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8５ 

知
識
学
の
構
想
と
試
設
と
を
軸
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
生
涯
の
思
想
的
歩
み
を
支
え
て
い
た
も
の
は
、
一
体
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

フ
ィ
ヒ
テ
研
究
の
こ
の
基
本
的
問
題
へ
の
一
つ
の
仮
説
と
し
て
、
「
人
間
本
性
」
に
関
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
独
自
の
観
点
を
私
は
挙
げ
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
人
間
本
性
」
に
関
す
る
論
議
は
、
伝
統
的
に
は
、
「
此
岸
の
蔑
視
」
と
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
具
体
的
問
題
を
酌
ぐ
っ

て
な
さ
れ
て
き
た
。
と
く
に
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
観
念
は
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
観
念
と
銚
絲
し
な
が
ら
、
近
現
代
に
お
け

る
人
間
の
主
体
的
な
在
り
方
を
、
職
も
端
的
か
つ
明
瞭
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
理
解
さ
れ
て
き
た
。
耐
洋
締
神
史
で
は
、
こ
の
観

念
は
、
中
世
の
神
学
思
想
に
お
い
て
消
極
的
に
で
ば
あ
る
が
自
覚
さ
れ
、
イ
ク
リ
ー
ノ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
て
意
識
的
に
主
題
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
い
わ
ゆ
る
「
個
の
発
見
」
が
主
体
主
義
的
諸
思
想
の
源
流
を
な
す
と
す
る
な
ら
ば
、
か
の
「
人
間

の
尊
厳
」
の
観
念
が
、
そ
れ
ら
諸
思
想
、
と
く
に
倫
理
思
想
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
そ
の
観
念
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
西
洋
思
想
の
営
承
の
う
ち
で
は
、
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
人
間
学
的
な
学
的
問
い
に
吸

収
さ
れ
て
、
そ
れ
自
体
が
主
題
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
人
間
の
尊
厳
」
と
は
、

そ
の
観
念
の
内
実
如
何
に
拘
ら
ず
、
人
間
ゑ
ず
か
ら
が
ふ
ず
か
ら
に
対
し
て
な
す
価
値
付
け
と
い
う
主
体
的
行
為
を
必
然
的
に
意
味
す

「
人
間
の
尊
厳
」

は
じ
め
に Ｉ
初
期
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
Ｉ

関
口
和
男
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8６ 

集
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

る
か
ぎ
り
、
近
現
代
の
思
想
に
と
っ
て
、
重
要
な
観
念
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
論
文
で
扱
う
フ
ィ
ヒ
テ

の
場
合
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
継
受
し
つ
つ
も
、
と
く
に
理
性
の
実
践
性
を
重
視
す
る
立
場
を
、
初
期
の
知
識
学
構
想
の
段
陪
で
す

で
に
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
理
性
の
実
践
性
と
は
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
、
人
間
の
本
質
を
そ
の
実
践
性
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
用
語
に
従
え

ば
、
自
由
な
能
動
性
に
墨
よ
う
と
す
る
立
場
を
意
味
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
要
な
関
心
が
、
人

間
存
在
そ
の
も
の
、
理
論
的
営
為
を
も
包
摂
す
る
全
人
的
な
能
動
性
一
般
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、

彼
の
思
想
全
般
に
、
倫
理
的
さ
ら
に
は
宗
教
的
色
彩
を
強
く
我
た
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
た
ん
に
観
照
的
な
立
場
の
為
で
な
く
、
実
践
的
な
立
場
を
強
調
し
つ
つ
、
知
識
学
の
柵
想
へ
と
向
か
う
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
、

人
間
そ
の
も
の
を
問
う
視
点
は
彼
の
思
想
的
憎
盈
の
核
と
も
言
え
よ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
、

そ
れ
以
前
の
思
想
家
に
も
ま
し
て
、
「
人
間
の
煎
厳
」
の
観
念
は
砿
要
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お

け
る
こ
の
観
念
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
一
「
一
と
が
、
当
論
文
の
課
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
人
仙
の
尊
厳
」
の
観
念
は
、
一
般
的
に

は
必
ず
し
も
、
明
瞭
で
は
な
い
の
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
Ⅲ
い
る
そ
の
観
念
の
内
尖
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
特
質
を
際
立
た
せ
る
に
は
、
そ

の
明
確
な
雌
準
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
当
絢
文
で
は
、
そ
の
唯
雌
を
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
メ
川
に
お
け
る
思
想
家
、
主
に
ベ
ト

ラ
ル
カ
と
ピ
１
．
．
テ
ラ
．
ミ
ラ
ン
ド
ー
ラ
の
立
場
に
求
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

］
○
ず
ロ
ロ
ロ
の
。
［
岳
の
ご
匂
旨
冨
の
㎡
の
凶
白
日
畠
、
彦
の
ご
「
①
【
穴
⑪
ゴ
『
⑩
ｍ
・
ぐ
○
コ
目
・
函
・
国
Ｏ
言
①
》
国
の
ユ
旨
）
』
②
命
Ｉ
詔
・

宛
鈩
…
…
肉
の
Ｃ
①
ご
ａ
Ｃ
ｐ
Ｑ
の
の
少
の
ロ
①
の
丘
の
日
昂
・
］
ご
ｍ
・
閂
・

国
言
…
…
ロ
ワ
円
口
の
ロ
因
の
岨
爲
愚
○
日
言
一
の
⑪
の
ロ
⑫
Ｃ
豈
呉
扇
一
の
旨
、
」
ろ
一
・
円
・

の
ご
『
…
…
の
吋
巨
ロ
ロ
ー
ロ
砲
の
□
円
い
の
②
日
昌
員
の
曰
ご
く
一
ｍ
⑫
の
口
⑫
ロ
ゴ
四
沖
の
一
の
可
【
①
》
こ
『
一
・
円
・

二
言
宮
…
…
Ｃ
一
の
ご
「
口
局
□
の
』
の
、
】
白
の
口
の
、
毒
の
Ｐ
Ｓ
⑪
←
・
自
．

当
論
文
で
引
川
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
將
作
は
、
左
記
に
よ
る
。
な
お
、
（
）
山
の
略
記
号
は
左
記
の
論
文
・
著
作
名
を
、
数
字
は
全
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8７ 

「
人
間
の
尊
厳
」
の
剛
題
健
す
で
に
中
世
に
お
い
て
、
修
徳
神
学
の
主
題
と
し
て
、
「
人
間
の
状
態
」
に
関
す
る
論
議
の
な
か
で
、

「
人
間
の
悲
惨
」
と
と
も
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
世
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
「
人
間
の
救
済
」
す

な
わ
ち
信
仰
に
よ
る
此
岸
か
ら
の
超
越
に
正
点
が
低
か
れ
、
「
人
間
の
鱒
厳
」
そ
れ
ｎ
体
が
主
題
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た

と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
と
は
言
え
、
中
世
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
と
は
、
そ
れ
自
体
決
し
て
消
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
人

間
の
本
性
と
し
て
の
尊
厳
」
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
霊
と
理
性
を
通
じ
て
の
神
と
の
交
り
に
お
け
る
人
間
の
偉
大
さ
を
的
確
に
把
握

（
２
）
 

し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
中
世
の
黄
昏
と
と
も
に
強
ま
る
主
宰
感
主
義
的
傾
向
の
な
か
で
、
人
間
の
主

体
性
が
積
極
的
に
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
先
に
述
べ
た
「
人
間
の
尊
厳
」
に
関
す
る
中
世
の
遺
産
は
、
新
た
な
装
い
を
纏

っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
迎
え
る
の
が
か
の
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
則
と
一
局
え
る
。
こ
の
時
期
に
お
い

て
、
西
洋
粘
神
史
上
、
初
め
て
「
人
間
の
尊
麟
」
が
主
題
的
に
取
り
扱
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
倫
仰
を
介
し
て
の
神
に
よ
る
人
川
の
救
洗

か
ら
、
人
間
の
人
仙
自
身
に
よ
る
、
己
救
済
を
芯
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
、
代
表
的
な
一
一
人
の
思
想
家
に
つ
い
て
ゑ
て
躯

よ
う
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
場
合
、
脚
知
の
ご
と
く
、
ギ
リ
シ
ア
的
教
養
（
パ
イ
ー
プ
ァ
）
を
介
し
て
の
こ
の
俗
世
間
か
ら
の
超
脱
に
こ
そ
、

真
の
人
間
の
姿
を
可
《
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
と
の
一
致
に
人
間
の
浄
福
を
考
え
る
中
世
的
観
点
が
、
此
岸
そ
の
も
の
の

内
で
の
一
般
俗
衆
と
の
明
確
な
異
質
性
の
自
覚
と
い
う
観
点
へ
と
変
質
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
救
済
は
、
自
己
救
済
と
い
う
形
を
と

（
３
）
 

る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
念
・
ひ
矛
盾
に
ベ
ト
ラ
ル
ヵ
は
町
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ビ
ー

コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ト
ー
ラ
は
、
洲
時
の
修
辞
学
的
・
教
養
主
我
的
立
場
に
強
く
反
駁
し
つ
つ
、
近
現
代
の
主
体
主
渡
的
な
思
惟
の
立

（
４
）
 

場
に
面
紬
す
る
折
向
学
的
か
つ
内
櫛
的
な
祝
占
い
か
ら
、
「
人
間
の
聴
雌
」
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
。
彼
に
お
い
て
は
、
人
間
の
聯
厳

国
の
…
…
Ｃ
】
の
国
の
の
〔
旨
〕
曰
巨
ご
ｍ
Ｑ
の
②
の
①
｝
の
戸
目
の
Ｐ
〕
『
程
．
ご
目
・

の
ｚ
…
…
□
〕
の
○
円
巨
口
・
｝
■
ぬ
の
□
の
⑩
ｚ
ロ
白
『
【
の
Ｃ
胃
⑪
口
四
ｎ
面
ご
言
い
》
］
ご
①
・
昌
閂
。

（
１
）
 

白
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
と
フ
ィ
ヒ
ー
プ
の
立
場
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8８ 

と
は
、
人
間
の
卓
越
性
に
求
め
ら
れ
、
そ
の
根
拠
を
人
間
に
の
み
許
さ
れ
た
「
白
山
意
志
」
に
慨
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
人

間
は
み
ず
か
ら
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
カ
メ
レ
オ
ン
の
よ
う
に
、
獣
に
も
天
使
に
も
変
容
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
お
り
、
こ
の
無
限
的

な
力
を
道
徳
哲
学
と
弁
証
法
と
自
然
哲
学
と
神
学
と
に
よ
っ
て
浄
化
し
て
方
向
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
的
平
安
を
享
受
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
人
間
の
無
限
的
な
力
と
そ
の
自
覚
と
に
基
づ
く
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
の
自
己
救
済
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
が
求
め
る
べ
き
真
理
は
、
ピ
ー
コ
の
場
合
、
人
間
に
神
と
の
神
秘
的
一
致
を
遂
げ
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
愛

の
翼
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ビ
ー
コ
の
立
場
は
、
、
ヘ
ト
ラ
ル
ヵ
に
比
べ
て
、
そ
の
宗
教
的
色
彩
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
後
者
に
は
な
い
自
己
意
識
の
覚
醒
と
い
う
内
省
的
傾
向
と
そ
の
宗
教
性
は
後
代
の
哲
学
思
想
に
大
き
な
影
灘
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ

と
が
、
十
分
に
醜
え
る
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
ビ
ー
コ
の
場
合
も
ま
た
、
此
岸
か
ら
の
超
脱
を
説
く
点
に
お
い
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期

の
思
想
の
特
質
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
と
は
、
み
ず
か
ら
の
力
能
に
よ
っ
て
几
俗
の
世
界
か
ら

脱
し
、
浄
福
な
る
永
遠
性
を
獲
得
す
る
こ
と
の
可
能
な
存
在
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
に
ゑ
ず
か
ら
の
「
尊
厳
」
を
見
川

（
５
）
 

す
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
引
き
替
え
に
、
人
間
存
在
は
孤
立
性
を
纏
う
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
は
、
知
識
学
嚇
想
の
出
発
点
と
な
る
一
七
九
四
年
に
、
そ
の
年
の
思
想
的
総
括
と
し
て
「
人
間
の
尊
厳
」

に
つ
い
て
の
講
獲
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
知
識
学
の
構
想
と
そ
れ
を
支
え
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
人
間
観
と
の
惜
接
な
連
関
を
窺

わ
せ
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
識
茂
内
容
を
概
観
し
て
詮
よ
う
。

そ
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
，
ま
ず
、
自
然
界
に
対
す
る
人
間
の
優
位
が
述
べ
ら
れ
る
（
毫
冨
心
届
）
。
こ
の
こ
と
は
、

自
我
の
う
ち
に
あ
る
「
人
間
粘
神
の
根
源
的
な
知
的
体
系
」
（
君
昌
一
届
）
を
外
界
へ
照
射
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
然
界
に
「
無
限
の

秩
序
と
調
和
」
（
三
昌
造
四
）
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
味
す
る
’
す
な
わ
ち
、
「
一
ベ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
蛾
づ
く
人
間
の
自
然
界
へ
の
児

方
と
そ
れ
に
基
づ
く
関
与
の
方
法
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
界
へ
の
人
為
的
加
工
的
な
一
方
的
関
与
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「
美
し
い
新
た
な
る
創
造
」
（
冨
菖
苣
巴
と
呼
ぶ
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
近
代
自
然
科
学
の

自
然
界
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
も
表
明
さ
れ
て
い
る
（
雪
冒
酋
娼
）
。
品
種
改
良
や
野
性
勅
物
の
改
善
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
然
の
秩
序
そ
の
も
の
を
破
壊
し
な
い
こ
と
、
一
一
一
一
吋
い
換
え
る
な
ら
ば
、
「
撫
限
に
多
様
な
も
の
の
そ
の
什
々
に
そ
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8９ 
の
在
る
べ
き
場
所
を
指
示
し
つ
つ
、
如
何
な
る
も
の
に
も
他
の
も
の
を
排
除
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
じ
る
」
（
毫
旨
追
巴
考
察
す

る
知
性
（
席
・
す
四
．
言
の
己
の
胃
の
言
隔
日
）
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
は
、
人
間
的
霊
魂
（
、
の
の
］
の
）

の
改
善
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
る
（
三
冨
皀
ｓ
ｏ
こ
の
改
善
を
通
じ
て
、
「
す
べ
て
の
精
神
が
と
も
に
一
つ
の
精
神
を
形
成
す
る
」
（
君

冒
酋
巴
事
態
が
、
人
間
の
理
念
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
進
歩
は
、
個
々
の

人
間
の
具
体
的
な
精
神
的
進
歩
に
よ
っ
て
、
達
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
道
程
は
い
か
な
る
障
害
に
よ
っ
て
も
妨
げ
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
（
君
冒
造
娼
・
←
］
ｓ
・
こ
の
こ
と
は
、
唯
一
の
普
遍
的
精
神
の
絶
対
的
展
開
を
人
類
史
と
し
て
想
定
す
る
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
個
々
人
の
躯
魂
の
改
善
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
、
「
す
べ
て

（
６
）
 

の
個
人
が
純
粋
続
神
の
偉
大
な
る
一
性
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
る
」
（
雪
冨
←
】
①
）
事
態
へ
の
道
程
は
、
孤
立
的
で
完
結
的
な
個
々
人
を
必

然
的
に
導
い
て
い
く
第
一
一
一
者
と
し
て
の
超
越
的
な
絶
対
者
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
フ
ィ
ヒ
ー
プ
の
場
合
、
あ
く
ま
で
も
個
々
人

が
、
開
か
れ
た
精
神
を
も
っ
て
相
互
に
影
響
し
あ
っ
て
歩
ん
で
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
（
切
言
虜
ら
。
こ
こ
に
、
具
体
的
な
個
々
の
人

間
存
在
の
意
義
が
フ
ィ
ヒ
ー
プ
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
、
こ
の
根
源
的
な
自
己
意

識
の
う
ち
に
、
み
ず
か
ら
の
霊
魂
の
改
善
の
不
可
欠
さ
を
痛
感
し
自
己
改
善
へ
と
み
ず
か
ら
の
存
在
を
向
け
る
端
緒
を
見
出
す
の
で
あ

る
。
こ
の
自
覚
と
そ
れ
に
雑
づ
く
人
間
の
能
動
性
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
人
間
の
姿
の
う
ち
に
あ
る
輔
厳
」
（
国
富
凸
⑦
）
と
呼
ん
で
い
る
の

以
上
の
こ
と
よ
り
、
フ
ィ
ヒ
ー
プ
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
の
観
念
は
、
自
己
の
う
ち
に
あ
る
究
極
的
Ⅱ
的
を
旧
党
し
て
、
個
々
人

相
互
の
積
極
的
な
交
通
に
よ
っ
て
人
間
全
体
を
高
め
て
い
く
、
そ
の
人
間
の
姿
勢
を
意
味
す
る
も
の
と
言
え
る
。
こ
こ
に
は
、
ピ
ー
コ

の
観
念
、
す
な
わ
ち
自
己
意
識
に
も
と
づ
く
変
容
と
い
う
観
念
と
の
類
似
性
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
ビ
ー
コ
の
観

念
に
お
け
る
力
の
無
限
性
と
自
己
意
識
に
基
づ
く
人
間
の
主
体
性
の
極
度
の
強
調
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
人
間
存

在
を
孤
立
的
完
結
的
に
ゑ
る
の
で
は
な
く
、
開
か
れ
た
存
在
と
し
て
、
そ
の
存
在
相
互
の
能
動
的
作
用
に
、
人
間
の
真
の
在
り
方
を
見

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
相
互
の
在
り
方
の
う
ち
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
人
間
の
尊
厳
」
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
般
的
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
我
を
そ
の
出
発
点
と
す
る
知
識
学
の
構
想
と
拭
承
は
、
フ
ィ
ヒ

る
。
こ
〈

で
あ
る
。
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「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
、
こ
の
根
本
的
な
問
い
に
対
し
て
、
「
『
私
は
人
間
で
あ
る
』
と
肴
い
得
る
者
こ
そ
人
間
で
鮖
為
」
、
と

フ
ィ
ヒ
テ
は
主
張
す
る
（
言
嵩
造
、
）
。
「
私
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
自
覚
を
も
っ
て
、
人
間
存
在
の
徴
表
た
ら
し
め
ん
と
す
る
フ
ィ

ヒ
テ
の
思
想
は
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
私
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
自
覚
は
、
「
私
は
存
在
す
る
」
と
い
う
根
源
的
な
知
的
直
観
（
知
跨
忌
）
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
》
」

の
知
的
直
観
は
、
「
私
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
端
的
に
私
は
存
在
す
る
」
と
い
う
撒
造
（
旨
ら
を
示
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
構
造

は
、
私
が
自
己
定
立
的
に
存
在
す
る
こ
と
、
一
一
一
一
向
い
換
え
る
な
ら
ば
、
私
が
存
在
す
る
の
は
、
艇
が
ゑ
ず
か
ら
自
身
を
定
立
す
る
（
す
厳

（
７
）
 

わ
ち
知
覚
し
概
念
把
握
す
る
（
の
ｚ
⑬
◎
）
）
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
ｃ
こ
の
際
の
私
は
、
「
黙
十
か
ら
を
存
在
す
る
者
と
し
て
定
立
」

し
、
「
糸
ず
か
ら
側
身
で
黙
十
か
ら
を
回
蛍
す
る
」
が
ゆ
え
に
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
存
祢
す
る
こ
と
と
な
る
（
の
ｚ
Ｃ
・
理
性
的

存
在
者
と
し
て
の
私
ば
、
そ
の
理
性
に
よ
っ
て
、
「
み
ず
か
ら
岡
有
の
自
我
か
ら
の
抽
象
能
力
を
持
つ
看
、
自
我
と
い
う
言
莱
で
綱
め

ら
れ
る
者
」
（
の
ｚ
］
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
理
性
的
存
在
者
が
『
く
ず
か
ら
を
理
性
的
存
在
者
と
し
て
定
立
す
べ
き
で
あ

る
な
ら
ば
、
理
性
的
存
在
者
は
、
そ
の
究
極
的
根
拠
を
端
的
仁
訟
ず
か
ら
自
身
の
内
に
も
つ
能
動
性
に
詮
す
か
ら
帰
さ
な
く
て
は
な
ら

な
い
」
（
。
ｚ
ご
）
の
で
あ
る
か
ら
⑩
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
私
健
「
自
己
自
身
の
う
ち
に
還
帰
す
る
能
動
性
そ
の
も
の
（
自
我

性
・
主
観
性
）
」
（
旨
ｅ
に
よ
っ
て
、
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
先
の
知
的
直
観
に
お
け
る
「
私
」
は
、

理
性
的
存
在
者
な
い
し
自
我
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
脚
我
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
批
判
的

テ
の
彌
学
に
強
度
の
主
観
主
瀧
的
傾
向
を
我
々
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
と
す
る
な
ら
ば
、
「
人
間
の
憩
厳
」
の
観

念
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
「
開
か
れ
た
人
間
存
在
」
と
い
う
観
念
は
、
先
の
主
観
主
溌
的
傾
向
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
た

つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
初
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
、
し
か
も
知
識
学
拙
想
へ
の
端
緒
の
時
期
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
人
間
の
尊
厳
」
を
フ
ィ

ヒ
テ
が
強
調
す
る
こ
と
の
意
味
と
意
義
と
を
、
以
下
に
お
い
て
概
観
し
て
い
き
・
た
い
。

。
「
人
間
」
の
観
念
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思
惟
の
絶
対
的
制
約
と
し
て
、
つ
き
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
、
我
は
、
現
に
自
我
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
現
に
存
在
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
自
我
に
対
し
て
存
在
す
る
」
（
幻
少
忌
）
。
こ
の
よ
う
な
「
自
己
定
立
的
で
、
端
的
に
自

立
的
か
つ
非
依
存
的
」
（
宛
少
匿
）
な
自
我
は
、
純
粋
自
我
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
人
間
の
う
ち
に
あ
っ
て
本

来
的
に
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
」
（
ご
ｅ
純
粋
自
我
に
つ
い
て
は
、
そ
の
端
的
な
自
体
存
在
と
そ
の
孤
立
的
な
存
在
性
格
に
よ
っ

て
、
消
極
的
に
し
か
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
断
言
す
る
（
因
の
＄
ｓ
ｏ
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
人
間
と
は
、
自

由
と
い
う
述
語
が
妥
当
し
、
絶
対
に
表
象
さ
れ
る
こ
と
な
く
も
っ
ぱ
ら
表
象
す
る
主
観
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
他
の
向
然

的
存
在
者
と
い
か
な
る
共
通
点
も
持
つ
こ
と
な
く
対
立
す
る
一
」
と
も
な
い
存
在
者
な
の
で
あ
る
（
Ｇ
言
巨
「
）
。
た
が
し
か
し
、
「
私
」

は
、
「
私
は
存
在
す
る
」
と
い
う
知
的
直
観
か
ら
す
す
ん
で
、
自
由
と
い
う
述
語
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
「
私
は
…
…
で
あ
る
」
と
述
べ

る
こ
と
と
な
る
（
旨
ｓ
ｏ
こ
の
述
語
、
す
な
わ
ち
「
私
」
の
う
ち
に
あ
る
具
体
的
な
規
定
（
限
定
）
を
意
識
す
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ

経
験
的
自
我
な
の
で
あ
る
。
こ
の
経
験
的
自
我
こ
そ
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
「
私
」
の
何
限
性
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
「
恂
限
的
存
在
者
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
限
界
づ
け
ら
れ
た
も
の
へ
向
か
っ
て
し
か
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
だ
か
ら
で

あ
る
」
（
ｚ
の
弓
）
。
こ
の
よ
う
に
経
験
的
憩
織
に
お
け
る
ｕ
我
は
、
外
的
な
も
の
と
の
関
係
に
よ
っ
て
の
象
存
在
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
依
存
的
性
格
を
示
す
（
”
し
鱈
）
。
と
く
に
非
我
と
よ
ば
れ
る
外
的
存
在
者
か
ら
、
感
性
と
い
う
受
動
的
能
力
に
影
禅
を
与
え
ら

れ
る
か
ぎ
り
、
「
私
」
は
感
性
的
存
在
な
の
で
あ
る
（
団
の
＄
Ｓ
・
こ
こ
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
概
念
は
、
二
つ
の
異
な
る
側
面
を
持

つ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
端
的
に
自
立
的
な
自
我
と
外
的
関
係
に
お
い
て
依
存
的
な
自
我
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
絶
対
的
な
自
由

と
被
制
約
的
な
自
由
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
依
存
・
非
依
存
関
係
は
矛
盾
関
係
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
両
者
を
し
て
唯
一
の
自

我
た
ら
し
め
る
こ
と
は
不
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
自
我
は
絶
対
的
自
立
性
と
い
う
そ
の
性
格
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
が
ゆ
え
に
、
外
的
世
界
お
よ
び
英
知
的
な
る
も
の
を
表
象
す
る
自
我
と
自
己
自
身
を
定
立
す
る
自
我
と
を
統
一
せ
ん
と
す
る
た

め
に
、
自
我
の
う
ち
に
は
努
力
作
用
（
陣
門
の
す
の
ロ
）
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
（
崩
し
皆
）
。
一
」
の
合
一
へ
の
道
に
お
い
て
、
理
性
は
実
践
的

と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
旨
ら
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
自
我
の
統
一
と
は
、
純
粋
自
我
な
ら
び
に
経
験
的
自
我
と
は
異
な
る
第
三
の
何

者
か
へ
両
者
を
止
揚
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「
一
切
は
自
我
性
そ
の
も
の
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
べ
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き
な
の
で
あ
る
」
（
国
の
暗
ｓ
ｏ
自
己
定
立
的
な
根
源
的
な
自
我
の
も
つ
恒
常
的
一
性
こ
そ
、
自
我
の
努
力
が
向
か
う
と
こ
ろ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。
「
人
間
は
常
に
自
己
自
身
と
一
致
す
べ
き
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
に
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
」
（
旨
ｅ
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
ゆ
え

ん
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
「
人
間
」
の
観
念
の
ひ
と
つ
の
側
面
が
明
ら
か
と
な
る
。
人
間
は
、
優
れ
て
フ

ィ
ヒ
テ
的
な
意
味
で
理
性
的
存
在
者
な
の
で
あ
り
、
完
全
性
（
ご
Ｃ
一
房
○
日
目
の
目
鼻
）
と
呼
ば
れ
る
「
自
己
自
身
と
の
一
致
」
を
究
極

目
的
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
目
的
が
人
間
理
性
の
有
限
性
の
ゆ
え
に
達
成
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
存
在
、
だ
が
完
全
性
へ

の
そ
の
無
限
の
歩
み
を
ゑ
ず
か
ら
の
使
命
と
す
る
存
在
（
国
の
函
＆
）
な
の
で
あ
る
。
「
人
間
が
確
実
に
理
性
を
持
つ
な
ら
ば
、
人
間
は

人
間
自
身
の
目
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
何
者
か
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が

存
在
す
べ
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
は
端
的
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
が
人
間
の
究
極
的
日
的
な
の
で
あ
る
」

（
国
の
＄
巴
。
こ
の
よ
う
な
怠
味
で
の
人
間
は
、
「
達
成
不
可
能
な
自
由
に
向
か
っ
て
常
に
さ
ら
に
み
ず
か
ら
を
近
づ
け
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
（
の
君
屋
己
。

さ
て
つ
ぎ
に
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
人
間
観
を
特
徴
づ
け
る
他
の
側
面
で
あ
る
「
他
者
」
理
論
の
特
質
を
概
観
し
た
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
思

惟
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
超
越
論
哲
学
の
立
場
を
と
る
（
の
ｚ
瞳
）
。
す
な
わ
ち
「
存
在
す
る
い
っ
さ
い
の
も
の
は
脚
我
に
対
し
て
の

み
あ
り
、
自
我
に
対
し
て
存
徹
す
る
も
の
は
Ⅲ
我
を
通
じ
て
の
糸
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
」
（
旨
ｓ
ｏ
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、

経
験
的
意
識
に
通
常
与
え
ら
れ
る
他
者
、
と
く
に
「
私
」
と
同
様
の
理
性
的
存
在
性
を
ど
の
よ
う
に
導
出
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ

ヒ
テ
は
ま
ず
、
自
我
の
端
的
な
自
己
定
立
作
用
と
世
界
に
関
す
る
直
観
作
用
お
よ
び
そ
こ
に
お
け
る
意
欲
の
相
互
作
用
を
も
っ
て
、
自

我
が
自
我
に
対
し
て
存
在
す
る
こ
と
の
意
識
す
な
わ
ち
自
己
意
識
と
、
「
自
我
に
と
っ
て
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
一
切
の
存
在
者
」

の
可
能
性
を
解
明
す
る
（
の
ｚ
喝
）
。
こ
こ
で
は
、
理
性
的
存
在
者
を
特
徴
づ
け
る
自
我
性
、
す
な
わ
ち
「
自
己
自
身
へ
還
帰
す
る
能

動
性
」
（
の
ｚ
］
『
）
が
、
自
由
な
能
動
性
と
直
観
作
用
（
理
性
的
存
在
者
に
よ
っ
て
意
識
的
に
廃
棄
さ
れ
た
作
用
性
（
の
ｚ
］
巴
）
の
二

つ
の
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
、
直
観
作
用
に
お
け
る
能
動
性
の
「
強
制
的
か
つ
拘
束
的
」
（
の
ｚ
届
）
性
格
に
対
し
て
、
自
由
な
能
動
性

に
は
そ
の
「
強
制
的
か
つ
拘
束
的
」
な
性
格
を
止
揚
せ
ん
と
す
る
性
格
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
「
客
観
へ
の
作
用
性
」
（
旨
ｅ
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
「
自
我
の
自
己
自
身
と
の
一
致
‐
一
と
い
う
観
念
が
、
意
欲
（
言
。
一
一
８
）
と
い
う
理
性
の
夷
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9３ 
賎
的
な
本
質
的
性
格
の
下
に
川
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
の
ｚ
ｇ
）
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
諭
旨
で
は
、
端
的
に
自
由
な
能
動
性
の
そ

の
口
由
性
を
制
約
す
る
自
我
の
自
己
限
定
的
な
直
観
作
用
の
恵
投
が
大
き
い
の
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
経
験
的
意
識
が
教

え
る
自
由
の
被
拘
束
性
と
は
同
義
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
自
己
定
立
作
用
は
、
根
源
的
に
、
自
己
自
身
に
関
す
る
反
省

（
肉
昌
の
凶
。
Ｐ
反
照
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
の
二
目
）
。
さ
て
、
こ
の
段
階
で
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
客
観
と
し
て
の
外

的
世
界
の
定
立
と
そ
の
客
観
を
止
揚
せ
ん
と
す
る
「
客
観
へ
の
作
用
性
」
（
○
三
局
）
と
し
て
の
自
由
な
能
動
性
の
作
用
で
あ
る
。
「
理

性
的
存
在
者
は
み
ず
か
ら
の
能
力
を
自
由
な
作
用
性
へ
と
定
立
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
み
ず
か
ら
の
外
の
感
性
界
を
定
立
し
限
定
す
る

の
で
あ
る
」
（
の
ｚ
圏
）
。
つ
ぎ
に
は
、
「
私
」
と
同
様
の
理
性
的
存
在
者
の
存
在
の
導
出
が
論
じ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
際

に
、
フ
ィ
ヒ
ー
プ
が
手
掛
か
り
と
す
る
の
は
、
主
観
に
よ
る
「
私
」
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
主
観
が
ゑ
ず
か
ら
を
反
省
作
用
の
客
観
で
あ
る

「
私
」
と
し
て
見
出
す
の
は
、
「
主
観
が
自
己
限
定
へ
と
限
定
さ
れ
て
在
る
」
（
の
ｚ
＄
）
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
主
観

に
そ
の
自
己
限
定
へ
の
完
全
な
自
由
を
許
さ
ざ
る
を
え
な
い
外
的
障
害
に
よ
っ
て
自
己
能
動
性
へ
と
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
主

観
が
み
ず
か
ら
を
定
立
す
る
場
合
で
あ
る
（
旨
ｓ
ｏ
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
主
観
に
対
す
る
こ
の
影
響
作
用
（
固
冒
且
『
百
二
随
）
は
、
感

受
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
自
我
の
限
界
で
あ
り
、
自
我
は
そ
れ
を
限
界
と
し
て
定
立
す
る
と
同
時
に
そ
の
限
界
づ
け
る
根
拠
を
も

定
立
す
る
こ
と
と
な
る
（
の
ｚ
畠
）
。
し
か
し
、
主
観
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
影
響
作
用
と
そ
の
根
拠
は
と
も

催
限
定
さ
れ
た
る
も
の
（
園
田
盆
日
日
【
＄
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
の
ｚ
韻
）
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
影
郷
作
用
は
、
主
観
を
自
由
な
作
用

性
へ
と
要
請
す
る
も
の
と
し
て
主
観
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
概
念
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
百
ｓ
。
こ
の
要

請
（
し
貝
・
日
の
目
目
）
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
主
観
の
自
由
な
作
用
性
を
行
為
へ
と
限
定
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
す

る
な
ら
ば
、
「
主
観
の
外
部
か
ら
の
要
請
と
い
う
定
立
さ
れ
た
原
因
は
、
主
観
は
理
解
し
概
念
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
可
能

性
を
、
少
な
く
と
も
前
提
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
言
ｅ
の
で
あ
る
か
ら
、
主
観
は
そ
の
要
請
の
原
因
に
理
性
と
自
由
の
概
念
を

必
然
的
に
帰
さ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
主
観
を
自
由
な
作
用
性
へ
と
自
己
限
定
さ
せ
る
こ
の
要
請
は
、
主
観
の
側

か
ら
そ
の
合
目
的
性
が
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
主
観
は
そ
の
原
因
も
行
為
の
合
目
的
性
を
理
解
す
る

こ
と
の
で
き
る
知
性
と
自
由
と
を
持
つ
と
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
理
性
的
存
在
者
は
、
み
ず
か
ら
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の
外
に
ふ
す
か
ら
と
同
様
の
理
性
的
存
在
者
を
定
立
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
｜
」
の
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
「
他
者
」
の
導
出
が
理
論
的
斉
合
性
を
持
ち
う
る
の
か
否
か
と
い
う
川
越
を
別
と
し

て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
が
導
出
す
る
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
「
他
者
」
が
な
に
ゆ
え
に
自
我
存
在
に
と
っ
て
不
可
欠
的
な

契
機
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
フ
ィ
ヒ
ー
プ
の
「
他
者
」
理
論
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ィ

ヒ
テ
の
他
者
理
論
に
お
い
て
、
他
者
の
客
観
的
な
自
体
存
在
が
論
証
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
存
在
者
そ
れ
自
体
そ
の

も
の
は
い
か
な
る
経
験
の
対
象
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
因
の
“
＆
）
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
一
」
の
自
我
に
対
す
る
理

性
的
仔
在
者
と
し
て
の
「
他
者
」
の
、
自
我
に
よ
る
定
立
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
他
者
の
定
立
作
用
が
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
ほ
か
で
も

な
く
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
他
者
が
自
我
そ
の
も
の
の
絶
対
的
自
由
の
愈
識
、
商
い
換
え
る
な
ら
ば
、
自
己
Ⅲ
身
に
よ
る
自
己
走

立
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
、
こ
の
自
由
の
意
識
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
自
己
怠
織
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
「
私
は
存
在
す
る
」
と
い
り

自
覚
が
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
―
高
い
換
え
る
な
ら
ば
、
「
理
性
的
存
在
者
は
、
自
由
な
行
為
へ
の
要
請
が
起
こ
ら
な
い
限
り
、
み
ず
か
ら

を
理
性
的
存
在
者
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
の
ｚ
＄
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
る
こ
と
と
な
る
。
「
人
間
と
い
う
も
の
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
複
数
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
旨
ｅ
と
。

「
私
」
と
い
う
根
源
的
な
自
己
懲
識
と
主
観
の
生
成
は
、
み
ず
か
ら
と
同
等
の
「
他
者
」
の
存
在
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
得

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
的
存
在
と
の
垂
直
的
な
関
係
に
お
い
て
人
間
の
観
念
を
規
定
し
て
き
た
西
洋
の
伝
統
的
な
思
惟

か
ら
す
れ
ば
、
異
質
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
人
間
は
人
間
の
う
ち
に
媚
い
て
の
み
人
剛
で
あ
る
」
（
旨
ｅ
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
は
、

人
間
存
在
を
孤
立
的
完
結
的
に
梁
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
根
源
的
に
開
か
れ
た
存
在
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
人
間
」

に
関
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
惟
の
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
ゾ
ー
ン

・
ポ
リ
テ
ィ
コ
ー
ン
概
念
の
内
実
を
近
代
主
観
主
義
の
立
場
か
ら
新
た
に
書
き
直
し
た
も
の
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
伝
統
的
な
思
惟
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
に
お
け
る
、
「
尊
厳
」
の
観
念
を
、
セ
ネ
カ
以
来
の
そ
の
ピ
ュ
ー
マ

（
８
）
 

ニ
ズ
ム
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
人
間
の
自
己
変
革
な
い
し
自
己
救
済
に
染
る
。
ふ
ず
か
ら
の
無
限
の
力
に
よ
っ
て
ゑ
ず
か
ら
を
神
的
状
態

へ
と
高
め
て
い
か
ん
と
す
る
こ
の
立
場
に
は
、
人
間
を
、
み
ず
か
ら
の
顔
を
、
神
に
向
け
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
は
る
か
過
去
の
偉
大

な
文
人
に
向
け
る
力
動
的
な
孤
立
存
在
と
す
る
傾
向
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
こ
で
は
、
他
者
も
、
い
わ
ん
や

社
会
の
観
念
も
そ
の
自
己
救
済
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
自
然
法
論
の
さ
ま

ざ
ま
な
試
承
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
社
会
の
観
念
が
成
立
し
展
開
す
る
近
現
代
に
至
る
も
、
色
挫
く
諸
思
想
に
影
を
落
と
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
先
述
の
よ
う
な
「
人
間
」
の
観
念
を
提
示
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ

テ
は
「
人
間
の
う
ち
な
る
尊
厳
」
（
冨
昌
室
①
）
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
に
関
し
て
明
確
な
論
述
を
残
し
て
は
い
な

い
。
そ
こ
で
、
｜
」
の
漠
然
と
し
た
観
念
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
述
に
依
拠
し
つ
つ
、
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

「
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
が
人
間
の
究
極
的
目
的
で
あ
る
」
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
一
一
一
一
ｍ
う
（
国
の
＄
Ｓ
・
人
間
が
目
的
を
持
つ
と
い
う
こ
と

は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
攻
ず
か
ら
の
う
ち
に
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
ご
ｓ
ｏ
と
い
う

の
は
、
そ
の
矛
盾
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
純
粋
自
我
と
経
験
的
自
我
と
の
対
立
を
統
一
せ
ん
と
す
る
努
力
が
、
人
間
存
在
の
実
践
的

在
り
方
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
｜
」
の
こ
と
を
、
伝
統
的
な
言
い
回
し
で
表
現
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
ゑ
ず
か
ら
を
規

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
一
切
の
非
我
を
も
規
定
す
る
ひ
と
つ
の
自
我
と
い
う
か
の
合
一
（
神
性
の
理
念
）
」
を
究
極
的
目
的
と

す
る
人
間
の
前
進
的
で
持
続
的
な
努
力
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
河
し
鴎
）
。
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
目
的
は
、

よ
り
正
確
に
は
、
「
理
性
的
存
在
者
の
自
己
自
身
と
の
完
全
な
一
致
」
（
国
の
巴
①
）
、
す
な
わ
ち
「
完
全
性
（
ご
○
一
一
六
○
日
目
の
目
鼻
）
」

（
国
の
四
ｓ
）
と
表
現
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
目
標
は
、
「
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
か
ぎ
り
、
ま
た
人
間
が
神

に
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
完
全
に
実
現
不
可
能
で
あ
り
、
永
遠
に
実
現
不
可
能
で
あ
る
」
理
念
と
し
て
規
定
さ
れ
る
（
固
の
巴
ｓ
ｏ
と
す

白
「
尊
厳
」
の
観
念
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る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
、
人
間
の
「
尊
厳
」
と
は
、
そ
の
目
標
の
達
成
そ
れ
円
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
目
標
に

向
か
っ
て
無
限
に
近
づ
い
て
い
か
ん
と
す
る
人
間
の
努
力
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
完
全
性
へ
向
け
て
の
人
側
の
能
動
的
な
実
践
性
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
《
」
と
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
人
間
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
理
性
的
で
は
あ
る
が
有
限
的
で
あ

り
、
感
性
的
で
は
あ
る
が
自
由
な
存
在
で
あ
る
人
間
の
真
の
使
命
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
（
因
の
⑭
ｇ
）
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の
よ
う
な
人

間
の
使
命
の
う
ち
に
人
間
の
尊
厳
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
使
命
の
表
現
す
る
究
極
的
目
的
と
し
て
の
「
自
己
自
身

と
の
完
全
な
一
致
」
と
は
、
具
体
的
に
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
切
が
Ⅲ
我
を
通
じ
て
自
我
に
よ
っ
て
側
我
に
対
し
て
存

在
す
る
と
す
る
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
依
拠
す
る
超
越
論
的
観
点
か
ら
は
、
概
念
と
客
観
と
の
不
可
分
離
性
（
の
国
、
）
と
何
時
に
両
者
の
対

立
・
矛
盾
が
主
張
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
の
一
致
と
は
自
我
か
ら
客
観
へ
の
自
由
な
作
用
性
に
も
と
づ
く
自
我
に
よ
る
客
観
の
変

容
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
、
「
一
切
の
非
理
性
的
な
も
の
を
自
由
に
抑
制
し
、
ゑ
ず
か
ら
固
有
の
法
則
に
よ
っ
て
そ
れ

ら
を
支
配
す
る
こ
と
」
（
国
の
昭
Ｓ
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
自
己
の
う
ち
な
る
無
限
的
能
力
の
積
極
的
表
現
と
な
る
客
観
と
く
に
自
然

界
へ
の
働
き
か
け
は
、
そ
れ
が
人
間
へ
幸
編
を
も
た
ら
す
と
い
う
《
」
と
に
よ
っ
て
鮒
一
我
的
に
正
当
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
フ
ィ
ヒ

テ
の
場
合
に
は
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
自
己
自
身
と
の
一
致
と
い
う
究
櫛
的
Ⅱ
的
か
ら
判
断
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
「
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
一
」
と
は
、
自
我
の
端
的
な
自
由
・
側
発
性
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
自
由
の

意
識
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
「
他
者
」
の
ｎ
曲
に
よ
っ
て
根
源
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が

必
然
的
に
随
伴
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
在
す
る
人
間
の
、
我
性
を
根
拠
と
し
て
人
間
の
改
静
、

よ
り
正
確
に
は
人
間
の
生
成
が
卿
ら
れ
、
そ
こ
に
「
人
間
の
尊
厳
」
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
聰
厳
」
の
観
念
に

は
、
自
己
変
革
と
自
己
救
済
と
い
う
伝
統
的
な
観
念
に
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
一
」
と
は
、
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
フ
ィ

ヒ
テ
に
お
け
る
「
尊
厳
」
の
観
念
の
独
自
性
は
、
ど
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
主
体
の
無
限
的
力

能
や
神
の
恩
寵
を
介
し
て
人
間
の
自
己
変
革
を
謡
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
理
性
的
存
在
者
同
士
の
共
生
的
関
係
と
い
う
、
い
わ
ば
水

平
的
側
係
に
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
の
で
あ
る
。
》
」
｜
」
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
人
間
の
蝋
厳
」
の
観
念
の
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
つ
ぎ
に
、
こ
の
独
自
性
を
概
観
し
て
み
た
い
。
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「
人
間
は
、
人
間
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
人
間
で
あ
る
」
（
国
の
＄
）
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
孤
立

的
で
完
結
的
な
存
在
で
は
な
く
、
有
形
無
形
の
相
互
影
響
に
依
拠
す
る
開
か
れ
た
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
人
間
の
概
念
は
、
個
別
的
概
念
で
は
な
く
、
一
つ
の
類
概
念
で
あ
る
」
（
百
ｓ
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
な

よ
う
に
、
人
間
は
感
性
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
理
性
的
存
在
で
あ
る
。
そ
の
理
性
的
存
在
で
あ
る
人
間
が
「
理
性
的
」
で
あ
る
た
め

に
は
、
他
の
理
性
的
存
在
者
を
み
ず
か
ら
の
外
に
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
｜
」
の
》
」
と
に
よ
っ
て
、
「
客
観
へ
の
自
由
な
作

川
」
が
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
他
の
理
性
的
存
在
者
に
も
必
然
的
に
自
由
を
帰
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
「
自

由
な
相
互
作
用
」
（
の
ｚ
段
）
に
よ
っ
て
、
理
性
的
存
在
者
相
互
が
み
ず
か
ら
の
自
由
が
拘
束
さ
れ
て
い
る
一
」
と
を
契
機
と
し
て
靴
ず

か
ら
の
自
由
を
自
覚
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
｜
」
の
相
互
に
影
響
し
あ
う
状
態
に
あ
る
人
格
に
と
っ
て
は
、
自
由
と

は
、
人
格
の
あ
ら
ゆ
る
作
用
性
が
或
る
一
定
の
う
ち
に
限
界
づ
け
ら
れ
、
人
桁
の
自
由
の
領
域
と
し
て
の
世
界
は
い
わ
ば
人
格
相
互
の

う
ち
に
分
有
さ
れ
る
」
（
の
ｚ
①
）
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
各
人
格
は
「
内
的
側
山
を
通
じ
て
ゑ
ず
か
ら
固
有
の
外
的
自
由
を
制
限
す

る
」
の
で
あ
る
（
の
ｚ
Ｓ
）
。
一
」
の
よ
う
な
理
性
的
存
在
者
相
互
の
関
係
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
「
概
念
に
も
と
づ
く
相
互
作
川
」
を

も
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
社
会
を
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
る
（
旨
ｓ
ｏ
さ
て
、
先
に
述
べ
た
、
ゑ
ず
か
ら
の
外
に
理
性
的
存
在
者
を
定
立

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
「
同
様
の
理
性
的
存
在
者
す
な
わ
ち
人
間
を
見
出
し
」
た
い
と
い
う

「
人
間
の
根
本
衝
動
」
（
国
の
四
ｓ
）
に
基
づ
く
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
ず
か
ら
が
人
間
で
あ
り
た
い
と
す
る
欲

求
は
、
か
の
「
根
本
衝
動
に
従
っ
て
み
ず
か
ら
に
似
た
他
者
を
見
出
そ
う
と
す
る
」
（
旨
ｅ
欲
求
と
不
可
分
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

と
い
う
の
は
、
理
性
的
存
在
者
に
彩
轡
を
与
え
る
一
」
と
の
で
き
る
者
は
、
た
だ
理
性
的
存
在
者
の
象
で
あ
っ
て
、
自
然
は
自
然
の
外
に

影
轡
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
自
然
の
作
用
を
う
け
る
も
の
は
自
然
そ
れ
自
体
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
（
の
ｚ
患
）
。
そ
の
理
性

的
存
在
者
相
互
の
影
響
は
、
概
念
に
も
と
づ
く
自
由
な
能
動
性
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
強
制
と
被
拘
束
の
関
係
は
見

ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
、
社
会
関
係
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
相
と
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
教
育
な
い
し
文
化
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
（
の
ｚ
＄
）
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
理
性
的
存
在
者
は
「
人
間
の
う
ち
に
お
け
る
至
尚
の
衝
吻
」
（
国
の
②
辰
）
に
よ
っ
て
、
「
自
己
と
と
も
に
、
ゑ
ず
か

ら
の
外
に
あ
る
一
切
の
も
の
と
そ
れ
に
関
す
る
必
然
的
概
念
と
の
一
致
を
遂
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
」
（
ご
ｓ
ｏ
こ
の
共
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生
関
係
に
お
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
単
に
一
方
的
な
受
動
・
能
動
関
係
は
あ
り
え
ず
、
相
互
が
い
か
な
る
文
化
的
段
階
に

あ
ろ
う
と
も
、
そ
一
一
に
は
相
互
的
な
彩
瀞
作
用
が
必
然
的
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
孤
立
的
に
ゑ
ら
れ
た
人
間
の
使
命
は
、
社
会
と
い

う
関
係
に
も
と
づ
く
「
類
の
光
成
」
（
団
の
山
ｓ
）
を
ま
っ
て
初
鋤
て
近
推
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
｜
」
の
よ
う
に
、
人
間
の
「
騨
厳
」

と
は
、
根
本
的
に
は
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
ゑ
ず
か
ら
、
身
と
の
一
致
、
す
な
わ
ち
完
全
性
へ
の
無
限
の
実
践
的
努
力
の
う
ち
に

見
出
さ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
他
の
理
性
的
存
在
者
と
の
共
働
を
不
可
欠
的
契

磯
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
－
」
に
、
人
間
の
尊
厳
は
、
た
ん
に
佃
と
し
て
の
人
間
の
使
命
だ
け
で
な
く
、
社
会
に
お
け
る
人
間
の
使

命
に
も
深
く
根
差
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
γ
（
ず
か
ら
を
人
間
へ
と
生
成
せ
し
め
る
た
め
に
、
「
み
ず
か
ら
を
よ
り
道
徳
的
に
、
そ
し

て
み
ず
か
ら
の
周
り
の
も
の
を
よ
り
道
樋
的
に
し
て
」
Ｂ
○
四
ｓ
）
い
か
な
く
て
は
な
ら
次
い
の
で
あ
る
。
も
し
ゑ
ず
か
ら
の
外
の
健

全
な
理
性
的
存
在
者
を
ｎ
曲
た
ら
し
め
な
い
の
な
ら
ば
、
人
は
そ
の
存
在
者
を
物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
理
性
的
存
在
者
と

の
社
会
的
関
係
を
瓶
絶
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
ｊ
い
）
し
か
も
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
人
は
み
ず
か
ら
の
社
会
的
衝
動
と
ゑ

ず
か
ら
自
身
と
を
矛
盾
関
係
に
置
く
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
（
国
の
四
ｓ
）
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
個
人
が
み
ず
か
ら
自
身
の

究
極
的
Ⅱ
的
を
没
却
し
て
い
る
こ
と
、
一
一
一
一
口
い
換
え
る
な
ら
ば
、
み
ず
か
ら
人
間
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
｜
「
攻
ず
か
ら

の
刷
り
の
一
切
の
者
を
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
気
付
か
れ
な
い
或
る
特
定
の
影
紳
に
よ
っ
て
、
自
由
に
せ
ん
と
す
る
者
、
現
実
に
、

由
に
し
て
い
る
者
、
そ
の
者
こ
そ
自
由
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
者
の
ま
な
ざ
し
の
巾
で
我
々
は
よ
り
Ⅲ
由
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る

の
で
あ
る
」
（
百
ｓ
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
張
は
、
或
る
意
味
で
は
、
近
代
思
想
の
成
果
で
あ
る
佃
の
主
体
性
。
、
立
性
の
意

義
を
減
殺
せ
し
め
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
し
か
し
、
「
す
べ
て
の
個
人
は
純
粋
精
神
の
偉
大
な
る
唯
一
の
一
性
の
う
ち
に
包
摂

さ
れ
る
」
（
冨
冨
造
Ｓ
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
言
説
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
が
注
意
す
る
よ
う
に
、
決
し
て
ス
ビ
ノ
ザ
的
内
実
を
も
つ
も
の

で
は
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
人
顛
に
属
す
る
す
べ
て
の
個
人
は
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
等
が
完
全
に
一
致
す
る

の
肱
、
彼
淳
の
究
極
的
目
的
で
あ
る
完
全
性
に
関
し
て
の
蕊
な
の
で
あ
る
（
国
の
臼
Ｓ
、
そ
し
て
、
そ
の
究
極
的
Ⅱ
的
で
あ
る
完
全
性

を
唯
一
規
定
す
る
も
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
各
個
人
が
相
互
に
完
全
に
同
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
相
互
作
用
に
よ
る
影
辮

の
授
受
は
、
各
個
人
の
絶
対
的
自
由
に
も
と
つ
く
自
発
性
に
依
拠
す
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
凹
然
因
果
関
係
的
・
な
も
の
で
は
あ
り
え
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な
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
各
佃
人
の
教
化
、
す
な
わ
ち
文
化
と
教
育
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
テ
ー
ー
、
と
な
っ
て
く

る
。
と
い
う
の
も
、
「
あ
ら
ゆ
る
個
人
は
人
間
へ
と
教
育
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
以
外
に
は
個
人
は
人
間
と
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
」
（
○
三
＄
）
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
教
育
と
は
、
個
人
に
「
訓
練
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
る
二
様
の
熟
練
性
（
○
＄
。
言
。
‐

六
一
旨
嶌
鼻
）
」
（
国
の
沼
、
）
を
与
え
る
の
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
は
、
自
由
な
存
在
者
と
し
て
の
他
者
に
働
き
か
け
る
こ
と
と
し
て
の

「
与
え
る
熟
練
性
」
と
、
我
々
に
最
良
の
分
け
前
を
与
え
る
他
者
の
働
き
か
け
を
「
受
け
取
る
感
受
性
」
と
で
あ
る
（
国
の
臼
】
）
。
こ

の
熟
練
性
を
獲
得
し
岡
め
る
手
段
が
「
文
化
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
国
の
＄
、
）
。
こ
れ
ら
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
文
化
と
教
育
」
の

考
え
方
に
は
、
各
個
人
の
「
自
由
と
平
等
」
と
が
前
提
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
こ
の
前
提
が
満
た
さ
れ
て
初

め
て
、
社
会
に
お
け
る
人
間
の
使
命
が
果
た
さ
れ
る
途
が
拓
か
れ
る
と
言
え
よ
う
。
「
多
く
の
者
は
ゑ
ず
か
ら
を
他
者
の
花
人
と
思
っ

て
い
る
が
、
そ
の
他
者
よ
り
も
奴
隷
的
で
あ
る
」
と
い
う
ル
ソ
ー
の
言
葉
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
よ
り
適
切
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
高
い
換
え
て

い
る
。
「
ゑ
ず
か
ら
を
他
者
の
主
人
と
思
い
な
す
者
は
、
い
か
な
る
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
胤
身
奴
隷
で
あ
る
」
（
団
の
ぎ
Ｓ
と
。

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
は
、
「
人
間
の
使
命
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
か
も
、

そ
の
使
命
は
個
人
の
圏
域
に
閉
ま
る
こ
と
な
く
、
願
と
し
て
の
人
間
全
体
、
す
な
わ
ち
社
会
関
係
に
あ
る
す
べ
て
の
人
間
に
及
ぶ
壮
大

な
使
命
と
し
て
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
の
成
果
で
あ
る
価
の
主
体
性
と
深
い
凹
覚
に
根
拠
づ
け
ら
れ
、

し
か
も
佃
の
社
会
性
を
不
可
欠
的
契
機
と
す
る
「
人
間
の
使
命
と
尊
厳
」
を
説
く
フ
ィ
ヒ
テ
の
人
間
観
に
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
り
多
く
注

目
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

知
識
学
の
構
想
に
係
わ
る
動
機
づ
け
に
関
し
て
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
が
、
当
時
の
哲
学
的
状
況
を
踏
ま
え
て
明
確
に
語
っ
て
い
る
．

そ
れ
ら
の
論
述
か
ら
、
懐
疑
王
義
を
介
し
て
肌
ら
か
と
な
っ
た
当
時
の
哲
学
思
想
の
不
徹
底
さ
を
自
覚
し
て
そ
の
哲
学
を
明
証
的
学
の

位
置
へ
と
高
め
、
そ
れ
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
説
的
体
系
と
批
判
的
体
系
一
般
の
統
一
、
す
な
わ
ち
唯
一
の
哲
学
体
系
の
構
築
を
試
み
る

㈲
「
人
間
の
尊
厳
」
と
知
識
学
の
構
想
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こ
と
（
国
雪
思
）
、
さ
ら
に
具
体
的
に
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
根
元
哲
学
を
主
張
す
る
ラ
ィ
ン
ホ
ー
ル
ト
の
意
識
命
題
に
代
わ
り
、
よ
り

根
源
的
で
端
的
に
確
実
な
る
唯
一
の
根
本
命
題
を
も
っ
て
哲
学
体
系
の
礎
石
と
し
、
そ
の
上
に
一
切
の
人
間
知
の
原
理
的
体
系
を
築
く

こ
と
、
こ
の
こ
と
を
知
識
学
の
鱗
想
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
学
的
動
機
と
し
て
、
我
々
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ

が
、
当
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
人
間
の
尊
厳
」
お
よ
び
「
人
間
の
使
命
」
に
関
す
る
諸
論
文
が
、
先
の
知
識
学
の
構
想
の
試
み
に
関

す
る
諸
論
文
と
並
行
し
て
書
か
れ
て
い
る
点
に
目
を
向
け
る
と
き
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
初
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
が
抱
く
「
人
間
の
尊

厳
」
の
側
而
か
ら
も
、
知
識
学
構
想
へ
の
或
る
種
の
動
機
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
の
論
述
で
は
、

こ
の
観
点
を
フ
ィ
ヒ
テ
の
言
説
に
依
拠
し
つ
つ
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
が
理
性
的
存
在
老
と
し
て
み
ず
か
ら
自
身
と
の
一
致
を
目
指
す
無
限
の
歩
薙
の
な
か
で
、
ゑ
ず
か
ら

と
同
様
の
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
他
者
の
存
在
と
そ
の
影
瀞
と
は
、
不
可
欠
な
契
機
で
あ
っ
た
。
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
「
他

者
」
は
、
自
己
意
識
覚
醗
の
本
質
的
制
約
と
し
て
、
さ
ら
に
人
間
へ
の
生
成
の
た
め
の
文
化
・
教
育
面
で
の
必
須
な
契
機
と
し
て
、
主

観
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
論
述
か
ら
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
「
他

者
」
の
影
響
が
ま
っ
た
く
及
ば
な
い
圏
域
が
主
観
の
う
ち
に
存
在
す
る
》
」
と
も
ま
た
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
主
観
に
内
在

（
皿
）

す
る
概
念
の
ア
・
ブ
リ
オ
ー
リ
な
性
格
と
で
も
一
一
一
局
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
観
点
に
立
つ
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
、
概
念
と
客

観
と
は
一
渡
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
（
の
ｚ
巴
。
す
な
わ
ち
、
概
念
と
は
、
自
我
の
行
為
を
そ
れ
自
体
と
し
て
そ
の
形

式
に
お
い
て
見
る
と
き
見
出
せ
る
も
の
で
あ
り
、
客
観
と
は
、
行
為
の
内
実
、
す
な
わ
ち
質
料
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
生
起
す
る
も

の
が
生
起
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
抽
象
さ
れ
て
得
ら
れ
る
生
起
す
る
も
の
に
月
を
む
け
る
と
き
獲
得
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
の
ｚ

←
）
。
し
た
が
っ
て
、
概
念
と
客
観
は
、
「
異
な
る
面
か
ら
見
ら
れ
た
唯
一
同
一
の
も
の
」
（
量
ｅ
で
あ
っ
て
、
「
概
念
と
概
念
の
客
観
と

は
決
し
て
分
離
し
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
」
（
旨
ｓ
ｏ
と
こ
ろ
で
、
孤
立
的
に
ゑ
ら
れ
た
人
間
の
究
極
的
目
的
は
、
理
性
的
存
在
者

と
し
て
の
自
己
自
身
と
の
完
全
な
一
致
で
あ
り
、
こ
の
目
的
を
目
指
し
て
、
概
念
と
概
念
の
客
観
と
の
一
致
を
図
る
べ
く
、
そ
の
客
観

へ
の
能
動
的
な
働
き
か
け
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
働
き
か
け
は
「
客
観
を
止
揚
す
る
方
向
へ
向
か
う
」
（
の
ｚ
ら
）
「
容
観

へ
の
作
用
性
」
（
旨
ｅ
で
あ
り
、
「
自
由
な
能
動
性
」
（
旨
ｅ
と
呼
ば
れ
る
↓
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
主
観
に
ょ
っ
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て
変
容
せ
し
め
ら
れ
る
の
は
客
観
で
あ
っ
て
、
概
念
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
概
念
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に

そ
も
そ
も
自
我
の
行
為
を
そ
の
形
式
に
お
い
て
抽
象
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
概
念
は
、
自
我
の

行
為
、
す
な
わ
ち
精
神
の
振
舜
い
（
国
目
○
一
目
晦
日
）
を
表
象
を
介
し
て
間
接
的
に
表
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お

い
て
、
自
我
な
い
し
「
人
間
精
神
の
う
ち
に
現
在
す
る
…
…
人
間
精
神
の
振
舞
い
」
（
因
三
『
Ｓ
の
表
現
と
も
一
一
一
一
口
い
う
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
｜
‐
そ
の
よ
う
な
精
神
の
振
舞
い
は
或
る
特
定
の
方
向
に
則
っ
て
生
起
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
振
舞
い
が
相
互
に
区
別
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
振
舞
い
の
方
式
（
三
日
）
」
（
旨
ｅ
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
人
間
輔
神

の
う
ち
に
は
、
具
体
的
な
我
々
の
知
に
先
行
し
て
、
精
神
の
振
舞
い
の
方
式
（
形
式
言
冒
）
が
存
在
し
、
怖
神
の
そ
れ
ぞ
れ
の
振
舞

い
は
「
ひ
と
つ
の
法
則
に
基
づ
く
ひ
と
つ
の
方
式
に
則
っ
て
生
起
す
る
」
（
ご
ｅ
一
」
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
を
も
た
ら
す

自
我
の
振
舜
い
の
方
式
が
記
述
的
な
抽
象
作
用
を
通
じ
て
自
我
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
概
念
（
の
ｚ
←
）
は
、
人
間
端
神
の
振
灘

い
を
必
然
的
に
制
約
し
て
い
る
諸
原
則
に
、
間
接
的
な
が
ら
、
依
拠
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、

す
で
に
人
間
粘
神
の
う
ち
に
現
在
す
る
知
の
原
則
の
体
系
は
、
か
の
概
念
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
と
な
る
』
こ
の
よ
う
な
観
点

に
立
つ
と
き
、
主
観
は
概
念
を
他
者
か
ら
新
た
に
注
入
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て

は
、
人
間
精
神
は
、
決
し
て
白
紙
で
は
た
く
、
知
の
体
系
が
沸
き
込
ま
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
問
題
は
そ
れ
ら
を

如
何
に
判
明
に
意
識
に
の
ぼ
ら
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
集
中
す
る
一
」
と
と
な
る
。
客
観
の
変
容
は
、
概
念
認
識
の
判
例
性
を
高
め
る
一
」

と
を
迦
じ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
概
念
も
ま
た
、
そ
の
判
明
性
に
関
し
て
、
変
容
す
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
客
観
を
変
容
せ
し
め
る
概
念
の
判
明
な
認
識
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
概
念
が
根
源
的

に
依
拠
す
る
人
間
糖
神
の
一
切
の
振
舜
い
の
形
式
的
体
系
性
と
そ
の
諸
原
則
の
体
系
と
を
判
明
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
「
知
性
の
す
べ
て
の
振
舞
い
方
式
を
、
そ
れ
が
表
象
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
表
象
と
い

う
形
式
を
も
っ
て
意
識
へ
も
た
ら
そ
う
と
す
る
」
（
国
雪
曽
）
知
識
学
の
意
図
こ
そ
、
か
の
概
念
を
、
間
接
的
な
が
ら
も
、
判
明
に
認

識
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
究
極
的
日
標
ｌ
概
念
に
盤
づ
く
概
念
と
客
観
と
の
一
致
ｌ
へ
の
鐘
も
効
率
の
良
い
職
鐘
距

離
を
示
す
羅
針
盤
た
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
知
識
学
の
獲
得
に
よ
っ
て
、
人
間
は
詮
ず
か
ら
の
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う
ち
な
る
判
川
な
概
念
の
体
系
を
意
誠
的
・
能
動
的
に
客
観
へ
と
写
映
し
、
こ
の
一
」
と
を
通
じ
て
、
糀
神
の
う
ち
に
お
け
る
秩
序
と
調

和
を
、
外
的
世
界
に
も
た
ら
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
途
が
拓
け
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学

と
は
、
「
知
の
体
系
の
写
像
た
る
べ
き
」
（
国
雪
訊
）
使
命
を
担
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
知
識
学
を
構
想
す
る
哲
学
者

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
柔
ず
か
ら
の
使
命
を
、
「
若
人
た
ち
に
お
け
る
文
化
の
促
進
と
人
間
性
の
高
揚
」
の
た
め
の
教
化
に
見
出
し
て
い
る

（
団
の
ｇ
Ｐ
ｇ
】
）
。
こ
の
教
化
と
は
、
た
ん
に
影
響
の
授
受
の
た
め
の
技
術
的
修
練
で
は
な
く
、
よ
り
深
い
人
間
相
互
の
影
響
の
存
在

を
硴
信
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
信
条
を
表
現
す
る
も
の
と
言
え
る
。
「
精
神
ど
う
し
の
輪
の
な
か
で
は
、
よ
り
至
高
な
よ
り
善
な
る
者
が
勝

利
す
る
」
（
団
の
唾
ｓ
）
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
切
の
も
の
が
そ
の
よ
う
な
人
間
の
働
き
か
け
の
刻
印
を
帯
び
る
よ
う

に
た
り
、
一
切
の
精
神
が
と
も
に
ひ
と
つ
の
緋
神
を
形
成
す
る
」
（
弓
冨
酋
⑰
）
よ
う
に
な
る
と
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の

フ
ィ
ヒ
テ
の
偏
条
を
現
実
の
も
の
と
す
る
唯
一
可
能
な
方
途
こ
そ
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
知
識
学
の
構
想
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
に

生
涯
を
賭
け
る
こ
と
こ
そ
、
哲
学
者
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
社
会
に
媚
け
る
使
命
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

知
識
学
の
購
想
は
、
人
間
を
人
間
へ
と
生
成
さ
せ
―
切
の
存
在
者
に
秩
序
と
調
和
を
も
た
ら
す
こ
と
を
究
極
的
な
目
的
と
し
て
お
り
、

そ
の
完
成
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
み
ず
か
ら
の
使
命
の
尊
厳
を
見
出
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
「
こ
の
よ
う
な
目
標
に
向
か
う
こ
と
の
な
い
一
切
の
哲
学
・
学
問
は
、
私
に
は
無
に
等
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
団
○

四
Ｃ
惇
）
０

以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
人
間
の
無
限
の
力
能
に
も
と
づ
く
変
容
と
自
己
救
済
を
意
味
す
る
伝
統
的
な
観
念
と
し
て
の

「
人
間
の
尊
厳
」
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
、
修
正
を
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
新
た
な
内
実
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
彼

の
時
代
状
況
に
即
応
し
た
徹
底
的
な
思
想
上
の
世
俗
性
を
容
認
す
る
。
そ
れ
は
、
俗
世
間
と
し
て
の
此
岸
か
ら
の
超
越
に
「
人
間
の
尊

厳
」
を
見
出
す
視
点
か
ら
、
完
全
性
と
い
う
理
念
へ
向
け
て
の
此
岸
で
の
無
限
の
努
力
そ
れ
自
体
に
「
人
間
の
尊
厳
」
す
な
わ
ち
「
人

お
わ
り
に
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間
の
使
命
」
を
見
出
す
視
点
へ
の
移
行
を
意
味
す
る
。
こ
の
修
正
は
、
近
現
代
の
市
民
社
会
形
成
期
の
は
つ
ら
つ
と
し
た
精
神
を
表
現

す
る
も
の
と
一
一
一
一
口
え
る
。
た
が
、
さ
ら
に
遮
要
な
こ
と
は
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
観
念
の
下
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
人
間
の
主
体
性
と
社

会
性
と
い
う
近
代
糀
神
の
相
対
立
す
る
ふ
た
つ
の
側
面
を
合
一
・
融
合
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
主
観

を
、
み
》
一
Ｊ
か
ら
の
自
己
意
識
の
制
約
を
み
ず
か
ら
と
同
等
の
理
性
的
存
在
老
た
る
「
他
者
」
に
必
然
的
に
見
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
「
開

か
れ
た
存
在
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
の
課
題
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
理
性
的
存
在
者
相
互
の
積
極
的

な
彫
辨
に
よ
っ
て
、
其
の
人
間
の
生
成
が
達
成
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
が
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
主
観
の
生
成
が
環
境
世
界

に
よ
っ
て
一
義
的
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
確
信
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
人
間
精
神
に
は
ァ
。

・
フ
リ
オ
！
リ
に
知
の
体
系
が
内
在
し
て
お
り
、
こ
の
知
の
体
系
は
、
人
間
と
世
界
と
の
総
体
的
理
念
を
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ

の
理
念
の
実
現
へ
の
努
力
に
こ
そ
、
個
の
存
在
意
義
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の
使
命
」
が
語
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な

ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
、
哲
学
者
フ
ィ
ヒ
テ
個
人
の
「
使
命
」
が
如
実
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
知
識
学
の
榊
想
で

あ
る
。
人
間
知
の
一
切
の
制
約
を
汲
み
尽
く
さ
ん
と
す
る
「
知
の
体
系
の
写
像
」
←
ト
る
知
識
学
は
、
人
間
の
向
か
う
理
念
へ
の
明
確
な

指
針
と
し
て
の
役
割
を
担
う
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
生
涯
に
お
け
る
幾
多

の
知
識
学
の
試
み
は
、
そ
れ
自
体
、
哲
学
者
フ
ィ
ヒ
テ
の
使
命
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
．
し
か
も
現
代
の
我
々
に

と
っ
て
示
唆
的
な
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
が
、
い
わ
ゆ
る
技
術
と
人
間
性
と
が
本
来
的
に
は
倣
突
し
な
い
こ
と
、
真
の
人
間
の
理
性

は
両
者
の
調
和
を
根
源
的
に
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
不
可
欠
的
前
提
こ
そ
、
人
間
の

「
自
由
と
平
等
」
で
あ
る
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
（
向
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
カ
ン
ト
の
か
の
定
一
一
一
一
口
命
法
を
、
繰
り
返
し
て
主
張

す
る
こ
と
と
な
る
。
「
人
間
は
、
理
性
的
存
在
者
を
み
ず
か
ら
の
目
的
の
手
段
と
し
て
決
し
て
Ⅲ
い
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
は
、
そ
の

理
性
的
存
在
者
に
、
そ
の
口
由
を
目
指
す
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
あ
た
か
も
死
せ
る
物
質
や
獣
に
向
か
う
が
ご
と
く
に
み
ず
か
ら
の
目

的
を
成
就
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
て
は
な
ら
な
い
」
（
国
の
②
ｓ
）
。
と
い
う
の
は
、
「
た
だ
ゑ
ず
か
ら
の
周
り
の
い
っ
さ
い
の
も
の
を
、

。
…
・
・
自
由
に
し
よ
う
と
す
る
者
、
現
実
に
自
由
に
し
て
い
る
看
、
そ
の
者
こ
そ
ｎ
曲
な
の
で
あ
り
」
（
百
○
）
、
「
み
ず
か
ら
を
他
者
の

主
人
と
思
い
な
す
者
は
、
い
か
な
る
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
自
身
奴
隷
で
あ
る
か
ら
」
（
号
】
ｅ
な
の
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
の
向
由
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は
、
他
者
の
ｎ
曲
に
こ
そ
依
拠
し
、
そ
の
側
由
の
実
現
へ
の
努
力
に
人
川
の
聯
厳
と
使
命
を
見
出
す
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
張
は
、
現
代
の
我

念
に
多
く
の
こ
と
を
示
唆
し
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
３
）
上
掲
欝
、
第
一
環
Ⅲ

（
４
）
ピ
ー
コ
の
思
想
的
立
場
は
、
次
の
命
題
に
表
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

員
弔
ｇ
ｏ
ｇ
ｂ
三
四
ぐ
の
１
§
の
ョ
Ｐ
５
の
『
】
〔
》
号
の
。
一
○
砲
冒
冒
ぐ
①
ロ
斧
》
『
の
一
衝
。
ｇ
脇
こ
の
［
・
弓
（
辰
閏
年
掛
簡
）

（
５
）
佐
藤
氏
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
「
人
間
の
尊
厳
」
を
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。
｜
‐
尊
厳
の
問
題
は
、
人
間
が
こ
の
世
に
お
い
て
自
分
の
ヴ
ィ

ル
ト
ゥ
に
よ
っ
て
凡
俗
の
世
間
を
超
え
出
て
永
遠
の
名
誉
を
か
ち
得
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
『
世
界
内
超
越
』
の
問
題
で
あ
っ

た
。
」
、
上
掲
書
二
九
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
倉
シ
ニ
の
旨
昌
ぐ
菖
巨
日
四
日
目
こ
の
『
国
己
の
ｐ
ｍ
８
の
用
■
国
目
の
詳
烏
⑪
『
の
旨
の
ロ
の
①
】
⑩
【
の
⑩
の
旨
、
の
門
三
．
閉
の
ロ
・
量
（
葛
言
←
】
。
）

（
７
）
（
の
ｚ
ろ
）
に
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
珍
し
く
、
食
器
前
の
口
葛
を
、
《
ざ
：
Ｈ
ｐ
の
ゴ
ョ
目
ロ
且
す
の
臼
の
黙
の
口
冨
と
説
明
し
て
い
る
。

（
８
）
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
人
間
観
の
韮
本
公
理
と
い
わ
れ
る
セ
ネ
カ
の
次
の
命
題
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
人
間
概
念
の
相
違
を
如
実
に
物
語
っ
て
い

る
。
貝
Ｃ
Ｄ
目
ョ
８
日
の
日
ロ
薗
吋
①
⑩
の
⑪
こ
】
ｏ
目
Ｐ
己
⑪
一
⑪
５
３
日
目
目
凹
脇
の
『
の
×
の
１
［
一
・
・
（
人
間
は
、
人
間
的
な
も
の
を
超
え
で
る
こ
と
が

な
い
と
し
た
ら
、
な
ん
と
軽
蔑
す
べ
き
存
在
で
あ
ろ
う
か
。
（
西
・
ミ
の
旨
⑪
８
，
穴
・
Ｃ
－
の
日
日
い
＆
」
の
○
の
、
害
ョ
餌
ョ
⑩
ヨ
ロ
②
》
］
＠
段
・
邦
訳
「
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
悲
劇
」
創
文
祉
蹟
⑬
ペ
ー
ジ
。
）

（
９
）
現
代
の
ハ
イ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
文
明
で
の
技
術
と
技
術
者
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

（
、
）
こ
の
点
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
普
遍
学
の
試
糸
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ソ
に
つ
い
て
は
、
拙
論

「
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
の
関
係
概
念
に
つ
い
て
」
（
’
九
八
○
年
早
大
文
学
研
究
科
紀
要
別
冊
第
七
集
）
。

注（
１
）
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
の
問
題
に
関
し
て
は
、
佐
藤
三
夫
氏
「
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
人
間
の

尊
厳
」
有
信
堂
一
九
八
一
年
に
依
拠
し
た
。

（
２
）
上
掲
謝
、
第
一
章
Ⅱ
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