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は
じ
め
に―

慰
霊
に
つ
い
て

　

わ
た
し
た
ち
は
死
者
を
弔
い
、
霊
を
慰
め
る
。
慰
霊
は
日
常
的
で

あ
り
、
誰
で
も
為
す
べ
き
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
営
ん
で
い
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
慰
霊
に
つ
い
て
ひ
と
が
「
存
在
」
を
問
わ
な
い
点

も
、
世
間
一
般
の
態
度
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
慰
霊
は

死
者
の
魂
や
祖
霊
を
何
ら
か
の
形
象
と
し
て
表
象
し
つ
つ
お
こ
な
わ

れ
る
。
何
か
が
「
あ
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
こ

の
「
あ
る
」
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ

し
て
、
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
「
あ
る
」
こ
と
の
了
解
を
ふ
ま
え
て
、

神
社
や
寺
に
参
拝
し
、
墓
前
に
花
や
供
物
を
手
向
け
る
生
活
習
慣
が

す
で
に
ひ
と
の
慰
霊
の
心
の
証
し
で
あ
り
、
儀
礼
や
宗
教
的
な
施
設

は
わ
た
し
た
ち
が
慰
霊
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
神
社
や
寺
は
目
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
死
者
と

わ
た
し
た
ち
の
通
い
合
い
そ
の
も
の
か
ら
い
え
ば
、
い
わ
ば
公
認
の

環
境
と
言
う
べ
き
形
式
的
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
ら
環

境
的
な
も
の
を
も
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
慰
霊
そ
の
も
の
と
し
て
納
得

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

い
ま
わ
た
し
た
ち
の
周
り
で
は
、
慰
霊
の
営
ま
れ
方
に
関
心
が
集

ま
り
、
す
で
に
新
し
い
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
を
ひ
と
は
採
用
し
て
い
る
。

そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
ひ
と
が
意
味
を
感
ず
る
記
号
化
し
た
現
代

ら
し
い
現
象
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
新
規
の
慰
霊
も

慰
霊
の
心
を
証
し
す
る
形
式
的
な
存
在
で
あ
る
点
で
、
こ
れ
ま
で
の

神
社
や
寺
と
異
な
る
類
の
も
の
で
は
な
い
。
新
し
い
慰
霊
の
形
式
に

は
、
既
存
の
価
値
観
の
付
着
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
ひ
と
は
慰
霊
の

内
実
そ
の
も
の
が
変
化
し
た
よ
う
に
受
け
と
め
た
り
す
る
の
だ
が
、

霊-
魂
と
現
存
在-

実
存

田　

邉　

建
治
郎

研
究
ノ
ー
ト
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実
際
は
そ
う
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
た
だ
新
た
な
、
し
か
も

か
な
り
恣
意
的
な
慰
霊
の
形
式
と
の
か
か
わ
り
に
横
滑
り
し
た
だ
け

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
慰
霊
に
関
し
て
、
形
式
的
な

も
の
を
慰
霊
そ
の
も
の
と
見
た
て
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
慰
霊
に
限
ら
ず
、
主
観
性
の
領
域
す
べ
て
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち

が
つ
ね
づ
ね
感
じ
る
宿
命
的
な
も
ど
か
し
さ
で
あ
る
。

　

ひ
と
の
慰
霊
へ
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
歴
史
的
で
あ
る
。
歴
史
（
出

来
事
の
生
起
）
は
慰
霊
の
心
を
支
え
る
骨
格
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち

の
感
情
の
源
泉
で
あ
る
。
し
か
し
、
存
在
は
表
立
つ
こ
と
が
な
い
が
、

あ
ら
ゆ
る
生
起
に
先
ん
じ
る
も
の
は
む
し
ろ
存
在
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

か
く
し
て
、
わ
た
し
た
ち
に
は
慰
霊
を
よ
り
本
質
的
に
顕
わ
し
て
、

形
式
的
な
限
界
を
乗
り
越
え
る
可
能
性
が
ま
だ
豊
富
に
あ
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
存
在
論
的
に
慰
霊
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
な

が
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
実
存
と
慰
霊
の
か
か
わ
り
を
論
証
的
に
確
め

る
途
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
関
し
て
マ
ル
チ
ン･

ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
（M

artinH
eidegger1（（9-197（

）
の
存
在
論
と
現
存
在
の
解
釈

学
を
、
わ
た
し
た
ち
は
充
分
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
人
間
を
現
存
在
と
呼
ぶ
の
だ
が
、
現
存
在
の
本

質
は
存
在
の
開
示
性
で
あ
る
。
開
示
は
推
論
に
よ
っ
て
間
接
的
に
獲

得
す
る
こ
と
で
は
な
く
、直
截
的
に
存
在
自
ら
が
「
明
る
く
さ
れ
る
」

こ
と
で
あ
る
。
現
存
在
は
「
世
界-

内-

存
在
」
と
い
う
存
在
様
式

を
も
つ
存
在
で
あ
る
が
、
こ
の
存
在
者
を
有
意
義
性
に
お
い
て
脈
絡

づ
け
る
、
ま
た
は
「
現
・da

・
ダ
ー
」
と
し
て
顕
わ
に
す
る
「
内-

存
在
」
の
構
造
に
お
い
て
、
現
存
在
自
身
も
そ
れ
以
外
の
存
在
者
も

「
世
界
」
と
し
て
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
有
意
義
性
と
は
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
世
界
が
そ
の
も
の
と
し
て
開
示
さ
れ
る
そ
の
基
と
な
る
も
の
な
の

で
す
」『
存
在
と
時
間Sein�U

nd�Zeit�197（

』
第
一
編
第
五
章
第
三
十
一
節

了
解
と
し
て
の
現
＝
存
在
（
桑
木
努
訳
・
岩
波
文
庫
）
以
下SZ

と
略
記
し
、

引
用
文
は
桑
木
訳
に
よ
る
）。
わ
た
し
た
ち
は
慰
霊
に
つ
い
て
存
在
を

問
う
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
論
の
論
証

を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
下
は
慰
霊
の
営
み
に
関
す
る
調
査
研
究
の
い
わ
ば
研
究
ノ
ー
ト
で

あ
り
、
全
体
の
序
説
と
い
う
位
置
づ
け
で
進
め
た
最
初
の
段
階
の
文

章
で
あ
る
。

霊-

魂
と
実
存

　

心
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

生
物
は
感
覚
に
よ
っ
て
自
ら
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
知
り
、
自

身
を
環
境
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち

も
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
が
、
人
間
は
受
動
的
な
感
覚-

反
応
だ
け

で
な
く
、
よ
り
複
雑
で
高
度
な
知
覚
に
よ
る
感
性
過
程
を
経
て
、
感

情
、
記
憶
、
判
断
な
ど
を
交
え
な
が
ら
能
動
的
に
周
囲
を
捉
え
る
。
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エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
（Ernst�Cassirer1（74-194（

）
は
人

間
の
こ
う
し
た
能
力
を
象
徴
系
と
呼
ん
で
い
る
が
、
象
徴
系
の
意
識

は
ひ
と
く
ち
に
言
っ
て
、
論
理
的
に
つ
な
が
り
の
な
い
存
在
を
関
連

づ
け
る
働
き
で
あ
ろ
う
。
関
係
づ
け
の
能
力
に
よ
っ
て
人
間
は
周
囲

を
主
体
的
に
解
釈
し
、
い
わ
ば
第
二
、
第
三
の
自
然
と
も
言
う
べ
き

文
化
を
生
み
だ
し
、
人
間
独
自
の
生
活
様
式
を
創
造
し
て
い
る
。
象

徴
系
の
働
き
は
い
わ
ば
生
態
学
的
に
捉
え
ら
れ
た
人
間
の
心
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

　

人
間
の
意
識
は
つ
ね
に
何
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
、
意
識
が

捉
え
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
表
象
す
る
。
自
分
自
身
も
対

象
化
さ
れ
、
主
観
の
内
部
ま
た
は
外
側
に
、
あ
る
い
は
自
我
と
向
か

い
合
う
も
の
と
し
て
、
他
者
と
し
て
定
立
さ
れ
る
。

　

対
象
化
さ
れ
た
存
在
に
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
関
心
を
向
け
る
。
時

と
し
て
存
在
す
る
も
の
の
存
在
に
対
し
て
存
在
論
的
な
問
い
か
け
が

営
ま
れ
る
。
対
照
的
に
、
例
え
ば
実
証
科
学
に
お
い
て
研
究
対
象
と

な
る
「
自
然
」
の
よ
う
に
、
さ
し
あ
た
り
事
象
の
解
明
に
意
識
が
集

中
し
、
存
在
自
体
は
不
問
に
付
さ
れ
た
ま
ま
の
在
り
方
も
あ
る
。

　

わ
た
し
た
ち
が
一
般
的
に
心
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
と
り
あ
え
ず
、

対
象
化
す
る
意
識
の
働
き
と
対
象
化
さ
れ
た
存
在
、
さ
ら
に
判
断
や

感
情
や
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
い
る
悟
性
や
理
性
の
働
き
の
全
体
を
指

す
主
観
性
の
こ
と
と
も
い
え
よ
う
。

　

心
に
関
す
る
研
究
は
永
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
濫
觴
と
も
言

う
べ
き
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristotelēs�

前

（（4-（（（

）
の
『
デ
・
ア
ニ
マD

e�A
nim

a

』（『
心
に
つ
い
て
』
ラ
テ
ン
語
、

原
題π
ερ� ψ

υχή

ペ
リ
・
プ
シ
ュ
ケ
ー
・
ギ
リ
シ
ャ
語
）
は
、
冒
頭
「
さ

て
、
た
ぶ
ん
、
ま
ず
第
一
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
心
は
ど
の
類
に
含

ま
れ
、
ま
た
心
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
心
は
、
こ
の
何
々
、
つ
ま
り
実
体
な
の
か
、
そ
れ
と
も
性
質

な
の
か
、
そ
れ
と
も
量
な
の
か
、
そ
れ
と
も
区
分
さ
れ
た
他
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
一
つ
な
の
だ
ろ
う
か
、
さ
ら
に
、
そ
れ
は
、
可
能
態
に
お

い
て
あ
る
も
の
に
属
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
む
し
ろ
何
ら
か
の
終
局

態
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
こ
の

違
い
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。」と
論
じ
て
い
る（『
心

と
は
何
か
』
桑
子
敏
雄
訳
・
講
談
社
学
術
文
庫1999

年
。
可
能
態
デ
ュ
ナ

ミ
スdynam

is

、
終
局
態
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
アentelecheia

）。

　

わ
た
し
た
ち
は
心
的
存
在
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
特
徴

が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
の
内
面
を
不
断
に
移
り
ゆ
く

ふ
つ
う
の
心
、
そ
れ
よ
り
も
理
念
的
な
も
の
と
し
て
の
精
神
、
さ
ら

に
霊-

魂
と
い
っ
た
存
在
も
あ
る
と
考
え
る
。
カ
ン
ト
は
心
・
霊
・

魂
（Seele

・
ド
イ
ツ
語
女
性
名
詞
）
を
物
自
体
と
し
て
の
そ
れ
と
、
現

象
と
し
て
の
そ
れ
の
二
つ
に
分
け
た
う
え
で
、
物
自
体
は
思
弁
的
理

性
に
よ
っ
て
は
〈
ま
し
て
経
験
的
観
察
に
よ
っ
て
は
〉
認
識
で
き
な

い
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
理
論
的
に
は
証
明
さ
れ
な
い
神
の
存
在
、

意
思
の
自
由
、
霊
魂
の
不
死
と
い
う
三
個
の
主
要
命
題
を
実
践
的
な
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面
か
ら
承
認
す
る
と
し
て
、
理
論
理
性
に
対
す
る
実
践
理
性
の
優
位

を
唱
え
た
（「
純
粋
理
性
の
究
極
目
的
は
実
践
的
な
も
の
を
目
指
し
て
い
る
」

『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
序
文
）。
心
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
ア
プ
リ
オ

リ
な
価
値
的
態
度
と
し
て
著
名
で
あ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
圏
に
共
通
す
る
霊-

魂
の
も
っ
と
も
根
源
的
な

現
象
は
呼
吸
・
息
で
あ
る
。
生
命-

息-

霊-

魂
は
、
ひ
と
つ
の
理

念
が
次
第
に
言
葉
と
し
て
分
節
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
手
元
の
辞

書
に
よ
れ
ば
、
霊
魂
は
互
い
に
意
味
の
重
な
る
部
分
を
含
む
霊
と
魂

と
魄
を
合
わ
せ
た
内
容
を
持
ち
、
ふ
つ
う
肉
体
及
び
精
神
活
動
を
つ

か
さ
ど
る
独
立
の
人
格
的
実
在
で
あ
り
、
感
覚
に
よ
る
認
識
を
超
え

た
永
遠
の
存
在
を
意
味
す
る
。
ま
た
人
間
以
外
の
動
植
物
、
自
然
物

に
ま
で
拡
大
し
て
用
い
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
類
義

語
と
し
て
優
れ
て
神
妙
な
も
の
、
神
、
た
ま
し
い
、
い
の
ち
、
心
、

思
い
な
ど
幅
広
い
範
囲
の
言
葉
が
例
示
さ
れ
て
い
る
（『
宗
教
学
辞
典
』

東
京
大
学
出
版
会197（

年
）。

　

ま
た
、「
自
己
運
動
の
能
力
と
し
て
の
生
命
原
理
が
普
通
に
魂
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
（『
現
代
哲
学
事
典
』

講
談
社1970

年
）。
わ
た
し
た
ち
は
、
人
が
話
す
言
葉
や
行
動
に
ま

つ
わ
っ
て
い
る
漠
と
し
た
「
空
間
」
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
霊
、
魂
と
思
う
こ
と
は
ふ
つ
う
で
は
ま

ず
な
い
だ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
の
「
現
実
」
の
観
念
は
そ
れ
ぞ
れ
の

人
格
に
お
い
て
お
お
む
ね
優
勢
で
あ
り
、
微
妙
な
感
覚
経
験
に
対
し

て
あ
い
ま
い
で
あ
り
な
が
ら
批
判
的
に
口
出
し
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
日
常
的
に
人
と
霊-

魂
を
同
じ
意
味
に
使
っ
て
い
る
文

化
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
語
圏
の
都
市
で
、
人
口
を
○

○Seelen

（
ゼ
ー
レ
ン
、Seele

霊-

魂
の
複
数
形
）
と
表
現
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
常
識
で
は
都
市
を
人
の
集
ま
り
と

し
て
「
人
口
○
○
人
」
と
表
記
す
る
慣
わ
し
で
あ
る
が
、
霊-

魂
の

集
ま
り
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
語
法
で
は
‘Seelen

’
は

人
を
指
す
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で

で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
語
源
辞
典
（
下
宮
忠
雄
編
著
・
同
学
社
）
に
よ
れ

ば
、Seele

はSee

海
（
女
性
名
詞
）
か
ら
派
生
し
た
言
葉
で
あ
り
、

Seele

の
原
義
は
「
海
か
ら
来
る
者
」
で
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ン
民
族
は

海
が
ふ
る
さ
と
で
あ
り
、
死
後
に
魂
は
海
に
帰
る
と
信
じ
ら
れ
て
き

た
と
い
う
。
ま
た
大
独
和
辞
典
（
相
良
守
峯
監
修
・
博
友
社
）
で
は
魂

Seele

はSee

湖
沼
（
こ
ち
ら
は
男
性
名
詞
）
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
り
、

ひ
と
が
生
ま
れ
る
前
と
死
後
、
ひ
と
の
霊
魂
は
湖
水
に
ひ
そ
む
と
ゲ

ル
マ
ン
人
は
信
じ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ゲ
ル
マ
ン
人
は
や
が
て
キ
リ

ス
ト
教
化
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
ゲ
ル
マ
ン
の
宗
教
的
想
像
力
は
民
俗
の

中
に
生
き
続
け
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
ド
イ
ツ
の
自
然
哲
学
者

パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
研
究
に
生
涯
を
捧
げ
た
グ
リ
ム
兄

弟
、彼
ら
と
親
交
の
深
か
っ
た
詩
人
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
と
い
っ

た
十
九
世
紀
の
学
者
、
詩
人
に
よ
っ
て
貴
重
な
民
俗
文
献
が
残
さ
れ

て
い
る
。
と
も
か
く
、
ひ
と
は
生
命-

息
と
霊-

魂
を
一
体
の
も
の
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と
し
て
捉
え
て
き
た
の
で
あ
り
、
や
が
て
言
葉
の
分
節
が
存
在
を
分

け
て
ゆ
く
が
、
な
お
分
節
以
前
の
根
源
性
の
ま
ま
に
人
は
表
象
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
う
し
た
ゲ
ル
マ
ン
の
霊
魂
伝
承
を

む
し
ろ
教
理
に
摂
取
し
て
活
か
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

存
在
を
論
じ
た
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は

「
言
葉
は
存
在
の
棲
家
」
で
あ
る
と
い
う
（『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い

て
ー
パ
リ
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ー
フ
レ
に
宛
て
た
書
簡
』）。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、

ギ
リ
シ
ャ
以
来
、
各
時
代
の
哲
学
が
こ
の
あ
ま
り
に
も
「
自
明
」
す

ぎ
る
存
在
現
象
を
研
究
的
に
扱
い
か
ね
る
も
の
と
感
じ
て
放
置
し
て

き
た
の
か
、
問
題
意
識
が
中
途
半
端
の
ま
ま
で
あ
り
、
ま
し
て
古
代

に
お
い
て
す
で
に
問
題
の
立
て
方
そ
の
も
の
が
散
漫
な
状
態
に
な
っ

て
い
た
「
存
在
」
を
、
改
め
て
研
究
課
題
と
し
て
と
り
上
げ
た
。
そ

し
て
、
存
在
に
つ
い
て
問
う
と
い
う
存
在
可
能
性
を
持
つ
人
間
存
在
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
用
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
現
存
在
（
ダ
ー
・
ザ
イ
ン

D
asein

）、
の
分
析
を
手
掛
り
に
、「
存
在
一
般
の
意
味
解
釈
の
た
め

に
、
視
界
を
拓
く
こ
と
と
し
て
の
、
現
存
在
の
存
在
論
的
分
析
論
」

を
基
礎
的
存
在
論
と
し
て
展
開
す
る
。
そ
し
て
現
存
在-

実
存
（
エ

ク
シ
ス
テ
ン
ツExistenz

）
が
哲
学
的
に
主
題
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

現
存
在
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
現
存
在
は
、
た
だ
た
ん

に
他
の
存
在
す
る
も
の
の
間
に
だ
け
現
わ
れ
る
よ
う
な
、
存
在
者
で

は
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
現
存
在
は
、
自
分
の
存
在
に
お
い
て
、
こ

の
存
在
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
存
在
す
る
も
の
で
す
。
む
し
ろ
現

存
在
は
、
自
分
の
存
在
に
お
い
て
、
こ
の
存
在
そ
の
も
の
を
問
題
と

す
る
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
的
に
優
位
を
見

出
す
の
で
す
。」、「
現
存
在
が
、
そ
れ
に
対
し
て
こ
れ
こ
れ
の
態
度

を
も
つ
こ
と
が
で
き
、
な
お
か
つ
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
態
度
を
と
っ

て
い
る
当
面
の
存
在
自
体
を
、
わ
た
し
た
ち
は
実
存
と
名
づ
け
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
存
在
す
る
も
の
の
本
質
規
定
が
、
事
象
的
な
何
か
と
い

う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
む
し

ろ
そ
の
本
質
は
、
自
分
の
存
在
を
じ
ぶ
ん
の
も
の
と
し
て
存
在
さ
せ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
現
存
在
と
い

う
名
称
は
、
純
粋
な
存
在
表
現
と
し
て
、
こ
の
存
在
す
る
も
の
を
記

す
た
め
に
、
選
ば
れ
た
の
で
す
。」（SZ

序
説
第
一
章
第
四
節
）

　

実
存
は
ひ
と
が
刻
々
と
そ
の
つ
ど
何
ら
か
の
態
度
を
選
び
と
っ
て

い
る
当
面
の
人
間
の
存
在
自
体
を
さ
す
も
の
で
あ
り
、
実
存
と
し
て

生
き
ら
れ
て
い
る
生
が
現
存
在
の
「
存
在
」
の
中
身
で
あ
る
。
現
存

在
は
実
存
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
現

存
在
の
「
実
存
構
え
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
存
在
の
存

在
論
的
な
解
釈
は
「
現
存
在
の
実
存
の
実
存
性
か
ら
」
問
題
提
起
さ

れ
る
（
実
存
性
は
実
存
を
構
成
し
て
い
る
要
素
の
構
造
的
連
関
を
意
味
す

る
）。
現
存
在
と
実
存
の
関
係
は
、
現
存
在
が
脱
自
的
に
時
熟
し
た

zeitigen
現
象
が
実
存
で
あ
り
、
そ
の
実
存
は
さ
ら
に
脱
自
的
に
可

能
的
な
現
存
在
と
し
て
時
熟
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
存
在

に
は
「
時
間
」
が
関
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
「
時
間
性
」
と
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呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
生
の
現
実
に
即
し
た
本
質
的
な
時
間
で

あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
普
段
使
っ
て
い
る
時
間
の
原
質
と
も
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。
時
間
性
に
は
将
来
、
既
在
、
現
在
の
三
つ
の
現

象
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
が
実
存
の
根
本
可
能
性
を
可
能
に
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
時
間
性
は
根
源
的
な
「
脱=

自
」
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
脱
自
態
・
エ
ク
ス
タ
ー
ゼ
ンEkstasen

と
呼
ば
れ
る
が
、

た
だ
し
脱
自
態
は
自
分
か
ら
脱
れ
出
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
、

脱
自
を
と
お
し
て
脱
自
態
の
統
一
が
進
行
す
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
時
間
性
、
脱
自
、
統
一
と
い
っ
た
三
つ
の
存
在
様
態
が

時
熟
の
本
質
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
原
語
のzeitigen

を
「
時
熟
」
と

訳
す
に
あ
た
っ
て
桑
木
氏
は
「
時
間
性
の
成
熟
の
意
味
を
こ
め
た
」
と
い
う
。

時
熟
の
ほ
か
に
時
現
、
時
顕
、
時
成
と
い
う
訳
語
も
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
）。

　

ま
た
、
わ
た
し
た
ち
は
時
間
を
過
去
・
現
在･

未
来
に
分
け
、
時

間
軸
上
で
存
在
領
域
を
分
つ
標
識
と
し
て
表
象
し
て
い
る
が
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
「
始
め
も
終
り
も
な
い
〈
今
の
継
起
〉

と
し
て
の
時
間
の
な
か
に
、
根
源
的
な
時
間
性
の
脱
自
的
性
格
が
水

平
化
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
通
俗
的
な
時
間
了
解
か
ら
生
ま
れ

た
観
念
で
あ
る
と
い
う
。
存
在
論
的
に
は
、
根
源
的
な
本
来
的
な
時

間
性
は
本
来
的
な
将
来
か
ら
時
熟
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
将
来
が

優
先
す
る
の
で
あ
る
。「
本
来
的
」
は
「
非
本
来
的
」
と
セ
ッ
ト
の

言
葉
で
あ
っ
て
、
現
存
在
の
基
本
性
格
で
あ
る
各
自
性
に
由
来
す
る
。

本
来
性
は
ひ
と
が
唯
一
固
有
の
存
在
と
し
て
の
自
分
自
身
を
生
き
て

い
る
状
況
を
指
し
、
非
本
来
性
は
対
照
的
に
ひ
と
が
そ
の
固
有
性
か

ら
逸
脱
し
て
唯
一
賭
け
替
え
の
な
い
自
分
を
生
き
て
い
な
い
欠
如
的

な
状
況
を
意
味
し
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
「
生
き
て
い
る
」
と
い

う
現
象
を
単
純
に
現
存
在-

実
存
の
時
熟
の
「
継
起
」
の
よ
う
に
考

え
が
ち
で
あ
る
が
、
存
在
論
的
に
い
え
ば
、
本
来
性･

非
本
来
性
と

い
う
現
象
が
あ
る
た
め
に
、
単
純
に
脱
自
態
の
積
み
重
ね
や
連
続
だ

け
で
時
熟
が
進
む
わ
け
で
は
な
い
。

　

と
も
か
く
、
ま
ず
現
存
在
は
、
事
実
的
存
在
に
お
い
て
、
か
れ
が

す
で
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
存
在
の
過
去
性

の
独
自
な
点
は
、「
そ
れ
は
つ
ね
に
か
れ
の
〈
世
代
〉
の
過
去
性
を

意
味
し
ま
す
が―

現
存
在
の
後
に
続
く
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
つ
ど

す
で
に
か
れ
に
先
ん
じ
て
ゆ
く
の
で
す
」（SZ

序
説
第
二
章
第
六
節
存

在
論
を
解
体
す
る
課
題
）。
人
の
生
は
実
存
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
（「
人
間
の
「
実
体
」
は
、
心
と
肉
体
の
綜
合
と
し
て
の
精
神
で
は
な
く
、

実
存
な
の
で
す
。」SZ

第
一
編
第
四
章
。
以
下
数
箇
所
に
こ
れ
と
同
意
の
表

現
が
見
ら
れ
る
）。
前
節
に
お
い
て
、
心
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、

霊-

魂
と
い
う
存
在
を
挙
げ
た
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
に

よ
っ
て
開
か
れ
た
視
界
に
立
っ
て
、
さ
ら
に
霊-

魂
と
は
何
か
言
う

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
存
在-

実
存
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
た

ち
は
わ
た
し
た
ち
を
構
成
す
る
根
源
的
な
存
在
を
次
第
に
分
節
し
て

き
た
。
全
体
と
し
て
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
存
在
は
、
単
な
る
部
分



霊 - 魂と現存在 - 実存（田邉）4��

の
寄
せ
集
め
で
は
な
い
か
ら
、
も
と
も
と
独
立
の
要
素
に
分
け
る
わ

け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
の
よ
う
に
最
初
分
け
て
考
え
る
こ
と
を
し
な

か
っ
た
根
源
性
を
も
っ
た
存
在
が
、
本
源
と
の
連
続
性
、
一
体
性
を

保
ち
な
が
ら
、
別
の
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
が
分
節
と
い
う
営

み
で
あ
ろ
う
。
分
節
さ
れ
た
も
の
は
根
源
に
お
い
て
同
一
で
あ
り
な

が
ら
、
し
か
も
独
自
の
特
徴
あ
る
存
在
と
し
て
誕
生
す
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
人
間
に
と
っ
て
最
も
根
源
的
な
存
在
で
あ
る
生
命-

息
か
ら

心-

霊-

魂
は
分
節
さ
れ
た
。「
神
」
は
お
そ
ら
く
こ
の
段
階
に
お

け
る
分
節
に
か
か
る
存
在
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
さ
ら

に
、
心-

霊-

魂
か
ら
わ
た
し
た
ち
の
現
存
在-

実
存
が
分
節
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
、
ロ
ー
マ
帝
国
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ

ス
ラ
ム
教
、
ス
コ
ラ
哲
学
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
文
化
の
な
か

で
、
根
柢
に
お
い
て
時
間
性-

歴
史
性
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
自
身

の
可
能
性
的
存
在
を
開
示
し
て
き
た
数
知
れ
な
い
存
在
の
時
熟
を
経

て
、
ド
イ
ツ
人
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
息
の
長
い
分
節

が
完
遂
し
た
の
で
あ
る
。

　

息
は
ふ
つ
う
存
在
的
・
生
物
学
的
な
と
ら
え
方
で
あ
れ
ば
、
物
質

的
、
機
能
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
存
在
論
的
に
捉
え
れ

ば
、
息
は
人
の
個
別
性
の
基
礎
で
あ
り
、
自
己
の
そ
の
つ
ど
の
存
在

の
更
新
に
関
わ
り
、
新
た
な
人
間
存
在
の
契
機
と
な
る
。
一
方
現
存

在-

実
存
は
、
人
間
存
在
が
そ
れ
を
と
お
し
て
時
熟
す
る
の
で
あ
り
、

人
間
存
在
を
担
っ
て
い
る
「
根
本
構
え
」
で
あ
る
。
現
存
在-

実
存

が
も
つ
存
在
論
的
な
意
味
は
生
命-

息
の
そ
れ
と
重
な
っ
て
い
る
と

同
時
に
、
人
間
性
と
霊-

魂
の
新
し
い
地
平
と
し
て
開
か
れ
た
も
の

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

神
話
か
ら
宗
教
が
生
ま
れ
、
宗
教
が
形
而
上
学
の
母
胎
と
な
り
、

長
い
時
間
を
か
け
て
哲
学
思
考
が
培
わ
れ
る
う
ち
に
、
次
第
に
霊

や
魂
は
高
度
で
抽
象
的
な
も
の
に
な
っ
た
。
霊
、
魂
に
ふ
つ
う
の

心
を
超
え
た
働
き
を
感
ず
る
わ
た
し
た
ち
の
感
性
と
、
そ
う
し
た
形

而
上
学
的
認
識
と
の
間
に
親
近
性
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
十
九
世
紀
の

カ
ン
ト
に
始
ま
る
、
抽
象
的
な
純
粋
思
考
の
働
き
と
さ
れ
る
超
個
人

的
、
普
遍
的
な
意
識
一
般
を
も
っ
て
人
間
を
考
察
す
る
ド
イ
ツ
観
念

論
哲
学
の
高
度
な
精
神
性
に
わ
た
し
た
ち
が
学
ぶ
と
こ
ろ
も
多
か
っ

た
。
し
か
し
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
ド
イ
ツ
の
学
者
エ
ド
ム
ン
ト
・

フ
ッ
サ
ー
ル
（Edm

und�H
usserl1（（9-19（（

）
が
厳
密
な
学
と
し
て

現
象
学
を
創
始
し
、「
事
象
そ
の
も
の
へZu�den�Sachen�selfst�!

」

を
モ
ッ
ト
ー
に
、
わ
た
し
た
ち
の
世
界
認
識
を
、
認
識
の
根
底
で
あ

る
意
識
の
構
造
そ
の
も
の
を
検
証
す
る
方
向
に
研
究
を
進
め
た
と

き
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
学
び
、
現
象
学
を
方
法
論
と
し
た
哲
学
者
た
ち

が
人
間
存
在
の
本
質
と
し
て
共
通
し
て
見
出
し
た
の
は
実
存
で
あ
っ

た
（
実
存
の
発
想
は
、
よ
り
宗
教
性
を
帯
び
た
あ
り
方
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か

ら
パ
ス
カ
ル
ま
で
遡
る
）。
わ
た
し
た
ち
が
刻
々
と
し
て
「
引
き
受
け

て
い
る
」
も
し
く
は
「
臨
ん
で
い
る
」
唯
一
無
二
の
在
り
よ
う
と
し

て
の
実
存
は
、
理
論
的
に
考
え
出
さ
れ
た
形
式
的
で
空
虚
な
意
識
と
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は
無
縁
で
あ
り
、
経
験
心
理
ま
た
は
個
人
心
理
、
も
し
く
は
自
我
と

し
て
の
実
際
の
具
体
的
な
意
識
で
あ
る
（
フ
ッ
サ
ー
ル
の
高
弟
で
あ
っ

た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
現
存
在
に
対
す
る
現
象
学
的
視
点
に
つ
い
て
「
存
在

す
る
も
の
が
さ
し
あ
た
り
か
つ
大
抵
の
場
合
に
あ
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
そ
の

あ
り
き
た
り
な
日
常
性
に
あ
る
よ
う
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と

主
張
す
る
。SZ

序
説
第
二
章　

現
存
在
の
存
在
論
的
分
析
論
）。
例
え
ば
、

わ
た
し
た
ち
が
生
き
て
い
る
社
会
で
は
、
毎
日
の
よ
う
に
、
身
近
に
、

反
倫
理
的
な
行
為
や
犯
罪
が
起
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
、

実
存
と
し
て
生
き
て
い
る
現
存
在
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
没
入
し
て

い
る
日
常
性
の
な
か
で
起
き
て
い
る
（「
ま
ず
現
存
在
は
〈
ひ
と
・das�

M
an

〉
で
あ
り
、
ま
た
た
い
て
い
そ
れ
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
」。
日
常
性
と

は
人
が
仕
事
し
た
り
、
遊
ん
だ
り
、
家
族
と
一
緒
に
い
た
り
、
他
人
と
付
き

合
っ
た
り
、
趣
味
に
精
出
し
た
り
す
る
な
ど
、
ふ
つ
う
の
過
ご
し
方
を
意
味

し
て
い
る
）。
デ
カ
ル
ト
以
来
の
西
欧
近
代
哲
学
が
土
台
と
す
る
合
理

的
、
形
式
的
、
抽
象
的
な
純
粋
思
考
、
意
識
一
般
は
も
っ
ぱ
ら
傍
観

者
的
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
人
間
の
現
実
で
あ
る
日
常
性
と
は
そ
の

ま
ま
で
は
接
点
を
持
た
な
い
。そ
れ
に
対
し
て
現
存
在-

実
存
は「
限

界
状
況
」
的
に
生
々
し
い
現
実
に
臨
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

　

霊-

魂
と
そ
の
働
き
を
あ
わ
せ
た
観
念
を
霊
魂
観
と
い
う
と
し
て
、

わ
た
し
た
ち
は
実
存
と
し
て
自
身
の
霊
魂
観
を
生
き
て
い
る
こ
と
も

あ
る
。
そ
れ
が
現
存
在
の
可
能
的
な
あ
り
方
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
非

日
常
的
な
存
在
様
相
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
来
性･

非
本
来
性
の

ど
ち
ら
に
あ
た
る
の
か
は
俄
か
に
決
め
が
た
い
と
し
て
も
、
い
ず
れ

に
せ
よ
実
存
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
の
わ
た
し
た
ち
の
霊
魂
観
は
、

人
の
意
識
の
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
連
関
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
。

働
き
方
に
お
い
て
霊
魂
観
は
ふ
つ
う
の
日
常
的
な
心
と
同
じ
あ
り
方

の
も
の
で
あ
る
。

　

人
の
実
存
は
個
人
の
具
象
的
な
意
識
を
中
身
と
す
る
主
観
性
を

踏
ま
え
た
個
別
性
で
あ
る
（「
人
間
の
個
体
化
の
原
理
は
実
存
に
存
し
ま

す
」）。
実
存
と
し
て
の
霊
魂
観
も
そ
の
人
自
身
で
あ
り
個
別
的
な
も

の
で
あ
る
。
ま
た
ひ
と
り
ひ
と
り
の
主
観
性
は
不
断
に
移
ろ
い
ゆ
く

も
の
で
あ
る
。
主
観
性
の
な
か
に
あ
る
霊
魂
観
は
一
定
不
変
の
も
の

で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
人
は
自
分
自
身
と
同
じ
よ
う
に
現
存
在
で
あ

る
と
こ
ろ
の
他
者
と
一
緒
に
世
界
の
中
に
い
る
（「
世
界
は
、
す
で
に

い
つ
も
、
私
が
他
人
と
分
か
ち
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
世
界
で
す
。
現
存
在

の
世
界
は
、
共
同
世
界
で
す
。
内-

存
在
と
は
、
他
人
た
ち
と
の
共
同
存
在

で
す
。
他
人
た
ち
の
内
世
界
的
な
自
体
存
在
と
は
、
共
同
現
存
在
で
す
」SZ

第
一
編
第
一
章
現
存
在
の
分
析
論
の
主
題
）。
同
じ
現
存
在
で
あ
る
他
者

と
一
緒
に
共
存
在
と
し
て
生
き
て
い
る
わ
た
し
た
ち
は
、
日
常
的
な

心
に
お
い
て
も
、
霊
魂
観
に
お
い
て
も
、
共
同
現
存
在
が
交
わ
す
相

互
喚
起
的
な
影
響
関
係
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

か
つ
て
著
し
く
変
化
す
る
わ
た
し
た
ち
の
文
化
に
つ
い
て
「
体
系

的
な
日
本
的
霊
魂
観
は
未
だ
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
」
と
論
じ
ら
れ

た
（
楠
正
弘
・
西
洋
思
想
大
事
典19（（

年
・
平
凡
社
）。
わ
た
し
た
ち
日
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本
人
は
個
人
的
日
本
語
で
自
己
を
表
現
す
る
が
、
個
人
語
と
し
て
の

日
本
語
だ
け
で
な
く
、
概
念
的
・
潜
在
的
な
日
本
語
と
い
う
体
系
が

一
方
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
個
人
の
言
語
活
動
の
基
盤
に
な
っ
て
い

る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
が
個
人
語
で
あ
る
日
本
語
か
ら
影
響
を
受

け
る
関
係
に
あ
る
。
霊
魂
観
に
つ
い
て
も
お
な
じ
よ
う
に
、
わ
た
し

た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
霊
魂
観
に
対
し
て
概
念
的
、
一
般
的
な
日
本
的
霊

魂
観
が
存
在
す
る
。
日
本
的
霊
魂
観
は
わ
た
し
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り

の
霊
魂
観
か
ら
い
わ
ば
養
分
を
摂
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
ち
ょ
う

ど
ひ
と
り
ひ
と
り
の
日
本
語
に
起
き
る
微
妙
な
変
化
が
概
念
的
な
日

本
語
を
徐
々
に
変
え
て
ゆ
く
よ
う
に
、
日
本
的
霊
魂
観
は
、
社
会-

個
人
と
い
っ
た
構
造
を
と
お
し
て
時
代
の
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い

る
わ
た
し
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
霊
魂
観
と
相
関
す
る
関
係
に
あ
る

で
あ
ろ
う
。
日
本
的
霊
魂
観
は
い
つ
も
変
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
び―

祖
霊
崇
拝
と
存
在
論

　

わ
た
し
た
ち
は
時
間
性
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
い
つ
も
自
分
自
身

に
先
立
っ
て
生
き
る
実
存
で
あ
り
、
可
能
的
な
あ
り
方
を
本
質
と
す

る
現
存
在
で
あ
る
。
実
存
は
わ
た
し
た
ち
の
生
存
の
基
本
的
な
形
式

で
あ
り
、
そ
の
中
身
を
決
定
す
る
の
は
そ
の
つ
ど
の
わ
た
し
た
ち
自

身
と
し
て
の
現
存
在
で
あ
る
。
現
存
在
は
、
予
め
運
命
と
も
言
う
べ

き
形
で
自
分
が
「
現
」（da

・
ダ
ー
）
へ
と
投
げ
入
れ
ら
れ
て
い
る
「
被

投
性
」
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
わ
た
し
た
ち
は
、
自

由
に
自
分
で
自
分
の
存
在
を
選
ぶ
「
被
投
的
投
企
」
す
る
存
在
で
も

あ
る
。
こ
の
わ
た
し
た
ち
の
二
重
性
は
分
か
ち
難
い
形
で
開
示
さ
れ

て
お
り
、
可
能
性
の
選
択
と
決
定
が
わ
た
し
た
ち
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
。
わ
た
し
た
ち
の
日
常
は
そ
う
し
た
自
由
な
裁
量
発
揮
の
う
ち
に

あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
う
し
た
人
の
在
り
方
を
非
本
来
性
や
没

入
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
（
没
入
の
原
語
はV

erfallen

で
あ

る
が
「
こ
こ
に
は
な
ん
ら
の
消
極
的
評
価
の
意
味
が
入
っ
て
い
な
い
」
と
し

て
い
る
。
日
本
訳
は
転
落
、
頽
落
、
没
落
な
ど
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

か
な
り
否
定
的
な
意
味
合
い
で
受
け
取
ら
れ
や
す
い
）。
ひ
と
が
何
か
に

か
ま
け
て
「
自
分
自
身
で
な
い
存
在
」
で
あ
る
こ
と
は
、
現
存
在
の

も
っ
と
も
身
近
な
、
ふ
つ
う
の
在
り
方
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
っ
て
、
現
存
在
は
た
い
て
い
こ
の
あ
り
方
で
身
を
支
え
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
被
投
的
投
企
が
持
っ
て
い
る
自
由
は
一
面
で
は
無
規
定

性
で
も
あ
る
。
自
由
は
無
と
背
中
合
わ
せ
で
も
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
「
自
分
独
自
の
存
在
可
能
の
無
規
定
性

は
、
死
へ
の
存
在
に
お
い
て
全
部
残
り
な
く
明
ら
さ
ま
に
な
り
ま

す
」、「
死
の
無
規
定
性
は
、
不
安
に
お
い
て
根
源
的
に
開
示
さ
れ

ま
す
」
と
指
摘
す
る
（SZ

第
二
編　

第
一
章
他
人
の
死
の
経
験
可
能
性
）。

す
で
に
わ
た
し
た
ち
は
霊-

魂
と
は
現
存
在-

実
存
の
こ
と
で
あ
る

と
考
え
た
。
そ
の
現
存
在-

実
存
に
は
世
界
の
喪
失
と
無
と
い
っ
た

き
わ
め
て
虚
無
的
な
展
望
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
強
い
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緊
張
感
を
強
い
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
そ
う
し
た
実
存
観
は
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
が
現
存
在
と
し
て
生
き
た
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
の
ド
イ

ツ
の
社
会
と
無
関
係
で
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
が
、
私
た
ち
の
実

感
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
主

張
と
は
別
に
、
わ
た
し
た
ち
が
時
と
し
て
実
存
と
し
て
生
き
て
い
る

わ
た
し
た
ち
の
霊
魂
観
の
背
景
そ
の
も
の
に
目
を
や
る
な
ら
ば
、
わ

た
し
た
ち
祖
霊
崇
拝
の
な
か
か
ら
生
い
育
っ
た
現
存
在
は
、
必
ず
し

も
直
ち
に
虚
無
に
曝
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
祖
霊
と
と
も
に
在
る
膨
大
な
時
間
の
集
積
と
歴
史
を
わ
た

し
た
ち
は
持
っ
て
い
る
と
い
う
現
存
在
解
釈
は
、
依
然
と
し
て
デ
ュ

ナ
ミ
ス
（
可
能
態
）
と
し
て
力
強
く
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
世
界-

内-

存
在
の
存
在
構
造
を
つ
う
じ
て
わ
た
し

た
ち
は
死
者
や
祖
霊
と
出
会
い
、
わ
た
し
た
ち
の
倫
理
観
念
も
そ
う

し
た
出
会
い
に
根
ざ
し
て
い
る
。
実
存
論
的
現
象
と
し
て
は
、
最
も

自
己
的
で
、追
い
越
し
の
利
か
な
い
現
象
で
あ
る
死
を
、ひ
と
は
「
不

断
の
未
済
」
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
そ
こ
に

わ
た
し
た
ち
は
た
だ
喪
失
と
無
を
見
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
対

照
的
に
、
生
存-

死
に
意
味
と
価
値
を
供
給
す
る
地
平
を
発
見
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。す
で
に
触
れ
た
点
で
あ
る
が
、ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
、現
存
在
が
そ
の
存
在
の
仕
方
に
お
い
て
自
身
の
「
過
去
性
」

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
過
去
性
」
は
現
存
在
の
未
来
か
ら
生

起
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
現
存
在
の
そ
う
し
た
時
間
性
と
歴
史
性

の
独
自
性
は
、
わ
た
し
た
ち
と
祖
霊
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
同
じ
で

あ
る
。
死
者
や
祖
霊
は
必
ず
し
も
過
去
の
存
在
で
は
な
い
。
彼
ら
か

ら
感
受
す
る
示
唆
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
わ
た
し
た
ち
は
む
し
ろ
未
来

の
方
位
で
把
え
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

現
存
在-

実
存
に
わ
た
し
た
ち
な
り
の
意
味
を
付
加
す
る
、
祖
霊

崇
拝
を
土
台
と
す
る
現
存
在
と
し
て
の
存
在
論
は
是
非
試
み
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
常
磐
大
学
人
間
科
学
部
非
常
勤
講
師
）




