
は
じ
め
に

中
国
の
戦
国
時
代
の
人
で
あ
る
荘
周
と
そ
の
後
学
の
手
に
よ
る
と
さ
れ
る

『

荘そ
う

子じ』 (

１)

に
は
、
一
切
の
区
別
や
対
立
を
超
越
し
た
万
物
斉せ
い

同ど
う

の
境
地
や
、
あ
る
い

は

｢

一｣
｢

道｣

と
い
っ
た
根
源
世
界
に
飛
翔
す
る

｢

至
人｣

｢
神
人｣

｢

真
人｣

等
の
あ
り
方
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
一
般
に
高
度
な
哲
学
的

思
索
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
な

『

荘
子』

で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
あ
る
種

の
実
践
や
神
秘
的
体
験
が
あ
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

た
だ
し
、
従
来
哲
学
理
論
と
し
て
の
面
で
は
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
な
が
ら
も
、

体
験
世
界
の
具
体
的
様
相
に
踏
み
込
ん
だ
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
そ
こ
に
は
、｢

知｣

の
限
界
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
を
超
え
た
非
合
理
の
領

域
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ま
ず
、『

荘
子』

の
言
を
あ
く
ま
で
も
合
理
的
な
哲
学
的

思
索
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
体
験
世
界
が
存
在
し
、
ま
た
そ
れ
が

｢

心
斎

(

２)｣
｢

坐
忘

(

３)｣

な

ど
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
あ
る
種
の
瞑
想
や
修
養
等
に
よ
っ
て
、
誰
し
も

が
達
す
る
こ
と
が
可
能
な
境
地
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
抽
象
的
な
哲
学
理
論

と
し
て
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
心
と
身
体
と
い
う
文
脈
の
上
に
お
い
て
考

察
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
荘
子
の
思
想
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
そ
う
し
た
心
身
論
的
研
究
を
進
め
る
た
め
の
序
説
的
な
役
割
を
担
う

も
の
で
あ
り
、
関
連
す
る
諸
分
野
の
知
見
を
基
に
、『

荘
子』

の
実
践
お
よ
び
体

験
を
如
何
に
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
の
基
礎
的
な
検
討
を
行
う
も
の
で

あ
る
。
特
に
人
間
の
言
語
意
識
の
あ
り
方
を
中
心
に
、
日
常
の
現
実
世
界
を
超
越

し
て

｢

道｣

や

｢

万
物
斉
同｣

の
世
界
へ
と
至
る
実
践
者
に
、
い
か
な
る
意
識
の

変
容
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
体
験
世
界
の
一
端
を
示
し

た
い
。
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１
｢

夢｣

と

｢

大
覚｣

わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
意
識
の
見
る
現
実
世
界
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
が
有
限
な

る
時
間
・
空
間
の
中
で
確
固
と
し
た
境
界
を
持
ち
つ
つ
個
と
し
て
存
在
し
て
い
る

世
界
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
事
物
の
み
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま

な
価
値
観
や
社
会
文
化
的
な
秩
序
の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な

い
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
そ
れ
を
ま
ぎ
れ
も
な
い
現
実
と
見
て
、
実
際
に

そ
れ
ら
の
事
物
や
価
値
が
、
あ
た
か
も
自
分
と
い
う
存
在
以
前
に
客
観
的
に
実
在

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
信
じ
て
疑
う
こ
と
は
な
い
。

こ
う
し
た
わ
れ
わ
れ
の
持
つ
常
識
に
対
し
て
異
を
唱
え
た
の
が
、
中
国
古
代
の

哲
学
者
た
る
荘
子
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
日
常
世
界
に
お
け
る
事
物
や
価
値
の
相

対
性
を
説
き
、
ま
た
そ
の
内
奥
に
真
実
の
世
界

｢
道｣

や
万
物
斉
同
の
世

界

を
見
い
だ
す
。
彼
は
真
実
の
世
界
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
常
識
に
反

し
て
す
べ
て
一
体
で
あ
る
と
言
う
。
彼
に
と
っ
て｢

我｣

だ
と
か｢
万
物｣

と
い
っ

た
事
物
の
境
界
や
、
あ
る
い
は
人
間
社
会
の
価
値
観
な
ど
は
、
真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
、

す
な
わ
ち
世
界
の
一
体
性
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
一
種
の
幻
想
で
し
か
な
い
。

『

荘
子』

の
思
想
の
核
心
は
、
ま
さ
に
現
実
世
界
を
超
越
し
て
、
根
底
に
あ
る
真

実
の
世
界
へ
飛
翔
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
真
実
の
世
界
に
目
覚
め
た
荘
子
は
、
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
だ
と
考
え

て
執
着
し
て
い
る
日
常
的
現
実
世
界
を
、｢

夢｣

の
ご
と
き
も
の
だ
と
言
う
。

夢
に
酒
を
飲
み
楽
し
ん
で
い
た
者
が
、
朝
に
な
る
と
悲
し
い
出
来
事
に
泣
き
、

夢
の
な
か
で
悲
し
く
泣
い
て
い
た
者
が
、
朝
に
な
る
と
楽
し
く
狩
り
に
出
か

け
る
。
夢
を
見
て
い
る
最
中
に
は
、
そ
れ
が
夢
で
あ
る
と
は
知
ら
ず
、[

そ

れ
を
現
実
だ
と
思
っ
て]

夢
の
中
で
ま
た
夢
占
い
を
す
る
の
だ
が
、
目
覚
め

て
か
ら
そ
れ
が
夢
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
同
様
に

｢

大
覚｣

(

大
い
な
る
目
覚
め)

が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
後
に
こ
の
人
生
が
大
き
な
夢

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
愚
者
は
自
分
が
覚
め
て
い
る

と
思
い
込
ん
で
、
こ
せ
こ
せ
と
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
て
い
る
。
君
主
だ
牛
飼

い
だ
と

[

世
間
的
な
貴
賤
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
て]

、
そ
の
狭
い
見
識
に

凝
り
固
ま
っ
て
い
る
の
だ
。[

こ
う
し
て
話
し
て
い
る]

孔
丘
も
お
前
も
、

皆
夢
な
の
だ
。
私
が
こ
う
し
て
お
前
に
夢
だ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た

夢
な
の
だ
。
そ
れ
を
名
付
け
て

｢

弔て
き

詭き｣
(

世
俗
の
常
識
と
大
い
に
異
な
っ

た
話)

と
言
う
。
万
世
の
後
に
一
度
、
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
大
聖
人
に
め

ぐ
り
あ
え
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
朝
と
暮
れ
に
会
う
の
と
同
じ
く
ら
い

[

早

く
出
会
っ
た]

と
い
え
る
だ
ろ
う
。(

斉
物
論
篇)

｢

愚
者｣

は
、
日
常
の
意
識
を

｢

覚
め
た｣

状
態
だ
と
思
い
こ
み
、
そ
れ
が
見

る
世
界
を
絶
対
的
な
現
実
そ
の
も
の
だ
と
考
え
る
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の
見�

方�

以
前
に
秩
序
だ
っ
た
事
物
や
価
値
が
存
在
し
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
直
接
的
に

認
識
し
て
い
る
と
い
う
強
い
常
識
的
観
念
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
現
実
〉
の
世

界
に
の
み
価
値
を
認
め
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
通
常
の
覚
め
た
状
態
と
は
異
な
る

〈
夢
〉
の
世
界
は
単
な
る
虚
妄
の
世
界
で
あ
り
、
現
実
世
界
に
見
い
だ
さ
れ
る
外

界
の
事
物
や
価
値
は
、
意
識
以
前
に
与
え
ら
れ
た
実
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
荘
子
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
世
界
に
お
い
て
紛
れ
も
な
い
現
実
と
し
て

現
れ
て
い
る
〈
君
主
〉
と
か
〈
牛
飼
い
〉、
さ
ら
に
は
〈
孔
丘
〉
や
〈
お
前
〉
と

い
う
存
在
さ
え
も
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
存
在
し
て
い
る
真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
は
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な
く
、
日
常
的
意
識
が
生
み
だ
し
た
幻
想
の
産
物

す
な
わ
ち
夢

で
し

か
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
荘
子
は
、
そ
う
し
た
知
覚
を
得
る
た
め
に
は
、

通
常
の
意
識
の
あ
り
方
を
超
越
し
て
、
さ
ら
な
る
も
う
一
つ
の
意
識
レ
ベ
ル
に
飛

翔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
れ
が
、｢

大
覚｣

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

う
し
た
非
日
常
の
意
識
レ
ベ
ル
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
日
常
の
意
識

に
映
っ
て
い
た
世
界
が
一
種
の
夢
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
荘
子
に
と
っ
て
は
単
に
抽
象
的
な
観
念
や
空
想
で
は
な
く
、
ま
さ
に

｢

道｣

の
実
践
者
と
し
て
の
自
己
に
起
こ
っ
た
体
験
的
な
事
実
に
他
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
、
荘
子
と
い
う
思
想
家
が
述
べ
た
、
一
種
の
壮
大
な
哲
学
的
思

弁
や
あ
る
い
は
妄
想
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

『

荘
子』

の
言
説
や
実
践
が
、
も
し
一
人
の
哲
学
者
の
思
考
・
概
念
を
超
え
て
、

わ
れ
わ
れ
人
間
に
起
こ
り
え
る
こ
と
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
如
何

な
る
境
地
で
あ
る
の
か
を
、
わ
れ
わ
れ
の
心
と
身
体
の
現
実
に
沿
っ
て
考
察
し
直

す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

２

実
践
・
体
験
に
つ
い
て
の
従
来
の
指
摘

で
は
、
こ
う
し
た
一
種
の
覚
醒
状
態
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る

『

荘
子』

の
実
践

に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
で
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
相
対
的
な

｢

知｣

や
、
通
常
の

｢

我｣

を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
研
究
者
に
お
い
て
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

例
え
ば
大
濱
晧
氏
は
、
万
物
の
始
源
た
る
道
に
つ
い
て
、｢

思
弁
を
放
棄
し
、

思
弁
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
身
心
一
体
の
純
一
な
行
為
的
な
も
の
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
万
物
の
始
源
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
い
え
ば
、

思
弁
の
糸
が
ふ
っ
つ
り
と
切
れ
た
と
こ
ろ
に
、
忽
然
と
し
て
万
物
の
始
源
た
る
真

実
在
が
あ
ら
わ
れ
る

(

４)｣
(

傍
線
引
用
者)

と
す
る
。

福
永
光
司
氏
は
、｢

荘
子
的
絶
対
者
は
、
人
間
の
心
知
の
分
別
を
実
在
の
一
に

渾
沌
化
す
る
。
自
己
を
実
在
の
一
に
渾
沌
化
し
た
無
心
忘
我
の
境
地
に
お
い
て
荘

子
的
絶
対
者
の
解
脱
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る

(

５)｣

と
述
べ
、
ま
た
そ
う
し
た
体
験
や

境
地
を

｢

宇
宙
的
直
観

(

６)｣
｢

宇
宙
的
大
我

(

７)｣

な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
、
老
荘
思
想
を
歴
史
的
に
解
明
す
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
池
田
知
久
氏

は
、
そ
の
思
想
の
誕
生
に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
す
る
一
方
で
、｢

万
物
斉
同｣

の

哲
学
に
つ
い
て
は
、｢

恐
ら
く
思
想
家
た
ち
個
人
個
人
の
神
秘
主
義
的
な
体
験
の

中
で
感
得
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

(

８)｣

と
、
そ
の
根
底
に
体
験
性
が
存
在
し
た
で

あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
従
来
の
研
究
で
は
、
知
を
超
越
し
、
通
常
の

｢

我｣

を
忘
却
す
る

よ
う
な
境
地
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
日
常
的
意

識
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
哲
学
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
、
そ
れ
を
超
え
た

如
何
な
る
心
身
の
領
域
を
荘
子
が
記
述
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど

論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

ま
た
荘
子
に
お
け
る

｢

養
生｣

の
思
想
に
着
目
し
た
澤
田
多
喜
男
氏
は
、
荘
子

に
お
け
る
養
生
思
想
の
中
核
が
、
身
体
を
養
う

｢

養
形｣

に
あ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
精
神
を
養
う

｢

養
神｣

｢

養
心｣

に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
思

想
を
詳
細
に
考
察
し
て
い
る

(

９)

。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
養
生
の

｢

思
想｣

を
解
明

す
る
こ
と
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
が
具
体
的
に
い
か
な
る
精
神
の

変
容
を
伴
う
も
の
で
あ
る
の
か
ま
で
は
、
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
欧
米
の
研
究
者
は
、
荘
子
の
本
質
を
そ
の
神
秘
的
な
体
験
の
中

意識と超越
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に
見
る
傾
向
が
や
や
強
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
道
教
学
者
で
あ

る
ア
ン
リ
・
マ
ス
ペ
ロ
は
荘
子
に
つ
い
て
、｢

か
れ
ら
の
独
創
性
は
実
際
に
、
そ

の
思
想
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
学
派
と
同
様
に
、
か
れ
ら

が
神
秘
主
義
の
実
践
を
理
論
的
な
思
弁
に
結
び
つ
け
た
と
い
う
事
実
に
あ
る

(

�)｣

と

述
べ
て
い
る
。
マ
ス
ペ
ロ
の
見
地
は
、
そ
の
思
想
を
あ
る
種
の
宗
教
的
・
神
秘
的

な
体
験
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
欧

米
の
心
理
学
や
宗
教
学
に
お
い
て
は
、
早
く
か
ら
こ
う
し
た
神
秘
主
義
的
な
体
験

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
マ
ス
ペ
ロ
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の

｢

宗
教
的
経
験

(

�)｣

と
い

う
言
葉
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
荘
子
を
神
秘
主
義
者
と
見
な
す
欧
米
の
中
国
学

者
の
見
解
は
、
主
に
心
理
学
お
よ
び
宗
教
学
の
古
典
的
研
究
に
負
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
要
す
る
に
神
秘
主
義
者
の
主
義
主
張
の
あ
り
方
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、

日
常
と
は
異
な
る
意
識
領
域
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る

(

�)

。

も
ち
ろ
ん
、
た
だ
そ
れ
を

｢

神
秘
主
義｣

で
あ
る
と
か
、｢

忘
我｣

で
あ
る
な

ど
と
言
っ
た
だ
け
で
は
、
荘
子
の
体
験
を
真
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
神
秘
的
体
験
や
瞑
想
の
実
践
に
お
い
て
、
通
常
と
は
異
な
る
意
識
状

態
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
等
に
よ
っ
て
考

察
さ
れ
て
き
た
し
、
ま
た
近
年
に
お
い
て
も
心
理
学
・
生
理
学
等
の
各
方
面
か
ら

言
及
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
今
日
で
は
、
通
常
の
意
識
状
態
と
異
な

る
意
識
領
域
が
あ
る
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
、｢

変
性
意
識
状
態｣

(A
ltered

state
of
consciousness)

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
考
察
さ
れ
る
に
至
っ
て
い

る
。よ

っ
て
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が

｢

神
秘
主�

義�｣

な
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と

を
議
論
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
日
常
的
現
実
の
世
界
を
超
え
て
、
根
源
の
世
界
へ

と
飛
翔
す
る
荘
子
の
体
験
を
、
人
間
の
心
理
的
・
生
理
的
基
盤
を
含
め
た
体
験
的

事
実
に
基
づ
い
て
捉
え
直
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
常
の
意
識
状
態
を
前
提
と
し
た

記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
、
そ
れ
を
超
越
す
る
荘
子
的
実
践
者
の
体
験
の
内
実

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
逆
に
、
人
間
の
意
識
の
諸
層
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
、
荘
子
の
説
く
よ
う
な
境
地
が
ど
の
よ
う
に
し
て
達
せ

ら
れ
る
か
を
考
察
し
て
こ
そ
、
荘
子
の
思
想
に
内
在
す
る
体
験
性
の
あ
り
方
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

３

｢

知｣

の
超
越

で
は
、
そ
も
そ
も
荘
子
は
人
間
の
日
常
の
意
識
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
と
ら

え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
そ
の
概
略
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
こ

に
は
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の｢

知｣

と
い
う
も
の
が
、
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

を
そ
の
ま
ま
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
洞
察
が
あ
る
。

齧げ
き

缺け
つ

が

[

師
で
あ
る]

王お
う

倪げ
い

に
質
問
し
て
言
っ
た
。

｢

先
生
は
す
べ
て
の
存
在
が
同
じ
く
是ぜ

(

正
し
い)

と
認
め
る
よ
う
な
道
理

を
ご
存
じ
で
す
か
。｣

王
倪
は
答
え
て
言
っ
た
。

｢

私
は
ど
う
し
て
知
っ
て
い
よ
う
か
。｣

｢

先
生
は
自
分
が
知
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
ご
存
じ
な
の
で
す
か
。｣

｢
私
は
ど
う
し
て
知
っ
て
い
よ
う
か
。｣

｢

そ
れ
で
は
す
べ
て
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。｣
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｢

私
は
ど
う
し
て
知
っ
て
い
よ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
試
し
に
こ
れ
に

つ
い
て
語
っ
て
み
よ
う
。
私
が
知�

っ�

て�

い�

る�

と
い
う
こ
と
が

[

あ
る
局
限
さ

れ
た
立
場
か
ら
の
、
一
つ
の
も
の
の
見
方
に
す
ぎ
ず]

、
本
当
は
知
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
私
が
知�

ら�

な�

い�

と
い
う
こ

と
が
、
実
は
真
に

[

覚
っ
て]

知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

試
し
に
お
前
に
問
う
て
み
よ
う
。
人
は
湿
っ
た
と
こ
ろ
に
寝
て
い
る
と
、
腰

を
痛
め
て
半
身
不
随
に
な
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
が
、
ド
ジ
ョ
ウ
は
そ
う
で
は

あ
る
ま
い
。
人
間
は
木
の
上
に
居
る
と
、
び
く
び
く
と
恐
れ
不
安
に
な
る
が
、

猿
は
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
三
者
の
う
ち
一
体
だ
れ
が
正
し
い
居
場
所

を
知�

っ�

て�

い�

る�

こ
と
に
な
る
の
か
。
人
間
は
牛
や
羊
、
犬
や
豚
な
ど
の
家
畜

を
食
べ
る
が
、
鹿
の
類
は
草
を
食
べ
、
ム
カ
デ
は
蛇
を
喜
ん
で
食
べ
、
ト
ビ

や
カ
ラ
ス
は
鼠
を
食
べ
る
の
を
好
む
。
こ
の
四
者
の
う
ち
い
っ
た
い
誰
が
正

し
い
味
を
知�

っ�

て�

い�

る�

こ
と
に
な
る
の
か
。
猿
は
�
へ
ん

狙し
ょ(

と
い
う
猿
に
似
た

動
物)

が
雌
と
為
し
、
麋
お
お
じ
か(

と
い
う
鹿
の
仲
間)
は
鹿
と
交
わ
り
、
ド
ジ
ョ

ウ
は
魚
と
戯
れ
る
。
毛も
う

�
し
ょ
う

や
麗り

姫き

と
い
っ
た
美
人
に
つ
い
て
は
、
人
間
は

彼
女
ら
を
美�

し�

い�

と
す
る
が
、
魚
は
彼
女
ら
を
見
る
と
水
の
深
く
に
隠
れ
、

鳥
は
彼
女
ら
を
見
る
と
高
く
飛
び
上
が
り
、
鹿
は
彼
女
ら
を
見
る
と
す
ば
や

く
走
り
去
る
。
こ
の
四
者
の
う
ち
い
っ
た
い
誰
が
真
の
美
し
さ
を
知�

っ�

て�

い�

る�

こ
と
に
な
る
の
か

[

そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
価
値
判
断
し

て
い
る
だ
け
だ]

。
私
か
ら
し
て
み
れ
ば
、[

儒
者
が
絶
対
的
な
真
理
の
よ
う

に
説
く]

仁
義
の
端
緒
や
、[

儒
家
や
墨
家
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
か
っ
た
よ

う
に
主
張
し
あ
う]

是
非
の
道
理
な
ど
は
、
雑
然
と
し
て
乱
れ
て
い
る
。
私

に
ど
う
し
て
そ
の
分
別
を
知
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。｣

(

斉
物
論
篇)

わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
知
り
、
ま
た
知
的
な
判
断
を
下
す
と
き
、
往
々
に
し
て
そ

れ
を
絶
対
の
も
の
と
み
ま
が
う
。
し
か
し
荘
子
に
と
っ
て
そ
れ
は

｢

不
知｣

で
し

か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
、
限
定
さ
れ
た

も�

の�

の�

見�

方�

で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
人
間
と
い
う
局
限
さ
れ
た
立
場

か
ら
、
も
の
の
見
方
を
世
界
に
当
て
は
め
て
お
り
、
他
の
動
物
は
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ

た
見
方
を
し
て
、
世
界
像
を
作
り
出
し
て
い
る
。
儒
家
・
墨
家
の
論
争
と
い
っ
た

人
間
社
会
の
意
見
の
対
立
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
見
方
を
世
界
に

当
て
は
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
人
々
は
そ
れ
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
執
着
す

る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を

｢

知｣

っ
た
と
た
ん
に
、
そ
の
人
の
も
つ
価
値
観
や

も
の
の
見
方
が
そ
こ
に
投
影
さ
れ
、
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
の
真
の
姿
は
覆
い
隠
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

荘
子
が
求
め
る
の
は
、
そ
う
し
た
あ�

る�

立�

場�

に
局
限
さ
れ
た｢

知｣

で
は
な
い
。

む
し
ろ
宇
宙
全
体
に
通
底
す
る
明
知
で
あ
り
道
理
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な

通
常
の

｢

知｣

は
忘
れ
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の

｢

知｣

は
、

真
理
を
見
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
歪
め
て
し
ま
う
も
の
で
し
か
な
い
か

ら
で
あ
る
。

荘
子
は
ま
た
、
人
間
の
価
値
観
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

人
々
は
自
分
の
心
に
適
う
も
の
を

｢

可よ

い｣

も
の
で
あ
る
と
し
、
自
分
の
気

持
ち
に
違
う
も
の
を

｢

可よ

く
な
い｣

も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

道
路
は
そ
こ
を
人
が
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
り
、
物
は
人
々
が
名
づ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る

[

社
会
が
作
り
だ
し
自

己
の
内
に
築
か
れ
た
価
値
基
準
に
よ
っ
て
判
断
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い]

。
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何
に
よ
っ
て

｢

そ
う
で
あ
る｣

と
し
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
自
分
が
そ
う

で
あ
る
と
思
う
こ
と
を

｢

そ
う
で
あ
る｣

と
し
て
、
そ
う
で
は
な
い
と
思
う

こ
と
を

｢

そ
う
で
は
な
い｣

と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

[

物
事
の
判
断
に
は

絶
対
的
な
基
準
や
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
た
根
拠
な
ど
無
い]

。
物
に

は
そ
も
そ
も

｢

そ
う
で
あ
る｣

と
で
き
る
も
の
が
そ
な
わ
り
、
物
に
は
そ
も

そ
も

｢

可
い｣
と
で
き
る
も
の
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。[

そ
の
よ
う
な
立
場

か
ら
す
れ
ば]
そ
う
で
な
い
物
な
ど
無
く
、
可
く
な
い
物
な
ど
無
い
の
だ
。

だ
か
ら
、
草
の
小
さ
な
茎
と
家
屋
の
大
き
な
柱
、
癩
病
患
者
と
美
人
の
西せ
い

施し

と
を
比
べ
て
み
る
と
、
非
常
に
怪
奇
で
奇
異
な
対
照
で
あ
る
が
、[

心
に
築

か
れ
た
価
値
基
準
を
超
え
た]
道
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
す
べ
て
一
な
る
も
の

で
あ
る
。(

斉
物
論
篇)

人
々
は
、
そ
の
社
会
や
家
庭
な
ど
の
環
境
に
お
い
て
、
も
の
の
見
方
を
教
わ
り
、

そ
こ
で
価
値
観
や
社
会
的
常
識
が
形
づ
く
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
が
あ
た

か
も
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
た
絶
対
的
な
価
値
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
す

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
真
理
そ
の
も
の
を
映
し
出
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
を
荘
子
は
真
実
の

｢

道｣

の
破
壊
だ
と
捉
え
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
一
種
の
価
値
観

(

＝
偏
見)

に
そ
っ
て
、
物
事
に
判

断
を
下
す
が
、
何
か
が
奇
怪
に
見
え
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
現
象
的
な
世
界
に
と

ら
わ
れ
、
心
に
築
か
れ
た
社
会
文
化
的
な
常
識
を
そ
こ
に
当
て
は
め
て
い
る
か
ら

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
た
と
え
ば
嬰
児
が
、
事
物
の
境
界
を
区
別
し
た
り

美
醜
の
判
断
を
当
て
は
め
た
り
し
て
世
界
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

通
常
の

｢

知｣

で
も
っ
て
物
事
を
見
る
と
い
う
日
常
的
意
識
の
あ
り
方
を
融
解
さ

せ
た
と
こ
ろ
に
、｢

一｣

の
世
界
が
実
現
す
る
。

荘
子
は
ま
た
、
そ
う
や
っ
て
心
の
内
に
で
き
あ
が
り
、
人
々
が
執
着
す
る
価
値

観

(

＝
偏
見)

を

｢

成
心｣

と
呼
ぶ
。

そ
も
そ
も
成
心

(

心
に
で
き
あ
が
っ
た
価
値
基
準
＝
偏
見)

に
随
っ
て
そ
れ

を
師
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
師
を
持
た
な
い
者
な
ど
ど
こ
に
い
る
だ
ろ
う
か
。

必
ず
し
も
日
々
に
眼
前
に
代
わ
る
が
わ
る
現
れ
て
く
る
事
象
を
わ
き
ま
え
て
、

そ
こ
か
ら
自
分
で
選
び
取
れ
る
者
だ
け
が
師
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
愚
者
も
師
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
に

[

社
会
文
化
的
な
価

値
基
準
が]

形
成
さ
れ
て
い
な
い
の
に
是
非
の
道
理
が
あ
る
な
ど
と
い
う
の

は
、
今
日
越
の
国
に
行
き
昨
日
到
着
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
は
有
り
得
な
い
こ
と
を
有
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
有
り
得
な
い
こ
と
を

有
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、[

神
妙
な
智
恵
を
も
つ
聖
人
の]

禹う

で
あ
っ
て

も
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
禹
に
及
ば
な
い
私
に
ど
う
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。(

斉
物
論
篇)

愚
者
は
、
自
己
の
見
方
や
判
断
以
前
に
、
世
界
の
中
に
絶
対
的
な

｢

是
非｣

の

道
理
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
盲
信
し
て
、
そ
れ
に
執
着
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

す
べ
て
、
自
分
自
身
の
心
に
築
か
れ
た
価
値
基
準
―
成
心
―
に
基
づ
い
た
判
断
で

し
か
な
い
。
こ
こ
で
言
う

｢

成
心｣

と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
脳
の
内
に
築
か
れ
た
、

一
種
の
知
的
な
価
値
体
系
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
世
界
を
見
る
と
き
、

そ
れ
は
世
界
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
直
接
的
に
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に

そ
こ
に
は
意
識
に
築
か
れ
た
社
会
文
化
的
な
価
値
体
系
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
両
親
や
社
会
か
ら
教
わ
り
、
自
己
の
内
に
築
い
て

い
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
往
々
に
し
て
そ
れ
が
世
界
の
一
つ
の
見
方
に
す
ぎ
な
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い
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
絶
対
的
で
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
誤
解
す
る
よ
う
に

な
る
。

荘
子
の
実
践
は
、
あ
る
種
の
修
養
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
心
に
形
作
ら
れ
た

｢

成
心｣
を
一
旦
融
解
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
を
な
ん
の
先
入
観
や
価
値

観
も
志
向
せ
ず
に
観
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
う
し
た
体
験
こ
そ
が
、

日
常
の
世
界
が

｢
夢｣
で
あ
る
と
の
覚
醒
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

４

言
語
意
識
と
超
越

荘
子
が
日
常
的
現
実
世
界
を

｢

夢｣
と
言
う
よ
う
に
、
い
っ
た
ん

｢

大
覚｣

と

い
っ
た
精
神
状
態
に
至
る
と
、
た
ち
ま
ち
現
実
世
界
の
事
物
や
価
値
物
は
消
え
去

り

｢

一｣

の
世
界
が
顕
れ
る
。
で
は
、
こ
の
日
常
世
界
の
事
物
や
価
値
を
規
定
し

て
い
る
も
の
は
、
そ
も
そ
も
如
何
な
る
意
識
の
働
き
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
は
荘
子
の
体
験
が
、
人
間
の
ど
の
よ
う
な
心
的
機
能
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
を

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
も
っ
と
も
根
源
的
な
差
異
と
も
言
え
る
、
自
己
と
他
者
の
境
界
に
つ
い

て
荘
子
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

眼
前
に
現
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
象

(｢

彼あ
れ｣)

が
無
け
れ
ば
自
分

(｢

我｣)
と

い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
自
分
と
い
う
も
の
が
無
け
れ
ば
そ
の
対
象
も
得
ら

れ
な
い
。(

斉
物
論
篇)

わ
れ
わ
れ
は
往
々
に
し
て
、｢

我｣
(

自
己)

と

｢

彼｣
(

そ
の
対
象
、
他
者)

を
、
絶
対
的
に
異
な
り
交
わ
る
こ
と
の
な
い
二
つ
の
別
の
存
在
だ
と
考
え
る
。
た

と
え

｢

我｣

が
消
え
て
も
、
世
界
は
い
ま
見
て
い
る
と
お
り
の
世
界
と
し
て
存
在

し
て
い
る
と
の
信
頼
は
き
わ
め
て
厚
い
。
し
か
し
実
際
に
は

｢

彼｣

を
措
定
し
な

い

｢

我｣

は
な
く
、｢

我｣

を
措
定
し
な
い

｢

彼｣

も
あ
り
得
な
い
。
人
は
対
象

世
界
を
、
そ
れ
を
見
て
い
る
自
己
と
分
断
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
見
る
対
象
世
界

と
は
、
実
は
そ
れ
を
心
に
映
し
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
自
己
の
体
験
そ
の
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
本
来

｢

一｣

つ
で
あ
る
は
ず
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ

が
対
象
世
界
を
把
握
し
た
と
た
ん
に
、
意
識
の
原
初
的
な
分
節
作
用
を
通
し
て
主

体

(

我)

と
客
体

(

彼)

と
し
て
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。

荘
子
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
が
相
対
的
に
外
界
の
事
物
を
分
節
す
る
と
い

う
性
質
を
指
摘
し
、
わ
れ
わ
れ
の
見
る
日
常
的
世
界
が
そ
の
分
節
作
用
に
よ
っ
て

区
切
ら
れ
た
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

物
は
彼あ
れ

で
な
い
も
の
は
無
く
、
物
は
是こ
れ

で
な
い
も
の
も
無
い

[

自
分
の
立
場

か
ら
す
れ
ば
是
で
あ
っ
て
も
、
他
者
か
ら
す
れ
ば
彼
で
あ
る]

。
自
ら
を
彼

と
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
自
ら
を
是
と
し
て
知
ろ
う
と
す
れ
ば
知

る
こ
と
が
出
来
る
。
だ
か
ら
、｢

彼
と
い
う
概
念
は
是
と
い
う
立
場
か
ら
生

ま
れ
、
是
と
い
う
立
場
も
彼
と
い
う
概
念
に
因
っ
て
い
る｣

と
言
う
の
だ
。

彼
と
是
が
同
時
に
生
ず
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
そ
れ
に
、｢

生
き
る｣

と
い

う
こ
と
は
同
時
に

｢

死
ぬ｣

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、｢

死
ぬ｣

か
ら
こ
そ
、

そ
こ
に

｢

生
き
る｣

と
い
う
概
念
が
あ
る
の
だ
。
何
か
を

｢

可｣

と
す
る
こ

と
は
同
時
に
別
の
も
の
に
対
し
て

｢

不
可｣

と
判
断
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、

何
か
を

｢

不
可｣

と
す
る
と
き
に
は
同
時
に
別
の
も
の
を

｢

可｣

と
判
断
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。｢

是ぜ｣
(

こ
れ
は
正
し
い)

と
い
う
立
場
に
因
る
こ
と

は
実
は

｢
非｣

(

あ
れ
は
正
し
く
な
い)

と
い
う
立
場
に
因
っ
て
い
る
こ
と
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で
あ
り
、｢

非｣

と
い
う
立
場
に
因
る
こ
と
は
実
は

｢

是｣

と
い
う
立
場
に

因
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
聖
人
は
こ
の
よ
う
な

[

人
知
に
よ
る
相

対
的
な]

立
場
に
は
よ
ら
な
い
で
、
そ
れ
を

｢

天｣
(

あ
る
が
ま
ま
の
自
然)

に
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
れ
に
因
る
の
だ
。｢

是こ
れ｣

な
る
自
分
も

[

他
者
か
ら

す
れ
ば]

｢
彼あ
れ｣

で
あ
り
、｢

彼｣

な
る
他
者
も

[

自
分
自
身
を]

｢

是｣

と

し
て
い
る
。
彼

(
他
者)

に
も
一
組
の
是
非
の
判
断
が
あ
り
、
是

(

自
己)

に
も
一
組
の
是
非
の
判
断
が
あ
る
。
で
は
果
た
し
て

｢

彼｣

や

｢

是｣

と
い

う
も
の
が

[

本
当
に]
有
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も

｢

彼｣

や

｢

是｣

と
い
う
も
の
は
無
い
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。｢

彼｣

と

｢

是｣

と
の
対
立
が
融
解
し
て
お
互
い
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
を

｢

道ど
う

枢す
う｣

(

道
の
枢

要)

と
言
う
。
枢
と
ぼ
そ

が
環
の
中
心
に
あ
っ
て
こ
そ
、
窮
ま
り
の
無
い
変
化
に

応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
ら
を

｢

是ぜ｣
と
す
る
立
場
も
一
つ
の
窮
ま
り
の

な
い
判
断
だ
し
、
相
手
を

｢

非ひ｣

だ
と
す
る
立
場
も
一
つ
の
窮
ま
り
の
な
い

判
断
で
あ
る
。
だ
か
ら

｢

明｣
(

道
枢
の
立
場
に
基
づ
く
明
知)

を
用
い
る

の
に
は
及
ば
な
い
。(

斉
物
論
篇)

｢

彼
と
是
が
同
時
に
生
ず
る｣

と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
事
物
を
見
る
に
際
し
て
、

個
体
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
相
対
的
に
区
切
っ
て
見

て
い
る
と
い
う
事
態
を
示
し
て
い
る
。
自
分
が
こ
こ
に
居
る
と
い
う
感
覚
は
、
そ

れ
自
身
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
内
的
な
感
覚
を
、
空
間
的
に
広

が
る
物
質
的
な
他
者
と
分
断
す
る
と
い
う
意
識
作
用
が
あ
っ
て
こ
そ
初
め
て
も
た

ら
さ
れ
る
。
同
様
に
、｢

生｣

と

｢

死｣

、｢

可｣

と

｢

不
可｣

、｢

是｣

と

｢

非｣

と
い
っ
た
概
念
も
、
対
立
す
る
概
念
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
相
対
的
な
も
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た

｢

知｣

に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
た
事
物
や
価
値
の
一
方
に
目
を
向
け

る
人
々
に
対
し
、
荘
子
は
そ
う
し
た
対
立
物
が
生
じ
る
そ
の
始
源
に
身
を
据
え
よ

う
と
す
る
。
そ
れ
が

｢

天｣

で
あ
り

｢

道
枢｣

で
あ
る
。
ま
た
荘
子
は
そ
う
し
た

境
地
に
顕
れ
る
真
の
知
を

｢

明｣

と
呼
ぶ
。
大
濱
氏
が

｢

明
と
は
絶
対
者
の
尺
度

で
あ
る
。
そ
れ
は
相
対
的
判
断
を
放
棄
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
る
絶
対
の
明
知

で
あ
る

(

�)｣

と
言
い
、
福
永
氏
が

｢

明｣

に
つ
い
て
、｢

一
切
の
相
対
的
偏
見
と
人

間
的
分
別
を
超
克
す
る
大
い
な
る
智
恵

(

�)｣

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
的
を
射

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は

｢

相
対
的
判
断｣

｢

相
対
的
偏
見｣

｢

人
間
的
分
別｣

と
は
、
具
体
的
に
は

人
間
の
い
か
な
る
意
識
作
用
の
こ
と
で
あ
る
の
か
。
本
稿
の
問
題
意
識
は
、｢

知｣

の
相
対
性
や
恣
意
性
に
関
す
る
荘
子
の
言
説
自
体
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る

の
で
は
な
く
、｢

天｣
｢

道
枢｣

｢

明｣

の
立
場
に
赴
く
体
験
が
、
ど
の
よ
う
な
心

的
構
造
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
知
的
な
判
断
や
分

別
を
鎮
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
見
る
世
界
の
区
別
や
対
立
が
消
滅
し

て
混
沌
た
る
斉
同
の
世
界
が
実
現
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が

た
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
実
践
者
の
体
験
世
界
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
変
容

す
る
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
意
識
の
表
層
構
造
と
し
て
の
言
語
意

識
の
あ
り
方
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
重
要
な
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
意
識
が
抱
く
、
確
固
た
る
事
物
が
先

に
存
在
し
て
お
り
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
認
識
し
た
後
に
つ

け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
と
い
う
常
識
的
な
も
の
の
見
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
う

し
た
見
方
に
対
し
て
、
む
し
ろ
言
語
の
側
が
世
界
を
分
節
し
、
意
味
を
付
与
し
て

い
る
と
い
う
見
方
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
以
来
の
言
語
学
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
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そ
れ
に
よ
る
と
、
人
間
が
事
物
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
言
語
に
よ
っ

て
相
対
的
に
連
続
体
を
区
切
っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
常
的

意
識
の
見
る
現
実
世
界
の
事
物
が
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
た
実
体
と
し
て

で
は
な
く
、
実
際
に
は
言
語
の
分
節
作
用
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
相
対
的
な
も
の

と
し
て
現
前
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
言
語
に
よ
っ
て
事

物
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
Ａ
、
非
Ａ
と
い
う
具
合
に
相
対
的
に
事
物
を
区
切
る
こ

と
で
あ
り
、
よ
っ
て
あ
る
言
語
記
号

(

ま
た
そ
の
指
向
対
象
と
し
て
の
事
物)

の

境
界
や
価
値
は
、
他
者
と
の
関
係
の
中
で
こ
そ
決
ま
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
言
語

に
先
だ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
の
境
界
や
価
値
が
明
確
に
策
定
し
て
お
り
、
そ

れ
を
直
接
心
に
受
け
入
れ
認
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
世

界
に
お
い
て
事
物
を
見
た
瞬
間
に
、
そ
こ
に
は
す
で
に
こ
う
し
た
相
対
的
な
言
語

の
網
の
目
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
重
要
な
の
は
、
も
と
も
と
境
界

の
な
い
連
続
体
に
言
語
の
網
の
目
を
布
き
、
有
意
味
的
な
現
実
世
界
を
作
り
上
げ

る
以
上
、
言
語
に
お
け
る

｢

表
現

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン｣

と

｢

意
味

シ
ニ
フ
ィ
エ｣

の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
連
続

体
の
区
切
り
方
自
体
が
、
決
し
て
絶
対
的
で
自
然
な
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

こ
と
で
あ
る
。
連
続
体
を
人
間
の
主
観
が
相
対
的
に
区
切
る
の
で
あ
る
か
ら
、
各

言
語
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
映
し
出
す
世
界
の
境
界
線
が
異
な
る
の
は
当
然
の
帰
結

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
分
節
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
は
何
ら
自
然
な
も

の
で
は
な
く
、
社
会
的
・
文
化
的
に
成
立
す
る

｢

恣
意
的｣

な
も
の
で
あ
る
。
混

沌
と
し
た
連
続
体
に
境
界
を
引
く
の
は
、
あ
く
ま
で
も
社
会
文
化
的
な
人
間
の
視

点
な
の
で
あ
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
日
常
的
意
識
を
形
成
す
る
言
語
の
機
能
か
ら
す
れ
ば
、
荘
子
の
体

験
世
界
が
よ
り
明
白
に
な
る
だ
ろ
う
。
荘
子
が
述
べ
て
い
る
事
物
の
相
対
性
と
は
、

こ
の
よ
う
な
言
語
意
識
の
分
節
作
用
を
示
し
て
お
り
、
ま
た

｢

成
心｣

と
は
、
ま

さ
に
人
間
の
心
に
お
け
る
こ
う
し
た
社
会
文
化
的
な
言
語
価
値
体
系
を
も
と
に
形

成
さ
れ
た
も�

の�

の�

見�

方�

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
荘
子
は
、
単
に
言
語
に

対
す
る
理
論
的
な
考
察
に
よ
っ
て
、
そ
の
恣
意
性
や
相
対
性
を
認
識
し
て
い
た
の

で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
誤
謬
は
、
人
間
の
見
方
以
前

(

言
語
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を

通
す
前)

に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
た
事
物
の
境
界
や
物
の
価
値
が
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
直
接
的
に
心
に
受
け
入
れ
て
認
識
し
て
い
る
と
錯
覚
す
る
こ

と
に
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
日
常
の
意
識
が
鎮
ま
り
、
言
語
意
識
を
中
心
と

す
る
分
節
作
用
が
働
か
な
く
な
れ
ば
、
当
然
わ
れ
わ
れ
が
観
る
世
界
の
風
景
は
一

変
す
る
。
そ
こ
で
は
、
物
事
を
Ａ
、
非
Ａ
と
い
う
形
で
区
別
す
る
意
識
の
分
節
作

用
が
働
か
な
い
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
そ
こ
に
境
界
や
対
立
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

東
洋
の
哲
学
や
宗
教
が
古
く
か
ら
述
べ
て
き
た
こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
、
井

筒
俊
彦
氏
は
、｢

い
っ
た
ん
言
語
意
識
の
深
み
に
目
が
ひ
ら
け
て
見
る
と
、
存
在

秩
序
は
一
変
し
、
世
界
は
ま
る
で
違
っ
た
様
相
を
示
し
は
じ
め
る
。
言
語
意
識
の

深
層
領
域
に
は
、
既
成
の
意
味
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
時
々
刻
々

に
新
し
い
世
界
が
そ
こ
に
開
け
る
。
言
語
意
識
の
表
面
で
は
、
惰
性
的
に
固
定
さ

れ
て
動
き
の
と
れ
な
い
既
成
の
意
味
で
あ
っ
た
も
の
で
さ
え
、
こ
こ
で
は
概
念
性

の
留
金
を
抜
か
れ
て
浮
遊
状
態
と
な
り
、
ま
る
で
一
瞬
一
瞬
に
形
姿
を
変
え
る
ア

ミ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
伸
び
縮
み
し
て
、
境
界
線
の
大
き
さ
と
形
を
変
え
な
が
ら
微

妙
に
移
り
動
く
意
味
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
力
動
的
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
と
し
て
現
わ
れ
て
く

る
(

�)｣
と
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
が
日
常
世
界
に
見
い
だ
し
て
い
た
事
物
の
境
界
や
価
値
は
、
言
語
に

よ
る
分
節
・
抽
象
化
作
用
が
失
わ
れ
れ
ば
当
然
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
。
わ
れ
わ

れ
が
現
実
そ
の
も
の
と
し
て
執
着
す
る
地
位
や
名
誉
と
い
っ
た
社
会
文
化
的
秩
序
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や
価
値
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
社
会
的
関
係
の
中
で
規
定
し
て
い
た
自
己
や
他
者

の
存
在
さ
え
も
、
言
語
が
働
か
な
け
れ
ば
も
は
や
絶
対
性
を
剥
奪
さ
れ
て
渾
沌
化

し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
自
己
を
周
囲
の
環
境
か
ら
切
り
離
す
と
い
う
原
初
的
な

分
節
作
用
さ
え
も
鎮
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
自
他
の
区
別
を
含
め
た
す
べ
て
の
境
界

は
融
解
し
、
世
界
は
混
沌
た
る

｢

一｣

に
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
荘
子
の
言
う

｢

天｣
｢

道
枢｣

｢
明｣
の
立
場
と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
言
語
意
識
の
働
き
を
鎮

め
、
分
節
意
識
の
根
源
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の

世
界
が
、
社
会
文
化
的
に
築
か
れ
た
一
種
の
幻
想
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
知
る
こ
と
が

｢

大
覚｣

と
い
う
覚
醒
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
度
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
荘
子
の
言
を
見
て
み
よ
う
。

そ
も
そ
も
道
に
は
も
と
も
と
境
界
・
区
別
な
ど
無
く

[

際
限
な
く
ど
こ
ま
で

も
行
き
渡
っ
て
い
る]

、
人
間
の
言
葉
に
は

[
境
界
・
区
別
が
あ
る
が]

も

と
も
と
不
変
性
・
普
遍
性
な
ど
な
い
。
こ
の
た
め
に

[
無
境
界
の
道
を
人
間

の

｢

言｣
｢

知｣

に
よ
っ
て
分
断
す
る
と]

境
界
が
生
じ
る
。
そ
の
境
界
に

つ
い
て
論
じ
て
み
よ
う
。
左
が
あ
り
右
が
あ
り
、
論
が
あ
り
議
が
あ
り
、
区

分
が
あ
り
類
別
が
あ
り
、
競
う
こ
と
が
あ
り
争
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を

八
徳

(

相
対
的
に
物
事
を
区
切
る

｢

言｣
｢

知｣

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
八
つ

の
も
の)

と
言
う
。(

斉
物
論
篇)

道
に
は
区
別
・
対
立
が
な
い
が
、
現
実
世
界
の
事
物
に
は
あ
る
。
そ
の
両
者
の

相
違
は
、
対
象
世
界
自
体
の
内
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
は
や

明
ら
か
で
あ
る
。
人
間
の
側
の
分
節
こ
そ
が
、
そ
こ
に
境
界
や
区
別
・
対
立
を
生

み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
世
界
を
分
節
し
て
い
る
言
語
意
識
を
鎮
め
、
よ

り
原
初
的
な
分
節
意
識
を
も
働
か
せ
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
な
ん
ら
境
界
の
な
い
万

物
斉
同
の
世
界
を
顕
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
境
地
を
荘
子
は
ま
た
次
の

よ
う
に
表
現
す
る
。

昔
の
人
は
、
そ
の
知
が
至
高
の
境
地
に
達
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

境
地
な
の
か
。[

そ
れ
は
天
地
・
万
物
の
根
源
へ
遡
り
、
内
も
外
も
す
べ
て

を
忘
れ
去
っ
て]

も
と
も
と
物
な
ど
無
い
と
す
る
境
地
で
あ
り
、
至
高
で
あ

り
、
極
致
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
。
そ
の
次
は
、[

対
象
世
界

の]

物
は
有
る
と
考
え
る
も
の
の
、[

彼あ
れ

や
此こ
れ

の]

境
界
を
有
る
と
は
し
な

い
立
場
で
あ
る
。
そ
の
次
は
、
境
界
は
有
る
と
す
る
も
の
の
、
そ
こ
に
是
か

非
か
の
価
値
判
断
を
下
す
こ
と
の
な
い
立
場
で
あ
る
。
是
非
の
判
断
が
顕
れ

る
こ
と
こ
そ
が
、
道
が
失
わ
れ
る
原
因
で
あ
る
。
道
が
失
わ
れ
る
原
因
は
、

愛
が
成
立
す
る
原
因
で
も
あ
る
。(

斉
物
論
篇)

そ
も
そ
も
対
象
を
捉
え
る
と
い
う
意
識
す
ら
働
か
な
い
境
地
を
、
荘
子
は
最
高

の
境
地
と
す
る
。
そ
こ
に
意
識
の
作
用
が
萌
し
、
世
界
を
対
象
と
し
て
捉
え
る
と

｢

物｣

の
世
界
が
生
じ
る
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
一
切
の
分
別
が
無
く
、
な
ん
ら
境

界
・
区
分
の
無
い
連
続
体
と
し
て
世
界
が
顕
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
言
語

を
中
心
と
し
た
意
識
の
分
節
作
用
が
生
じ
る
こ
と
が
区
別
や
境
界
の
世
界
が
萌
す

要
因
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
分
節
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
、
人
々
は
両
親

や
社
会
文
化
的
な
環
境
等
を｢

師｣

と
し
て
自
己
の
内
に｢

成
心｣

を
築
き
上
げ
、

価
値
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
俗
世
間
の
人
々
は
、
際
限
な
く
分
別
を
行
い
、
そ
こ
に
価
値
判
断
を
下

し
な
が
ら
、
そ
の
根
源
の
一
な
る
世
界
を
見
ず
、
す
で
に
で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
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し
て
の
現
実
世
界
の
事
物
や
価
値
、
あ
る
い
は
社
会
的
秩
序
に
と
ら
わ
れ
て
心
を

惑
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
荘
子
の
実
践
で
は
、
言
語
意
識
の
働
き
を
鎮
め
、

さ
ら
に
は
自
己
と
他
者
と
の
分
断
が
生
じ
る
前
の
意
識
状
態
ま
で
遡
る
の
で
あ
る
。

い
っ
た
ん
人
間
の

｢

言｣

や

｢

知｣
(

す
な
わ
ち
言
語
意
識)

が
作
り
出
し
た
世

俗
の
世
界
を
脱
す
る
と
、
そ
こ
に
は
自
由
で
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
真
実
の

世
界
が
顕
れ
て
く
る
。
荘
子
の
思
想
の
核
心
は
、
言
語
意
識
を
中
心
と
し
た
分
節

意
識
に
よ
っ
て
成
立
し
た
現
実
世
界
を
、
そ
う
し
た
意
識
作
用
を
鎮
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
超
越
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

５

脳
と
超
越

で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
い
か
な
る
生
理
的
基
盤
に
よ
っ
て
起
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
単
に
言
語
意
識
の
鎮
ま
り
と
い
う
だ
け
で
は
、
荘
子
の
体
験
世

界
を
解
明
し
た
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
そ
こ
に
は
単
な
る
精
神
の
修
養
や
も
の
の

見
方
の
相
違
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
生
理
的
な
変
化
が
起
き
て
い
る

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
よ
り
広
く
脳
の
生
理
的
作
用
ま
で
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

ご
く
単
純
に
言
え
ば
、
言
語
意
識
の
働
き
の
場
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は

主
に
大
脳
皮
質
の
働
き
を
鎮
め
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
語
意
識
を
中
心

と
し
た
脳
の
抽
象
化
作
用
が
一
瞬
で
あ
っ
て
も
失
わ
れ
る
こ
と
が
、
こ
う
し
た
万

物
斉
同
の
世
界
を
顕
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
石
田
秀
実
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

石
田
氏
は
、
言
語
体
系
を
基
に
し
て
概
念
表
象
を
起
こ
し
認
識
す
る
心
を

｢

私
―

表
象
の
心｣

と
呼
び
、
そ
れ
を
ま
た

｢

脳
の
知｣

で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で

｢

心
斎｣

等
の
実
践
を
、
ま
さ
に
こ
う
し
た

｢

脳
の
知｣

を
鎮
め
去
る
も
の
と
し

て
考
察
し
て
い
る

(

�)

。
も
っ
と
も
石
田
氏
の
関
心
は
、｢

脳
の
知｣

を
鎮
め
去
っ
た

｢

虚｣

な
る
境
地
に
あ
ら
わ
れ
る

｢

身
体
知｣

(｢

内
部
観
測
的
な
身
体
知｣)

に
向

け
ら
れ
て
お
り
、｢

脳
の
知｣

を
鎮
め
る
と
い
う
事
態
に
お
い
て
、
脳
の
活
動
が

ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
と
い
う
生
理
学
的
根
拠
ま
で
は
詳
し
く
論
じ
ら

れ
て
い
な
い
。
本
稿
の
関
心
は
、
む
し
ろ

｢

脳
の
知｣

を
鎮
め
る
と
い
う
こ
と
が

い
か
な
る
事
態
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
か
な
る
生
理
的
な
変
化
が
起
き
て
い
る
の
か

と
い
う
点
に
あ
る
。

そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
こ
で
は
神
秘
的
体
験
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
、
時
間
や
空
間
の
超
越
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。
荘
子
は
、
わ

れ
わ
れ
が
絶
対
的
だ
と
信
じ
る
空
間
的
な
広
が
り
や
時
間
の
長
さ
に
関
し
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
世
に
は
秋
の
動
物
の
毛
先
よ
り
大
き
い
も
の
は
な
く
、
泰
山
は
小
さ
い

も
の
で
あ
る
。
夭
折
し
た
子
供
よ
り
長
寿
な
者
は
お
ら
ず
、
彭ほ
う

祖そ

(

八
百
年

生
き
た
と
さ
れ
る
仙
人)

は
短
命
で
あ
る
。(

斉
物
論
篇)

荘
子
か
ら
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
見
る
物
の
大
小
や
、
時
間
の
長
短
な
ど
は
、

相
対
的
に
区
切
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
く
、｢

道｣

の
境
地
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
ら

に
差
異
は
無
い
。
そ
し
て
荘
子
は
、｢

道｣

の
あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て

い
る
。そ

も
そ
も
道
と
い
う
も
の
は
、[

虚
で
あ
り
な
が
ら]

確
か
な
実
在
性
や
そ

の
効
験
は
有
る
も
の
の
、
何
の
仕
業
も
無
け
れ
ば
姿
形
も
無
い
。
そ
れ
を
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[

言
葉
で]

伝
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
受
け
と
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
体
得
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、[

対
象
と
し
て]

見
る
こ
と
は

で
き
な
い
。[

何
者
に
も
依
拠
せ
ず]

自
ら
に
本
づ
き
根
ざ
し
て
い
る
。
ま

だ
天
地
の
成
立
し
て
い
な
い
よ
う
な
太
古
か
ら
も
と
も
と
存
在
し
て
お
り
、

鬼
神
や
天
帝
に
神
秘
的
な
力
を
授
け
、
天
や
地
を
生
じ
た
の
だ
。[

空
間
の

限
定
を
超
え
て
い
る
の
で]

太
極
の
高
み
を
超
え
て
い
て
も
高
い
と
は
で
き

ず
、
こ
の
世
の
下
に
在
っ
て
も
深
い
と
は
で
き
な
い
。[

時
間
の
限
定
を
超

え
て
い
る
の
で]

天
地
よ
り
先
に
生
じ
て
い
て
も
長
久
と
は
で
き
ず
、
上
古

の
時
代
よ
り
長
く
存
在
し
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
古
い
も
の
と
は
い
え
な
い

の
だ
。(

大
宗
師
篇)

こ
の
よ
う
な
時
間
や
空
間
を
超
越
し
た

｢

道｣
の
あ
り
方
は
、
対
象
世
界
の
根

源
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
実
践
者
自
身
が
到
達
す
べ
き

体
験
的
境
地
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。
時
空
を
超
え
た

｢
道｣

を
単
に
思
索
に

基
づ
く
哲
学
的
思
弁
や
幻
想
と
し
て
片
付
け
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
も
は
や
明

白
で
あ
ろ
う

(

�)

。
世
界
に
時
間
や
空
間
を
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
意
識
状
態
に
至
る

こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
実
践
者
は

｢

道｣

と
い
う
根
源
世
界
に
参
入
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

神
秘
体
験
や
瞑
想
等
に
お
け
る
絶
対
者
と
の
一
体
感
、
お
よ
び
そ
こ
で
の
時
間
・

空
間
の
超
越
に
関
し
て
は
、
す
で
に
脳
科
学
か
ら
の
考
察
が
あ
る
。
脳
神
経
学
者

の
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ニ
ュ
ー
バ
ー
グ
等
は
、
瞑
想
中
の
脳
を
調
べ
、
彼
ら
が

｢

方

向
定
位
連
合
野｣

と
呼
ぶ
上
頭
頂
葉
後
部
の
活
動
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
発
見

し
た
。
そ
し
て
、｢

方
向
定
位
連
合
野
の
求
心
路
遮
断
が
完
全
に
な
っ
た
状
態｣

に
お
い
て
、
古
来
多
く
の
神
秘
家
た
ち
が
語
っ
て
き
た
よ
う
な

｢

万
物
は
隔
て
な

く
一
つ
で
あ
り
、
空
間
の
感
覚
も
、
時
間
の
経
過
の
感
覚
も
な
い
。
自
己
と
そ
れ

以
外
の
世
界
と
の
間
に
境
界
は
な
い｣

と
い
う
合
一
の
感
覚
が
得
ら
れ
る
の
だ
と

結
論
づ
け
て
い
る

(

�)

。
ニ
ュ
ー
バ
ー
グ
に
よ
れ
は
、｢

こ
の
よ
う
な
変
性
意
識
状
態

は
、
単
な
る
錯
覚
で
も
、
強
す
ぎ
る
願
望
が
生
ん
だ
幻
覚
で
も
な
く
、
観
察
可
能

な
一
連
の
神
経
学
的
過
程
と
関
係
し
て
い
る

(

�)｣

と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
脳
神
経
学
か
ら
の
瞑
想
や
神
秘
体
験
の
研
究
は
、
ま
さ
に
荘
子
的
な

体
験
世
界
の
内
実
の
一
端
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
時
間
や
空
間
を
把

握
す
る
脳
の
部
位
を
鎮
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
践
者
の
眼
前
に
は
無
時
空
・
無

境
界
の
世
界
が
顕
れ
る
。
そ
う
し
た
意
識
の
根
底
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
世
界

を
、
荘
子
は
宇
宙
の
根
源
と
し
て

｢

道｣

と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う

し
た
体
験
を
経
て
、
そ
こ
か
ら
現
実
世
界
に
戻
っ
た
荘
子
に
は
、
も
は
や
現
実
世

界
の
空
間
的
な
物
の
大
小
や
、
時
間
の
長
短
な
ど
は
絶
対
的
な
価
値
を
持
っ
た
も

の
と
し
て
は
見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
自
己
と
他
者
と
の
境
界
が
融
解
し
去
る
万
物
斉
同

の
世
界
と
は
、
決
し
て
単
な
る
哲
学
的
思
弁
で
も
、
ま
し
て
や
幻
想
で
も
な
く
、

あ
る
種
の
修
養
に
よ
っ
て
脳
の
特
定
の
部
位
の
働
き
を
鎮
め
、
そ
こ
に
あ
る
一
定

の
神
経
学
的
な
変
化
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
誰
し
も
が
到
達
す
る
こ
と
の
可

能
な
意
識
の
一
形
態
・
一
領
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『

荘
子』

と
は
、｢

道｣

の

実
践
者
が
、
修
養
を
通
し
て
自
己
の
心
身
を
変
容
さ
せ
、
そ
こ
で
起
こ
っ
た
体
験

的
事
実
を
記
述
し
た
書
な
の
で
あ
る
。

自
己
が
対
象
世
界
と
合
一
す
る
と
い
う
体
験
を
神
秘
的
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
の
問

題
は
さ
て
お
き
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
多
く
の
神
秘
主
義
者
や
宗
教
者
が
語
っ
て

き
た
普
遍
的
な
体
験
と
し
て
そ
れ
は
存
在
す
る
。｢

坐
忘｣

｢

心
斎｣

な
ど
を
説
き
、

忘
我
の
境
地
を
語
っ
て
い
る

『

荘
子』

だ
け
を
、
こ
う
し
た
時
代
や
空
間
を
超
え
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て
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
神
秘
的
合
一
の
体
験
か
ら
切
り
離
し
て
、
単
な
る
抽
象
的

な
哲
学
・
思
弁
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
西
洋
の
神
秘
主
義
が
そ
こ
に

｢

神｣

を
見
る
の
に
対
し
、
荘
子
は

そ
こ
に

｢
道｣

と
い
う
偉
大
な
宇
宙
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
法
則
、
さ
ら
に
は
石
田
氏

が｢

身
体
知｣
と
呼
ぶ
よ
う
な
は
た
ら
き
を
見
い
だ
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、

そ
こ
に
は
思
想
内
容
や
修
養
の
目
指
す
と
こ
ろ
の
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
と
も
言

え
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
単
に

『
荘
子』

を
古
代
中
国
に
限
定
し
た
思
惟
形
態
と
し
て
と

ら
え
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
心
身
と
い
う
共
通
の
基
盤
に
ま
で
踏

み
込
ん
で
と
ら
え
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

荘
子
の
言
説
は
、
単
に
抽
象
的
な
哲
学
理
論
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
わ
れ
わ
れ
の
心
理
的
・
生
理
的
基
盤
を
基
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
起
こ

り
え
る
体
験
的
事
実
を
包
含
し
て
い
る
。
特
に
本
稿
で
は
そ
れ
を
、
言
語
意
識
や

大
脳
皮
質
の
働
き
を
鎮
め
る
実
践
と
し
て
分
析
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
荘
子
の
体
験

が
こ
の
よ
う
な
単
純
な
図
式
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
荘
子
の
実
践
が
こ
の
よ
う
に
し
て
心
身
の
根
底
に
遡
っ
て
い
く
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
記
述
を
、

生
体
と
し
て
の
人
間
の
諸
機
能
を
基
に
考
察
す
る
道
が
拓
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

荘
子
の
実
践
に
お
い
て
大
脳
皮
質
の
知
が
鎮
ま
る
と
し
て
、
そ
こ
に
は
皮
質
下

の
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
が
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
荘
子
の
養
生
が
澤
田
氏
の
言
う
よ

う
に

｢

養
神｣

に
あ
る
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
精
神
は
本
来
肉
体
と
分
か
つ
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
荘
子
の
実
践
に
お
い
て
、

大
脳
皮
質
の
働
き
を
鎮
め
る
と
い
う
生
理
的
な
変
化
が
起
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、

荘
子
が
述
べ
て
い
る
養
生
や
修
養
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
を
、
脳
の
諸
領
域

を
含
め
た
全
心
身
的
な
立
場
か
ら
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の

体
験
世
界
の
具
体
的
様
相
が
明
白
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
稿
を
改

め
て
論
じ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

注(

１)
『

荘
子』

の
引
用
に
際
し
て
は
、
郭
慶
藩
撰
・
王
孝
魚
点
校

『

荘
子
集
釋』

(

中
華
書
局
、
一
九
六
一)

を
底
本
と
し
て
用
い
、
現
代
語
に
訳
出
し
た
。
な
お
、

訳
文
の

[
]

内
に
は
原
文
に
な
い
言
葉
、(

)

内
に
は
訳
語
の
解
釈
を
そ
れ

ぞ
れ
補
っ
た
。

(

２)

顔
回
が
質
問
し
た
。｢

心
斎
と
は
い
か
な
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。｣

仲
尼
は
答
え
て
言
っ
た
。｢

お
前
は

[

さ
ま
ざ
ま
な
事
物
に
対
す
る]

心
の
志

向
を

[

内
に
収
め
て
、
身
体
に
お
い
て]

専
一
に
し
な
さ
い
。
こ
れ
を
耳
で

聴
く
の
で
は
な
く
、
心
で
聴
く
よ
う
に
し
な
さ
い
。
こ
れ
を
心
で
聴
く
の
で

は
な
く
、
気
に
よ
っ
て
聴
く
よ
う
に
し
な
さ
い
。
耳
は

[

感
覚
的
に]

聴
く

だ
け
だ
し
、
心
は

[

聴
い
た
も
の
を
、
心
に
築
か
れ
た
価
値
体
系
と]

符
合

さ
せ
る
だ
け
だ
。[

そ
れ
に
対
し
て]

気
と
い
う
も
の
は
、[

心
身
の
は
た
ら

き
を]

虚
の
状
態
に
し
て
物
を
待
つ
も
の
だ
。
道
と
は
た
だ
虚
の
状
態
に
だ

け
や
っ
て
く
る
も
の
だ
。｣

顔
回
が
言
っ
た
。｢

私
、
回
は
ま
だ

[

こ
の
心
斎
と
い
う
術
を]

授
か
っ
て
な

い
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
回
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ

の
術
を
授
か
っ
て
か
ら
は
、
も
と
も
と
回
と
い
う
存
在
な
ど
有
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
れ
を
虚
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
。｣

先
生
は
言
っ
た
。｢[

心
斎
と
は]

ま
さ
に
そ
の
こ
と
だ
。｣

(

人
間
世
篇)

(

３)
顔
回
が
言
っ
た
。｢

私
の
境
地
に
進
展
が
あ
り
ま
し
た
。｣

仲
尼
は
言
っ
た
。｢

ど
ん
な
進
展
が
あ
っ
た
と
い
う
の
か
ね
。｣

意識と超越
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[

顔
回
が]

言
っ
た
。｢

私
は
仁
義
を
忘
れ
ま
し
た
。｣

[

仲
尼
は]

言
っ
た
。｢

よ
ろ
し
い
。
し
か
し
ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
ね
。｣

別
の
日
に
ま
た
会
う
と
、[

顔
回
が]

言
っ
た
。｢

私
の
境
地
に
進
展
が
あ
り

ま
し
た
。｣

[
仲
尼
は]

言
っ
た
。｢

ど
ん
な
進
展
が
あ
っ
た
と
い
う
の
か
ね
。｣

[
顔
回
が]

言
っ
た
。｢

私
は
礼
楽
を
忘
れ
ま
し
た
。｣

[

仲
尼
は]
言
っ
た
。｢

よ
ろ
し
い
。
し
か
し
ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
ね
。｣

別
の
日
に
ま
た
会
う
と
、[

顔
回
が]

言
っ
た
。｢

私
の
境
地
に
進
展
が
あ
り

ま
し
た
。｣

[

仲
尼
は]

言
っ
た
。｢
ど
ん
な
進
展
が
あ
っ
た
と
い
う
の
か
ね
。｣

[

顔
回
が]

言
っ
た
。｢
私
は
坐
忘
の
境
地
に
達
し
ま
し
た
。｣

仲
尼
は
驚
き
慎
ん
で
言
っ
た
。｢
坐
忘
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
ね
。｣

顔
回
は
言
っ
た
。｢

手
足

[

が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
感
覚]

は
崩
れ
去
り
、

[

耳
目
の]

聡
明
さ
は
退
け
ら
れ
、
肉
体
を
離
れ
て
知
を
除
き
去
り
、
大
い
な

る
道
の
は
た
ら
き
に
同
一
化
す
る
の
で
す
。
こ
れ
が
坐
忘
で
す
。｣

仲
尼
は
言
っ
た
。｢[

大
い
な
る
道
に]

同
一
化
す
れ
ば
好
悪
の
判
断
は
無
く

な
る
し
、
そ
の
変
化
の
は
た
ら
き
に
冥
合
す
れ
ば
何
物
に
も
と
ら
わ
れ
る
こ

と
が
無
く
な
る
。
お
前
は
や
は
り
優
れ
て
い
る
ね
。
私
も
お
前
の
後
ろ
か
ら

付
い
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。｣
(

大
宗
師
篇)

(

４)

大
濱
晧

『

荘
子
の
哲
学』

勁
草
書
房
、
一
九
八
七
、
一
〇
三
頁

(

５)

福
永
光
司

『

荘
子

(

内
篇)』

朝
日
出
版
社
、
一
九
七
八
、
八
頁

(

６)

前
掲
書
、
一
七
一
頁

(

７)

前
掲
書
、
二
七
九
頁

(

８)

池
田
知
久

『

道
家
思
想
の
新
研
究』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
、
二
四
一
頁

(

９)

澤
田
多
喜
男

『

荘
子
の
こ
こ
ろ』

有
斐
閣
、
一
九
八
三

(

�)

ア
ン
リ
・
マ
ス
ペ
ロ

(

川
勝
義
雄
訳)

『

道
教』

平
凡
社
、
一
九
七
八
、
三
〇

八
頁

(

�)

前
掲
書
、
二
三
一
頁

(

�)

た
だ
し
、
こ
う
し
た
欧
米
の
学
者
を
中
心
と
す
る
神
秘
主
義
の
実
践
と
し
て

荘
子
を
と
ら
え
る
立
場
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
学
者
か
ら
は
否
定
的
な
見
解

も
出
て
い
る
。
た
と
え
ば
大
濱
晧
氏
は
、
荘
子
等
に
描
か
れ
た

｢

無
数
の
摩
訶

不
思
議
の
譚｣

に
つ
い
て

｢

神
秘
主
義
者
に
よ
っ
て
忘
我
の
中
に
な
さ
れ
た
経

験
の
沈
澱
物
で
あ
る｣

な
ど
と
す
るF

orke

の
説
を
引
用
し
つ
つ
、｢

荘
子
を
読

む
と
き
、
神
秘
的
に
感
ず
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
素
材

の
神
秘
的
内
容
に
よ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
超
現
実
的
な
象
徴
と
、
奔
放
な

虚
構
フ
イ
ク
シ
ヨ
ンに
よ
る
の
で
あ
る｣

と
し
て
、｢

荘
子
は
素
朴
な
意
味
の
神
秘
主
義
者
で
は

な
い
。
絶
対
者
と
の
直
接
的
な
冥
合
を
意
味
す
る
よ
う
な
神
秘
主
義
者
で
は
な

い
。
彼
は
弁
証
家
で
あ
る｣

(

大
濱
晧
前
掲
書

｢

十
二
章

神
秘
的
と
合
理
的｣)

と
述
べ
て
い
る
。

(

�)

例
え
ば
、W

ilber,
K
.:
�
�
�
�
�
����	



��


��

����	
��

���,
T
heosophi-

cal
P
ublishing

H
ouse,

1977.
(

吉
福
伸
逸
他
訳

『

意
識
の
ス
ペ
ク
ト
ル
１
、

２』

春
秋
社
、
一
九
八
五)

W
est,
M
.,
ed.:

�
�
�
�
��
��

����
�
��



��

���
�

����
�
C
larendon,

1987.
(

春
木
豊
監
訳

『

瞑
想
の
心
理
学』

川
島
書
房
、
一

九
九
一)

安
藤
治『

瞑
想
の
精
神
医
学』

春
秋
社
、
一
九
九
三
。N

ew
berg,A

.,

et
al.:

�
�
�
�
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
��

��
�
����

��
�
�
�
��

�
�
�����

�
��

�
�����,

B
allantine

B
ooks,

2002.
(

茂
木
健
一
郎
監
訳

『

脳
は
い
か
に
し
て

〈
神
〉
を
見
る
か』

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
三)

(

�)

世
界
を
主
体
と
客
体
に
分
断
す
る
原
初
の
二
元
的
な
知
に
つ
い
て
は
、
ケ
ン
・

ウ
ィ
ル
バ
ー

『

意
識
の
ス
ペ
ク
ト
ル
１』

二
六
頁
以
下
参
照
。

(

�)

大
濱
晧
前
掲
書
、
三
五
〇
頁

(

�)

福
永
光
司
前
掲
書
、
七
四
頁

(

�)

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
理
論
に
つ
い
て
は
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー

ル

(

小
林
英
夫
訳)

『

一
般
言
語
学
講
義』

岩
波
書
店
、
一
九
七
二
。
丸
山
圭
三

郎

『

ソ
シ
ュ
ー
ル
を
読
む』

岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
八
三
。
丸
山
圭

三
郎

『

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想』

岩
波
書
店
、
一
九
八
一
等
を
参
照
し
た
。

(

	)

井
筒
俊
彦

『

意
味
の
深
み
へ』

岩
波
書
店
、
一
九
八
五
、
二
五
七
頁

(

)

石
田
秀
実

『

気
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四

(
�)
荘
子
の
時
空
論
を
あ
く
ま
で
も
思
弁
と
し
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
例
え

ば
劉
文
英
著

(

堀
池
信
夫
他
訳)

『

中
国
の
時
空
論』

(

東
方
書
店
、
一
九
九
二)

が
あ
る
。
荘
子
の
説
く
時
空
を
超
越
し
た
絶
対
的
世
界
を

｢

思
弁
的
な
幻
想
に
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一
四



す
ぎ
な
か
っ
た｣

(

一
七
四
頁)

と
断
じ
て
い
る
。

(

�)

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ニ
ュ
ー
バ
ー
グ
前
掲
書
、
一
七
九
頁

(
�)

前
掲
書
二
〇
頁

意識と超越
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一
五


