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問

題

の

所

在

哲
学
の
ひ
と

つ
の
形
態
に
、

人
間
存
在
論
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
哲

学
的
人
間
学
の
、
存
在
論
的
な
形
態
と
見
做
し
て
い
い
で
し
ょ
う
。
伝
統

的
な
西
洋
哲
学
に
即
し
た
と

こ
ろ
で
は
、
三
宅
剛

一
の

『
人
間
存
在
論
』

が
、
そ
の
例
に
な
る
か
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
「
ひ
と
」
「人
間
」
と
い
う

日
本
語
の
解
釈
か
ら
始
め
て
、

日
本
人
な
り
の
倫
理
学
を
構
築
し
よ
う
と

し
た
和
辻
哲
郎
の

『人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
も
、
人
間
存
在
論
の

ひ
と

つ
で
し
た
。
私
が
こ
こ
で

「心
の
鬼
」
を
問
題
に
す
る
の
も
、
人
間

存
在
論

の
立
場
か
ら
、
と
言

う
よ
り
、
私
自
身
の
人
間
存
在
論
の
構
想
の

一
環
と
し
て
で
あ
り
ま
す
。

和
辻
は
日
本
語
の

「
ひ
と
」
が
、
他
人
と
い
う
意
味
を
持

っ
た
り
、
逆

に
自
分
の
こ
と
を
指
し
た
り
、
さ
ら
に
世
間
の
人
た
ち
、

つ
ま
り
不
特
定

の
世
人
を
も
意
味
す
る
こ
と

に
注
意
し
て
、

「人
間
」

と
は
た
ん
に

「人

の
間
」

で
な
く
、
「自
、
他
、

世
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
」

の
間
だ
と
言

い
、
そ
う
い
う
人
の
間
柄
の
問
題
と
し
て
倫
理
学
を
捉
え
て
い
ま
す
。
そ

こ
の
と
こ
ろ
で
の
和
辻
の
論
理
の
展
開
に
つ
い
て
、
い
ま
、
こ
の
場
で
批

評
す
る
だ
け
の
時
間
的
余
裕

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

一
言
だ
け
言

っ
て

お
き
ま
す
と
、
た
し
か
に

「
ひ
と
」
と
い
う
日
本
語
は
、
日
本
語
に
よ
る

解
釈
学
的
な
人
間
存
在
論
を
構
想
す
る
場
合
、
避
け
て
通
れ
な
い
重
要
な

関
門
で
す
か
ら
、
こ
の
言
葉
を
ど
う
受
け
止
あ
る
か
で
構
想
そ
の
も
の
が

違

っ
て
き

ま
す

。

「
あ

い
だ
」

「
ま
」

と

い
う

日
本

語

に

つ
い

て
も

、

同

様

で

し

ょ

う
。

さ

て
、

た

し

か

に
、

こ
の

「
ひ

と
」

と

い

う
言

葉

は
、

日
本

人

が

人

間

と

い

う

も

の
を

ど

の
よ

う

に

捉

え

て
き

た

か

を
知

る

た

め

の
大

き

な

手

掛

か

り

で
す

が

、

そ

れ

と

同

時

に
、

私

は

、

も

う

ひ
と

つ
の
手

掛

か

り

と

し

て
、

「
も

の
」

と

い

う

言

葉

を

取

り
上

げ

た

い

と

思

い

ま

す

。

こ
れ

も
、

「
ひ

と
」

と

同

様

、

か

な

り

多

様

な

意

味

合

い

で
使

わ

れ

て
き

た

日
本

語

で
す

。

「
ひ
と

」

と

「
も

の
」

と

は
、

必

ず

し
も

対

立

し

ま

せ

ん
。

む

し

ろ
、

深

い
と

こ

ろ

で
関

連

し

て
く

る

よ
う

な

局

面

が

あ

る

の

で
す

。

そ

の

関

連

と

絡

ん

で
、

「
心

の
鬼

」

が

問

題

に
な

っ
て
く

る

の

で
あ

り

ま

す

。

も

の

「も
の
」

と
い
う
言
葉

の
多
様
な
用
法

の
上

で
考
え
ら
れ
る

「
ひ
と
」

の

「も
の
」

へ
の
か
か
わ
り
か
た
を
、
こ
こ
で
四

つ
に
整
理
し
て
み
ま
す
。

第

一
に
、
感
覚
が
対
象
と
し
て
捉
え
る
物
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
生
命

の
な
い
品
物
で
も
い
い
し
、
生
き
て
動
く
物
で
も
よ
ろ
し
い
。
他
人
も
ま

た
、
た
ん
に
対
象
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
限
り
は
物
で
す
。
基
本
的
に
は
、

「
も
の
」

と
は
そ
の
よ
う
な
個
々
の
物
だ

っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

た
だ

し
、
感
覚
は
た
だ
個
々
の
物
だ
け
を
捉
え
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

い
く

つ
か
の
物
が
互
い
に
関
係
し
あ
う
こ
と
で
生
じ
る
よ
う
な
身
の
ま
わ

り
の
現
象
も
、
そ
の
よ
う
な
現
象
か
ら
構
成
さ
れ
た
外
界
も
ま
た
、
感
覚
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鬼の心

の
対

象

と

し

て

の
物

な

の

で
す

。

自

然

も
、

人

間

も

、
世

間

も
、

そ

れ

が

対

象

と

し

て
客

観

的

に
見

ら

れ

て
い

る
限

り

は
、

こ

の
類

の

「
も

の
」

に

他

な

り

ま

せ

ん
。

人

間

を

「
も

の
」

と

よ

ぶ

の
も

、

お

そ

ら
く

は
、

そ

う

よ

ぶ
対

象

と

し

て

の
人

間

を

「
ひ
と

」

以

下

の

「
も

の

(物
)
」

と

し

て
蔑

む

気

持

ち

か

ら

始

ま

っ
た

の

で
し

ょ
う

が

、

た

だ

し

、

や

が

て
逆

に

「
も

の

(物
)
」

以

上

の

「
も

の
」

と

し

て
、

「
ひ
と

」

を

「
も

の
」

と

よ

ぶ

用

法

の
出

て

き

た

の
も

事

実

で
あ

り

ま

す

。

た

と

え

ば

光

源

氏

が

、

幼

い
葵

の
上

を

ひ

と

か

ど

の
女

性

の
よ

う

に
、

大

切

な

人

と

し

て
扱

っ
て

い
る

と

い
う

噂

が

立

ち

ま

す

。

そ

の
大

切

な

人

と

し

て
扱

っ
て
と

い
う

と

こ

ろ
、

『
源

氏

物

語

』

に

は

「
も

の
め

か
し

給

ひ

て
」

と
書

か

れ

て

い
ま

す

(「
紅
葉
賀
」
)
。

も

っ
と

も
、

こ

の
場

合

も
、

外

的

な
対

象

と

し

て

の

「
も

の
」

で
あ

る

こ

と

に

は
変

わ

り

は

あ

り

ま

せ

ん
。

だ

が
、

第

二

に
、

人

は
感

覚

だ

け

に

よ

っ
て

「
も

の
」

に

か

か

わ

る

の

で

は

な

い

の

で
す

。

人

に

は
心

の

は

た

ら

き

が

あ

り
、

そ

の
心

は
外

界

の

現

象

を

、

な

ん
ら

か

の
脈

絡

を

持

つ

「
こ

と
」

と

し

て
、

た
と

え
ば

開

い

た
花

を

、

季

節

の
移

り

行

き

の
な

か

で
花

が
開

い

た

「
こ
と

」

と

し

て
捉

え

る

こ
と

が

で
き

ま

す

。

こ

こ

で
、

事

柄

と

し

て

の

「
も

の
」

が

問

題

に

な

り

ま

す

。

「
物

習

ふ
」

と

か
、

「
物

知

ら

ぬ
」

と

か

、

「
物

の

ゆ

え
知

る
」

と

か

の

「
物

」

は

、

脈

絡

の
あ

る

事

柄

と

し

て

の

「
も

の
」

で
し

ょ
う

。

「
物

の

ゆ

え
」

と

よ

ば

れ

る

よ

う

な
脈

絡

と

し

て
は

、

先

ず

因

果

の
関

係

が

考

え

ら

れ

ま

す

が

、

脈

絡

は

そ

れ

だ

け

で
は

あ

り

ま

せ

ん

。

世

間

の
事

柄
に

つ
い
て
は
、
倫
理
的
な
条
理
が
問
わ
れ
て
も
い
い
し
、
自
然
の
事
柄

と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
は
、
情
趣
が
物
を
言

っ
て
も
い
い
は
ず
で
す
。

「
物
に
も
あ
ら
ず
」

の

「
も
の
」

は
、
お
そ
ら
く
、
世
間
の
事
柄
と
し
て

の

「も
の
」
の
脈
絡
の
な
か
で
見
ら
れ
た

「も
の
」
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

「物
損

ひ
」

と
は
、
自
然
の
事
柄
と
し
て
の

「も
の
」

の
情
趣
を
傷

つ
け

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
理
非
に
せ
よ
、
情
趣
に
せ
よ
、
そ
れ
が
問

わ
れ
る
と
き
、
す
で
に

「も
の
」
の
世
界
に
心
が
深
く
介
入
し
て
い
ま
す
。

本
居
宣
長
が

『源
氏
物
語
』
に
読
み
取

っ
た
平
安
時
代
の
美
的
理
念

「も

の
の
あ
は
れ
」
の

「も
の
」
も
、
無
論
、
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
す
れ
ば
、
第
三
に
、
そ
の
よ
う
な

「
も
の
」

へ
の
か
か
わ
り
の
な
か

で
、
と
り
わ
け

「
思
ふ
」
と
い
う
心
の
は
た
ら
き
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

新
村
出
は

『
日
本

の
言
葉
」
所
収
の

「
こ
こ
ろ
」

と
い
う
文
章

で
、
「
思

ふ
」
と
い
う
言
葉
を
重
い
と
い
う
形
容
詞
の
語
根
の
オ
モ
か
ら
出
た
も
の

と
推
測
し
、
そ
こ
か
ら
心
の
重
た
い
気
分
、
物
思
い
に
沈
む
と
い
う
よ
う

な
感
覚
も
出
て
き
た
と
見
做
し
ま
し
た
。
語
源
の
こ
と
は
い
ま
私
の
問
う

と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
思
う
と
い
う
は
た
ら
き
の
な
か
で
、
い
ま

見
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
の

「も
の
」
の
重
み
を
心
が
受
け
止
め
る
と
い

う
こ
と
、
そ
の
重
み
を
受
け
止
め
る
こ
と
で

「も
の
」
の
座
を
外
界
か
ら

内
界
に
転
換
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
ま
す
。
自
然
に
か
か
わ
る
事
柄

に
せ
よ
、
世
間
に
か
か
わ
る
事
柄
に
せ
よ
、
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き

た

「
も
の
」
が
、
「物
思
ふ
」
と
か

「物
言
ふ
」
と
か
の

「も
の
」
、

つ
ま

り
心
に
思

っ
て
い
る
事
柄
、
言
う
べ
き
事
柄
と
し
て
の

「
も
の
」
に
変
質

一77一
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し
ま
す
。

と
同
時
に
、

「も
の
」

の
重
み
を
心
が
受
け
止
め
る
こ
と
が
、

あ
る
意
味
で
は
、
そ
の

「も
の
」
の
客
観
的
に
捉
え
う
る
よ
う
な
脈
絡
を

見
失
う
こ
と
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
こ
で

「も
の
ぐ
る
は
し
」

「も
の

侘
し
」
等
々
の

「も
の
」
が
意
味
を
持

っ
て
き
ま
す
。

そ
し
て
、
第
四
に
、
こ
の
自
ら

の
内
に
沈
ん
で
凝
縮
し
よ
う
と
す
る

「思
ひ
」

の
基
本
的
な
姿
勢
の
線
上
で
、

も
し
不
吉
な
事
柄
の
裏
に
自
然

を
超
え
、
条
理
を
超
え
た
霊
威
を
想
像
し
が
ち
な
心
が
、
そ
の
よ
う
な
霊

威

に
襲
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
、
あ
る
い
は
逆

に
、
そ
の
よ

う
な
霊
威
が
自
分

の
心

の
内
奥

に
も
潜
ん
で
い
て
、
自
分

の
意
志
と
は
か

か
わ
り
な
く
、
そ
の
威
力
を
発

揮
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安

を
感
じ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
と
き
、

「も
の
」

は
新
た
な
意
味
を
獲
得
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち

「お
に
」
と
し
て
の

「も
の
」
で

あ
り
ま
す
。

お

に

六
條
の
御
息
所
の
生
霊

(
い
き
す
だ
ま
)
が
葵
の
上
に
取
り
憑
い
て
、

つ
い
に
は
相
手
を
殺
し
て
し
ま

い
ま
す

(「葵
」
)。

出
産
ま
じ
か
の
葵
の
上
が

「
御
物
の
怪
め
き
て
、
い
た
う
患
ひ
給
」
う

の
で
、
心
配
し
た
源
氏
が

「御
修
法

(み
ず
ほ
ふ
)」
を
行
わ
せ
ま
し
た
。

「物

の
怪
、

生
霊
な
ど
と
い
ふ
も
の
、
多
く
出

で
來

て
、

さ
ま
ざ
ま
の
名

の
り
す
る
中
に
」、

霊
を
依
り
憑
か
せ
て
調
伏
す
る
た
め
の
童
子
、

い
わ

ゆ
る

「
よ
り
ま
し
」
に
ど
う
し
て
も
乗
り
移
ろ
う
と
せ
ず
、
執
念
深
く
葵

の
上
に
取
り
憑
い
て
離
れ
な
い
霊
が
ひ
と

つ
あ
り
ま
す
。
や
が
て
、
産
気

づ
い
て
苦
し
む
葵
の
上
を
見
舞

っ
た
源
氏
に
む
か

っ
て
、
物
の
怪
は
自
分

が
六
條
の
御
息
所
の
生
霊
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。

他
方
、
当
の
御
息
所
の
方
に
は
、
自
分
の
生
霊
が
葵
の
上
に
取
り
憑

い

て
い
る
と
い
う
自
覚
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
葵

の
上
を
苦
し
あ
て
い
る

憑
物

の
正
体
が
自
分
ら
し
い
と
い
う
噂
は
、
彼
女

の
耳

に
も
聞
こ
え
て
き

て
い
ま
す
。

自
分
で
は
葵
の
上
を
呪
う
気
持
ち
は
な
い
の
に
、

「
物
思
ふ

に
、

あ
く
が
る
な
る
魂
は
、

さ
も
や
あ
ら
ん
」、

物
重
い
を
す
る
と
身
か

ら
脱
け
出
て
い
く
と
言
わ
れ
て
い
る
た
ま
し
い
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
う
の
で
す
。
平
生
の
自
分
と
違

っ
て
、
獰

猛
な
心
が
出
て
き
て
、
葵
の
上
を
突
き
飛
ば
し
た
り
、
殴

っ
た
り
す
る
夢

を
た
び
た
び
見
て
、
浅
ま
し
い
こ
と
と
思

っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
で

も
自
分
の
生
霊
が
葵
の
上
に
憑
、
て
い
る
と
い
う
自
覚
は
持

っ
て
い
ま
せ

ん
。葵

の
上
が
男
児
、
後

の
夕
霧
を
産
ん
だ
後
も
、
御
息
所
は
何
と
も
奇
妙

な
、
自
分

で
あ

っ
て
自
分
で
な
い
よ
う
な
気
持
ち
が
し
て
い
る
う
ち
に
、

祈
祷
の
と
き
に
焚
く
護
摩
の
に
お
い
が
着
物
に
染
み
こ
ん
で
い
て
、
髪
を

洗

っ
た
り
、
着
物
を
着
替
え
た
り
し
て
も
、

一
向
に
消
え
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
、
あ
あ
こ
れ
は
葵
の
上
に
取
り
憑
い
た
自
分
の
生
霊
を
調
伏
し
よ
う
と

し
て
焚
い
た
芥
子
の
に
お
い
が
、
こ
の
身
体
に
ま
で
染
み
こ
ん
で
し
ま

っ

た
の
だ
な
、
何
と
ま
あ
浅
ま
し
い
こ
と
か
、
と
自
分
自
身
に
愛
想
の
尽
き

一qg一



鬼の心

る
思
い
が
し
ま
す
。

こ
の
生
霊
は
御
息
所
の
、

い
わ
ば
無
意
識
の
エ
ゴ
で
あ
り
、
彼
女
と
い

う

「
ひ
と
」
の
意
識
の
底
に
隠

れ
て
蠢
い
て
い
る

「も
の
」
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
れ
を
意
識
的

に
統
御
す
る
こ
と
は
、
彼
女
に
も
で
き
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
こ
の

「も
の
」

が
彼
女
自
身

の
意
識
の
な
か
に
現
れ
る
の

は
、
た
だ
夢
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
り
、
彼
女
自
身
の
こ
と
と
し
て
受
け

止
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
噂

と
し
て
自
分
に
は
ね
返

っ
て
く
る
こ
と
に

よ

っ
て
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の

「も
の
」
は
六
條
の
御
息
所
の
心
に
栖
む
鬼
だ

っ
た
、
と
言

っ
て

も
い
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
鬼

は
、
光
の
届
か
な
い
闇
の
な
か
で
こ
そ
蠢

き
ま
す
。
彼
女
の
心
の
内
奥

に
重
く
沈
ん
だ
怨
み
の
深
さ
が
、

つ
い
に
は

鬼
を
彼
女
の
自
我
の
枠
の
外

に
押
し
出
し
、
葵
の
上
に
襲
い
か
か
ら
せ
ま

し
た
。

心

の

鬼

と
こ
ろ
で
、
心
に
栖
む
鬼

と
言
え
ば
、

『
源
氏
物
語
」
を
読
ん
で
い
て

気
に
な
る
表
現
の
ひ
と

つ
に

「心
の
鬼
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
た
と

え
ば

「
紅
葉
賀
」
で
、
源
氏
と
不
倫
の
関
係
に
あ

っ
た
中
宮
藤
壺
が
皇
子

を
産
み
ま
す
。
出
産
は
物
の
怪
が
憑
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
宮
廷
中
の

人
々
が
噂
し
た
く
ら
い
、
予
定
よ
り
大
幅
に
遅
れ
ま
し
た
。
源
氏
は
、
な

お
の
こ
と
自
分
の
胤
だ
な
と
思

い
当
た

っ
て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
寺
院
で

安
産
の
祈
祷
を
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
幸
い
無
事

に
生
ま
れ
た
皇
子
は
、
ど

う
見
て
も
、
紛
う
か
た
な
く
源
氏
の
胤

で
す
。
そ
の
と
き
の
藤
壺

に
つ
い

て
、
『源
氏
物
語
』
は
、
「宮
の
、
御
心
の
鬼
に
、
い
と
苦
し
く
」
と
書
き

ま
す
。
中
宮
藤
壺
の
心
の
鬼
が
彼
女
自
身
を
苦
し
め
て
い
ま
す
。

ま
た

「葵
」
で
は
、
葵
の
上
の
死
後
、
源
氏
が
六
條
の
御
息
所

へ
の
わ

だ
か
ま

っ
た
思
い
を
そ
れ
と
な
く
仄
め
か
し
て
書
い
た
手
紙
を
読
ん
だ
御

息
所
が
、
源
氏

の
仄
め
か
し
て
い
る
思
い
を
、

「心
の
鬼
に
、

し
る
く
見

給
ひ
て
」、
心

の
鬼

に
は

っ
き
り
見
て
い
ま
す
。

無
論
、
『源
氏
物
語
』
だ
け
が

「心
の
鬼
」
を
言

っ
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
良
心
の
呵
責
と
で
も
い
っ
た
意
味
合
い
で
、
ま
た
、

時

に
は
嫉
妬
心
、
煩
悩
と
言

い
換
え

て
も

い
い
意
味
合

い
で
、
当
時
、

「心
の
鬼
」

と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
問
題
は
な

ぜ
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
で

「心
の
鬼
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
の

か
、

で
す
。
心
の
な
か
に
、
心
の
奥
か
ら
、
そ
の
心
を
責
め
苛
む
鬼
が
い

ま
す
。

そ
れ
は

「
も
の
」
と
も
よ
ば
れ
ま
し
た
。

つ
い
で
で
す
が
、
『源

氏
物
語
』
よ
り
前
の
時
代
、
奈
良
時
代
に
鬼
と
い
う
漢
字
を

「も
の
」
と

訓
む
の
が
普
通
だ

っ
た
こ
と
は
、

『萬
葉
集
」

か
ら
も
窺
え
ま
す
。

そ
し

て
、
平
安
時
代
、

こ
の

『源
氏
物
語
』
が
伝
え
る
よ
う
に
、
「
ひ
と
」

の

心
の
奥
底
に
、
心
そ
の
も
の
を
責
め
る
鬼
、
そ
う
い
う

「も
の
」
が
想
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
日
本
人
に
と

っ
て

「も
の
」
と
い
う
言
葉
の
持

っ

て
い
た
意
味
を
考
え
る
と
き
、
か
な
り
重
要
な
点
だ
と
、
私
は
思
う
の
で

す
。
そ
の

「
も
の
」
は
荒
ぶ
る
霊
と
し
て
、
心
の
深
層
に
生
き
て
い
ま
し
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た
。

そ
の

「
も
の
」

が
荒
ぶ
る
と
き
、
心
は
苦
し
か

っ
た
の
で
す
。
『
源

、

氏
物
語
』

か
ら
、

も
う
少
し
例
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
と
、

「
若
菜

・
上
」

で
、
皇
女

の
女
三
の
宮
が
源
氏

に
降
嫁
し
た
直
後
、
平
静
を
装

っ
て
夜
更

け
ま
で
起
き
て
い
た
紫
の
上

に
、
心
の
鬼
が
出
て
き
ま
し
た
。
あ
ま
り
何

時
ま
で
も
夜
更
か
し
を
し
て
い
る
と
、
い
つ
に
も
な
い
こ
と
だ
か
ら
、
人

か
ら
変
に
思
わ
れ
は
し
ま
い
か
と
、

彼
女
は

「心

の
鬼
に
お
ぼ
し
て
」
、

寝
所
に
入
り
ま
す
。
後
に
、
そ

の
女
三
の
宮
を
柏
木
が
犯
し
て
、
薫
を
産

む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「柏
木
」

で
、

病
床
に
伏
す
柏
木
は
、
夕
霧
に
む

か

っ
て
、
自
分
が
女
三
の
宮
を
犯
し
た
こ
と
は
明
言
せ
ず
に
、
自
分
を
許

し
て
い
な
い
ら
し
い
源
氏
の
様
子
を
、
し
き
り
に
気
に
し
て
い
ま
す
。
察

し
の
い
い
夕
霧
が
言
い
ま
す
。
「
い
か
な
る
、
御
心

の
鬼

に
か
は
」
。
直
訳

す
れ
ば
、
何
た
る
お
心
の
鬼
で
し
ょ
う
。
意
訳
す
れ
ば
、
ど
う
気
が
お
咎

め
に
な
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
苦
に
な
さ
ら
な
く
て
も
い
い
の
に
。

源
氏
に
は
そ
ん
な
気
持
ち
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
よ
、
と
夕
霧
が
慰
め
ま
す
。

心
の
鬼
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
の
は
、
平
安
時
代
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
と
え
ば
、
時
代
は
下

が
っ
て
中
世
、
歌
を
書
い
た
短
冊
を
い
く

つ
も
小
弓
に
付
け
て
、
そ
の

一
枚
を
引
か
せ
て
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る

歌
で
吉
凶
を
占
う
、
い
わ
ゆ
る
歌
占
が
流
行
り
ま
し
た
。
ま
だ
そ
れ
程
の

年
齢

で
も
な
さ
そ
う
な
の
に
、
総
白
髪

の
男
が
歌
占
を
や

っ
て
い
る
と
こ

ろ
へ
、
離
れ
離
れ
に
な

っ
た
父
親
の
安
否
を
案
じ
る
息
子
が
占

っ
て
も
ら

い
に
来
る
と
い
う
場
面
か
ら
始
ま
る
の
が
、
謡
曲

「歌
占
」。

実
は
こ
の

占
い
師
こ
そ
尋
ね
る
父
親
だ

っ
た
こ
と
が
や
が
て
判
る
の
で
す
が
、
そ
の

占
い
師
が
自
分
が
白
髪
に
な

っ
た
訳
を
語

っ
て
、
自
分
は
国
々
を
巡

っ
て

い
る
と
き
、
に
わ
か
に
頓
死
し
て
三
日
た

っ
て
蘇

っ
た
、
そ
の
間
、
自
分

が
体
験
し
た
地
獄
の
様
を
述
べ
る
な
か
で
、
「身
よ
り
出
だ
せ
る
咎
な
れ

ば
、
心
の
鬼
の
身
を
責
あ
て
、
か
や
う
に
苦
を
ば
受
く
る
な
り
」
と
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
は
、
心
の
鬼
と
い
う
観
念
が
、
地
獄
の
獄
卒
と
し
て
の
鬼

の
表
象
に
も
重
な

っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
心
の
鬼
た
ち
、
こ
の
心
そ
の
も
の
の
内
奥
か
ら
心
を

責
あ
る

「も
の
」
の
実
体
は
何
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
、
そ
れ
は
良
心

の
呵
責
だ
と
答
え
る
だ
け
で
片
づ
く
な
ら
、
簡
単
で
す
。
し
か
し
、
そ
も

そ
も

「
お
に
」
と
は

一
般
に
崇
り
を
な
す
悪
し
き
霊
威
だ

っ
た
は
ず
で
あ

り
ま
す
。

「夢
浮
橋
」

で
は
、

か
つ
て
浮
舟
に
取
り
憑
い
た
物
の
怪

の
こ

と
を
、
「
悪
し
き
物
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

悪
し
き

「
も
の
」
だ
か
ら
こ

そ
、
物
の
怪
を
人
々
が
鬼
と
も
よ
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
悪
し
き
霊
威
が
、
な
ぜ
、
良
心
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
た
の

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
鬼
が
悪
し
き

「
も
の
」
な
ら
、
良
心
、

つ
ま
り
良

き
心
の
呵
責

に
責
め
ら
れ
た
方
こ
そ
が
鬼
で
、
責
あ
た
側
が
鬼
と
表
現
さ

れ
る
の
は
変
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

良

、

心

 

日
本
語
の

「良
し
」
「悪
し
」

が
、

も
と
も
と
、
必
ず
し
も
道
徳
的
な

意
味
で
使
わ
れ
た
言
葉
で
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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鬼の心

般
に
、

心
に
そ
ぐ
わ
な
い
、

心
に
し

っ
く
り
こ
な
い
の
が

「悪
し
」

で

あ

っ
た
よ
う
に
、

「良
し
」
も
道
徳
的
な

「善
し
」
と
は
い
さ
さ
か

ニ
ュ

ア
ン
ス
を
異
に
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
い
ま
私
た
ち
が

「良
心
」
と
い

う
言
葉
を
使
う
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば

「良
心
の
呵
責
」

を
語
る
と
き
、
同
じ
ひ
と
り
の
人
の
心
の
な
か
で
の
善
悪
の
鬩
ぎ
合
い
、

心
の
深
層
と
表
層
と
の
あ
い
だ

で
の
善
悪
の
葛
藤
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、

私
た
ち
は
つ
ね
に
考
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

漢
語
と
し
て
の

「良
心
」

に
日
本
人
が
親
し
み
を
抱
く
よ
う
に
な

っ
た

の
は
、
『孟
子
』

を
通
じ
て
だ

っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の

『
孟
子
』
の
言
う

「良
心
」

の

「良
」

に
、
人
間

に
本
来
固
有
の
と
い
う
意
味
合
い
が
濃
い

の
は
、
良
知
、
良
能
な
ど
の
場
合
と
同
様
、
性
善
説
の
立
場
だ
か
ら
で
す
。

性
善
説
の
立
場
だ
け
れ
ど
も
、
良
心
は
、
善
心
と
は
い
さ
さ
か
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
違
い
ま
す
。
ま
し
て
、

い
ま
日
本
語
と
し

て
定
着
し

て
い
る

「良

心
」
の
場
合
、
こ
れ
を
単
純

に
道
徳
的
に
善
い
心
と
受
け
止
め
る
の
は
、

か
な
り
危
険
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

「良
心
」
と
い
う
言
葉
が

近
代
の
日
本
で
、
し
か
も
思
想
的
な
文
脈
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
が
や
が
て
世
間
に
普
及
し

て
い
っ
た
の
は
、

『孟
子
』

と
の
関
連
で
よ

り
は
、
実
は
む
し
ろ
西
洋
倫
理
学
上
の
概
念
と
し
て
の

〈oo
コ
ωo
一8

8
>

の
訳
語
と
し
て
だ

っ
た
か
ら

で
あ
り
ま
す
。

井
上
哲
次
郎
ら
の

『哲
学
字
彙
」
は
明
治
十
四
年
版
、
十
七
年
版
と
も

に
、
こ
の
英
語
に
道
念
、
良
心
を
対
応
さ
せ
、
明
治
四
十
五
年
版
で
は
、

良
心
、
本
心
、
道
心
、
道
念
、
恒
心
、
良
知
、
真
心
を
宛
て
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
ら
の
訳
語
は
、
た
し
か
に
、
も
と
儒
教
の
用
語
で
し
た
。
だ
が
、
そ

れ
は
西
欧
の
思
想
的
概
念
を
理
解
す
る
た
め
の
方
便
だ

っ
た
の
で
す
。
明

治
二
十
五
年
頃
に
原
型
の
書
か
れ
た
は
ず
の
大
西
祝
の

『良
心
起
源
論
』

の
場
合
も
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
儒
教
的
な
良
心
で
は
な
く
て
、

明
ら
か
に
西
洋
倫
理
学
上

の
概
念
と
し

て
の

〈O
O
づ
ωO一Φ
づ
叶一鋤〉
〈oo
亭

ωo
δ
昌
o
①〉
〈(}Φ
ぐ雫
一ωω
①b「〉
で
し
た
。

こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
で
は

「
良
き
心
」
と
は
訳
せ
ま
せ
ん
。

「良
心
」

と
訳
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
、

日
本
の
伝
統
的
観
念
と
は
異
質

な
西
欧
的
概
念
を
日
本
人
な
り
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
の
、

一
種
の
実

験
で
あ
り
ま
す
。
も
と
の
言
葉
は
、
む
し
ろ
、
共
通
知
と
で
も
訳
す
べ
き

意
味
合
い
の
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
慣
例
に
倣

っ
て
良
心
と
訳
し
て
話
を

続
け
れ
ば
、
良
心
は
外
部
か
ら
課
せ
ら
れ
た
権
威
で
は
な
い
、
良
心
の
課

し
て
い
る
義
務
は
神
聖
な
命
令
に
基
づ
く
と
、
ト

マ
ス

・
ア
ク
イ
ナ
ス
は

言
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
良
心
は
外
か
ら
押
し

つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
と
い
う
点

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人

の
内

に
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ

が
神
聖
な
命
令
を
伝
え
る
と
い
う
点

で
は
、
個
人
を
超
え
た
普
遍
性
、

「他
者
と
土
ハ同
」
と
い
う
性
格
を
持

っ
て
い
る
の
で
す
。
「
す
べ
て
の
人
間

は
、
道
徳
的
存
在
と
し
て
、
根
源
的
に
、
良
心
を
自
分
の
う
ち
に
持

っ
て

い
る
」
と
、
カ
ン
ト
は
言
い
ま
し
た
が
、
ま
た

コ

切
の
自
由
な
行
為
を

裁
く
、
内
な
る
裁
判
官
」
と
し
て
の

「良
心
は
、
自
分
の
な
し
た
事
柄
ゆ

え
に
神
の
前
で
裁
か
れ
る
べ
き
責
任
の
、
主
観
的
原
理
と
考
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
」
と
付
け
加
え
る
の
を
忘
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
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強
い
影
響
の
も
と
で
成
立
し
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
良
心
概
念
は
、
本
来
、
人

間
と
い
う
存
在
を
あ
ら
し
あ
て
い
る
神
、
超
越
神
と
の
か
か
わ
り
ゆ
え
に
、

そ
の
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
に
内
在
す
る

「他
者
と
共
同
の
知
」
を
意
味
す

る
も
の
だ

っ
た
の
で
す
。

た
し
か
に
、
そ
う
い
う
超

越
神
と
の
か
か
わ
り
は
、
日
本

の

「
心
の

鬼
」

に
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
し
、

ま
た
、

そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

「良

心
」
の
よ
う
に
形
而
上
学
的
な
話
題
に
な

っ
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
も
、
今
日
の
日
本
人
が

「心
の
鬼
」
を
説
明
す
る
の
に

「良
心
」、

こ
の
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
な
概
念
の
訳
語
と
し
て
定
着
し
、
も
は
や
そ
の

原
語
を
意
識
す
る
こ
と
も
な
い
。

つ
ま
り
、
日
本
語
化
し
た

「良
心
」
を

持
ち
出
し
、
ま
た
、
そ
れ
な
り
に
納
得
で
き
る
の
は
、
な
ぜ
な
の
で
し
ょ

う
。こ

の
日
本
語
化
し
た

「良
心
」
は
、
今

で
は
、
儒
教

の
性
善
説

の
文
脈

で
語
ら
れ
た

「良
心
」

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
の
日
本
人
は

一
般
に
、

儒
教
に

つ
い
て
の
教
養
を
そ
れ
ほ
ど
持

っ
て
は
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で

も
、
そ
れ
が
単
純
な
意
味

で
の
善
い
心
で
な
い
こ
と
は
、
他
者
と
共
同
に

心
得
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど

「
心
の
鬼
」
を
、
人
の
心
に
ふ

っ
と
棲
み

つ

い
た
悪
し
き
霊
威
と
し
て
単
純

に
片
付
け
き
れ
な
い
こ
と
を
、
お
そ
ら
く

『源
氏
物
語
』
の
著
者
も
読
者

た
ち
も
共
同
に
心
得
て
い
た
よ
う
に
。

心
の
鬼
は
人
の
心
の
奥
底

の
普
段
な
ら
意
識
さ
れ
な
い
よ
う
な
深
層
か

ら
、
そ
の
人
の
心
を
責
め
た

て
ま
す
。
そ
の
限
り
、
そ
れ
は
人
そ
れ
ぞ
れ

に
内
在
的
で
あ
り
、
カ
ン
ト
流

に
言
え
ば

「主
観
的
原
理
」
で
す
。
し
か

も
、
こ
の
主
観
的
原
理
は
あ
る
主
観
、
あ
る
個
人
に
特
有
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
「
内
な
る
法
廷
」
で
心

の
鬼

に
責
め
ら
れ
る
の
は
、
誰

に

と

っ
て
も
、
な
ん
ら
意
外
性
の
あ
る
ド
ラ
マ
で
は
な
い
の
で
す
。
心
に
思

い
当
た
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
あ
え
て
面
倒
な
道
徳
的
基
準
や
善
悪
対
照
表

な
ど
を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
、
い
わ
ば
責
め
ら
れ
て
当
然
と
い

っ
た
趣
き

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
当
然
の
こ
と
と
受
け
止
め
ら
れ
る
の
は
、
誰
も
が

土
ハ同
に
心
得
て
い
る
と
こ
ろ
に
合
致
す
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
の
共
同
の

心
得
が
、
あ
る
特
定
の
人
た
ち
だ
け
の
共
有
物

で
も
、
ま
た
、
な
ん
ら
か

の
権
威
に
よ

っ
て
外
か
ら
教
え
込
ま
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
も

っ
と
根
源

的
に
人
に
備
わ

っ
て
い
る
よ
う
な
心
得

で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
も
共
同

に
心
得

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
心
得
に
反
す
る
態

度
を
と

っ
た
と
き
、

『源
氏
物
語
』

の
登
場
人
物
た
ち
は
心
の
鬼
を
意
識

し
ま
し
た
。
そ
れ
を
今
日
の
私
た
ち
が
良
心
の
呵
責
と
よ
び
、
そ
れ
な
り

に
納
得
で
き
る
の
は
、
人
間
の
本
性
は
善
か
悪
か
と
い
う
よ
う
な
議
論
と

は
無
縁

の
こ
と
で
す
し
、
い
わ
ん
や
、
キ
リ

ス
ト
教
的
な
被
造
者
感
情

あ

っ
て
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も

っ
と
、
い
わ
ば
自
然
な
納
得
の
し

か
た
な
の
で
す
。

た
だ
、
今
日
の
私
た
ち
は
、
逆
に
、
良
心
の
呵
責
を
た
だ
ち
に
心
の
鬼

の
は
た
ら
き
と
見
做
す
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
あ
の
鬼
た
ち
の
生
き
、
蠢
い

て
い
た
時
代
か
ら
、
私
た
ち
が
あ
ま
り
に
遠
く
隔
た

っ
て
し
ま

っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
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鬼の心

人
に
潜
む
も
の

物
の
怪
と
し
て
人
に
取
り
憑
く
の
も
鬼
な
ら
、
人
の
心
を
責
め
て
良
心

の
呵
責
を
感
じ
さ
せ
る
の
も
鬼
で
し
た
。
人
に
取
り
憑
く
方
の

「
ひ
と
」

は
他
人
、
人
の
心
を
責
め
る
方
の

「
ひ
と
」
は
自
分
、
で
す
か
ら
作
用
の

対
象
は
違
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
鬼
と
よ
ば
れ
た
の
は
、
普
段
は
人
の
心

の
深
奥
に
隠
れ
て
い
る
の
が
時
を
得
て
蠢
き
始
あ
、
意
識
の
な
か
に
這
い

上
が

っ
て
く
る
、
そ
の
実
体

に
お
い
て
同

一
と
見
做
さ
れ
た
か
ら
で
し
ょ

う
。鬼

が
も
と
も
と
不
可
視
の
存
在
だ

っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
怨
霊
、
生

霊
、
物

の
怪
と
し
て
の
鬼
を
退
散
さ
せ
る
の
に
、
先
ず
陰
陽
師
た
ち
の
念

力
に
よ

っ
て
そ
の
鬼
を
顕
す
と
い
う
手
続
き
が
必
要
だ

っ
た
こ
と
か
ら
も

窺
わ
れ
ま
す
。

陰
陽
師
た
ち

の
祈
祷
に

つ
れ
て
、

「物

の
怪
、

生
霊
な
ど

と
い
う
も
の
、
多
く
出

で
來

て
、
さ
ま
ざ
ま
の
名
の
り
す
る
」
こ
と
に
な

り
ま
す
。
名
が
判
ら
な
け
れ
ば
、

つ
ま
り
誰
の
物
の
怪
、
誰
の
怨
霊
と
い

う
こ
と
が
特
定

で
き
な
け
れ
ば
、
対
応
の
仕
様
も
な
か

っ
た
の
で
す
。
だ

が
ま
た
、
名
が
判

っ
た
か
ら
と
い

っ
て
、
鬼
が
そ
の
場
に
姿
を
見
せ
て
く

れ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
鬼
は
声
と
し
て
顕
れ
た
に
す
ぎ
ま

せ
ん
。
名
乗
り
が
な
く
て
も
声

に
心
当
た
り
の
あ
る
場
合
も
あ

っ
て
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
声
を
聞

き
取
る
こ
と
が
、
物
の
怪
の
正
体
に
迫
る
た

め
の
通
路
で
し
た
。

ま
し
て
、
到
底
客
観
化
さ
れ
え
な
い
心
の
鬼

の
こ
と
は
、
た
と
え
ば

『
源
氏
物
語
』
も

「心
の
鬼
に
、

し
る
く
見
給
ひ
て
」
、
「御
心
の
鬼
に
、

い
と
苦
し
く
」
、
「心
の
鬼
に
お
ぼ
し
て
」
な
ど
と
記
述
す
る
し
か
な
く
、

い
わ
ゆ
る
良
心
の
呵
責
の
根
拠
と
し
て

「心

の
鬼

に
」
と
い
う
表
現
を
用

い
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
現
代
の
日
本
人
な
ら
こ
こ
で

「良
心
の
声
」

と
い
う

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
倫
理
観
念
を
連
想
し
て
も
そ
う
不
自
然

で
は
な

い
で
し

ょ
う
が
、
平
安
時
代
、
心
の
鬼
の
声
と
い
う
観
念
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
心
の
鬼
は
、
声
す
ら
立

て
ず
に
心
を
責
め
ま
し
た
。

た
だ
し
、
心
の
鬼
の
発
動
が
、
普
段
の
心
の
あ
り
よ
う
よ
り
も
深
い
次

元
か
ら
の

「も
の
」
の
は
た
ら
き
か
け
、
し
か
も
、
そ
の
普
段

の
心

の
あ

り
よ
う
に
と

っ
て
は
、
災
い
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
決
し
て
快
く

は
な
い
は
た
ら
き
か
け
と
意
識
さ
れ
た
の
は
、
確
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

こ
の

「も
の
」
の
快
く
は
な
い
、

つ
ま
り
心
に
良
く
は
な
い
、
安
心

の
な

ら
な
い
は
た
ら
き
と
の
関
連
で
申
し
て
お
き
た
い
の
は
、
鬼
が
出

て
く
る

背
景
に
不
安
の
高
ま
り
が
あ

っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
り
ま
す
。
物

の
怪
と

し
て
の
鬼
も
そ
う
な
ら
、
心
の
鬼
も
そ
う
で
、
不
安
の
増
幅

の
な
か
で
鬼

が
跳
梁
し
ま
し
た
。

不
安
が
主
体
的
な
感
情
で
あ
る
こ
と
は
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が

『不
安

の
概
念
」
で
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が

『存
在
と
時
間
』
で
強
調
し
た
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
私
た
ち
が
恐
怖
を
抱
く
際
に
は
、
ま
さ
に
恐
怖

を
抱
か
せ
る
対
象
が
、
現
実
に
私
た
ち
の
外
部
に
存
在
し
て
い
ま
す
。

つ

ま
り
恐
怖
は
つ
ね
に
現
実
的
対
象
を
伴

っ
て
い
ま
す
が
、
不
安
に
は
対
象
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的
な
原
因
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
安
は
現
実
的
対
象
を
欠
き
、
不
安

の
成
立

根
拠
は
つ
ね
に
主
体
的
な
可
能
性

で
す
。
心
の
鬼
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
、

主
体
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
ま
し
た
。
物

の
怪
と
し
て
の
鬼
も
、
簡
単

に
特
定
で
き
る
よ
う
な
現
実
的
対
象

で
は
な
か

っ
た
の
で
す
。
た
だ
陰
鬱

な
気
分
に
沈
ん
だ
繊
細
な
神
経

の
陥

っ
た
怪
し
げ
な
変
調
を
眼
の
前

に
し

て
、
不
安
に
駆
ら
れ
た
想
像
力

が
、
声
音
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
特
定

で
き

た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

同
じ
不
安
の
高
ま
り
を
背
景

に
し
て
こ
そ
、
心

の
鬼
か
ら
物

の
怪

へ
の

転
換
と
い
う
現
象
も
起

こ
り
え
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
怨
霊
の

崇
り
が
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
、
と
り
わ
け
感
情

の
発
散

の
た
め
の

有
効
な
回
路
を
持
た
ず
、
憂
愁

の
鬱
積
し
や
す
い
生
活
の
な
か
で
、
人
が

良
心

の
呵
責

の
あ
ま
り
、
自
分

に
向
け
ら
れ
た
深
い
怨
念
の
存
在
を
想
定

し
た
あ
げ
く
、
そ
の
怨
念

に
取
り
憑
か
れ
た
と
思
い
込
ん
だ
と
し
て
も
決

し
て
不
自
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
す
れ
ば
、
人
の
心
を
内
奥
か
ら
責
め

る
鬼
も
、
物

の
怪
と
し
て
人
に
取
り
憑
く
鬼
も
、
と
も
に

「お
に
」
と
よ

ば
れ
た
の
は
断
じ
て
偶
然
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
と
意

識
し
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
先
ず
心
の
鬼
の
疼
き
が
あ

っ
て
、
そ
れ

が
嵩
じ
る
に
つ
れ
て
物
の
怪
が
出
現
し
て
き
た
と
い
う
の
が
、
無
理
の
な

い
シ
ナ
リ
オ
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な

「お
に
」
と
し
て
の

「も
の
」
が
、
人
の
心
の
底
に
潜
ん

で
い
ま
す
。
そ
れ
は
普
段
は
心
の
内
奥
に
隠
れ
て
い
て
、
窺
い
知
る
こ
と

も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の

「も
の
」
が
蠢
き
は
じ
め
る
の
は
、
ど
う
埋
め
よ

う
も
な
い
自
分
と
他
と
の
間
隙
、
「
ひ
と
」

と

「
ひ
と
」

と
の
間
を
、
客

観
的
な
対
象
と
し
て
見
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
不
安
と
と
も
に
、
自
ら
の
心

の
深
み
に
感
じ
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
か
。
今
日

の
私
た
ち
に
は
そ
れ
を

「も
の
」
と
よ
ぶ
習
慣
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
こ
の
ま
こ
と
に
人
間
的
な

「
も
の
」
が

「
ひ
と
」
か
ら
失

わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
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