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超
人
に
つ
い
て

例
え
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
』
と
い
う
著
作
の
な
か
で
、
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分
を
少
し
引
用
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
か
と
思
う
。

つ
ま
り
、
「
…
…
わ
た
し
は
、
あ
な
た
が
た
に
超
人
を
教
え
よ
う
。
人
間
は
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
い
或
物
な
の
だ
。
あ
な
た
が
た
は
、
人
間
を
克
服
す
る
た
め
に
、
何
を
し
た
と
い
う
の
か
？

こ
れ
ま
で
の
存
在
は
、
す
べ
て
、
自
分
自
身
を
乗
り
超
え
る
何
物
か
を
創
造
し
て
き
た
。
あ
な
た
が
た

は
、
こ
の
大
き
な
上
げ
潮
に
さ
か
ら
う
引
き
潮
に
な
ろ
う
と
す
る
の
か
、
人
間
を
克
服
す
る
よ
り
も
、
む

し
ろ
動
物
に
ひ
き
か
え
そ
う
と
す
る
の
か
？

人
間
か
ら
見
れ
ば
、
猿
は
何
だ
ろ
う
？

哄
笑
の
的
か
、
あ
る
い
は
恥
辱
の
痛
み
を
覚
え
さ
せ
る
も

こ
う
し
よ
う

ち
じ
よ
く

の
だ
。
超
人
か
ら
見
た
と
き
、
人
間
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
も
の
に
な
る
は
ず
な
の
だ
。

人
間
は
、
動
物
と
超
人
と
の
間
に
張
り
わ
た
さ
れ
た
一
本
の
綱
な
の
だ
。
―
―
深
淵
の
上
に
か
か
る
綱

つ
な

つ
な

な
の
だ
。
そ
れ
は
、
渡
る
の
も
危
険
で
あ
り
、
途
中
で
あ
る
の
も
危
険
で
あ
り
、
ふ
り
か
え
る
の
も
危
険

で
あ
り
、
ま
た
、
身
震
い
し
て
足
を
と
め
る
の
も
危
険
で
あ
る
。

人
間
に
お
い
て
偉
大
な
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
、
か
れ
は
橋
で
あ
っ
て
、
自
己
目
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
人
間
に
お
い
て
愛
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
、
か
れ
が
移
り
ゆ
き
で
あ
り
、
没
落
で
あ
る
と
い
う

、
、
、
、

、
、

こ
と
で
あ
る
。
…
…
」

＊

＊

ま
ず
、
引
用
文
か
ら
説
明
し
た
い
と
思
う
が
、
「
…
…
人
間
は
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
或
物
な

の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
地
球
上
の
「
生
命
体
」
は
、
最
初
は
、
ま
さ
に
単
細
胞
の
「
原

核
細
胞
」
か
ら
始
ま
り
、
や
が
て
、
そ
の
「
原
核
細
胞
」
か
ら
「
真
核
細
胞
」
へ
と
変
化
（
進
化
）
を
し
、

そ
の
「
真
核
細
胞
」
か
ら
こ
そ
、
今
日
見
る
よ
う
な
実
に
多
種
多
彩
な
「
動
植
物
」
へ
と
変
化
（
進
化
）

を
し
て
来
た
と
と
も
に
、
下
等
動
物
か
ら
高
等
動
物
、
そ
し
て
、
そ
の
高
等
動
物
の
中
か
ら
こ
そ
、
ま
さ

に
「
人
間
」
と
い
う
も
の
が
誕
生
し
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
と
い
う
の
は
、
決

し
て
「
最
終
段
階
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
人
間
」
と
い
う
段
階
は
、
い
わ
ば
「
途
中
段
階
」
に
過
ぎ
ず
、

そ
の
「
人
間
段
階
」
の
先
に
は
、
い
わ
ゆ
る
人
間
を
超
え
た
「
超
人
段
階
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
…
…
人
間
は
、
動
物
と
超
人
と
の
間
に
張
り
わ
た
さ
れ
た
一
本
の
綱
で

つ
な

あ
り
、
ま
た
、
か
れ
は
橋
で
あ
っ
て
、
自
己
目
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
人
間
に
お
い
て
愛
さ
る
べ

き
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
、
か
れ
が
移
り
ゆ
き
で
あ
り
、
没
落
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

、
、
、
、

、
、

つ
ま
り
、
「
人
間
段
階
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
途
中
段
階
」
（
そ
れ
は
、
「
橋
」
で
も
あ
り
、
「
移
り

ゆ
き
」
で
も
あ
り
、「
没
落
」
す
る
も
の
）
で
も
あ
る
が
、
そ
の
「
人
間
段
階
」
の
先
に
は
、
ま
さ
に
「
超

人
段
階
」
が
あ
り
、
そ
の
人
間
を
超
え
た
「
超
人
段
階
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
新
し
い
人
間
」
の
「
誕
生

段
階
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
言
う
、
い
わ
ゆ
る
『
超
人
』
に
な
る
た
め
に
は
、
次
の
「
三
つ
の
段
階
」
を
経

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
最
初
は
、
「
駱
駝
」
の
段
階
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
勤
勉
と
忍
耐
」

ら

く

だ

の
段
階
で
あ
る
。
次
は
、
「
獅
子
」
の
段
階
へ
と
進
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
今
ま
で
の

し

し

価
値
観
や
道
徳
観
或
い
は
様
々
な
既
成
概
念
」
な
ど
を
、
す
べ
て
ば
ら
ば
ら
に
破
壊
し
て
い
く
「
獅
子
」

し

し

の
段
階
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
は
、
邪
気
の
な
い
「
幼
な
子
」
へ
と
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

お
さ

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
言
葉
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
…
…
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
に
、
精
神
の
三
段
の
変
化
に
つ
い
て
語
ろ
う
。
ど
の
よ
う
に
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し
て
精
神
が
駱
駝
と
な
る
の
か
。
駱
駝
が
獅
子
と
な
る
の
か
、
そ
し
て
、
最
後
に
、
獅
子
が
幼
な
子
に
な

ら

く

だ

し

し

お
さ

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
。
…
…

「
…
…
精
神
に
と
っ
て
多
く
の
重
い
も
の
が
あ
る
。
畏
敬
の
念
を
そ
な
え
た
、
た
く
ま
し
く
、
辛
抱
強

い
精
神
に
と
っ
て
は
、
多
く
の
重
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
精
神
の
た
く
ま
し
さ
が
、
重
い
も
の
を
、
も
っ

と
も
重
い
も
の
を
と
求
め
る
の
で
あ
る
。
…
…
」（
中
略
）

「
…
…
こ
う
し
た
す
べ
て
の
き
わ
め
て
重
く
苦
し
い
も
の
を
、
忍
耐
強
い
精
神
は
、
そ
の
身
に
引
き
受

け
る
。
荷
物
を
背
負
っ
て
砂
漠
へ
い
そ
い
で
行
く
駱
駝
の
よ
う
に
、
精
神
は
彼
の
砂
漠
へ
と
い
そ
い
で
行

ら

く

だ

く
。し

か
し
、
も
っ
と
も
荒
涼
た
る
砂
漠
の
な
か
で
第
二
の
変
化
が
お
こ
る
。
こ
こ
で
精
神
は
獅
子
と
な
る
。

し

し

精
神
は
自
由
を
わ
が
も
の
に
し
て
、
お
の
れ
の
求
め
た
砂
漠
に
お
け
る
支
配
者
に
な
ろ
う
と
す
る
。

精
神
は
こ
こ
で
、
か
れ
を
最
後
ま
で
支
配
し
た
も
の
を
探
す
。
精
神
は
か
れ
の
最
後
の
支
配
者
、
か
れ

の
神
を
相
手
取
り
、
こ
の
巨
大
な
竜
と
勝
利
を
賭
け
て
た
た
か
お
う
と
す
る
。（
中
略
）

か

わ
が
兄
弟
た
ち
よ
！

な
ん
の
た
め
に
精
神
に
お
い
て
獅
子
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

重
荷
を
背

負
い
、
あ
ま
ん
じ
、
畏
敬
す
る
動
物
で
は
、
ど
う
し
て
十
分
で
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

新
し
い
価
値
を
創
造
す
る
、
―
―
そ
れ
は
、
獅
子
に
も
や
は
り
で
き
な
い
。
し
か
し
、
新
し
い
創
造
の

た
め
の
自
由
を
手
に
入
れ
る
こ
と
―
―
こ
れ
は
、
獅
子
の
力
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。

自
由
を
手
に
い
れ
、
な
す
べ
し
と
い
う
義
務
に
さ
え
、
神
聖
な
否
定
を
あ
え
て
す
る
こ
と
、
わ
が
兄
弟

た
ち
よ
、
こ
の
た
め
に
は
獅
子
が
必
要
な
の
だ
。
…
…
」

＊

＊

さ
て
、
こ
こ
に
出
て
来
る
「
巨
大
な
竜
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
〈
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
価
値
観
や
道

徳
観
」
〉
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
「
巨
大
な
竜
」
（
神
）
と
の
戦
い
に
勝
利
す
る
と
は
、
す
な
わ
ち
、

そ
の
〈
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
価
値
観
や
道
徳
観
」
〉
か
ら
開
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
ま
さ
に
「
心

の
自
由
」
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
と
い
う
の
も
、
ニ
ー
チ
ェ
の
家
系
は
、
も
と
も
と
聖
職
者

が
多
か
っ
た
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
す
べ
て
が
〈
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
価
値
観
や
道
徳
観
」
〉
の

な
か
で
生
ま
れ
育
ち
、
ま
さ
に
〈
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
価
値
観
や
道
徳
観
」
〉
に
ど
っ
ぷ
り
支
配
さ
れ
て

い
た
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
「
価
値
観
や
道
徳
観
」
か
ら
開
放
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
心
の
自
由
」
を

得
る
た
め
に
は
、
―
―
つ
ま
り
、
こ
の
世
の
い
か
な
る
「
価
値
観
や
道
徳
観
」
に
も
支
配
さ
れ
ず
、
自
ら

考
え
、
自
ら
判
断
し
、
自
ら
行
動
で
き
得
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
精
神
の
自
立
し
た
一
人
の
人
間
と
し
て

「
新
た
に
誕
生
す
る
」
た
め
に
は
、
そ
の
「
最
大
の
重
し
」
（
つ
ま
り
《
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
価
値
観
や

道
徳
観
」
》）
と
い
う
も
の
を
、
ど
う
し
て
も
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
駱
駝
」
と
い
う
の
は
、
ひ
た
す
ら
自
分
の
「
内
的
成
長
」
を
心
の
底
か
ら
願
っ
て
、
ま
さ
に

ら

く

だ

一
心
不
乱
に
「
努
力
を
積
み
重
ね
る
時
期
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
書
物
で

あ
れ
、
芸
術
や
学
問
、
そ
の
他
、
何
で
あ
れ
、
古
今
東
西
の
真
に
優
れ
た
「
魂
」
と
深
く
交
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ひ
た
す
ら
自
分
の
「
内
的
成
長
」
を
心
の
底
か
ら
こ
い
ね
が
っ
て
、
ま
さ
に
一
心
不
乱
に
「
無

限
の
努
力
を
積
み
重
ね
る
時
期
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
は
、
「
獅
子
」
の
段
階
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
は
、
前
述
の
よ
う
な
本
格
的
な
「
思
考
（
思
索
）
活

し

し

動
」
を
何
年
も
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
今
ま
で
は
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
も
、
実
は
そ

う
で
は
な
く
、
そ
れ
で
は
こ
う
な
の
か
と
何
度
も
何
度
も
考
え
方
を
新
た
に
し
て
い
く
う
ち
に
、
今
ま
で

の
価
値
観
や
道
徳
観
或
い
は
様
々
な
既
成
概
念
な
ど
が
ば
ら
ば
ら
に
空
中
分
解
し
て
し
ま
う
、
ま
た
、
自

分
と
い
う
あ
れ
こ
れ
の
性
格
や
考
え
方
な
ど
も
空
中
分
解
し
て
し
ま
っ
て
、
も
う
何
が
な
ん
だ
か
自
分
で
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も
よ
く
分
か
ら
な
い
状
態
に
深
く
陥
っ
て
し
ま
う
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
虚
無
の
世
界
」

で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
「
虚
無
の
世
界
」
の
ど
ん
底
か
ら
、
そ
こ
は
、
ま
さ
に
「
す
べ
て
の
意
味
や
価

、
、
、

値
な
ど
が
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
世
界
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
虚
無
の
世
界
」
の
ど
ん
底
か
ら
、
や
が
て
、

、
、
、

真
に
「
内
的
成
長
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
心
の
自
由
」
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
、
そ
の
他
、
こ
の
世
の
い
か
な
る
「
価
値
観
や
道
徳
観
或
い
は

様
々
な
既
成
概
念
」
な
ど
か
ら
も
、
ま
さ
に
「
開
放
さ
れ
て
、
心
の
自
由
を
得
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
例
え
ば
、
「
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明
な
心
」
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
お
ぞ
ら

さ
て
、
最
後
は
、
「
幼
な
子
」
と
い
う
段
階
で
あ
る
が
、
そ
の
「
幼
な
子
」
に
つ
い
て
は
、
ニ
ー
チ
ェ

お
さ

お
さ

自
身
、
次
の
よ
う
に
説
明
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
し
か
し
、
わ
が
兄
弟
た
ち
よ
、
答
え
て
ご
ら

ん
、
獅
子
で
さ
え
で
き
な
い
こ
と
が
、
ど
う
し
て
幼
な
子
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？

ど
う
し
て
奪
取
す

お
さ

る
獅
子
が
、
さ
ら
に
幼
な
子
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

お
さ

幼
な
子
は
、
無
垢
で
あ
る
。
忘
却
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
ひ
と
つ

お
さ

む

く

の
遊
戯
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
自
力
で
回
転
す
る
車
輪
、
ひ
と
つ
の
第
一
運
動
、
ひ
と
つ
の
聖
な
る
肯
定
で

あ
る
。
と
…
…
」

さ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
言
う
「
幼
な
子
」
と
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
存
在
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？

そ

お
さ

れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
と
思
う
。

ま
ず
、「
…
…
幼
な
子
は
、
無
垢
で
あ
る
。
忘
却
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
虚

む

く

無
の
世
界
」
の
ど
ん
底
か
ら
、
そ
こ
は
、
ま
さ
に
「
す
べ
て
の
意
味
や
価
値
な
ど
が
消
え
て
し
ま
う
よ
う

、
、
、

な
世
界
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
虚
無
の
世
界
」
の
ど
ん
底
か
ら
、
や
が
て
、
真
に
「
内
的
成
長
」
す
る
こ

、
、
、

と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
心
の
自
由
」
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
大
空
の
よ

お
お
ぞ
ら

う
な
無
色
透
明
な
心
」
（
つ
ま
り
「
無
垢
の
心
」
）
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
自
ら
考
え
、

む

く

自
ら
判
断
し
、
自
ら
行
動
で
き
得
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
精
神
の
自
立
し
た
一
人
の
人
間
と
し
て
「
新
た

に
誕
生
す
る
」
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
精
神
の
自
立
し
た
一
人
の
人
間
と
し
て

「
新
た
に
誕
生
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
、
「
新
し
い
価
値
を
創
造
す
る
」
こ
と
も
で
き
得

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
「
幼
な
子
」
の
特
徴
と
い
う
も
の
を
、
幾
つ
か
挙
げ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
幼

お
さ

お
さ

な
子
は
、
「
無
垢
で
あ
り
、
邪
気
が
な
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
と
思
う
が
、
そ
れ
は
、
す
な
わ

、
、

む

く

ち
、
「
悪
意
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
幼
な
子
は
、
ま
さ
に
「
今
を
生
き
て
い
る
」
と

、
、

お
さ

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
「
今
を
生
き
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
大
人
の
よ
う
に
、
「
過
去
」
に

こ
だ
わ
っ
た
り
、
「
過
去
」
に
振
り
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
「
明
日
」
（
将
来
）
の
こ
と
を
思

い
わ
ず
ら
う
こ
と
も
な
く
、
ま
さ
に
「
今
が
す
べ
て
と
生
き
て
い
る
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
人
間
を
苦
し
め
て
い
る
も
の
は
、
仏
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
四
苦
」
と
い
う
「
考
え

方
」
、
そ
れ
は
、
一
つ
は
、
そ
も
そ
も
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
が
「
苦
し
み
」
で
あ
り
、
ま
た
、
病
に
か

か
る
こ
と
が
「
苦
し
み
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、
年
老
い
る
こ
と
が
「
苦
し
み
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
死
ぬ

こ
と
が
「
苦
し
み
」
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
「
意
識
」
な
ど
は
全
く
持
た
ず
に
、
ま
さ
に
「
今
が
す

べ
て
と
生
き
て
い
る
存
在
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
幼
な
子
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
さ

さ
ら
に
、
身
分
や
家
柄
を
初
め
と
し
て
、
学
歴
、
職
歴
、
職
種
、
社
会
的
地
位
、
仕
事
や
趣
味
或
い
は

遊
び
、
そ
の
他
の
諸
能
力
の
優
劣
、
資
産
（
経
済
力
）
、
身
体
的
能
力
、
容
姿
・
容
貌
、
恋
愛
歴
、
様
々

な
所
有
物
、
そ
の
他
、
そ
う
い
う
様
々
な
こ
と
で
思
い
わ
ず
ら
う
こ
と
も
な
く
、
幼
な
子
は
、
そ
の
よ
う

お
さ

な
も
の
か
ら
も
「
完
全
に
開
放
さ
れ
て
い
て
、
ま
っ
た
く
の
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
こ
の
世
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
自
分
だ
け
で
も
足
り

て
い
る
と
い
う
存
在
こ
そ
は
、
ま
さ
に
ニ
ー
チ
ェ
の
「
幼
な
子
」
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
「
幼
な
子
」

お
さ

が
、
そ
の
ま
ま
「
超
人
」
と
な
る
た
め
に
は
、
身
体
は
、
大
人
の
よ
う
な
「
逞
し
い
肉
体
」
を
持
ち
、

か

ら

だ

た
く
ま

一
方
、
精
神
は
、
い
わ
ゆ
る
「
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明
な
心
」
（
つ
ま
り
「
無
垢
の
心
」
）
を
獲
得
し

お
お
ぞ
ら

む

く

て
い
る
と
と
も
に
、
自
ら
考
え
、
自
ら
判
断
し
、
自
ら
行
動
で
き
得
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
精
神
の
自
立

し
た
一
人
の
人
間
と
し
て
「
新
た
に
誕
生
す
る
」
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
す
な
わ
ち
、

「
人
間
」
と
い
う
段
階
か
ら
、
ま
さ
に
「
超
人
」
と
い
う
段
階
へ
と
「
成
長
・
進
化
」
し
た
存
在
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
―
―
し
か
も
、
こ
の
「
超
人
」
は
、
「
人
生
」
を
肯
定
し
、
こ
の
世
を
「
肯
定
」
し
、
そ

し
て
、
「
人
生
」
を
た
く
ま
し
く
生
き
て
い
く
存
在
で
あ
り
、
あ
の
世
で
の
「
幸
せ
」
を
ひ
た
す
ら
こ
い

ね
が
う
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
。
こ
の
世
に
生
き
、
こ
の
世
で
満
足
し
得
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
ま

さ
に
「
永
劫
回
帰
」
で
あ
り
、
そ
の
「
永
劫
回
帰
」
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

＊

＊

ま
ず
、
宇
宙
の
初
め
は
、
時
間
も
空
間
も
物
質
も
な
い
「
無
」（
「
真
空
」
）
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
高
い
「
真
空
」
状
態
で
は
、
絶
え
ず
小
さ
な
「
ゆ
ら
ぎ
」
が
生
じ
て
は
消

え
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
、
そ
の
「
真
空
の
ゆ
ら
ぎ
」
か
ら
「
宇
宙
」
の
た
ね
の
よ
う
な
も

の
が
生
じ
て
は
光
よ
り
も
速
い
速
度
で
「
膨
張
」
（
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
を
起
こ
し
、
そ
の
宇
宙
の
す

べ
て
の
物
質
を
含
む
一
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
超
高
温
・
超
高
密
度
の｢
火
の
玉｣

状
態
に
な
っ
た
と
き
に
、
ま

さ
に
「
ビ
ッ
グ
バ
ン
（
大
爆
発
）
」
が
生
じ
た
と
同
時
に
、
凄
ま
じ
い
勢
い
で
「
膨
張
・
拡
大
」
を
始
め

る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
今
か
ら
約
一
三
八
億
年
前
の
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
ビ
ッ
グ
バ
ン
（
大
爆
発
）
」
直
後
は
、
ま
さ
に
「
超
高
温
世
界
」
で
、
い
わ
ゆ
る
「
光

子
」
を
は
じ
め
、
「
電
子
」
や
「
ク
ォ
ー
ク
」
な
ど
が
飛
び
交
う
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
〇

万
分
の
一
秒
後
、
温
度
は
、
一
兆
度
に
下
が
り
、
い
わ
ゆ
る
「
ク
ォ
ー
ク
」
が
結
合
を
し
て
、
ま
さ
に
「
陽

子
」
や
「
中
性
子
」
な
ど
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
三
分
後
、
温
度
は
、
一
〇
億
度

ま
で
下
が
り
、
い
わ
ゆ
る
「
陽
子
」
と
「
中
性
子
」
と
が
結
び
つ
い
て
、
初
め
て
「
原
子
核
」
が
誕
生
す

る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
約
三
十
八
万
年
後
に
、
そ
の
「
原
子
核
」
と
自
由
に
飛
び
交
っ

て
い
た
「
電
子
」
と
が
結
び
つ
き
、
最
初
の｢

原
子
」
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
水
素
」
や
「
ヘ
リ
ウ
ム
」

な
ど
が
誕
生
す
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
自
由
に
飛
び
交
っ
て
い
た｢

電
子
」
が｢

原
子
核
」

と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
光
子
」
が
ま
っ
す
ぐ
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
「
宇
宙
の
晴

れ
上
が
り
」
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ビ
ッ
グ
バ
ン
（
大
爆
発
）
」

か
ら
約
三
十
八
万
年
後
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
、
最
初
の
巨
大
な
「
星
（
恒
星
）
」
が
誕
生
し
、
そ
の
内
部
の
「
核
融
合
反
応
」
に
よ
っ
て
、

ま
さ
に
「
水
素
が
燃
焼
し
て
ヘ
リ
ウ
ム
を
生
み
出
す
」
と
い
う
、
そ
れ
は
、
「
水
素
→
ヘ
リ
ウ
ム
→
炭
素

→
ネ
オ
ン
→
酸
素
→
ケ
イ
素
→
（
鉄
）
」
と
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
よ
う
に
「
核
融
合
」
を
起
こ
し
、
そ
の
巨
大

な
「
星
（
恒
星
）
」
は
、
膨
張
と
収
縮
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
最
後
は
鉄
で
核
融
合
は
止
ま
り
、
ま
さ
に

、
、
、

「
超
新
星
爆
発
」
を
起
こ
す
と
と
も
に
、
様
々
な
「
物
質
」
（
例
え
ば
、
ケ
イ
素
、
イ
オ
ウ
、
塩
素
、
ア

ル
ゴ
ン
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
カ
リ
ウ
ム
、
カ
ル
シ
ウ
ム
、
チ
タ
ン
、
ク
ロ
ム
、
マ
ン
ガ
ン
、
鉄
、
そ
の
他
）

な
ど
も
新
た
に
「
宇
宙
空
間
」
に
ば
ら
ま
か
れ
、
そ
の
「
宇
宙
空
間
」
に
ば
ら
ま
か
れ
た
「
物
質
」
が
ま

た
集
ま
っ
て
新
た
な
「
星
（
恒
星
）
」
を
生
み
出
す
と
い
う
、
そ
う
い
う
「
誕
生
と
消
滅
」
と
を
無
限
に

繰
り
返
し
な
が
ら
、
数
多
く
の
「
星
（
恒
星
）
」
そ
の
他
の
物
質
な
ど
を
含
ん
だ
「
原
始
銀
河
」
が
形
成

さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
原
始
銀
河
」
か
ら
実
に
数
多
く
の｢

銀
河
」
へ
と
「
進
化
」
（
変
化
）
し
、
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そ
し
て
、
そ
の
広
大
な
る｢

宇
宙
空
間
」
に
は
、
何
と
約
七
兆
以
上
の
「
銀
河
」
が
存
在
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
一
つ
の
「
銀
河
」
の
中
に
も
、
約
数
千
億
の
「
星
（
恒
星
）
」
そ
の
他
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
と
い

う
。
そ
れ
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
誕
生
と
消
滅
」
と
を
永
遠
か
つ
無
限
に
繰
り
返
し
続
け
て
止
ま
な
い
、
ま

さ
に
「
こ
の
世
」（
全
宇
宙
）
の
「
永
劫
回
帰
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
広
大
な
る｢

宇
宙
空
間
」
に
、
や
が
て
、
わ
れ
わ
れ
の
「
銀
河
系
」
（
つ
ま
り
「
天
の

川
銀
河
」
）
と
い
う
の
は
、
今
か
ら
約
一
三
二
億
年
前
に
誕
生
し
、
そ
の
わ
れ
わ
れ
の
「
銀
河
系
」
（
つ

ま
り
「
天
の
川
銀
河
」
）
の
な
か
に
、
約
四
十
六
億
年
前
に
、
わ
れ
わ
れ
の
「
太
陽
系
」
が
新
た
に
誕
生

し
て
、
そ
の
「
太
陽
系
」
の
第
三
惑
星
こ
そ
は
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
が
「
地
球
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
地

球
」
に
約
四
十
億
年
前
に
誕
生
し
た
「
生
命
体
」
も
、
同
じ
よ
う
に
「
誕
生
と
消
滅
」
と
を
無
限
に
繰
り

返
し
な
が
ら
、
今
日
見
る
よ
う
な
実
に
多
種
多
彩
な
「
動
植
物
」
へ
と
変
化
（
進
化
）
を
し
て
来
た
と
い

う
、
そ
う
い
う
、
ま
さ
に
「
生
命
体
」
に
お
け
る
「
永
劫
回
帰
」
を
無
限
に
繰
り
返
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ

れ
人
類
も
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
の
「
人
間
」
（
個
人
）
も
、
同
じ
よ
う
に
「
誕
生
と
消
滅
」
と

を
、
全
人
類
が
滅
び
去
る
ま
で
、
永
々
と
無
限
に
繰
り
返
し
て
止
ま
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

や

る
。

＊

＊

そ
し
て
、「
…
…
こ
れ
が
―
―
人
生
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
？

わ
た
し
は
死
に
向
か
っ
て
言
お
う
。

よ
し
！

そ
れ
な
ら
も
う
一
度
！
」
と
。
つ
ま
り
、
た
と
え
「
人
生
」
が
ど
れ
ほ
ど
苦
に
満
ち
て
い
よ
う

と
も
、「
あ
の
世
」
で
の
「
幸
せ
」
を
ひ
た
す
ら
こ
い
ね
が
う
の
で
は
な
く
、「
あ
の
世
」
は
、「
あ
の
世
」

と
し
て
、
こ
の
世
を
「
肯
定
」
し
、
こ
の
世
で
の
「
人
生
」
を
た
く
ま
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ

り
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
時
間
の
観
念
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
「
過
去
、
現
在
、
未
来
」

と
い
う
形
に
囚
わ
れ
や
す
い
が
、
し
か
し
、
「
実
際
」
は
、
ま
さ
に
「
今
」
と
い
う
時
間
だ
け
が
永
遠
に

続
く
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
「
今
」
と
い
う
時
間
だ
け
を
肯
定
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

大
人
の
よ
う
に
、
あ
れ
こ
れ
「
過
去
」
に
こ
だ
わ
り
、
「
過
去
」
に
振
り
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、

ま
た
、
「
明
日
」
（
将
来
）
の
こ
と
を
思
い
わ
ず
ら
う
こ
と
で
も
な
く
、
（
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
「
幻
影
」

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
）
、
ま
さ
に
「
今
が
す
べ
て
と
生
き
る
存
在
で
あ
れ
！
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

―
―
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
永
劫
回
帰
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
今
」
と
い
う
時
間
を
命
あ
る

限
り
、
無
限
に
果
て
し
な
く
ど
こ
ま
で
も
繰
り
返
し
生
き
続
け
る
状
態
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
は
、

ま
さ
に
「
今
」
と
い
う
時
間
を
無
限
に
果
て
し
な
く
ど
こ
ま
で
も
繰
り
返
し
生
き
続
け
て
止
ま
な
い
、
ま

さ
に
「
永
劫
回
帰
」
で
あ
り
、
そ
の
「
今
」
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
と
も
、
た
と
え
よ
く
て
も
悪

く
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
今
」
を
、
「
よ
し
、
そ
れ
な
ら
」
と
肯

定
を
し
、
そ
の
「
今
」
を
、
ま
さ
に
た
く
ま
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
「
意
志
」
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
に
は
、
仏
教
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
輪
廻

転
生

」
（
そ
れ
は
「
こ
の
世
か
ら
あ

り

ん

ね
て
ん
し
よ
う

の
世
、
あ
の
世
か
ら
こ
の
世
」
）
と
い
う
よ
う
な
「
考
え
方
」
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
チ

ェ
に
あ
る
の
は
、
こ
の
世
で
の
「
永
劫
回
帰
」
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
今
」
と
い
う
時
間
を

命
あ
る
限
り
、
無
限
に
果
て
し
な
く
ど
こ
ま
で
も
繰
り
返
し
生
き
続
け
て
止
ま
な
い
、
ま
さ
に
「
永
劫
回

か
え

帰
」
で
あ
り
、
そ
の
「
今
」
が
た
と
え
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の｢

今
」
を
無
闇
や
た
ら

と
嘆
き
悲
し
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
「
今
」
を
、
「
よ
し
！

そ
れ
な
ら
」
と
肯
定
を
し
、
そ

の
「
今
」
を
た
く
ま
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
大
事
な
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
今
」

を
悩
み
苦
し
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
今
」
を
、「
よ
し
！

そ
れ
な
ら
」
と
肯
定
を
し
、
そ
の
「
今
」

を
、
ま
さ
に
「
た
く
ま
し
く
生
き
抜
く
こ
と
」
で
あ
り
、
―
―
例
え
ば
、
古
今
東
西
の
優
れ
た｢

思
想
」
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そ
の
他
な
ど
の

囚
人

（
囚
わ
れ
の
身
《
奴
隷
》）
と
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
こ
か
ら
新
た
な

し
ゆ
う
じ
ん

と
ら

「
意
義
あ
る
も
の
」
を
真
に
学
び
取
る
こ
と
こ
そ
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
、
真
に
「
内
的
成
長
（
成
熟
）
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ

る
「
心
の
自
由
」
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明
な
心
」（
つ
ま
り
「
無
垢

お
お
ぞ
ら

む

く

の
心
」
）
を
獲
得
し
、
そ
し
て
、
自
ら
考
え
、
自
ら
判
断
し
、
自
ら
行
動
で
き
得
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う

精
神
の
自
立
し
た
一
人
の
人
間
と
し
て
「
新
た
に
誕
生
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
、
「
新
し

い
価
値
を
創
造
す
る
」
こ
と
も
で
き
得
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
本
格
的
な
「
思
考
（
思
索
）
活
動
」
を
何
年
も
積
み
重
ね
て
は
、
今
ま
で
は
そ
う
だ
と
思
っ

て
い
た
こ
と
も
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
で
は
こ
う
な
の
か
と
何
度
も
何
度
も
考
え
方
を
新
た
に
し

て
い
く
う
ち
に
、
今
ま
で
の
価
値
観
や
道
徳
観
或
い
は
様
々
な
既
成
概
念
な
ど
が
ば
ら
ば
ら
に
空
中
分
解

し
て
し
ま
っ
て
、
も
う
何
が
な
ん
だ
か
自
分
で
も
よ
く
分
か
ら
な
い
状
態
に
深
く
陥
っ
て
し
ま
う
世
界
で

あ
り
、
そ
れ
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
虚
無
の
世
界
」
で
あ
り
、
そ
の
「
虚
無
の
世
界
」
の
ど
ん
底
か
ら
、
そ

、
、
、

こ
は
、
ま
さ
に
「
す
べ
て
の
意
味
や
価
値
な
ど
が
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
世
界
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
虚

無
の
世
界
」
の
ど
ん
底
か
ら
、
や
が
て
、
真
に
「
内
的
成
長
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
心

、
、
、

の
自
由
」
を
得
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
「
心
の
自
由
」
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
世
の
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
「
価
値
観
や
道
徳
観
」
な
ど
か
ら
開
放
さ
れ
る
と
と
も
に
、
自
分
だ
け
で
も
足
り
て
い
る
と

い
う
存
在
こ
そ
は
、
ま
さ
に
ニ
ー
チ
ェ
の
「
幼
な
子
」
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
「
幼
な
子
」
が
、
そ
の

お
さ

ま
ま
「
超
人
」
と
な
る
た
め
に
は
、
身
体
は
、
大
人
の
よ
う
な
「
逞

し
い
肉
体
」
を
持
ち
、
一
方
、
精

か

ら

だ

た
く
ま

神
は
、
い
わ
ゆ
る
「
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明
な
心
」
（
つ
ま
り
「
無
垢
の
心
」
）
を
獲
得
し
て
い
る
と

お
お
ぞ
ら

む

く

と
も
に
、
自
ら
考
え
、
自
ら
判
断
し
、
自
ら
行
動
で
き
得
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
精
神
の
自
立
し
た
一
人

の
人
間
と
し
て
「
新
た
に
誕
生
す
る
」
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
す
な
わ
ち
、
「
人
間
」

と
い
う
段
階
か
ら
、
ま
さ
に
「
超
人
」
と
い
う
段
階
へ
と
「
成
長
・
進
化
」
し
た
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。し

か
も
、
そ
の
「
超
人
」
は
、
「
人
生
」
を
肯
定
し
、
こ
の
世
を
「
肯
定
」
し
、
そ
し
て
、
「
人
生
」

を
た
く
ま
し
く
生
き
て
い
く
存
在
で
あ
り
、
こ
の
世
に
生
き
、
こ
の
世
で
満
足
し
得
る
存
在
で
あ
り
、
そ

れ
が
、
ま
さ
に
「
超
人
」
な
の
で
あ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
「
脳
」
に
つ
い
て

、

例
え
ば
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
「
…
…
余
が
辞
書
に
不
可
能
と
い
う
文
字
は
な
い
」
と
、
そ
う
語
っ
た
と

い
う
「
逸
話
」
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
真
偽
は
と
も
か
く
も
、
恐
ら

く
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
い
う
人
は
、
い
わ
ゆ
る
「
不
可
能
を
感
じ
な
い
よ
う
な
脳
」
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の｢

脳
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
一
級
」
（
或
い
は
「
超
一
級
」
）
の｢

脳
」
で

、

あ
り
、
そ
の｢

脳
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
こ
の
世
に
あ
る
実
に
様
々
な
「
不
可
能
」
を
、
や
が
て
は｢

可
能
」

に
変
え
て
い
く
唯
一
の
「
脳
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
一
般
的
な｢

脳
」
と
い
う
の
は
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
「
不
可
能
」
を

感
じ
、
な
か
な
か
そ
の
「
壁｣

を
突
破
で
き
な
い
ま
ま
で
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
不
可
能
を

、
、
、
、

感
じ
な
い
よ
う
な
脳
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
「
壁
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、｢

壁
」
と
も
感
じ
な
い
も
の
で

、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
が
、
次
か
ら
次
へ
と
難
な
く
突
破
し
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
「
脳
」
が

真
に
フ
ル
稼
働
す
れ
ば
、
恐
ら
く
、
こ
の
世
に
あ
る
実
に
様
々
な
「
難
題
や
難
問
」
な
ど
も
、
や
が
て
は



- 10 -

解
決
し
て
い
け
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
に
「
不
可
能
を
感
じ

、
、
、
、
、
、

な
い
よ
う
な
脳
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
脳
」
は
、
真
に
「
内
的
成
長
（
成
熟
）
」
す

、
、
、
、
、
、

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
初
め
て
、
獲
得
さ
れ
る｢

脳
」（
つ
ま
り
「
超
人
の
脳
」
）
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

、

＊

＊

不
可
能
を

感
じ
ぬ
脳
こ
そ超

人
な
り



- 11 -

悪
魔
と
神
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悪
魔
と
神

さ
て
、｢

悪
魔｣

と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
悪
」
を
本
体
と
し
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
い
わ

ゆ
る
「
善
」
を
本
体
と
し
て
い
る
よ
う
な
存
在
が
い
ち
ば
ん
嫌
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
「
一
な

る
神
」
を
初
め
と
し
て
、
様
々
な｢

神
々
」、
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
な
か
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
善
」

的
な
人
間
が
も
っ
と
も
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
対
象
に

対
し
て
、
実
に
様
々
な
「
悪
さ
」
を
仕
掛
け
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
い
わ
ゆ
る

『
誘
惑
』
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
『
旧
約
聖
書
』
の
な
か
の
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
は
、
神
か
ら
絶
対

、
、

に
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
《
禁
断
の
「
木
の
実
」
》
を
、
い
わ
ゆ
る
《
ヘ
ビ
の
「
巧
み
な

誘
惑
」
》
に
負
け
て
、
二
人
し
て
食
べ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
神
の
怒
り
に
ふ
れ
て
、
い
わ
ゆ

る
「
エ
デ
ン
の
園
」
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
原、

罪
」（
つ
ま
り
は
「
弱
さ
」）
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

、

、
、

ま
た
、
『
新
約
聖
書
』
の
な
か
で
、
イ
エ
ス
は
、
荒
野
に
四
十
日
間
、
何
も
食
べ
ず
に
孤
独
彷
徨
っ
て

ひ
と
り

さ

ま

よ

い
た
が
、
や
が
て
、
空
腹
を
覚
え
た
時
に
、
そ
こ
に
悪
魔
が
現
わ
れ
て
、
次
の
よ
う
な
非
常
に
有
名
な
「
三

、
、

、

つ
の
誘
惑
」
を
仕
掛
け
る
わ
け
で
あ
る
。
一
つ
は
、
「
…
…
神
の
子
な
ら
、
そ
こ
ら
の
石
こ
ろ
に
、
パ
ン

、
、
、
、

に
な
れ
と
命
令
し
た
ら
ど
う
で
す
」
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
、
「
…
…
パ
ン
の
み
で
人
は
生
き
る

の
で
は
な
い
」
と
。
次
に
、
「
…
…
神
の
子
な
ら
、
こ
こ
か
ら
下
へ
飛
び
お
り
た
ら
ど
う
で
す
。
神
は
天

使
た
ち
に
命
じ
て
、
あ
な
た
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
だ
ろ
う
」
と
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
、
「
…
…

あ
な
た
の
神
な
る
主
を
試
み
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
悪
魔
は
、
イ
エ
ス
を
非
常
に
高

し
ゆ

こ
こ
ろ

い
山
に
連
れ
て
行
き
、
世
の
す
べ
て
の
王
国
と
そ
の
繁
栄
を
示
し
て
、
「
…
…
も
し
伏
し
て
わ
れ
を
拝
む

な
ら
ば
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
な
ん
じ
に
与
え
よ
う
」
と
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
、「
…
…
悪
魔
よ
、

消
え
て
失
せ
よ
」
と
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
内
容
の
厳
密
な
吟
味
は
措
く
と
し
て
も
、
こ
の
時
の
イ
エ

お

ス
は
、
少
な
く
と
も
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
理
知
的
部

分
」
（
そ
れ
は
「
知
性
＋
理
性
＋
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
）
に
全
面
的
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
悪
魔
の
誘
惑
」
を

退

け
る
こ
と
は
、
で
き
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も

し
り
ぞ

ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
理
知
的
部
分
」
（
そ
れ
は
「
知
性
＋
理
性
＋
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
）
と

い
う
の
は
、
決
し
て
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
実
に
様
々
な
「
弱
さ
や
欠
陥
」
な
ど
を
持
ち

合
わ
せ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ま
た
、
釈
迦
は
、
二
十
九
歳
の
時
に
出
家
を
し
、
そ
し
て
、
三
十
五
歳
の
時
に
「
悟
り
」
を
開
く
こ
と

に
な
る
が
、
そ
の
最
後
の
段
階
で
は
、
ほ
と
ん
ど
骨
と
皮
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
で
、
釈
迦
は
、
そ
の

よ
う
な
「
苦
行
」
を
や
め
て
、
近
く
の
河
で
沐
浴
を
し
、
そ
し
て
、
村
の
娘
ス
ジ
ャ
ー
タ
か
ら
ミ
ル
ク
が

も
く
よ
く

ゆ
を
も
ら
っ
て
体
力
を
回
復
し
た
あ
と
、
近
く
の
大
樹(

菩
提
樹)

の
下
で
、
四
十
九
日
間
、
深
い
「
瞑
想
」

に
耽
入
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
―
―
そ
の
時
に
、
「
魔
王
」
は
、
釈
迦
が
「
悟
り
」
を
開
く
の
を
何

と
か
妨
げ
よ
う
と
、
例
え
ば
、
「
魔
王
」
は
、
自
分
の
軍
勢
に
様
々
な
攻
撃
を
さ
せ
る
が
、
そ
れ
ら
は
こ

さ
ま
た

と
ご
と
く
失
敗
に
終
わ
り
、
ま
た
、
自
分
の
「
三
人
の
娘
」(

そ
れ
は
「
愛
執
と
嫌
悪
と
貪
欲
」
な
ど
で

あ
い
し
ゆ
う

ど
ん
よ
く

あ
る
が)

、
彼
女
た
ち
を
送
っ
て
、
釈
迦
を
誘
惑
さ
せ
た
り
す
る
が
、
釈
迦
は
、
そ
の
誘
惑
に
対
し
て
も
、

ま
っ
た
く
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
釈
迦
は
、
つ
い
に
四
十
九
日
目
に
「
悟

り
」
を
開
き
、
い
わ
ゆ
る
「
大
悟
」
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
、
「
悪
魔
」
の
最
大
の
特
徴
と
い
う
の
は
、
直
接
、
相
手
に
「
危
害
」
を
く
わ
え
る
と
い

う
よ
り
は
、(

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が)

、
む
し
ろ
「
相
手
の
弱
み
」
に
巧
み
に
つ
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け
入
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
、「
権
力
」
に
弱
い
人
に
は
、「
権
力
」
で
「
誘
惑
」
を
し
、「
金
」

に
弱
い
人
に
は
、「
金
」
で
「
誘
惑
」
を
し
、
そ
し
て
、「
異
性
」
に
弱
い
人
に
は
、「
異
性
」
で
「
誘
惑
」

を
す
る
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
「
悪
魔
」
の
最
大
の
特
徴
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
か
と
言
え

ば
、
そ
れ
は
、
「
悪
」
を
本
体
と
し
て
い
る
「
悪
魔
」
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
善
」
的
な
存
在
が
も
っ

と
も
気
に
入
ら
な
い
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
「
善
」
的
な
存
在
が
、
何
ら
か
の
「
甘
い
誘
惑
」

に
負
け
て
、
い
わ
ゆ
る
「
善
」
的
な
存
在
か
ら
ま
さ
に
「
悪
」
的
な
存
在
へ
と
堕
ち
て
い
く
、
そ
の
姿
を

見
る
こ
と
が
、
こ
の
上
も
な
い
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
ほ
ど
の
「
無
上
の
喜
び
」
に
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
悪
魔
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
善
」
的
な
存
在
を
何
ら
か
の
「
甘
い
誘
惑
」

で
仕
掛
け
て
は
、
ま
さ
に
「
悪
」
的
な
存
在
へ
と
貶
め
る
こ
と
に
、
こ
の
上
も
な
い
生
き
甲
斐
を
感
じ

お
と
し

て
い
る
よ
う
な
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

＊

＊

一
方
、
「
神
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
善
」
を
本
体
と
し
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
何
よ

り
も
「
善
」
的
な
こ
と
を
好
む
と
い
う
特
性
が
あ
る
か
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
「
悪
」
に
対
し
て
は
、
一

体
、
ど
う
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
り
、
例
え
ば
、
「
善
」
を
好
み
、
そ

し
て
、
「
悪
」
を
憎
む
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
基
本
的
に
は
全
く
変
わ
り

よ
う
の
な
い
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
神
」
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
的
な

「
善
悪
」
を
遙
か
に
「
超
越
し
た
存
在
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、「
…
…
あ
な
た
達
は
、
〝

隣

の
人
を
愛
し
、
敵
を
憎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
〟
と
命
じ
ら
れ
た
こ

と
な
り

あ
い

て
き

に
く

と
を
聞
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
た
し
は
あ
な
た
達
に
言
う
、
敵
を
愛
せ
よ
。
自
分
を
迫
害
す
る
者
の

た
め
に
祈
れ
。
あ
な
た
達
が
天
の
父
上
の
子
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
父
上
は
悪
人
の
上
に
も

ち
ち
う
え

あ
く
に
ん

善
人
の
上
に
も
日
を
の
ぼ
ら
せ
、
正
し
い
人
に
も
正
し
く
な
い
人
に
も
、
雨
を
お
降
ら
し
に
な
る
の
だ
か

ぜ
ん
に
ん

た
だ

ふ

ら
。
自
分
を
愛
す
る
者
を
愛
し
た
か
ら
と
て
、
な
ん
の
褒
美
が
あ
ろ
う
。
人
で
な
し
税
金
取
り
で
も
同
じ

ほ

う

び

ぜ
い
き
ん

と

こ
と
を
す
る
で
は
な
い
か
。
ま
た
兄
弟
だ
け
に
親
し
く
し
た
か
ら
と
て
、
な
ん
の
特
別
な
こ
と
を
し
た
の

し
た

と
く
べ
つ

だ
ろ
う
。
異
教
人
で
も
同
じ
こ
と
を
す
る
で
は
な
い
か
。
あ
な
た
達
は
、
天
の
父
上
が
完
全
で
あ
ら
れ
る

い
き
ょ
う
じ
ん

か
ん
ぜ
ん

よ
う
に
〝
完
全
に
な
れ
〟
…
…
」
と
。
こ
れ
が
、
ま
さ
に
「
一
な
る
神
」
の
「
考
え
方
」
で
あ
り
、
ま
た
、

こ
れ
が
、「
一
な
る
神
」
の
「
愛
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
「
一
な
る
神
」
の
「
愛
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
愛
」
で

は
な
い
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
愛
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
「
善
」
を
好
み
、
そ
し
て
、

「
悪
」
を
憎
む
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が
強
い
か
と
思
う
が
、
そ
れ
は
、
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ
「
問

題
」
な
の
は
、
「
悪
」
に
対
し
て
、
「
悪
」
で
立
ち
向
か
え
ば
、
相
手
も
自
分
も
「
悪
の
連
鎖
」
に
深
く

堕
ち
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
、
「
悪
」
に
対
し
て
、
一
体
、
何
で
立
ち
向
え
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？

そ

れ
が
「
最
大
の
問
題
」
に
な
る
か
と
思
う
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
次
の
「
五
つ
の
方
法
」
し
か
な
い
。

つ
ま
り
、
―
―
一
つ
は
、
「
悪
」
に
対
し
て
、
「
悪
」
で
立
ち
向
か
う
よ
う
な
場
合
。
一
つ
は
、
「
悪
」
に

対
し
て
、
「
見
て
見
ぬ
ふ
り
」
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
。
一
つ
は
、
「
悪
」
に
対
し
て
、
「
相
手
に
し

な
い
」
と
い
う
よ
う
な
場
合
。
一
つ
は
、
「
悪
」
に
対
し
て
、
「
善
」
で
立
ち
向
か
う
よ
う
な
場
合
。
そ

し
て
、
も
う
一
つ
は
、「
悪
」
に
対
し
て
、「
愛
」
で
立
ち
向
か
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

ま
ず
、「
悪
」
に
対
し
て
、「
悪
」
で
立
ち
向
か
う
よ
う
な
場
合
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
目
に
は
目
を
、

歯
に
は
歯
を
」
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
で
、
問
題
が
解
決
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
相
手
も
自
分
も
「
悪
の

連
鎖
」
に
深
く
陥
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
次
に
、
「
悪
」
に
対
し
て
、
「
見
て
見
ぬ
ふ
り
」
を
す
る

と
い
う
よ
う
な
場
合
。
こ
の
場
合
は
、
い
わ
ば
「
無
関
心
」
を
装
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
さ
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わ
ら
ぬ
神
に
祟
り
な
し
」
と
い
う
よ
う
な
、
何
よ
り
も
「
自
分
の
安
全
」
を
最
優
先
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

た
た

で
あ
り
、
誰
で
も
自
分
が
い
ち
ば
ん
可
愛
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
も
な
対
応
に
な
る
か
と
思
う
。

た
だ
、
こ
れ
で
は
根
本
的
な
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
次
に
、
「
悪
」
に
対
し
て
、
「
相

手
に
し
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
場
合
、
こ
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
「
相
手
の
挑
発
に
乗
ら
な
い
」
よ
う
に

す
る
と
い
う
対
応
で
あ
り
、
例
え
ば
、
そ
の
場
は
、
笑
っ
て
ご
ま
か
す
と
か
、
電
話
に
は
、
出
な
い
よ
う

に
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
よ
う
な
こ
と
で
お
茶
を
濁
す
と
か
、
そ
の
他
、
と
に

か
く
相
手
の
挑
発
に
乗
ら
な
い
よ
う
に
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、「
悪
」
に
対
し
て
、「
善
」
で
立
ち
向
か
う
よ
う
な
場
合
。
こ
の
場
合
の
「
善
」
と
い
う
の
は
、

例
え
ば
、
「
説
得
や
お
願
い
」
、
そ
の
他
の
方
法
で
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
」
的
な
行
為
を
や
め
さ
せ
た
り
、

阻
止
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
何
か
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
親
が
子

に
対
し
て
、
先
生
が
生
徒
に
対
し
て
、
ま
た
、
関
係
者
が
一
般
の
人
た
ち
に
対
し
て
、
或
い
は
、
他
人
が

他
人
に
対
し
て
、
そ
の
他
、
そ
れ
は
、
も
う
ど
の
よ
う
な
人
間
関
係
で
あ
る
を
問
わ
ず
、
い
わ
ば
「
説
得
」

で
そ
れ
を
や
め
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
り
、
ま
た
、「
お
願
い
」
と
い
う
の
は
、
前
々
か
ら
「
お
願
い
」

を
し
て
あ
る
場
合
と
、
そ
の
場
で
、
「
お
願
い
」
を
す
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
か
と
思
う
が
、
例
え
ば
、

決
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
守
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
と
か
、
あ
る
い
は
、
こ
こ
は
禁
煙
な
の
で
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
と
か
、
そ
の
他
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
「
説
得
や
お
願
い
」

が
う
ま
く
い
く
よ
う
な
場
合
も
あ
れ
ば
、
う
ま
く
い
か
な
い
場
合
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
も
う
一
つ
は
、「
悪
」
に
対
し
て
、「
愛
」
で
立
ち
向
か
う
よ
う
な
場
合
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

例
え
ば
、
シ
ャ
カ
や
キ
リ
ス
ト
、
そ
の
他
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
で
あ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
慈
悲
」
や
「
愛
」

な
ど
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
」
的
な
状
態
に
深
く
陥
っ
て
い
る
人
た
ち
も
、
本
来
あ
る
べ
き
「
善
」

的
な
存
在
へ
と
導
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
そ
れ
に
加
え
て
、
い
わ
ゆ
る｢

神｣
(

或
い
は
「
神
々｣

）
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
善
」
を
本

体
と
し
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
何
よ
り
も
「
善
」
的
な
も
の
を
好
む
も
の
で
は
あ
る
が
、
た

だ
「
一
な
る
神
」
に
比
べ
て
、
そ
の
他
の
「
神
々
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
「
人
間
的
な
要
素
」
も

含
ま
れ
て
来
る
の
で
、「
一
な
る
神
」
と
は
少
し
違
っ
て
来
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」

と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
全
知
全
能
的
な
神
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、「
人
間
界
」
だ
け
で
は
な
く
、「
自

然
界
」
や
「
動
植
物
界
」
、
そ
の
他
、
す
べ
て
を
含
め
て
、
大
き
く
見
守
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
と
も

に
、「
人
間
界
」
に
対
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
」
的
な
状
態
に
深
く
陥
っ
て
い
る
人
た
ち
を
も
含
め
て
、

本
来
あ
る
べ
き
「
善
」
的
な
存
在
へ
と
導
く
と
い
う
よ
う
な
存
在
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
「
神
々
」
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
「
神
々
」
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
持
ち
場
」
を
し
っ

か
り
と
守
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
場
合
、
自
然
宗
教
的
な
「
神
々
」
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
、
人
間
と
は
「
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
の
関
係
」
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
例
え
ば
、
人
間
側
か
ら

は
、
「
ま
つ
る
、
供
え
る
、
儀
式
、
祭
り
、
信
仰
、
そ
の
他
」
を
行
な
い
、
一
方
、
神
々
か
ら
は
、
「
秩

序
、
豊
か
さ
、
豊
作
、
成
就
、
安
全
、
そ
の
他
」
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

＊

＊

ち
な
み
に
、
釈
迦
に
向
け
て
放
た
れ
た
魔
王
の
軍
勢
の
「
矢
」
、
そ
の
他
を
、
釈
迦
は
、
こ
と
ご
と
く

「
花
」
に
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
向
か
っ
て
来
る
矢
を
、
逆
に
、
相
手
側
に
向
け
て

放
て
ば
、
そ
れ
は
、
「
悪
」
に
対
し
て
、「
悪
」
で
立
ち
向
か
う
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
の
連
鎖
」

に
深
く
陥
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
く
な
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
向
か
っ
て
来
る
矢
を
相
手
側
に
向
け
ず

に
、
下
に
落
と
す
と
か
相
手
の
攻
撃
を
や
め
さ
せ
る
と
か
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
悪
」
に
対
し
て
、「
善
」
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で
立
ち
向
か
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
前
者
は
、
「
悪
」
を
相
手
に
し
な
い
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
後
者

は
、
「
悪
」
を
「
説
得
」
す
る
と
い
う
方
法
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
向
か
っ
て
来
る
矢
を
こ
と
ご

と
く
「
花
」
に
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
「
悪
」
に
対
し
て
、
「
愛
」
で
立
ち
向
か
う
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
愛
」
や
「
慈
悲
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
」(

こ
こ
で
は
「
武
器
と
し

て
の
矢
」)

と
い
う
も
の
を
こ
と
ご
と
く
無
力
化
す
る
と
と
も
に
、
本
来
あ
る
べ
き
「
善
」
的
な
存
在
へ

と
人
や
物
そ
の
他
な
ど
を
導
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

＊

＊

最
後
に
、
な
ぜ
釈
迦
や
イ
エ
ス
な
ど
は
、
そ
の
「
最
終
段
階
」
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
魔
の
誘
惑
」

と
い
う
も
の
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
に
は
、
非
常
に
は
っ
き
り
と
し
た
理
由
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
富
士
山
で
言
え
ば
、
九
合
目
か
ら
頂
上
近
く
ま
で
来
る
と
、
自
分
は
、
も

う
「
最
終
段
階
」
に
ま
で
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
ふ
と
思
い
込
む
よ
う
な
時
期
に
あ
た
る
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
な
の
か
ど
う
か
は
、
本
人
で
も
わ
か
り
か
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
自
分
は
、
ほ
ん
と
う
に
「
最
終
段
階
」
に
ま
で
来
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
「
最
終
確
認
」

す
る
た
め
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
煩
悩
」
に
対
し
て
、
あ
ら
た
め
て
自
分
自
身
に
「
問
う
」
て
み
る
よ
う

な
こ
と
が
、
自
ず
と
（
無
意
識
の
う
ち
に
）
生
じ
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、

本
人
が
意
識
的
に
そ
う
い
う
こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
本
人
に
も
そ
う
い
う
自
覚

の
ほ
と
ん
ど
な
い
、
い
わ
ば
「
無
意
識
の
状
態
」
で
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
ま
さ
に
「
悪

魔
と
い
う
よ
う
な
姿
」
で
現
わ
れ
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
釈
迦
は
、
い
わ
ゆ
る
「
三
魔
女
の
誘
惑
」
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
自
分
自
身

に
対
す
る
「
最
終
確
認
」
で
も
あ
り
、
ほ
ん
と
う
に
、
自
分
は
、
最
終
段
階
ま
で
来
て
い
る
の
か
、
自
分

は
、
ほ
ん
と
う
に
「
愛
執
、
嫌
悪
、
貪
欲
」
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
ら
の
「
最
終

あ
い
し
ゆ
う

ど
ん
よ
く

確
認
」
に
な
る
か
と
思
う
。
―
―
つ
ま
り
、
自
分
は
、
ほ
ん
と
う
に
「
愛
執
」
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
の

か
、
ま
た
、
自
分
は
、
ほ
ん
と
う
に
「
嫌
悪
」(

人
を
嫌
悪
す
る
心)

か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し

て
、
も
う
一
つ
は
、
自
分
は
、
ほ
ん
と
う
に
「
貪
欲
」
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
の
か
？

そ
れ
ら
に
対
す

る
、
ま
さ
に
徹
底
し
た
「
最
終
確
認
」
に
な
る
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、
悪
魔
の
誘
惑
と
い
う
よ
う
な
形
で
、

「
…
…
お
ま
え
は
、
ほ
ん
と
う
に
『
愛
執
』
の
思
い
は
、
消
え
て
い
る
の
か
。
妻
や
子
供
が
恋
し
く
は
な

い
の
か
。
ほ
ん
と
う
は
、
妻
や
子
供
に
会
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
正
直
に
答
え
て
ご
ら
ん
。
ま
た
、
魅
力
的

な
女
性
に
ふ
と
心
奪
わ
れ
る
こ
と
は
、
も
う
ほ
ん
と
う
に
な
い
の
か
。
ふ
と
セ
ッ
ク
ス
が
し
た
い
と
い
う

気
持
ち
に
襲
わ
れ
る
こ
と
は
、
も
う
ほ
ん
と
う
に
な
い
の
か
。
正
直
に
答
え
て
ご
ら
ん
。
…
…
」
。
ま
た
、

「
…
…
お
ま
え
は
、
ほ
ん
と
う
に
『
嫌
悪
』
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ふ
と
『
人
を
嫌
っ
た
り
、
あ

き
ら

る
い
は
人
を
憎
む
よ
う
な
こ
と
』
は
、
も
う
ほ
ん
と
う
に
な
い
の
か
。
あ
る
だ
ろ
う
。
正
直
に
答
え
て
ご

に
く

ら
ん
。
ほ
ん
と
う
は
あ
る
ん
だ
ろ
う
。
…
…
」
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
「
…
…
お
ま
え
は
、
ほ
ん
と

う
に
『
貪
欲
』
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
の
か
。
な
に
か
お
い
し
い
も
の
が
食
べ
た
い
と
思
う
こ
と
は
、
ほ

ん
と
う
に
も
う
な
い
の
か
。
腹
一
杯
食
べ
た
い
と
思
う
よ
う
な
こ
と
は
、
も
う
ほ
ん
と
う
に
な
い
の
か
。

時
に
は
あ
る
だ
ろ
う
。
正
直
に
答
え
て
ご
ら
ん
。
…
…
」
。
そ
の
他
、
そ
の
よ
う
な
「
悪
魔
か
ら
の
誘
惑
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
、
イ
エ
ス
の
場
合
に
も
、
悪
魔
か
ら
有
名
な
「
三
つ
の
誘
惑
」
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
も
基
本
的
に
は
全
く
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
釈
迦
も
イ
エ
ス
も
、
そ
の
よ
う
な
「
悪
魔
か
ら
の
誘
惑
」

に
対
し
て
、
少
し
で
も
「
心
が
揺
れ
る
」(

或
い
は
「
心
が
動
く
」)

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
全
く
か
け

ら
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
最
も
大
事
な
認
識
に
な
る
か
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
は
、
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ま
さ
に
極
め
て
厳
密
な
意
味
で
の
「
最
究
極
段
階
」
に
ま
で
到
達
し
て
い
た
と
い
う
「
決
定
的
な
証
拠
」

（
あ
か
し
）
と
も
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

＊

＊

と
こ
ろ
で
、
今
日
、
「
悪
魔
」
の
存
在
を
「
科
学
的
に
実
証
」
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ほ
と
ん
ど
の
人
た
ち
は
、
「
悪
魔
」
な
ど
は
、
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
の
だ
と
思
っ
て

い
る
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
そ
れ
で
正
し
い
「
考
え
方
」
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
釈
迦
や
イ
エ
ス
な
ど

が
語
っ
て
い
る
「
悪
魔
」
と
い
う
も
の
に
め
ぐ
り
逢
え
る
可
能
性
は
、
文
字
通
り
、
百
％
完
全
に
閉
ざ
さ

れ
た
、
ま
さ
に
「
ゼ
ロ
の
状
態
」
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
可
能
性
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か

か
も
知
れ
な
い
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
「
意
味
合
い
」
な
の
か
と

問
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

例
え
ば
、
病
気
や
事
故
、
そ
の
他
な
ど
で
「
瀕
死
の
状
態
」
（
つ
ま
り
「
臨
死
状
態
」
）
に
な
っ
た
人

が
、
や
が
て
、
意
識
を
取
り
戻
し
た
あ
と
、
ま
わ
り
の
人
に
、
実
は
「
こ
う
い
う
夢
を
見
た
ん
だ
よ
」
と

い
う
こ
と
で
、
実
に
多
く
の
人
た
ち
が
語
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
三
途
の
川
」
の
話
に
な
る
か
と
思
う
。

そ
れ
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間

が
、
ま
さ
に
「
瀕
死
の
状
態
」
（
つ
ま
り
「
臨
死
状
態
」
）
に
な
っ
た
時
に
は
、
な
ぜ
か
は
分
か
ら
な
い

が
、
そ
の
よ
う
な
「
夢
」
を
見
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
脳
の
状
態
」
に
な
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
は
、
釈
迦
や
イ
エ
ス
な
ど
が
置
か
れ
て
い
た
状
態
と
、
全
く
同
じ
よ
う
な
状
態
に
自
ら
も
置
い

て
み
れ
ば
、
同
じ
よ
う
な
「
悪
魔
の
誘
惑
」
を
受
け
る
よ
う
な
経
験
を
す
る
可
能
性
は
、
わ
ず
か
で
も
出

て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
内
的
経
験
」
（
つ
ま
り
「
悪
魔
の
誘
惑
」
そ
の

他
）
の
先
に
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
最
究
極
段
階
」
（
つ
ま
り
「
大
悟
の
世
界
」
）
が
待
っ
て
い
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
内
的
経
験
」
を
す
る
こ
と
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
神
秘
的

経
験
」
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
釈
迦
や
イ
エ
ス
と
全
く
「
同
じ
よ
う
な
状
態
」
に
な
る
と
は
、
具
体
的
に
は
、
一
体
、
ど

う
い
う
状
態
に
な
る
こ
と
な
の
か
？

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、
一
つ

は
、
釈
迦
も
イ
エ
ス
も
ほ
と
ん
ど
「
最
究
極
段
階
」
ま
で
到
達
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

、
、
、
、

え
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
魔
の
誘
惑
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
最
後
の
最
後
の
段
階
」
に
訪
れ
る
、
ま
さ
に

、
、
、
、
、
、
、
、

「
最
究
極
の
関
門
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
悪
魔
の
誘
惑
」
が
訪
れ

る
た
め
に
は
、
釈
迦
は
、
ま
さ
に
「
四
十
九
日
間
の
瞑
想
」
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
と

と
も
に
、
イ
エ
ス
は
、
ま
さ
に
「
四
十
日
間
、
荒
野
を
彷
徨
う
」
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
不
可
欠
で

さ

ま

よ

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
の
「
釈
迦
や
イ
エ
ス
」
の
身
体
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に

ほ
と
ん
ど
「
瀕
死
の
状
態
」
（
つ
ま
り
「
臨
死
状
態
」
）
に
極
め
て
近
い
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
身
体
的
部
分
の
働
き
は
、
限
り
な
く
「
ゼ
ロ
に
近
い
状
態
」
に
な
り
、
か
わ
っ
て
、
ま

さ
に｢

精
神
的
部
分｣

（
つ
ま
り
「
魂
」
そ
の
も
の
）
だ
け
の
状
態
と
な
り
、
そ
し
て
、
そ
の｢

精
神
的
部

分｣

（
つ
ま
り
「
魂
」
そ
の
も
の
）
だ
け
の
状
態
と
な
っ
て
、
孤
独
「
思
惟
活
動
」
（
つ
ま
り
「
瞑
想
」

ひ

と

り

な
ど
）
に
ど
こ
ま
で
も
深
く
溶
け
入
っ
て
い
る
よ
う
な
時
に
こ
そ
、
初
め
て
「
悪
魔
」
が
現
わ
れ
て
、
そ

の
「
悪
魔
の
誘
惑
」
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
時
、
釈
迦
や
イ
エ
ス
は
、
実
際
に
「
悪
魔
の
姿
」
を
見
、
実
際
に
「
悪
魔
の
声
」
を
聴

い
た
と
い
う
可
能
性
も
、
ま
っ
た
く
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
に
、
「
幻
視

・
幻
聴
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
確
か
に
、
科
学
的
に
は
「
幻
視
・
幻
聴
」
に
な
る
の
か
も
知
れ
な

い
が
、
し
か
し
、
当
人
に
し
て
み
れ
ば
、
間
違
い
な
く
、「
悪
魔
の
姿
」
を
見
、
そ
し
て
、「
悪
魔
の
声
」
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を
聴
い
た
と
い
う
「
現
実
の
こ
と
」
（
或
い
は
実
際
に
体
験
し
た
「
内
的
経
験
」
）
と
し
て
受
け
止
め
た

と
し
て
も
、
そ
れ
を
一
概
に
「
で
た
ら
め
の
こ
と
」
と
し
て
片
付
け
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
実
際
は
、
ど
う
だ
っ
た
か
は
、
も
う
誰
に
も
分
か
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
好
ん

で
「
う
そ
を
言
う
」
よ
う
な
人
た
ち
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
最
も
大
事
な

こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
内
的
経
験
」
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
「
内
的
経
験
」
を
経
て
、
い
わ
ゆ
る
「
最

究
極
段
階
」
（
つ
ま
り
「
大
悟
の
状
態
」
）
に
ま
で
到
達
し
た
と
い
う
事
実
の
方
が
、
遙
か
に
大
事
な
こ

と
で
あ
る
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
悟
り
」
や
「
回
心
」
な
ど
を
め
ざ
す
よ
う
な
人
た
ち
で
あ
れ
ば
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
過
程
で
は
、
実
に
様
々
な
不
可
思
議
な
「
内
的
経
験
」
を
す
る
こ
と
に
な
る
か

と
思
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
「
内
的
経
験
」
と
い
う
の
は
、
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
み
な
違
っ
て
来
る
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

＊

＊

甘
き
罠わ

な仕
掛
て
誘
ふ

し

か
け

さ
そ

悪
魔
か
な
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内
的
充
実
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内
的
充
実
に
つ
い
て

例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
い
わ
ゆ
る
「
空
腹
」
を
感
じ
れ
ば
、
と
に
か
く
何
か
を
食
べ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
生
き
る
が
た
め
の
食
事
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
、
わ
れ

わ
れ
は
、
ど
う
せ
食
べ
る
な
ら
、
で
き
る
だ
け
美
味
し
い
料
理
を
食
べ
た
い
と
も
思
う
わ
け
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
た
だ
単
に
「
空
腹
」
を
満
た
す
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
よ
り
強
い
満
足
感
」
を
得
た
い

と
い
う
欲
求
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
山
ほ
ど
の
美
味
し
い
料
理
」
と
「
お
茶
漬

け
や
握
り
飯
の
よ
う
な
素
朴
な
料
理
」
と
が
あ
っ
た
場
合
、
多
く
の
人
た
ち
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

ど
う
せ
食
べ
る
な
ら
、
「
山
ほ
ど
の
美
味
し
い
料
理
」
を
食
べ
た
い
と
思
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
な

ぜ
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
そ
れ
だ
け
「
よ
り
強
い
満
足
感
」
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
人
が
真
に
「
内
的
成
長
」
し
て
、
う
そ
偽
り
な
く
、
真
に
「
内
的
充
実
」
し
て
い
る

人
で
あ
れ
ば
、「
山
ほ
ど
の
美
味
し
い
料
理
」
も
「
お
茶
漬
け
や
握
り
飯
の
よ
う
な
素
朴
な
料
理
」
で
も
、

基
本
的
に
は
「
同
じ
料
理
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
と
さ
ら
に
「
山
ほ
ど
の
美
味
し
い
料
理
」
を
食
べ

て
、
で
き
る
だ
け
「
よ
り
強
い
満
足
感
」
を
得
よ
う
と
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、

生
き
る
た
め
に
は
「
空
腹
」
は
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
と
さ
ら
に
美
味
し
い
料
理

を
食
べ
て
、
で
き
る
だ
け
「
よ
り
強
い
満
足
感
」
を
得
よ
う
と
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
体
、
何
故
な
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
の
「
心
」(

精
神)

そ
の
も
の
は
、
す
で
に

、
、
、
、

十
分
に
「
充
実
し
て
い
る
状
態
」
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
何
も
美
味
し
い
料
理
を
食
べ
て
、
こ
と
さ

ら
に
心
を
「
よ
り
強
い
満
足
感
」
で
満
た
す
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
人
は
、
「
山
ほ
ど
の
美
味
し
い
料
理
」
を
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
黙
っ
て
「
美
味
し
く

食
べ
る
」
し
、
ま
た
、
「
お
茶
漬
け
や
握
り
飯
の
よ
う
な
素
朴
な
料
理
」
を
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
黙
っ

て
「
美
味
し
く
食
べ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
結
局
、
ど
う
い
う
料
理
で
あ
る
必
要
は
な
く
、

ど
う
い
う
料
理
で
あ
れ
、
目
の
前
の
「
料
理
」
を
「
美
味
し
く
食
べ
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
に
目
の
前
の
「
料
理
」
を
「
美
味
し
く
食
べ
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
は
、
す
な
わ
ち
、
「
幸

せ
な
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
料
理
に
よ
っ
て
、
自
分
が
意
味
な
く
振
り
ま
わ

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
衣
服
類
で
も
、
こ
と
さ
ら
に
「
身
を
飾
り
立
て
る
」

必
要
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
豪
邸
に
住
も
う
が
、
あ
ば
ら
屋
に
住
も
う
が
、「
心
」(

精
神)

そ
の
も
の
が
、

、
、
、
、

真
に
「
内
的
充
実
」
し
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ど
ち
ら
で
も
全
く
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
シ
ャ
カ
あ
る
い
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
な
ど
は
、
精
神
的
に
は
極
め
て
「
充

実
」
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
物
質
的
に
は
、
ほ
と
ん
ど
「
乞
食
と
同
じ
よ
う
な
生
活
」
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
、
「
食
べ
る
も
の
も
着
る
も
の
も
ま
た
住
む
家
も
極
め
て
貧
し
い
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う

し
て
そ
の
よ
う
な
「
生
活
」
に
こ
と
も
な
く
耐
え
ら
れ
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
彼
ら
の
「
心
」(

精

神)

そ
の
も
の
は
、
す
で
に
十
二
分
に
「
充
実
し
て
い
る
状
態
」
で
あ
る
の
で
、
こ
と
さ
ら
に
「
豪
華
な

、
、
、
、

食
事
や
衣
装
あ
る
い
は
豪
邸
」
な
ど
を
全
く
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
最
も
大
事
な
こ
と
で
あ

り
、
彼
ら
は
、
真
に
「
内
的
成
長
」
し
て
、
う
そ
偽
り
な
く
、
真
に
「
内
的
充
実
」
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

ま
さ
に
「
生
き
な
が
ら
涅
槃
の
境
地
を
楽
し
む
こ
と
」
が
で
き
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
わ
れ

、
、
、
、
、

わ
れ
は
、
そ
う
い
う
彼
ら
の
「
精
神
的
充
実
感
」
を
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
が
た
め
に
、
た
だ
外
か
ら

見
て
、
な
に
か
「
か
わ
い
そ
う
な
人
生
」
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

例
え
ば
、
イ
エ
ス
は
、
四
十
日
間
、
荒
野
を
孤
独
さ
ま
よ
っ
て
い
た
が
、
四
十
日
目
に
「
空
腹
」
を
覚

ひ

と

り
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え
た
時
に
、
悪
魔
が
現
わ
れ
て
、
そ
の
悪
魔
か
ら
、
「
…
…
神
の
子
な
ら
ば
、
そ
こ
ら
の
石
こ
ろ
に
、
パ

ン
に
な
れ
と
命
令
し
た
ら
ど
う
で
す
」
と
、
最
初
の
誘
惑
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
、

イ
エ
ス
は
、「
…
…
人
は
、
パ
ン
の
み
で
生
き
る
の
で
は
な
い
」
と
言
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
パ
ン
は
、

確
か
に
、
肉
体
の
「
空
腹
」
を
満
た
し
て
は
く
れ
る
が
、
し
か
し
、
心
の
「
空
腹
」
を
真
に
満
た
し
て
く

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
心
の
「
空
腹
」
を
真
に
満
た
し
て
く
れ
る
も
の
は
、
む
し
ろ
神
の
「
言
葉
」
で
あ

る
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
「
考
え
方
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
―
―
そ
れ
を
「
仏
教
」

で
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
仏
（
仏
陀
）
の
「
言
葉｣

こ
そ
は
、
ま
さ
に
心
の
「
空
腹
」
を
真
に
満
た

し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
若
い
プ
ラ
ト
ン
の
心
の
「
空
腹
」
を
真
に
満
た
し
た
も
の
は
、
ま
さ

に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の｢

言
葉
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

最
後
に
、
悪
魔
は
、
イ
エ
ス
を
非
常
に
高
い
山
に
連
れ
て
い
き
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
王
国
と
繁
栄
と

を
見
せ
て
、｢

…
…
も
し
伏
し
て
わ
れ
を
拝
む
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
な
ん
じ
に
与
え
よ
う｣

と
、
最

後
の
誘
惑
を
仕
掛
け
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
望
み
得
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
「
欲
望
」

、
、

(

望
み)

の
す
べ
て
が
手
に
入
る
ぞ
と
い
う
誘
惑
で
あ
り
、
で
き
れ
ば
そ
う
あ
り
た
い
と
誰
も
が
望
む
よ
う

な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
、
「
悪
魔
よ
、
消
え
て
失
せ
よ
」
と
言
う
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
イ
エ
ス
は
、
そ
れ
を
拒
絶
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
を
プ
ラ
ト
ン
風
に
言
え

ば
、
こ
の
時
の
イ
エ
ス
は
、
す
で
に
「
欲
望
的
部
分
」
や
「
気
概
（
激
情
）
的
部
分
」
な
ど
の
支
配
か
ら

完
全
に
開
放
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
理
知
的
部
分
」
（
イ
エ
ス
の
場
合
は
、
「
神
の
言
葉
」
）
に
全
面
的
に

支
配
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
ま
さ
に
「
悪
魔
の
誘
惑
」
を
何
の
躊
躇
も
な
く
退
け
る
こ
と
が
で
き
得
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
若
し
も
そ
の
「
悪
魔
の
誘
惑
」
を
受
け
入
れ
た
と
し
た
ら
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な

る
の
か
？

そ
れ
は
、
イ
エ
ス
自
身
、
ま
だ
「
最
究
極
段
階
」
（
そ
れ
は
「
神
と
完
全
に
一
体
化
し
て
い

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
状
態
」）
に
ま
で
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
世
の
実
に
様
々
な｢

欲

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

望
や
感
情
」
（
つ
ま
り
「
煩
悩
」
な
ど
）
に
死
ぬ
ま
で
絶
え
ず
振
り
ま
わ
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
と
い

、
、

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
望
み
得
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
「
欲
望
」(

望
み)

の
す
べ
て

、
、

を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
も
「
悪
魔
の
誘
惑
を
受
け
入
れ
る
」
（
つ
ま
り｢

悪
」
に

染
ま
る
）
こ
と
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
得
ず
、
実
に
様
々
な｢

悪
」
の
限
り
を
尽
く
し
て
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
「
望
み
」
の
す
べ
て
を
た
と
え
手
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
は
、
そ
の
人
の
「
理
知
的
部
分
」

（
そ
の
最
も
奥
深
い
無
意
識
の
世
界
に
内
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
敢
え
て
「
内
な
る
神
」
）
に
よ
っ
て
、

絶
え
ず
「
内
的
制
裁
」
（
そ
れ
は
「
罪
の
意
識
」
や
「
良
心
の
呵
責
」
な
ど
）
を
受
け
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
、
ま
さ
に
「
宿
命
」
を
内
に
宿
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

さ

だ

め

＊

＊

誘
惑
を退

け
説
く
は

し
り

神
の
愛
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修
行
に
つ
い
て

例
え
ば
、
「
修
行
」
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
の
か
と
問
え
ば
、
小
乗
仏
教

に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
悟
り
」
を
得
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
悟
り
」
と
は
、

一
体
、
何
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
本
来
の
「
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明
な
心
」
を
取
り
戻
す
と
い
う
こ

お
お
ぞ
ら

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
心
」
そ
の
も
の
と
い
う
の
は
、
本
来
は
、
「
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明

、
、
、
、

お
お
ぞ
ら

な
心
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
俗
世
間
の
な
か
で
日
々
あ
わ
た
だ
し
く
生
活
を
し
て
い
る
た
め
に
、

わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
心
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
実
に
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ

さ
れ
て
し
ま
い
、
本
来
は
、
「
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明
な
心
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
に
様
々

お
お
ぞ
ら

に
「
変
形
」（
変
色
）
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
実
に
様
々
に
「
変
形
」
（
変
色
）

し
て
し
ま
っ
た
「
心
」
を
持
っ
て
、
つ
ま
り
、
実
に
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て

い
る
「
心
」
を
持
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
無
分
別
に
「
行
動
」（
言
動
）
す
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
に
対
し
て
も
、

ま
た
、
他
人
に
対
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
社
会
や
国
家
な
ど
に
対
し
て
も
、
実
に
様
々
な
「

禍

」
（
不

わ
ざ
わ
い

幸
）
を
も
た
ら
し
て
い
る
最
大
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
本
来
の
「
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明
な
心
」
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
い
っ
た
い
ど

お
お
ぞ
ら

う
し
た
ら
よ
い
か
と
言
え
ば
、
そ
の
「
一
つ
の
方
法
」
が
、
ま
さ
に
宗
教
に
お
け
る
「
修
行
」
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
な
ぜ
、
「
俗
世
間
」
か
ら
離
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、
「
俗
世
間
」
の
な
か

に
い
た
の
で
は
、
ど
う
し
て
も
実
に
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
い
、
い
つ

ま
で
経
っ
て
も
、
本
来
の
「
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明
な
心
」
を
取
り
戻
す
こ
と
は
、
な
か
な
か
出
来
に

お
お
ぞ
ら

く
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
「
俗
世
間
」
か
ら
し
ば
ら
く
離
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
山
の
中
」
に
籠
も
っ
て
、
俗

世
間
の
な
か
で
日
々
あ
わ
た
だ
し
く
生
活
し
て
い
た
た
め
に
、
実
に
様
々
に
「
変
形
」
（
変
色
）
し
て
し

ま
っ
た
「
心
」
か
ら
、
本
来
の
「
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明
な
心
」
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
た
め
の
「
努

お
お
ぞ
ら

力
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
宗
教
に
お
け
る
「
修
行
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

＊

＊

例
え
ば
、
釈
迦
と
い
う
人
は
、
シ
ャ
カ
族
の
王
子
と
し
て
、
何
不
自
由
な
い
恵
ま
れ
た
環
境
に
生
ま
れ

つ
き
、
確
か
に
、
生
後
七
日
で
母
親
を
亡
く
し
て
は
い
る
が
、
十
六
歳
の
時
に
は
、
美
し
い
女
性
と
結
婚

を
し
て
、
一
子
（
男
の
子
）
に
も
恵
ま
れ
、
こ
の
俗
世
間
で
味
わ
え
る
「
幸
せ
や
楽
し
み
」
な
ど
は
、
二

十
九
歳
ま
で
に
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
味
わ
い
尽
く
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
ほ
ど

の
美
味
し
い
料
理
を
食
べ
る
こ
と
。
目
も
眩
む
ほ
ど
の
様
々
な
物
に
充
ち
た
豪
邸
に
住
む
こ
と
。
様
々
な

豪
華
な
衣
装
や
装
飾
品
な
ど
で
身
を
飾
り
立
て
る
こ
と
。
家
族
に
恵
ま
れ
る
こ
と
。
ハ
ー
レ
ム
の
よ
う
な

ア
ク
セ
サ
リ
ー

生
活
を
送
る
こ
と
。
芸
術
や
芸
能
そ
の
他
な
ど
を
楽
し
む
こ
と
。
社
会
的
な
地
位
を
得
る
こ
と
。
人
か
ら

尊
敬
さ
れ
る
こ
と
。
容
姿
・
容
貌
に
恵
ま
れ
る
こ
と
。
欲
し
い
も
の
は
、
何
で
も
手
に
入
る
よ
う
な
環
境
、

そ
の
他
、
そ
の
よ
う
な
こ
の
俗
世
間
で
味
わ
え
る
「
幸
せ
や
楽
し
み
」
な
ど
は
、
す
べ
て
、
少
な
く
て
も

一
通
り
は
「
体
験
・
経
験
」
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ふ
つ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の

上
も
な
く
幸
せ
な
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
が
、
し
か
し
、
釈
迦
自
身
は
、

結
局
は
、
そ
れ
ら

の
ど
れ
に
も
満
足
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
釈
迦
の
「
魂
」
そ
の
も
の
は
、
真
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
は

、
、
、
、

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
釈
迦
は
、
自
分
の
「
魂
」
そ
の
も
の
を
、
う
そ
偽
り
な
く
、
ほ
ん
と
う
に
深
く
満
た
し
て
く

、
、
、
、

れ
る
も
の
に
め
ぐ
り
逢
い
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
出
家
」
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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そ
れ
は
、
例
え
ば
、
空
海
な
ど
も
、
釈
迦
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
凄
ま
じ
い
ほ
ど
の
「
心
の
渇
き
」
か
ら
、

ま
さ
に
凄
ま
じ
い
ま
で
の
「
修
行
」
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
、
結
局
は
、
自
分
の
「
魂
」
そ
の
も

、
、
、

の
が
、
う
そ
偽
り
な
く
、
ほ
ん
と
う
に
深
く
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
、
心
の
底
か
ら
願
っ
た
と
い
う
こ
と
で

、あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
魂
」
そ
の
も
の
が
、
う
そ
偽
り
な
く
、
ほ
ん
と
う
に
深
く
満
た
さ

、
、
、
、

れ
る
地
点
と
い
う
の
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
地
点
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
悟
り
」
の
地

点
（
つ
ま
り
「
涅
槃
の
境
地
」
の
地
点
）
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
「
悟
り
」
の
地
点
（
つ
ま
り
「
涅
槃
の
境
地
」
の
地
点
）
と
は
、
一
体
、
ど
う
い
う

世
界
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明
な
心
」
の
状
態
に
な
る
と
と
も
に
、

お
お
ぞ
ら

い
わ
ゆ
る
「
三
つ
の
収
穫
」
を
得
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
―
―
一
つ
は
、「
心
の
眼
」
が
開
け
て
、

人
間
や
様
々
な
物
事
の
「
本
質
、
真
実
、
真
理
、
源
泉
、
そ
の
他
」
な
ど
を
ど
こ
ま
で
も
厳
密
に
探
究
で

き
得
る
よ
う
に
な
る
。
一
つ
は
、
「
愛
」
を
内
に
宿
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
の
本
能
に
深
く
根
ざ
し

た
「
価
値
観
や
道
徳
観
」
か
ら
、
よ
り
開
か
れ
た
「
価
値
観
や
道
徳
観
」
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
真
に
叡
知
が
働
き
始
め
て
、
物
事
の
「
真
偽
、
善
悪
、
美
醜
、
価
値
」
判
断
等

も
ど
こ
ま
で
も
厳
密
に
で
き
得
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
三
つ
の
収
穫
」

を
持
っ
て
、
「
現
実
界
」
を
そ
の
人
な
り
に
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
が
、
そ
れ
が
、
す
な
わ

ち
、
生
き
な
が
ら
「
涅
槃
の
境
地
」
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

、
、

、
、

＊

＊

悟
り
得
て

叡
知
働
く思

索
か
な
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悪
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悪
に
つ
い
て

例
え
ば
、
動
物
に｢

善
悪
」
の
意
識
は
あ
る
の
か
と
問
え
ば
、
恐
ら
く
、
動
物
に｢

善
悪
」
の
意
識
は
な

い
の
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
「
人
類
の
誕
生
」
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
善
悪
」
の
問
題
は
、

生
じ
て
来
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、｢

動
物
段
階
」
で
は
、
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
も
の

で
、
人
類
に
至
っ
て
、
初
め
て
誕
生
し
て
来
た
も
の
と
は
、
一
体
、
何
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に

｢

知
性
や
理
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、｢

動
物
段
階
」
で
は
、
ま
だ
未
発
達
で
あ
っ

た
も
の
が
、
人
類
に
至
っ
て
、
初
め
て
そ
の
「
姿

」
を
は
っ
き
り
と
現
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
は
、

す
が
た

す
な
わ
ち
、｢

知
性
や
理
性
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の｢

知
性
や
理
性
」
の
働
き
に
よ
っ
て
こ
そ
、
わ

れ
わ
れ
人
間
は
、
ま
さ
に｢

善
悪
」
の
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
そ
の｢
善
悪
」
の
意
識
を
持
っ
て
、
毎
日
、
実
に
様
々
な
も
の
を｢

見
聞

き
嗅
ぎ
味
わ
い
触
れ
感
じ
て
」
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
一
体
、
何
を｢

善｣、

（
よ
い
こ
と
）
と
感
じ
、
そ
し
て
、
何
を｢

悪
」
（
悪
い
こ
と
）
だ
と
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

そ

、

れ
は
も
ち
ろ
ん
、
極
め
て
微
妙
か
つ
難
し
い
問
題
に
な
る
か
と
思
う
が
、
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
次
の

よ
う
に
な
る
か
と
思
う
。
―
―
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
な
か
に
内
在
し
て
い
る｢

知
性
や
理
性
」
こ

そ
は
、
ま
さ
に｢

善
悪
の
識
別
」
を
行
な
っ
て
い
る
主
体
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の｢

知

性
や
理
性
」
に
か
な
う
も
の
は
、
一
般
的
に
、｢

善｣

（
よ
い
も
の
）
と
し
て
受
け
入
れ
や
す
く
、
一
方
、

、

わ
れ
わ
れ
人
間
の｢

知
性
や
理
性
」
が
強
く
反
発
す
る
よ
う
な
も
の
は
、
一
般
的
に
、｢

悪
」（
悪
い
も
の
）

、

と
し
て
受
け
と
め
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
も
っ
と
具
体
的
に
は
、
一
体
、
何
が｢

悪
」
（
悪
い
も
の
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

、

う
か
？

例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
、
実
に
様
々
な｢

欲
」
が
あ
る
か
と
思
う
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま

ま

｢

悪
」（
悪
い
も
の
）
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
、

、

誰
に
も
「
…
…
食
欲
、
性
欲
、
物
欲
、
金
銭
欲
、
社
会
的
地
位
欲
、
名
誉
欲
、
そ
の
他
」
な
ど
が
あ
る
か

と
思
う
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま｢

悪
」
（
悪
い
も
の
）
と
し
た
の
で
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
と
て
も
生

、

き
て
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
若
し
も｢

食
欲
」
そ
れ
自
体
を｢

悪
」
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
避
け
て
い
た
の
で
は
、
や
が
て
、

わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
餓
死
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ま
た
、｢

性
欲
」
そ
れ
自
体
を
「
悪
」
と
し
て
、｢

セ
ッ

ク
ス
」
を
避
け
て
い
た
の
で
は
、
や
が
て
、
子
孫
は
絶
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、｢

性
欲
」
そ

れ
自
体
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
そ
の｢

性
欲
」
を
満
た
す
た
め
に
、
例
え
ば
、
「
…
…
痴
漢
、
強
制
わ
い

せ
つ
、
強
姦
、
そ
の
他
」
な
ど
の
不
正
を
働
く
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
よ
う

に｢

物
欲
」
（
或
い
は｢

金
銭
欲
」
）
を
満
た
す
た
め
に
、
例
え
ば
、
「
…
…
強
盗
、
窃
盗
、
詐
欺
、
恐
喝
、

ひ
っ
た
く
り
、
万
引
、
そ
の
他
」
な
ど
の
不
正
を
働
く
と
こ
ろ
に
問
題
が
生
じ
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、｢

欲
」
そ
れ
自
体
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の｢

欲
」
を
満
た
す
た
め
に
、
実

に
様
々
な｢

不
正
」
を
働
く
と
こ
ろ
に
、｢

悪
」
の
問
題
が
生
じ
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の｢

不
正
的
な
行
為
」
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の｢

知
性
や
理
性
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を｢

悪
」
、

（
悪
い
も
の
）
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、｢

悪
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、｢

不
正
的
な
行
為
」
の
こ
と
な
の
か
？

む
ろ
ん
、
そ
う
簡
単

に
結
論
を
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
な
か
に
内
在
す
る｢

知
性
や
理

性
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
善
悪
の
識
別
」
を
行
な
っ
て
い
る
主
体
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
何
を｢

不
正

的
な
行
為
」
と
み
な
す
か
は
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
「
個
人
差
」
が
生
じ
て
来
る
場
合
が
非
常
に
多
い
か
ら
で
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あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
人
の｢

知
性
や
理
性
」
に
と
っ
て
は
、
「
不
正
的
な
行
為
」
と
見
え
る
も
の
で
も
、

ほ
か
の
人
の｢

知
性
や
理
性
」
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
「
正
当
な
行
為
」
と
見
え
て
い
る
場
合
も
あ
る
わ

け
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
様
々
な
「
問
題
や
揉
め
事
」
な
ど
を
よ
り
複
雑
に
し
て
い
る
要
因
の
一
つ
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。
―
―
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
一
人
一
人
の
「
も
の
の
見
方
、
と
ら
え
方
、
考
え

方
、
ま
た
、
価
値
観
、
道
徳
観
、
人
生
観
、
生
き
方
、
そ
の
他
」
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
微
妙
に
違
っ

て
来
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
休
み
な
く
行
な
っ
て
い
る
実
に
膨
大
な
「
活

動
」
（
言
動
）
の
な
か
で
、
一
体
、
何
が
「
不
正
的
な
行
為
」
で
あ
る
か
と
い
う
判
定
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

微
妙
に
意
見
が
分
か
れ
る
場
合
が
、
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

そ
こ
で
、
も
う
一
度
、
「
悪
」
に
つ
い
て
考
え
直
し
て
み
た
い
と
思
う
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
な
か
に

内
在
し
て
い
る｢

知
性
や
理
性
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
善
悪
の
識
別
」
を
行
な
っ
て
い
る
主
体
で
あ
る
こ

と
に
間
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の｢

知
性
や
理
性
」
と
い
う
の
は
、
決
し
て
「
完
全
な

も
の
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
時
に
は
、
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
負
け
て
し
ま
い
、
悪
い
こ

と
と
は
知
り
つ
つ
も
、
つ
い
つ
い
様
々
な
「
悪
い
こ
と
」
を
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ

わ
れ
人
間
の｢

知
性
や
理
性
」
と
い
う
の
は
、
不
完
全
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ど
う
し
て
も
様
々
な
「
欲
望

や
感
情
」
な
ど
と
妥
協
し
や
す
く
、
そ
の
た
め
に
様
々
な
「
悪
い
こ
と
」
に
も
荷
担
し
た
り
、
あ
る
い
は
、

か

た
ん

そ
れ
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
理
知
的
部
分
」
（
そ
れ
は
「
知
性
＋
理
性
＋
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
か
ら

成
る
）
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
奥
深
い
と
こ
ろ
に
内
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
「
母
体
の
よ

う
な
も
の
」（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
と
い
う
の
は
、
決
し
て
「
悪
」
を
欲
し
な
い
し
、
ま
た
、

「
悪
」
と
は
断
じ
て
妥
協
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ

Ａ
」
を
宿
す
）
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
善
」
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
出
づ
る
ま
さ
に
「
源
泉
」
そ
の

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
悪
」
と
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
妥
協
で
き
な
い
と
と
も
に
、「
善
」

だ
け
を
望
ん
で
、
決
し
て
「
悪
」
を
欲
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
―
―
そ
し
て
、
そ
の
「
母
体
の
よ
う
な
も

の
」（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
こ
そ
は
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
良
心
」
そ
の
も
の
の
「
源

、
、
、
、

泉
」
そ
の
も
の
で
も
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）

、
、
、
、

と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
先
天
的
に
（
生
ま
れ
な
が
ら
に
）
す
で
に
内
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
の
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
が
、
は
っ
き
り
と
反
発
す
る
よ
う
な

も
の
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
悪
」（
悪
い
も
の
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

、

さ
て
、
「
悪
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
類
は
、
未
だ
こ
れ
と
い
う
は
っ
き

り
と
し
た
「
答
え
」
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
「
悪
」
と
は
何
か
？

と
い
う

問
い
に
対
し
て
、
「
悪
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
理
知
的
部
分
」
（
そ
れ
は
「
知
性
＋
理
性
＋
母
体

の
よ
う
な
も
の
」
）
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
奥
深
い
と
こ
ろ
に
内
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の

「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
が
、
は
っ
き
り
と
反
発
す
る
よ
う
な
も
の

こ
そ
は
、
ま
さ
に
倫
理
的
に
「
正
し
く
な
い
行
為
」
で
あ
り
、
ま
た
、
ま
さ
に
「
不
正
的
な
行
為
」
で
あ

る
と
し
、
そ
れ
を
「
悪
」
と
い
う
言
葉
の
「
第
一
定
義
」
と
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
知
性
や
理
性
」
と
い
う
の
は
、
実
に
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に

振
り
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
（
内
に
「
善

の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
る

こ
と
も
な
く
、
絶
え
ず
「
善
悪
の
識
別
」
を
極
め
て
公
正
か
つ
極
め
て
微
妙
に
行
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
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り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
敢
え
て
言
え
ば
、
ま
さ
に
「
内
な
る
神
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
と
い
う
の
は
、
本
人
に
も

ま
っ
た
く
自
覚
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
基
本
的
に
は
、
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振

り
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
絶
え
ず
「
善
悪
の
識
別
」
を
極
め
て
公
正
か
つ
極
め
て
微
妙
に
行
な
っ
て

い
る
、
ま
さ
に
「
源
泉
」
そ
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、

＊

＊
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悪
の
源
泉
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悪
の
源
泉

さ
て
、
「
悪
」
の
源
泉
は
、
基
本
的
に
は
「
欲
」
（
或
い
は
「
情
」
）
に
な
る
か
と
思
う
が
、
し
か
し
、

「
欲
」
そ
の
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
「
悪
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
お
金
が
ほ
し
い
と
思
う
こ
と
自
体
は
、
決
し
て
「
悪
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
、
そ
の
お
金
を
得
る
方
法
が
、
「
不
正
」
で
あ
る
時
に
、
初
め
て
「
悪
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
物
が
ほ
し
い
と
思
う
こ
と
自
体
は
、
決
し
て
「
悪
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
、
そ
の
物
を
得
る
方
法
が
、
「
不
正
」
で
あ
る
時
に
、
初
め
て
「
悪
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
、

人
を
憎
む
と
い
う
感
情
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
ま
ま
「
悪
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

そ
の
恨
み
の
感
情
に
か
ら
れ
て
、
例
え
ば
、
人
を
傷
つ
け
た
り
す
れ
ば
、
そ
の
「
不
正
的
な
行
為
」
が
、

一
般
に
「
悪
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
悪
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
「
不
正
的

な
行
為
」
の
こ
と
な
の
か
。
恐
ら
く
、
そ
う
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
不
正
的
な
行
為
」
は
、

一
体
、
ど
こ
か
ら
生
じ
て
来
る
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ

さ
れ
て
行
動
し
た
時
に
、
ふ
つ
う
「
不
正
的
な
行
為
」
が
生
じ
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
様

々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
行
動
し
た
こ
と
が
、
す
べ
て
「
不
正
的
な
行
為
」
に
な

る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
理
性
」
に
よ
っ
て
様
々
な
「
欲
望

や
感
情
」
な
ど
が
強
く
抑
制
さ
れ
て
い
れ
ば
、
ふ
つ
う
「
不
正
的
な
行
為
」
は
起
こ
り
に
く
い
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
理
性
」
を
欠
い
て
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
の
ま
ま
に
行
動
し
た
時
に
こ
そ
、
実
に

様
々
な
「
不
正
的
な
行
為
」
が
生
じ
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
あ
る
「
行
為
」
を
「
不
正
的

な
行
為
」
と
判
断
す
る
の
は
、
一
体
、
何
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
中
に
あ
る
「
理
知

的
部
分
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
理
知
的
部
分
」
の
中
で
も
最
も
奥
深
く
に
内
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、

い
わ
ゆ
る
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
こ
そ
は
、
極
め
て
微
妙
な
「
善

悪
」
を
も
厳
密
に
感
じ
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
―
―
ち
な
み
に
、「
悪
」
そ
の
も
の
と
は
、
す
な
わ
ち
、

「
不
正
そ
の
も
の
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
不
正
」
で
あ
る
か
ど
う
か
の
極
め
て
微
妙
な
判
断
は
、
い
わ

ゆ
る
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
が
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
あ
る
人
が
、
「
頭
の
中
」
で
「
あ
る
人
を
殺
し
た
い
」
と
思
っ
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
そ

う
思
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
」
（
罪
）
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
非
常
に
難

し
い
問
題
で
あ
り
、
そ
う
思
う
だ
け
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
」
（
罪
）
に
な
る
と
い
う
考
え
方
は
、
例
え

ば
、『
聖
書
』
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。「
…
…
あ
な
た
達
は
、『
姦
淫
を
し
て
は
な
ら
な
い
』

と
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
聞
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
た
し
は
あ
な
た
達
に
言
う
、
情
欲
を
も
っ
て
人
妻

を
見
る
者
は
皆
、
す
で
に
心
の
中
で
そ
の
女
を
姦
淫
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
も
し
右
の
目
が
あ
な
た

を
罪
に
い
ざ
な
う
な
ら
、
え
ぐ
り
出
し
て
捨
て
よ
。
体
の
一
部
が
無
く
な
っ
て
も
、
全
身
が
地
獄
に
投
げ

込
ま
れ
な
い
方
が
得
で
あ
る
か
ら
。
も
し
ま
た
右
の
手
が
あ
な
た
を
罪
に
い
ざ
な
う
な
ら
、
切
り
取
っ
て

捨
て
よ
。
手
足
が
一
本
無
く
な
っ
て
も
、
全
身
が
地
獄
へ
行
か
な
い
方
が
得
で
あ
る
か
ら
。
…
…
」
と
い

う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
も
う
誰
も
実
践
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
実
際
に
実
践
し
た

ら
、
五
体
満
足
な
人
間
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

考
え
方
が
生
ま
れ
て
来
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、「
あ
る
人
を
殺
し
た
い
」
と
思
う
こ
と
は
、
や
が
て
そ
れ
を
実
行
に
移
す
「
可
能
性
を
孕
む
」

は
ら

こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
う
い
う
「
想
い
」
に
取
り
憑
か
れ
た
人
間
は
、
例
え
ば
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
よ

う
に
自
分
だ
け
で
は
な
く
、
ま
わ
り
の
人
間
を
も
「
不
幸
」
に
巻
き
込
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
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な
わ
ち
、
「
想
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
や
が
て
そ
れ
を
実
行
に
移
す
「
可
能
性
を
孕
む
」
こ
と
に
な
る
と

は
ら

と
も
に
、
「
想
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
だ
け
で
は
な
く
、
ま
わ
り
の
人
間
を
も
巻
き
込
む
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
何
か
復
讐
を
し
て
や
る
ぞ
」
と
思
う
こ
と
は
、
や
が
て
そ
れ
を
実
行
に

移
す
「
可
能
性
を
孕
む
」
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
う
い
う
「
想
い
」
に
取
り
憑
か
れ
た
人
間
は
、
そ

は
ら

う
い
う
「
想
い
」
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
「
幸
せ
」
な
精
神
状
態
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ

り
、
ま
わ
り
の
人
間
を
も
「

禍

」
（
不
幸
）
へ
と
巻
き
込
む
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

わ
ざ
わ
い

と
は
言
え
、
た
だ
思
う
だ
け
で
即
「
悪
」
（
罪
）
で
あ
る
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
も
う
一
時

た
り
と
も
生
き
て
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の

中
」
）
で
何
を
思
い
、
何
を
考
え
よ
う
と
、
そ
の
人
の
「
自
由
」
と
し
、
実
際
に
何
ら
か
の
「
不
正
的
な

こ
と
」
を
行
な
っ
た
時
に
、
初
め
て
「
悪
」
（
罪
）
に
な
る
と
す
る
方
が
、
よ
り
現
実
的
な
「
認
識
」
に

な
る
の
だ
ろ
う
。
―
―
確
か
に
、「
不
正
的
な
こ
と
」
を
思
う
こ
と
自
体
、
そ
も
そ
も
「
不
正
的
な
意
識
」

（
つ
ま
り
「
悪
の
芽
生
え
」
）
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
不
正
的
な
こ
と
」
を
思
う
こ
と
自
体
を
、
す

ぐ
に
「
悪
」（
罪
）
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
は
、
や
は
り
少
し
無
理
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、

「
不
正
的
な
こ
と
」
を
思
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
不
正
的
な
意
識
」（
つ
ま
り
「
悪
の
芽
生
え
」
）
と
し
、

そ
し
て
、
実
際
に
何
ら
か
の
「
不
正
的
な
こ
と
」
を
行
な
っ
た
時
に
、
初
め
て
「
悪
」
（
罪
）
に
な
る
と

す
る
考
え
方
の
ほ
う
が
、
最
も
理
に
か
な
っ
た
認
識
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
「
悪
」
そ
の
も
の

と
は
、
一
体
、
何
か
と
問
え
ば
、
「
悪
」
そ
の
も
の
と
は
、
す
な
わ
ち
、「
不
正
そ
の
も
の
」
に
な
る
が
、

そ
れ
が
「
不
正
」
で
あ
る
か
ど
う
か
の
極
め
て
微
妙
な
判
断
は
、
い
わ
ゆ
る
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」（
内

に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
人
は
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
い
出
』
と
い
う
作
品

の
な
か
で
、
「
…
…
自
分
は
一
生
涯
を
た
だ
正
義
と
不
正
と
を
考
究
す
る
こ
と
と
、
正
義
を
行
な
い
不
正

を
避
け
る
こ
と
に
つ
い
や
し
て
来
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
人
は
、
い

わ
ゆ
る
「
欲
望
的
部
分
」
や
「
気
概
（
激
情
）
的
部
分
」
な
ど
の
支
配
か
ら
離
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
理
知

的
部
分
」
（
そ
れ
は
「
知
性
＋
理
性
＋
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
）
に
全
面
的
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
と
も

に
、
そ
の
中
で
も
最
も
奥
深
く
に
内
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
そ
の
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」（
内
に
「
善

の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
て
、
そ
の
一
生
涯
を
、
そ
の
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」（
内

に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
の
純
粋
な
判
断
に
全
面
的
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
ダ
イ

モ
ン
か
ら
の
合
図
」
（
つ
ま
り
「
神
か
ら
の
合
図
」
）
と
い
う
も
の
の
「
源
」
（
源
泉
）
に
も
な
っ
て
い
る

、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊
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原
罪
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原
罪
に
つ
い
て

さ
て
、
「
悪
」
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
宗
教
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
原
罪
」
と
い
う
問
題
が
あ
る
か

と
思
う
。
そ
れ
は
、
旧
約
聖
書
の
『
創
世
記
』
の
な
か
に
出
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
神
が
最
初
に
創
り
出

し
た
人
間
で
あ
る
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
は
、
エ
デ
ン
の
園
で
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
あ

る
時
、
イ
ブ
は
、
ヘ
ビ
の
「
誘
惑
的
な
言
葉
」
に
負
け
て
、
「
神
」
か
ら
決
し
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
と

言
わ
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
《
禁
断
の
「
木
の
実
」
》
を
ア
ダ
ム
と
一
緒
に
食
べ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
ま
さ
に
「
原
罪
」
で
あ
り
、
そ
の
「
原
罪
」
の
た
め
に
こ
そ
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
は
、
ま
さ
に
「
エ

、
、

、
、

デ
ン
の
園
」
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
子
孫
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う

の
は
、
ど
う
し
て
も
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
或
い
は
誘
惑
」
な
ど
に
負
け
て
し
ま
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
、

ど
う
に
も
な
ら
な
い
「
宿
命
」
（
言
わ
ば
「
遺
伝
子
」
）
を
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
存

、
、

、
、
、

在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
「
考
え
方
」
に
な
る
か
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
天
地
創
造
の
「
神
」
と
い
う
の
は
、
本
来
、
決
し
て
「
悪
」
を
欲
せ
ず
、
常
に
「
善
」
だ

け
を
欲
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
知
性
（
理
性
）
的
存
在
」
と
言
え
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
知
性
（
理
性
）
的
存
在
」
で
あ
る
天
地
創
造
の
「
神
」
の
命
令
と
い
う

の
は
、
そ
の
ま
ま
ま
さ
に
「
神
」
の
「
知
性
（
理
性
）
」
そ
の
も
の
か
ら
の
絶
対
的
な
「
命
令
」
と
い
う

、
、
、
、

こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
―
―
と
こ
ろ
が
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
は
、
そ
の
天
地
創
造
の
「
神
」
か
ら
決
し
て

食
べ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
《
禁
断
の
「
木
の
実
」
》
を
、
二
人
し
て
食
べ
て
し
ま
う
と
い
う
、

ま
さ
に
「
神
」
の
絶
対
的
な
「
命
令
」
に
敢
え
て
逆
ら
っ
た
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、

―
―
つ
ま
り
、
こ
こ
で
最
も
大
事
な
こ
と
は
、
天
地
創
造
の
「
神
」（
そ
れ
は
「
知
性
《
理
性
》
的
存
在
」)

か
ら
、
「
決
し
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
！
」
と
言
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
誘
惑
」

に
負
け
て
、
そ
の
《
禁
断
の
「
木
の
実
」
》
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
わ
れ

わ
れ
人
間
が
「
神
」
の
命
令
に
敢
え
て
逆
ら
っ
て
行
な
っ
た
、
ま
さ
に
最
初
の
「
罪
」（
つ
ま
り
「
原
罪
」
）

、

、
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
原
罪
」
と
い
う
の
は
、
何
も
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
む
ろ
ん
、
わ

、
、

れ
わ
れ
「
す
べ
て
の
人
間
」
に
と
っ
て
も
決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
…
…

神
は
ア
ダ
ム
を
創
造
し
た
と
き
、
神
に
似
せ
て
彼
を
創
っ
た
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
す
な

わ
ち
、
天
地
創
造
の
「
神
」
の
「
知
性
や
理
性
」
に
比
べ
れ
ば
、
遙
か
に
劣
っ
た
「
不
完
全
な
も
の
」
で

あ
る
に
し
ろ
、
基
本
的
に
は
同
じ
よ
う
な
機
能
（
働
き
）
を
持
つ
「
理
知
的
部
分
」
（
そ
れ
は
「
知
性
＋

理
性
＋
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
）
を
宿
し
た
存
在
と
し
て
、
こ
の
世
に
創
り
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
ほ
か
の
動
物
た
ち
と
は
違
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
物
事
を
深
く
考
え

る
こ
と
も
、
ま
た
、
様
々
な
「
人
工
物
」
を
こ
の
世
に
生
み
出
す
こ
と
も
で
き
得
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し

て
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
場
合
に
は
、
天
地
創
造
の
「
神
」
の
「
知
性
や
理
性
」
か
ら
生
じ
た
「
命
令
」
で

あ
る
、
決
し
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
《
禁
断
の
「
木
の
実
」
》
を
、
い
わ
ゆ
る
「
誘
惑
」
に
負
け

て
食
べ
て
し
ま
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
理
知
的
部
分
」
の
最
も

奥
深
く
に
内
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す

か
ら
の
、
い
わ
ゆ
る
「
…
…
何
々
を
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
声
に
敢
え
て
逆
ら
っ
た
行
為
を
し
て
し

、

ま
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
或
い
は
誘
惑
」
な
ど
に

負
け
て
し
ま
う
と
い
う
「
宿
命
的
な
弱
さ
」
を
宿
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
体
、
な
ぜ
か
と
問
え
ば
、
宗
教
的
に
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
原
罪
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

、
、
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の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
今
日
的
に
解
釈
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」

と
い
う
の
は
、
ほ
か
の
動
物
た
ち
に
も
共
通
し
た
「
よ
り
根
源
的
な
も
の
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
わ
れ

わ
れ
人
間
の
「
理
知
的
部
分
」
と
い
う
の
は
、
動
物
か
ら
人
間
へ
と
進
化
し
て
来
る
過
程
で
生
じ
て
き
た
、

ま
だ
極
め
て
「
不
完
全
な
も
の
」
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
理

知
的
部
分
」
が
天
地
創
造
の
「
神
」
の
「
知
性
や
理
性
」
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
「
完
全
無
欠
な
も
の
」
で

あ
れ
ば
、
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
人

間
の
「
理
知
的
部
分
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
遙
か
に
劣
っ
た
「
不
完
全
な
も
の
」
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
い
わ
ゆ
る
「
頭
」
（
つ
ま
り
知
性
や
理
性
）
で
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
ど
う
し
て
も
様
々
な

「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
「
宿
命
的
な
弱
さ
」
を
宿
し
て
い
る
と
と
も

に
、
そ
の
「
宿
命
的
な
弱
さ
」
こ
そ
、
ま
さ
に
様
々
な
「
悪
」
（
或
い
は
「
罪
」
）
が
生
じ
て
来
る
「
源、

泉
」
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
―
―
と
い
う
の
も
、
天
地
創
造
の
「
神
」
の
「
知
性
や
理
性
」
で
あ
れ
ば
、

、本
来
、
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
或
い
は
誘
惑
」
な
ど
に
負
け
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
完
全
な
形
で
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
決
し
て
「
悪
」
は
生
じ
て
来
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
一

方
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
理
知
的
部
分
」
（
そ
れ
は
「
知
性
＋
理
性
＋
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
）
と
い
う

の
は
、
ま
だ
極
め
て
「
不
完
全
な
も
の
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ど
う
し
て
も
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
或
い

は
誘
惑
」
な
ど
に
負
け
て
し
ま
う
と
い
う
「
宿
命
的
な
弱
さ
」
を
宿
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
様
々

な
「
悪
」
や
「
罪
」
な
ど
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

＊

＊

そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
理
知
的
部
分
」
の
最
も
奥
深
く
に
内
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の

「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
を
宿
す
）
か
ら
の
声
に
敢
え
て
逆
ら
っ
た
行
為
を
し

、

た
時
に
は
、
そ
の
「
行
為
」
は
、
す
べ
て
「
悪
」
で
あ
り
、
「
罪
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
か
？

こ
の
「
問
い
か
け
」
は
、
極
め
て
難
し
い
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
極
め
て
「
興
味
深
い
問
題
」

、
、
、
、

（
つ
ま
り
「
問
い
か
け
」
）
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

―
―
と
い
う
の
も
、
何
を
「
悪
」
と
呼
び
、
何
を

、
、
、
、

「
罪
」
と
呼
ぶ
か
と
い
う
大
問
題
に
対
し
て
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
理
知
的
部
分
」
の
最
も
奥

深
く
に
内
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
宿
す
）
と

い
う
も
の
か
ら
の
、
「
…
…
何
々
を
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
声
に
敢
え
て
逆
ら
っ
た
行
為
を
し
た
時

、

に
こ
そ
、
大
原
則
と
し
て
、
何
ら
か
の
「
悪
」
（
或
い
は
何
ら
か
の
「
罪
」
）
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
人
自
身
は
、
何
ら
か
の
「
悪
」
（
或
い
は
何
ら
か
の
「
罪
」
）
が

生
じ
て
い
る
と
い
う
「
自
覚
」
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
も
「
個
人
差
」
が
あ
り
、
た
と
え
同
じ
こ
と
を
行
な
っ
て
い
て
も
、
あ
る
人
は
、

そ
れ
ほ
ど
「
罪
の
意
識
」
を
感
じ
な
い
の
に
、
あ
る
人
は
、
非
常
に
強
い
「
罪
の
意
識
」
を
感
じ
て
い
る

場
合
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
理
知
的
部
分
」

（
そ
れ
は
「
知
性
＋
理
性
＋
母
体
の
よ
う
な
も
の
」)

と
い
う
の
は
、
天
地
創
造
の
「
神
」
の
「
知
性
や

理
性
」
に
比
べ
れ
ば
、
遙
か
に
劣
っ
た
「
不
完
全
な
も
の
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
天
地
創
造
の
「
神
」
の

よ
う
に
完
全
な
る
形
で
の
「
善
悪
の
識
別
」
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
ま
だ
十
分
に
で
き
得
な
い
と
と
も

に
、
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
の
「
内
的
成
長
（
成
熟
度
）
」
の
度
合
い
に
も
正
比
例
し
て
、
そ
の
「
善
悪
の

識
別
」
に
個
人
差
が
生
じ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
確
か
に
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
に
「
個
人
差
」
は

あ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
一
方
、
同
じ
人
間
で
あ
る
限
り
は
、
全
人
類
に
共
通
し
た
「
善
悪
の
識
別
能

力
」
を
誰
も
が
み
な
同
じ
よ
う
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
善
悪
」
の
極
め
て
微
妙
な
違

い
ま
で
も
感
じ
分
け
て
い
る
も
の
こ
そ
は
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
理
知
的
部
分
」
の
最
も
奥
深
く
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に
内
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
宿
す
）
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
理
知
的
部
分
」
の
最
も
奥
深
く
に
内
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の

「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
宿
す
）
が
反
対
す
る
よ
う
な
こ
と
を
敢
え
て
行
な
う

こ
と
は
、
大
原
則
と
し
て
、
何
ら
か
の
「
悪
」
（
或
い
は
何
ら
か
の
「
罪
」
）
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
反
対
が
強
く
な
れ
ば
強
く
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
ほ
ぼ
正
比
例
し
て
、
そ
れ
だ

け
よ
り
は
っ
き
り
と
し
た
「
悪
」
や
「
罪
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ

人
間
の
「
理
知
的
部
分
」
（
そ
れ
は
「
知
性
＋
理
性
＋
母
体
の
よ
う
な
も
の
」
か
ら
成
る
も
の
）
で
あ
る

が
、
そ
の
中
で
も
「
母
体
の
よ
う
な
も
の
」（
内
に
「
善
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
宿
す
）
と
い
う
の
は
、
自
分
の
「
言

な
か

動
」
だ
け
で
は
な
く
て
、
他
人
の
「
言
動
」
に
対
し
て
も
、
そ
れ
が
「
悪
」
で
あ
る
か
ど
う
か
の
極
め
て

「
微
妙
な
識
別
」
も
同
時
に
、
そ
の
人
な
り
に
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊
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