
き
継
ぐ
べ
き
課
題
と
し
て
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
た
め
に

L

弓
圧
に

-1し
て
」

a
、
引
用
文
下
の
（
）
の
中
に
論
文
名
を
以
下
の
略
号
に
し
た
が
っ
て
ア
ル
フ
ァ
ペ
ッ
ト
で
、
次
に
引
用
頁
を
ア
ラ
ビ
ャ
数
字
で
示
す
。

D
 .. …
•Differenz 

d
e
s
 F
i
c
h
t
e
s
c
h
e
n
 u
n
d
 S
c
h
e
l
l
i
n
g
s
c
h
e
n
 S
y
s
t
e
m
 d
e
r
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
,
 
W
e
r
k
e
 2
,
 J
e
n
a
e
r
 S
c
h
r
i
f
t
e
n
 
(
S
u
h
rー
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k
a
m
p
)
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N
••·•.. O

b
e
r
 die wissenschaftlichen 

B
e
h
a
n
d
l
u
n
g
s
a
r
t
e
n
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e
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 Naturrechts, 

W
e
r
k
e
 2, 

Jenaer Schriften, 

F...... s
y
s
t
e
m
f
r
a
g
m
e
n
t
 v

o
n
 1800, 

W
e
r
k
 1, 

Frilhe 
Schriften 

(
S
u
h
r
k
a
m
p
)
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,.Q,.
不
庄
料
丑
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）
苺
思
こ
社
t,..t

ド
令
纏
嵌
即

Q
毎
叫
や

4
Q
心゚

揉

~
 
Briefe 

v
o
n
 u

n
d
 a
n
 Hegel, 

hrsg, 
v
o
n
 J. 

Hoffmeister, 
B
d
.
 
I. 

S. 
59f. 

さ
『
ャ

H
ト

挑
出

靭
帥

』
（G. 

W
.
 F. 

Hegel, 
Jenaer Realphilosophie, 

hrsg. 
v
o
n
 J. 

Hoffmeister)
や
廷
”
吾
廷
「
嘩
選
出
令

v
Q
哉
呆
的
」

...IJ..JP
晦
ふ
共

P
二
心
茶

r
中
共
辻
祁
氾
菓
細

I極
俎
睾
条
初
共

Q
や
-IQt(I

cs. 
180) 

0
 
~
将
『
淀
要
熙
峰
袖
』

(
P
h
i
i
n
o
m
e
n
o
-

logie 
des Geistes, 

W
e
r
k
e
 3, 

S
u
h
r
k
a
m
p
)

や
「
ト
Y
ド
Q
廿
冷
叫
や
共
咽
翌
」

(S. 22.
）
心
今
ぶ
兵

V
ニ心

J..IJ
込

額
憮

打
心

ざ

":-
H
 +,

芸
以
将
お
心
・ヽ

H
-
‘
‘
.
.
I
J
Q
匿

送
Q
総
母
冶
据
語
や
狛
サ
心
゜

g
 
A
J
Q
「
熙
甜
起
」
社
巡
以
『
-
<
毎
Q
~
咲
』

（S
y
s
t
e
m
 der Sittlichkeit, 

hrsg. 
v
o
n
 G
.
 
Lasson, 

Felix 
M
e
i
n
e
r
)
 
且

名
ニ

化

裳
料

〇
「

螂
玲

囲
紺

迫
」

（
S.20)..IJ⇒

ド
キ

Q
感
挑
坦
以

11!1ほ
誌

討
濫

一
揆

11!1K'rt,志
＇
撰
疵
櫛
ャ
ー
如
惑
ぶ

.
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J
V
V
心
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以
出
心゚

AJ4;':fu#4瞬
華
幸
但
や
怜
内
（
竺
嵐
拇
蕗
）
゜

S
 
A」
0
似
甘
叫
址
『
淀
苺
感
磁
訃
』
以
将
お
心
「
姓
咲
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海
姪

Q
来

蒔
孟

染
興

心
番

ぺ
卦

心
尺
J
出
如
唸
や

-IQ
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(
C
f
.
 
Phiinomenologie des 

Geistes, 
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1
2
.
)
。

怠
『
睾
幸
心
泉
』

(I 
<'.011*) 

(
G
l
a
u
b
e
n
 u

n
d
 Wissen, 

W
e
r
k
e
 2, 

Jenaer S
c
h
r
i
f
t
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n
,
)
 
Q
丑
や
”
(
-
~
心
辻
「
R
‘
.
.
L
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ギ
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璃
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l
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郡
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策
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心
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宮
「

潔
出

郡
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遥
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四
翠

ド
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国
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傘
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匹

年
「
t繋
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碑

吋
酌

狐
切

(Cf.
0
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C
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(8) (7) 
ま
た
、
主
観
ー
客
観
の
対
立
を
克
服
す
る
過
程
は
、
現
実
に
お
い
て
、
対
立
を
止
掲
す
る
よ
り
有
効
な
理
性
性
を
求
め
る
自
己
意
識
—
~
「
わ
れ
が

(
i
b
i
d
.
,
 
S
,
 
1
4
5
.
)

と
い
う
相
互
作
用
を
自
覚
し
た
自
己
意
識
ー
i
ー
の
歴
史
的
展
開
と
し
て
示

わ
れ
わ
れ
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
で
あ
る
」

さ
れ
る
〔
103
頁
参
照
）
。
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