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1有機体の哲学における時と永遠の問題

一
、

二
、

時
と
意
識
の
問
題

　
①
　
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
場
合

　
②
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
場
合

永
遠
と
愛
の
問
題

　
時
と
永
遠
の
問
題
は
、
実
存
哲
学
の
祖
と
見
な
さ
れ
る
実
存
の
思
想
家
で
あ

る
S
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
深
く
究
明
さ
れ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
以

来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
い
た
る
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
主
流
の
哲
学
に

お
い
て
は
、
時
と
永
遠
は
全
く
相
容
れ
な
い
対
立
す
る
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。

時
は
現
象
界
に
特
有
の
世
界
で
あ
り
、
永
遠
は
こ
の
現
象
界
に
は
関
係
の
な
い
、

い
わ
ば
時
を
離
れ
、
時
を
脱
却
し
た
、
現
象
界
と
は
無
関
係
の
、
超
越
の
次
元

の
世
界
の
特
徴
と
見
な
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
の
ア
ウ
グ

ス
チ
ヌ
ス
に
お
い
て
と
同
様
、
深
く
時
と
永
遠
の
い
わ
ば
相
即
性
、
同
時
存
立

性
が
究
明
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
瞬
間
は
永
遠
の
ア
ト
ム
で
あ
り
、
瞬
間
に
お

け
る
時
と
永
遠
の
同
時
的
共
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
、
人
間
が
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
神
か
ら
贈
り
物
と
し
て
与
え
ら
れ
る
為

に
は
、
人
間
の
各
実
存
は
神
の
前
の
単
独
者
と
し
て
紀
元
零
年
か
ら
三
三
年
ま

で
生
き
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
「
今
・
こ
こ
で
」
同
時
的
に
対
峙
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
聖
書
に
お
け
る
言
葉
は
、
今
．
こ
こ
で
、

各
実
存
の
各
々
の
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
に
語
り
か
け
て
い
る
言
葉
と
し
て
受
け
取

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
。
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
各
実
存
が
単
独
者
と
し
て
対
峙
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
時

の
中
で
時
を
越
え
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
同
時
的
に
対
峙
す
る
こ
と
を
意
味



2

す
る
。
こ
の
同
時
性
の
主
張
は
、
時
に
お
け
る
単
独
者
の
永
遠
と
の
対
峙
を
意

味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
こ
の
時
間
的
な
も
の
と

永
遠
な
も
の
と
の
瞬
間
に
お
け
る
対
峙
と
い
う
考
え
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
単
独
者
の
永
遠
と
の
対
峙
を
も
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
に
お
け
る
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
な
も
の
と
の
瞬
間
に
お
け
る
対
峙
と
い

う
こ
の
考
え
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
の
出

来
事
と
い
う
信
仰
の
事
柄
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

そ
の
上
、
人
間
の
各
実
存
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
彼
の
人
間
理
解
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
実
存
哲
学
者
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
瞬
間
に
お
け
る
時
と

永
遠
と
の
共
在
や
今
．
こ
こ
に
お
け
る
時
の
世
界
と
永
遠
の
世
界
と
の
共
在
を

受
容
す
る
も
の
の
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
荷
な
っ
て

い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
よ
っ
て
彼
の
思
索
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
し
な
い
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
神
で
は
な
く
、
「
有
」
そ
の
も
の
（
ユ
霧
。
り
①
ぎ

ω
o
ま
。
・
一
）
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
神
ぞ
の
も
の
の
役

割
を
果
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
有
」
そ
の
も
の
は
、
神
と
は
理
解
さ
れ
て
い

な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
神
学
的
に
で
は
な
く
、
ど
こ
ま

で
も
哲
学
の
始
原
（
§
ゴ
少
匿
審
昌
α
q
’
〇
二
昌
。
繭
且
§
p
）
に
遡
源
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
以
来
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
を
克
服

し
て
、
哲
学
的
思
索
か
ら
詩
作
の
世
界
へ
と
突
破
し
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い

て
と
は
別
の
仕
方
で
時
と
永
遠
の
現
在
（
瞬
間
）
に
お
け
る
同
時
共
在
性
が
考

察
さ
れ
て
い
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
瞬
間
に
お
け
る
時
と
永
遠

と
の
同
時
的
共
在
は
、
人
間
の
自
己
、
即
ち
人
間
に
お
け
る
霊
と
肉
と
の
関
係

が
こ
の
関
係
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
、
実
存
の
自
己
自
ら
と
の
い
わ
ば
「
自

己
関
係
」
と
し
て
の
自
己
と
、
こ
の
自
己
が
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
よ
っ

て
措
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
実
存
の
「
神
関
係
」
の
う
ち
に
お
け
る
自
己
と

理
解
さ
れ
て
い
る
、
実
存
の
二
重
関
係
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
瞬
間
に
お
け
る
時
と
永
遠
と
の
同

時
的
共
在
性
は
、
現
有
あ
る
い
は
現
存
在
の
現
θ
9
。
）
に
お
い
て
成
り
立
っ

て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
に
お
い
て
は
、
彼
自
ら
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

現
存
在
の
本
質
は
そ
の
「
実
存
」
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
「
実
存
」
は
、
詳
細
に
彼
自
ら
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
（
1
）
、
本
質
（
窃
。
・
①
昌
欝
）
に
対
立
す
る
現
実
存
在
（
①
x
馨
窪
薮
）

の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
の
語
源
で
あ
る
①
搾
－
ω
尻
9
お

か
ら
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
の
「
脱
自
的
に
1
存
在
す
る
も
の
」
（
α
①
「

国
騨
，
。
。
凶
ω
二
Φ
「
①
巳
①
）
を
意
味
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
α
Φ
「

国
邑
の
け
剛
①
「
o
巳
Φ
は
有
（
存
在
）
の
明
る
み
と
し
て
の
現
θ
僧
）
に
関
心
す
る

（
ω
O
「
α
q
O
昌
）
こ
と
に
よ
っ
て
現
に
一
あ
る
こ
と
θ
坦
あ
Φ
首
）
に
耐
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
、
時
と
永
遠
の
瞬
間
に
お
け
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る
同
時
共
在
性
は
、
後
か
ら
詳
論
す
る
よ
う
に
、
四
五
年
あ
ま
り
の
年
月
を
か

け
て
深
め
ら
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

　
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
時
と
永
遠
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
に
お
い
て
∪
霧
①
冒
の
U
9
。
に
最
初
か
ら
そ
れ
ら
が
同
時
共
在
的
で
あ
る
よ
う

に
、
四
〇
ε
巴
。
昌
出
蔓
（
現
実
的
実
有
）
（
神
以
外
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
9
。
o
ε
既

8
8
匹
8
で
も
あ
る
）
に
同
時
共
在
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
磐
巨
①
昼
は
、

物
質
で
あ
る
と
同
時
に
精
神
で
も
あ
り
、
且
つ
同
時
に
、
物
質
で
も
な
け
れ
ば

精
神
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
9
9
ロ
巴
。
昌
阿
草
は
、
直
観
的
閃
き
と
も
い
わ
れ

て
い
る
思
弁
（
魯
o
o
巳
註
。
昌
）
（
こ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
思
弁
と
は
全

く
意
味
合
い
を
異
に
す
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
）
に
よ
っ
て
予
め

定
め
ら
れ
た
四
七
の
範
疇
の
う
ち
の
一
範
疇
と
し
て
考
案
さ
れ
、
有
機
体
の
哲

学
の
要
と
し
て
の
過
程
と
し
て
の
実
在
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
、
過
程
と
し
て
の
実
在
”
で
あ
る
9
。
o
ε
巴
①
艮
圃
ξ
の
リ
ア
ル
な

構
成
要
素
は
冷
①
ぎ
α
q
（
感
じ
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
、
過
程
と
し
て
の
実
在
”

と
言
う
と
き
の
過
程
は
、
感
じ
の
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
、
碧
ε
巴
窪
怠
屯
の

生
成
の
運
動
で
あ
り
、
こ
の
過
程
の
最
終
的
統
一
性
は
満
足
（
。
・
註
。
・
診
。
自
。
口
）

と
名
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
感
じ
は
積
極
的
な
種
類
の
抱
握
（
買
Φ
ゴ
①
ロ
ω
圃
。
昌
）

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
他
方
の
8
ε
巴
o
o
o
霧
凶
。
昌
（
現
実
的
契
機
）
（
こ
れ
は
、

神
以
外
に
お
い
て
は
同
時
に
9
ε
巴
①
註
¢
で
も
あ
る
）
の
リ
ア
ル
な
内
的
構

造
は
合
成
（
O
O
昌
O
「
①
ω
O
O
口
O
①
）
と
名
づ
け
ら
れ
、
こ
の
合
成
過
程
の
最
終
相
は
、

↓
つ
の
十
全
に
決
定
さ
れ
た
複
合
的
感
じ
と
し
て
、
満
足
（
。
・
註
ω
富
。
臨
8
）
と

名
づ
け
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
物
質
で
あ
る
と
同
時
に
精
神
で
も
あ
り
、
ま
た
同
時
に
物
質
で
も
な

け
れ
ば
精
神
で
も
な
い
（
こ
の
こ
と
自
体
は
、
紀
元
一
五
〇
年
頃
か
ら
二
五
〇

年
頃
に
生
き
て
い
た
大
乗
仏
教
の
空
の
論
理
を
樹
立
し
た
龍
樹
の
テ
ト
ラ
・
レ

ン
マ
の
第
三
句
と
第
四
句
に
従
っ
て
い
る
）
9
・
o
ε
巴
自
鳳
屯
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
に
お
け
る
U
器
①
貯
　
な
い
し
は
そ
の
現
θ
曽
）
に
対
応
し
、
且
つ
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
最
終
的
な
性
起
の
場
と
し
て
の
、
∪
”
”
に
も
対
応
し
て

い
る
と
理
解
壱
れ
得
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
真
言
9
窪
臨
蔓
は
、
真
な

る
事
物
（
「
①
ω
　
＜
Φ
「
坦
①
）
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
究
極
的
実
在
で
も
あ
る
か
ら
で

あ
り
、
更
に
、
こ
の
究
極
的
実
在
が
、
究
極
的
な
る
も
の
の
範
疇
で
あ
る
、
創

造
性
”
と
、
多
”
と
、
一
、
と
か
ら
成
り
立
つ
、
過
程
と
し
て
の
実
在
”
で
あ

る
と
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
騨
。
o
ε
巴
①
昌
戯
な
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
に
お
け
る
O
馨
冒
の
一
）
9
に
対
応
し
、
個
物
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
、

そ
こ
に
個
が
成
り
立
つ
よ
う
な
創
造
性
が
開
け
て
い
て
、
い
わ
ば
場
と
し
て
成

り
立
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
神
の
原

初
的
本
性
（
O
ユ
ヨ
。
『
里
親
ロ
9
霞
①
o
h
O
o
α
）
と
神
の
結
果
的
本
性
（
o
o
易
甲

ρ
ロ
①
三
昌
9
霞
①
o
h
O
o
ユ
）
と
が
交
錯
し
て
、
神
の
自
己
超
越
的
本
性
（
ω
ε
o
学

田
。
軒
Φ
耳
玉
「
o
o
h
O
o
α
）
が
創
造
的
に
働
き
う
る
場
と
も
な
っ
て
い
る
と
理
解

さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
詳
論
に
入
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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、
時
と
意
識
の
問
題

　
先
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
瞬
間
に
お
け
る
時
と
永
遠
の
同
時

共
在
が
成
り
立
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
彼
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
時

と
永
遠
の
問
題
に
は
、
さ
ら
に
意
識
の
問
題
が
絡
ん
で
い
る
。
即
ち
、
実
存
の

自
己
関
係
と
神
関
係
と
の
二
重
の
関
係
は
、
主
と
し
て
自
己
の
自
覚
の
視
点
か

ら
究
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
日
本
の
哲
学
者
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
も
、

「
時
は
自
覚
の
形
式
」
（
2
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
時
と
自
覚
と
は
、

本
来
的
に
は
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
の
本
質

（
①
ω
。
・
⑦
触
診
を
重
視
し
、
主
客
の
対
立
の
内
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
、
西
欧
の

伝
統
的
な
主
流
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
時
は
永
遠
に
比
し
て
第
二
義
的
な
も
の

に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
、
無
時
間
的
な
領
域
に
お
い
て
哲
学
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

た
め
に
、
自
覚
と
か
、
そ
の
形
式
と
し
て
の
時
は
、
哲
学
上
の
重
要
な
問
題
と

は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
降
の
哲
学
に
お
い
て
は
1
従
っ
て
ま
た
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
哲
学
や
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
に
お
い
て
も
一
、

時
は
自
覚
な
い
し
は
意
識
と
一
つ
の
問
題
と
し
て
究
明
さ
れ
て
い
る
。
一
方
の

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
有
を
究
明
す
る
た
め
に
先
ず
、
彼
の
哲
学
の
前

半
期
の
主
著
で
あ
る
『
有
と
時
』
（
ω
6
陶
旨
　
口
口
α
　
N
Φ
穽
）
に
お
い
て
、
有
の
い
ず

れ
の
理
解
を
も
可
能
に
し
て
い
る
地
平
一
般
と
し
て
の
「
時
」
を
解
釈
す
る
こ

と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
（
3
）
。
ま
た
、
『
有
と
時
』
で
、
時
の
方
向
か
ら

だ
け
で
は
「
有
」
を
究
明
し
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、

周
知
の
よ
う
に
そ
の
後
、
視
点
の
転
換
（
内
①
冒
①
）
を
経
験
せ
ざ
る
を
得
ず
、

有
る
も
の
の
有
（
匹
器
ω
①
陣
昌
α
①
ω
ω
①
凶
O
昌
ユ
①
昌
）
を
論
究
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

あ
る
も
の
の
有
が
い
わ
ば
そ
こ
か
ら
重
唱
し
て
く
る
（
。
。
8
げ
①
「
①
侭
昌
Φ
ロ
）
「
有

そ
の
も
の
」
（
傷
器
Q
り
Φ
ぼ
ω
①
冒
。
⇔
一
）
の
（
こ
こ
で
の
問
題
の
脈
絡
か
ら
い
う
と
「
世

界
の
自
覚
」
の
方
向
か
ら
の
自
覚
の
問
題
究
明
へ
と
方
向
転
換
を
し
な
が
ら
も
）

自
覚
の
究
明
を
続
け
て
い
る
。

　
ま
た
他
方
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
時
の
意
識
の
問
題
は
、
彼
の

主
著
『
過
程
と
実
在
』
（
穿
要
目
α
導
）
の
第
三
部
の
抱
握
論
を
中
心
に
、

主
体
の
側
で
あ
る
自
己
の
視
点
か
ら
（
い
わ
ば
藝
ぴ
q
の
自
覚
と
い
う
仕
方
で
）

も
、
ま
た
、
世
界
の
自
覚
の
視
点
と
し
て
の
合
成
（
O
O
口
O
「
①
ω
O
Φ
昌
O
①
）
の
側
の

自
覚
（
即
ち
、
世
界
の
生
成
過
程
に
お
け
る
け
①
ぎ
ゆ
q
の
自
覚
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
）
か
ら
も
論
究
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を

詳
し
く
論
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
場
合

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
有
と
時
』
（
一
九
二
七
年
）

に
お
い
て
「
有
」
を
究
め
る
に
あ
た
っ
て
、
「
有
」
の
理
解
を
可
能
に
し
て
い

る
地
平
一
般
と
し
て
の
時
の
解
釈
を
目
標
と
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
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い
て
は
、
現
有
は
、
そ
の
最
も
自
己
的
な
有
り
方
に
お
い
て
閉
ざ
さ
れ
て
は
い

な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
現
有
の
現
θ
曽
ぎ
昌
U
護
）
は
、

そ
の
本
質
的
な
開
示
性
（
国
房
。
匡
。
の
の
。
島
①
ε
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
現
有
θ
o
ω
①
剛
昌
）
は
そ
の
開
示
性
を
特
徴
と
し
て
い
る
（
4
）
。
そ

の
場
合
、
情
態
性
（
ゆ
①
臣
昌
自
。
ゴ
犀
。
巳
と
理
解
（
＜
Φ
「
ω
8
げ
Φ
ロ
）
と
が
現
に
有

る
こ
と
を
構
成
し
て
い
る
二
つ
の
等
根
源
的
な
有
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

実
存
疇
と
し
て
「
世
界
内
存
在
」
（
M
口
■
畠
O
「
1
芝
①
一
一
Y
ω
①
一
口
）
の
根
源
的
開
示
性
を

性
格
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
一
の
「
情
態
性
」
に
は
、
第
一
に
雪
投
性

（
（
甲
O
≦
O
戸
口
げ
O
一
仲
）
を
開
示
す
る
こ
と
が
、
第
二
に
は
世
界
内
存
在
と
し
て
の

実
存
の
有
り
方
が
、
属
し
て
い
る
。
ま
た
、
他
方
の
「
理
解
」
に
は
開
示
す
る

こ
と
と
し
て
（
巴
。
。
卑
ω
o
匪
。
ω
ω
Φ
ロ
）
、
「
世
界
の
内
に
1
1
有
り
・
得
る
こ
と
」

（
ω
①
一
昌
占
【
O
①
冒
口
①
昌
占
口
匹
①
毫
①
謬
）
（
5
）
が
属
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
開
示
性
を
意
味
す
る
「
現
」
θ
”
）
に
お
い
て
、
顕
わ
な
る
も

の
（
α
器
O
留
。
げ
2
δ
）
、
つ
ま
り
現
象
（
雷
9
0
昌
。
ヨ
Φ
昌
）
が
現
れ
る
が
、
現
有

の
実
存
性
の
根
源
的
な
有
志
的
根
拠
は
時
性
（
N
Φ
＝
一
山
O
げ
犀
⑦
一
蝕
）
で
あ
る
（
6
）
。

そ
し
て
、
時
性
の
更
に
一
層
根
源
的
な
時
性
に
こ
そ
、
現
有
の
有
を
構
成
し
て

い
る
有
・
の
・
理
解
（
留
3
累
　
蔭
ロ
駐
）
が
、
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
『
有

と
時
』
で
は
考
え
ら
れ
で
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
周
知
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
時
性
の
時
熟
（
N
皿
亭

鴨
5
㈹
匹
臼
N
①
巨
。
募
Φ
ご
の
方
向
か
ら
だ
け
で
は
、
有
の
理
解
を
究
め
尽
く
す

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
『
有
と
時
』
の
後
半
は
、
そ
の
後
、
一
九
三
〇
年
に

構
想
さ
れ
、
ま
た
講
演
さ
れ
て
、
一
九
四
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
真
理
の
本
質

に
つ
い
て
』
（
＜
o
日
産
窃
①
昌
砧
興
芝
露
普
①
ε
に
お
い
て
、
内
容
的
に
完
成
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
』
a
①
げ
臼
畠
8

国
信
B
撃
δ
ヨ
蕊
し
Φ
ミ
）
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
人
間
が
被
投
的
な

企
投
を
生
き
る
の
は
、
有
そ
の
も
の
が
現
有
そ
の
も
の
の
現
有
の
脱
自
存
在

（α

ｳ
『
　
穿
1
ω
一
ω
岳
①
「
①
口
止
①
）
の
中
へ
人
間
を
贈
り
込
む
か
ら
で
あ
る
と
明
言
す
る

に
至
っ
て
い
る
（
7
）
。
し
か
も
、
そ
こ
で
は
、
人
間
は
「
有
の
牧
人
」
（
α
臼

国
凶
旨
α
o
ω
ω
①
貯
ω
）
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
（
8
）
。
し
か
し
、
『
同
一
性
と

差
異
』
（
一
匹
①
昌
畝
臼
①
一
口
口
住
一
）
面
目
目
順
ド
Φ
α
刈
）
に
お
い
て
は
、
性
起
（
卑
虫
垂
芭

が
人
間
と
有
と
を
そ
れ
ら
の
本
質
的
な
結
び
付
き
へ
と
適
応
さ
せ
て
い
る
。
し

か
も
、
一
九
五
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
講
演
と
論
文
』
（
＜
o
答
鑓
。
伽
q
①
　
巨
α

〉
ρ
塗
器
言
①
）
で
は
、
性
起
が
露
わ
と
な
る
四
方
界
（
O
①
＜
一
Φ
冨
）
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
人
間
と
有
と
の
同
一
性
が
、
そ
こ
で
は
、
有
る
も
の
の

根
拠
に
お
け
る
同
一
性
を
前
提
す
る
言
表
と
し
て
の
同
一
性
（
A
は
A
で
あ
る
）

か
ら
、
こ
れ
と
全
く
レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
同
｝
性
へ
と
飛
躍
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

有
る
も
の
の
根
拠
と
し
て
の
有
か
ら
離
脱
し
て
、
底
の
な
い
深
淵
霞
撃
巳
ユ
）

の
う
ち
へ
と
飛
躍
す
る
と
こ
ろ
の
同
一
性
が
、
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
の
場
合
の
深
淵
は
、
空
虚
な
無
と
か
、
薄
暗
い
混
沌
で
は
な
く
、

性
起
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
（
9
）
。
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更
に
、
一
九
七
二
年
の
『
言
語
』
（
ω
O
冨
。
ゲ
①
）
（
1
0
）
に
は
、
「
太
古
の
自

性
の
場
」
（
α
臼
O
冨
ロ
聲
。
「
卑
皿
α
q
三
。
ゆ
ω
①
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

こ
で
は
、
現
（
9
）
は
、
「
根
源
的
な
絶
粒
の
場
」
と
な
っ
て
露
わ
と
な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
開
け
が
あ
る
」
と
い
う
開
け
が
O
霧
O
ぎ
の
∪
”
に
あ
る
有
り

方
か
ら
、
「
有
の
開
け
」
へ
、
「
有
の
開
け
」
か
ら
「
性
起
」
へ
、
「
性
起
」
か

ら
「
性
起
の
場
」
へ
と
い
う
、
約
四
五
年
余
り
の
年
月
を
か
け
て
の
「
開
け
」

θ
凶
）
の
理
解
の
仕
方
の
深
化
は
、
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
、

実
存
に
お
け
る
底
な
き
底
と
し
て
開
き
続
け
た
「
開
け
」
が
、
遂
に
開
け
の
方

向
の
転
換
を
惹
起
し
て
、
個
に
お
け
る
「
開
け
」
と
こ
の
「
個
」
が
い
わ
ば
そ

こ
か
ら
開
け
の
限
定
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
開
け
と
し
て
の
「
場
」
（
O
冨
）

と
の
相
即
性
が
成
り
立
つ
と
こ
ろ
ま
で
極
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
。
従
っ
て
、

そ
こ
に
は
、
自
己
の
自
覚
の
方
向
と
世
界
の
自
覚
の
方
向
の
両
者
が
開
け
て
お
り
、

そ
の
両
者
の
自
覚
の
相
即
性
は
極
め
て
そ
の
透
明
性
に
近
い
と
こ
ろ
ま
で
至
っ

て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
太
古
の
自
性
の
場
で
、
自
己
と
有
の
性

起
の
場
と
の
相
即
性
が
本
当
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
人
間
の
「
有

の
牧
人
と
し
て
」
の
有
り
方
が
、
太
古
の
自
性
の
場
と
同
等
の
重
み
な
い
し
は

自
己
同
一
性
を
持
た
な
い
限
り
は
、
一
見
疋
的
に
は
答
凡
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
も
そ
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
有
る
も
の
の
有
（
α
器
Q
り
。
ぎ
鳳
①
ω

Q。

@
冨
巳
①
ロ
）
と
有
そ
の
も
の
（
畠
9
ω
ω
o
ぎ
ω
Φ
ぎ
巴
と
の
同
一
性
や
差
異
性
が

問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
両
者
の
自
己
同
一
性
が
問
題
と
な
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
自
己
が
有

そ
の
も
の
と
相
即
的
で
あ
る
こ
と
は
徹
底
的
に
は
思
索
し
抜
か
れ
て
い
る
と
は

理
解
さ
れ
難
い
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
、
有
そ
の
も
の
の
解

明
や
現
有
に
開
か
れ
て
い
る
脱
自
存
在
と
し
て
の
実
存
の
究
明
が
究
極
的
な
問

題
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
有
そ
の
も
の
の
自
己
と
の
自
己
同
一
性
と
し
て
の
相

即
性
は
問
題
の
射
程
の
な
か
に
は
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
理
解
さ
れ
得
る

の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
自
己
同
一
性
と
は
、
本
来
的
に
は
、
本
来
的
な
自

己
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
両
極
的
な
も
の
が
一
な
る
も
の
と
し
て
成
り
立
っ
て

い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
時
間
的
な
も
の
と
空
間
的
な
も
の
、
有
限
な
る
も
の
と
無
限
な
る
も
の
、

必
然
的
な
る
も
の
と
可
能
的
な
る
も
の
、
一
と
多
、
事
と
理
、
正
と
偏
、
人
と

境
等
々
の
、
｝
切
を
対
象
化
す
る
主
客
分
離
の
立
場
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
に

対
立
し
、
矛
盾
す
る
事
柄
が
、
自
己
に
お
い
て
は
正
に
一
な
る
事
柄
と
し
て
成

り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
自
己
」

は
最
初
か
ら
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
先
ず
有
が
、

そ
し
て
そ
の
裏
面
と
し
て
の
無
が
、
次
い
で
有
そ
の
も
の
が
彼
の
思
索
の
事
柄

で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
り
、
自
己
は
、
現
有
（
U
霧
①
冒
）
の
現
に
開

け
て
い
る
開
け
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
自
己
に
お
い
て

の
自
己
と
有
そ
の
も
の
の
自
己
同
一
性
と
い
う
あ
り
方
に
は
未
だ
思
索
は
至
っ

て
い
な
い
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
自
己
に
お
け
る
両
極
的
な
も
の
の
自
己
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同
一
性
は
、
思
索
が
あ
ら
ゆ
る
枠
組
み
か
ら
開
放
さ
れ
た
と
き
に
可
能
と
な
る
が
、

あ
ら
ゆ
る
思
考
の
枠
組
み
か
ら
開
放
さ
れ
た
思
索
の
場
は
、
絶
対
の
無
限
の
開

け
で
あ
る
絶
対
無
の
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
思

索
の
場
は
最
終
的
に
も
「
有
そ
の
も
の
」
の
思
索
か
ら
は
開
放
さ
れ
て
い
た
と

は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
開
け
θ
”
）
の
四
五
年
に
わ
た
っ
て
の

深
ま
り
の
経
緯
を
意
識
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
開
け
θ
”
）
が
∪
霧
Φ
ぎ
の
∪
9

に
開
け
て
い
る
有
り
方
か
ら
、
有
が
開
け
て
い
る
と
い
う
有
り
方
（
費
ω
】
）
四

α
o
ω
Q
り
①
ぎ
ω
）
へ
と
、
一
）
四
の
開
け
の
方
向
が
逆
転
す
る
と
き
に
は
、
自
覚
の
方

向
も
ま
た
逆
転
す
る
。
こ
の
事
実
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
自
覚
の
方

向
の
二
つ
の
有
る
方
に
対
応
す
る
。
即
ち
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
、
自

己
の
自
覚
が
実
存
の
自
己
関
係
の
自
覚
か
ら
、
自
己
の
神
関
係
の
事
実
の
自
覚

へ
と
深
ま
る
と
き
に
、
人
間
の
絶
望
の
有
り
方
が
、
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ

ろ
う
と
欲
し
な
い
あ
り
方
か
ら
、
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
あ

り
方
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
も
、
時
性

が
究
明
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
「
有
の
意
味
へ
の
問
い
」
　
（
甲
お
。
ロ
9
げ
餓
Φ
ヨ

留
5
ぎ
精
留
ぎ
）
（
1
1
）
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
『
有
と
時
』
に
お
い
て
は
、

人
間
の
実
存
の
意
識
な
い
し
は
自
覚
は
、
現
有
の
開
示
性
と
し
て
の
「
不
安
」

や
現
に
あ
る
こ
と
に
根
源
的
に
属
し
て
い
る
「
理
解
」
と
し
て
の
「
本
来
的
に

有
り
得
る
こ
と
」
や
「
死
へ
の
有
」
や
「
被
身
性
」
（
O
Φ
≦
O
幕
昌
ゴ
O
騨
梓
）
の
自

覚
と
し
て
究
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
開
け
が
有
る
こ
と
（
ユ
霧
ω
①
ぼ
く
8

∪
9
）
か
ら
有
の
開
け
へ
と
開
け
の
方
向
が
逆
転
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
覚
は
、

．
四
方
界
（
O
①
く
凶
①
誹
）
に
お
け
る
性
起
の
事
柄
へ
と
、
つ
ま
り
、
場
の
場
自
身

の
自
覚
へ
と
変
転
す
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
人
間
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

存
の
自
覚
と
「
根
源
的
な
性
起
の
場
」
と
の
相
即
性
、
つ
ま
り
、
同
一
性
は
明

確
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
同
一
性
は
、
自
己
の
自
覚
を
通
し
て
の
自
己

同
一
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
は
、
近
世
に
お
け
る
デ
カ

ル
ト
の
自
我
（
①
α
q
o
）
と
カ
ン
ト
的
な
自
律
に
基
づ
く
目
的
自
体
と
し
て
の
入

格
の
樹
立
を
経
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
も
、

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
西
田
哲
学
に
お
け
る
如
き
、
そ
こ
に
お
い
て
一
切
の
も
の

の
同
一
的
あ
り
方
が
明
ら
か
と
な
る
「
自
己
」
の
究
明
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
よ
り
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い

て
も
う
一
歩
深
く
ー
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
（
類
比
的
）
に
で
は
あ
る
が
一
遂
行
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
内
容
の
上
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
の
実
存
の
自
覚
は
、

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
「
感
じ
」
（
融
巴
昌
α
q
）
の
自
覚
に
対
応
し
、
ま
た
、

四
方
界
（
O
O
＜
一
Φ
昏
）
に
お
け
る
性
起
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
合
成

　
（
O
O
昌
O
門
O
ω
O
①
昌
O
①
）
に
対
応
す
る
。
合
成
は
、
碧
ε
巴
o
o
o
器
凶
。
口
の
リ
ア
ル
な

内
的
構
造
で
あ
る
こ
と
を
先
に
見
た
が
、
9
0
葺
勘
o
o
o
霧
δ
昌
は
、
同
時
に
神
以

外
の
す
べ
て
の
も
の
の
帥
。
ε
巴
①
ロ
ニ
な
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、

合
成
は
、
神
以
外
の
碧
雷
曵
o
o
o
櫛
ω
δ
ロ
で
も
あ
る
9
0
ε
』
Φ
昌
暮
鴇
に
お
け
る
感
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じ
（
δ
亀
σ
q
）
の
満
足
を
目
指
し
て
の
過
程
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
も
、
過
程
と
し
て
の
合
成
は
、
感
じ
（
け
。
嵩
昌
α
q
）
を
構
成
要
素
と
す
る

薗
。
臼
鉱
①
昌
蔓
の
形
成
作
用
の
生
起
す
る
場
で
も
あ
る
。

　
②
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
場
合

　
A
．
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
自
ら
の
有
機
体
の
哲
学
の
目
的
を
宇
宙
論

の
表
現
に
お
き
、
整
合
的
宇
宙
論
を
表
現
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
（
1
2
）
。

し
か
し
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
人
類
の
宗
教
経
験
の
解
釈
を
獲
得
し
て
、
こ
れ

を
解
明
す
る
こ
と
が
哲
学
の
最
終
目
的
と
し
て
の
経
験
で
あ
る
こ
と
を
も
主
張

し
て
い
る
（
1
3
）
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
有
機
体
の
哲
学
は
二
つ
の
こ
と
を
要
求

す
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
実
在
的
本
質
（
憎
①
巴
①
o
ロ
ω
O
昌
O
①
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
碧
ε
巴
。
昌
二
蔓
の
関
係
及
び
内
的
関
係
の
完
全
な
分
析
と
い
う
意
味

で
の
実
在
的
本
質
で
あ
る
（
1
4
）
。
第
二
は
、
抽
象
的
本
質
（
菩
ω
け
雷
9

①
ω
ω
o
昌
8
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
殊
化
さ
れ
た
碧
ε
巴
。
弓
匡
帯
が
結
合
に
お

い
て
特
殊
化
さ
れ
て
い
な
い
実
有
（
①
昌
葺
凶
⑦
。
励
）
の
観
念
に
代
置
さ
れ
て
い
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
抽
象
的
本
質
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
要
求
さ
れ
る
も
の

と
し
て
の
実
在
的
本
質
と
抽
象
的
本
質
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
哲
学
者
で
あ
る

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
哲
学
を
ヒ
ン
ト
と
し
て
（
1
5
＞
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お

い
て
は
9
3
邑
0
8
豊
凶
。
昌
と
9
。
9
鐸
巴
雪
二
八
と
し
て
結
晶
し
て
い
る
。

　
上
述
の
よ
う
な
有
機
体
の
哲
学
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
二
つ
の
要
求
と

し
て
の
8
巳
巴
o
o
o
器
δ
昌
と
碧
ε
巴
。
ロ
戯
蔓
（
両
者
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

神
以
外
の
す
べ
て
に
お
い
て
は
一
で
あ
り
、
神
の
み
は
8
ε
巴
①
温
蔓
の
み
で

あ
っ
て
、
8
ε
匿
o
o
8
ω
凶
8
で
は
な
い
）
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の

哲
学
の
要
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
有
機
体
の
哲
学
は
、
直
観
の
閃
き
と
し
て

の
思
弁
を
核
と
す
る
思
弁
哲
学
で
も
あ
る
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
思
弁

哲
学
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
は
相
違
し
て
、
整
合
性
と
論
理
性
と
を
特
徴
と

す
る
合
理
的
側
面
と
、
適
用
可
能
性
と
十
全
性
と
を
特
徴
と
す
る
経
験
的
側
面

と
の
両
面
を
備
え
て
い
る
哲
学
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
思
弁
哲
学
と
し
て
の

有
機
体
の
哲
学
は
、
デ
カ
ル
ト
的
な
合
理
的
哲
学
と
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
と
の

い
わ
ば
根
源
か
ら
哲
学
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
な
経
緯
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る

拶
。
ε
巴
9
戯
な
は
、
直
観
的
閃
き
で
あ
る
思
弁
に
よ
っ
て
予
め
定
め
ら
れ
た
四

七
の
範
疇
の
う
ち
の
一
範
疇
と
し
て
考
案
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
「
過
程
と

し
て
の
実
在
」
で
あ
る
9
0
言
巴
①
昌
ユ
屯
の
リ
ア
ル
な
構
成
要
素
は
、
カ
ン
ト
的

な
⇔
①
艮
Φ
昌
（
思
索
）
で
も
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
思
弁
で
も
な
く
し
て
、
全

く
新
た
に
考
案
さ
れ
た
感
じ
（
け
。
一
ぎ
α
q
）
で
あ
る
。
そ
し
て
「
過
程
と
し
て
の

実
在
」
と
言
う
時
の
過
程
は
、
満
足
に
向
か
っ
て
の
感
じ
で
あ
る
と
同
時
に
、

碧
ε
』
o
暮
蔓
の
生
成
の
過
程
で
も
あ
り
、
こ
の
過
程
の
最
終
的
統
一
性
は
、

満
足
（
o
o
僧
一
一
ω
富
O
菖
O
昌
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
感
じ
は
積
極
的
な
種
類
の

抱
車
（
冒
①
ゴ
①
諺
凶
O
昌
）
と
も
理
解
さ
れ
て
い
る
。
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他
方
の
§
邑
8
8
臥
。
昌
の
リ
ア
ル
な
内
的
構
造
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、

合
成
と
名
付
け
ら
れ
、
こ
の
合
成
過
程
の
最
終
相
は
、
一
つ
の
十
全
に
決
定
さ

れ
た
複
合
的
感
じ
と
し
て
、
満
足
と
な
づ
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
は
、
九
つ
の
範
疇
的
拘
束
を
考
案
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
三
つ
が
、

事
物
の
最
終
的
本
性
に
源
を
発
す
る
主
要
な
範
疇
的
制
約
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
、
主
体
的
統
一
性
の
範
疇
と
客
体
的
同
一
性
の
範
疇
と
客
体
的
多
様
性
の

範
疇
で
あ
る
（
1
6
）
。
第
一
の
主
体
的
統
一
性
の
範
疇
は
自
己
実
現
に
関
わ
る
が
、

こ
の
場
合
碧
ε
巴
Φ
昌
昌
蔓
は
自
己
実
現
の
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
実
現

が
果
た
さ
れ
る
自
己
超
越
体
で
あ
る
（
1
7
）
。
客
体
的
同
一
性
と
客
体
的
多
様

性
の
範
疇
が
関
わ
る
の
は
、
客
体
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
一

の
主
体
的
統
一
性
の
範
疇
に
つ
い
て
の
説
明
か
ら
、
感
じ
（
常
①
ぎ
σ
q
）
を
そ
の

リ
ア
ル
な
構
成
要
素
と
す
る
器
楽
昔
在
は
自
己
実
現
の
主
体
で
あ
る
の
で
、

意
識
は
感
じ
の
「
主
体
的
形
式
」
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
意
識
は
、
合
成
の
よ
り
高
次
の
相
に
お
い
て
生
じ
て
く

る
「
主
体
的
形
式
」
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
（
1
8
）
。
事
実
、
彼
は
存
在
の

範
疇
で
あ
る
即
興
（
只
。
ゴ
。
昌
。
。
δ
昌
）
を
無
意
識
の
抱
握
と
し
、
意
識
的
抱
握
で

あ
る
岩
手
。
げ
。
諺
陶
。
昌
を
買
①
ゴ
①
霧
δ
昌
よ
り
は
高
次
で
あ
る
と
こ
ろ
の
認
識
段

階
と
し
て
い
る
。

　
先
に
述
べ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
現
有
の
意
識
が
時
間
性
の
地

平
に
お
け
る
意
識
の
問
題
と
し
て
主
要
な
問
題
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ

の
後
の
彼
の
著
書
に
お
い
て
は
、
意
識
は
中
心
問
題
で
は
な
く
な
る
。
「
現
」

θ
餌
）
（
開
け
）
が
、
現
有
の
時
性
に
お
け
る
分
析
か
ら
で
は
な
く
、
性
起
の

場
か
ら
究
め
ら
れ
る
方
向
へ
と
転
換
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

哲
学
の
後
半
期
に
お
い
て
は
意
識
の
問
題
が
中
心
か
ら
消
え
て
行
く
の
は
、
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の
後
半
期
に
お
け
る
哲
学
が
、
人
間
の
「
自
己
」
と
「
有

そ
の
も
の
」
と
し
て
の
「
場
」
と
の
自
己
同
一
性
が
究
め
ら
れ
よ
う
と
は
し
て

い
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
根
拠
を
持
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
彼

に
お
い
て
は
、
自
己
に
お
け
る
絶
対
に
相
反
す
る
も
の
、
両
極
的
な
も
の
の
同

一
性
、
つ
ま
り
、
絶
対
に
相
反
す
る
も
の
の
自
己
同
一
性
ま
で
に
は
、
思
索
は

深
め
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
有
機
体
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
意
識
は
、
合
成
の
よ
り
高

次
の
相
に
お
い
て
生
じ
て
く
る
主
体
的
形
式
で
あ
る
が
故
に
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

の
感
じ
に
お
い
て
意
識
の
問
題
は
終
始
重
要
と
な
る
。
有
機
体
の
哲
学
の
開
か

れ
た
体
系
で
あ
る
、
彼
の
後
期
の
主
著
『
過
程
と
実
在
』
に
お
い
て
は
、
意
識

は
初
め
か
ら
意
識
そ
の
も
の
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、

こ
こ
で
は
、
個
と
世
界
あ
る
い
は
世
界
と
神
は
、
常
に
根
源
的
に
、
そ
れ
ぞ
れ

分
離
し
て
両
方
向
か
ら
と
同
時
に
、
両
者
の
相
即
性
の
場
で
、
両
者
が
同
時
に

成
り
立
つ
も
の
と
し
て
究
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
お
い
て
と
は
相
違
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
『
過
程
と
実
在
』
に
お

い
て
は
、
意
識
が
感
じ
の
満
足
へ
と
向
か
っ
て
終
始
問
題
と
な
る
の
は
、
本
書
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に
お
い
て
は
、
物
質
と
精
神
と
の
相
即
性
の
場
が
碧
言
巴
魯
怠
な
と
し
て
、
ま

た
9
。
o
ε
巴
8
賦
蔓
の
う
ち
に
、
そ
し
て
ま
た
、
合
成
の
う
ち
に
、
初
め
か
ら
開

か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
私
た
ち
は
、

彼
に
お
い
て
は
、
大
乗
仏
教
の
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
（
四
句
分
別
）
が
考
察
の
中

に
最
初
か
ら
入
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
有
と
時
』
の
時
期
に
お
い
て
現
有
の
現
θ
9
）
と
、
そ
の

四
五
年
程
を
経
過
し
た
↓
九
七
二
年
の
『
言
語
』
に
お
け
る
「
太
古
の
自
性
の
場
」

に
開
け
て
い
る
開
け
と
の
自
己
同
一
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
最
初
か
ら

成
り
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
永
遠
と
愛
の
問
題

　
「
永
遠
と
愛
」
の
問
題
は
、
「
時
と
永
遠
」
の
問
題
と
同
様
に
、
実
存
哲
学

の
祖
で
あ
る
キ
ェ
ル
ケ
コ
ー
ル
に
お
い
て
深
く
究
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

永
遠
は
神
の
子
の
受
払
の
出
来
事
と
し
て
時
と
一
体
の
問
題
と
し
て
究
め
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
神
の
子
の
受
肉
は
、
神
の
人
間
の
各
実
存
に
対
す

る
愛
の
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の

神
は
、
対
象
化
さ
れ
た
現
象
界
と
無
関
係
な
神
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、

旧
約
聖
書
の
創
世
記
の
物
語
の
中
で
ア
ダ
ム
と
エ
バ
に
対
し
て
「
汝
」
と
語
り

か
け
て
く
る
、
人
間
の
各
実
存
と
第
二
人
称
の
関
係
を
結
ぶ
人
格
的
な
神
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
こ
で
の
神
は
、
対
象
化
さ
れ
た
神
で
は
な
く
、
各
実
存
の
自
己
を

措
定
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
人
間
と
そ
れ
ぞ
れ
に
関
係
を
結
ぶ
関
係
概
念
と

し
て
捉
え
ら
れ
た
神
で
あ
る
。
し
か
も
、
私
と
第
二
人
称
的
な
関
係
を
結
ぶ
関

係
概
念
と
し
て
成
り
立
つ
神
は
、
神
の
子
の
受
肉
の
出
来
事
を
始
め
と
し
、
す

べ
て
の
出
来
事
に
お
い
て
愛
と
し
て
働
く
神
で
あ
る
。
従
っ
て
、
神
と
の
第
二

人
称
的
な
「
我
－
汝
」
の
関
係
へ
と
引
き
入
れ
ら
れ
、
各
実
存
の
自
己
の
措
定

者
で
あ
る
神
を
信
仰
す
る
神
の
前
の
単
独
者
は
、
学
び
の
キ
リ
ス
ト
者
と
な
り
、

愛
に
生
き
る
こ
と
が
永
遠
の
命
を
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
永
遠
と
愛
の
問
題
は
、
「
現
」

θ
四
）
（
開
け
）
と
性
起
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
論
、

「
現
」
θ
層
）
と
「
太
古
の
自
性
の
場
」
（
畠
臼
O
答
・
邑
二
十
Φ
督
尻
。
。
①
）

（
1
9
）
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
後
者
は
詩
の
中

で
語
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
哲
学
的
な
思
索
か
ら
別
の
思
索
で
あ
る
詩
作
へ

と
変
転
し
た
世
界
で
の
言
葉
で
あ
る
。
性
起
は
、
未
だ
哲
学
的
な
思
索
の
中
で

の
事
柄
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
永
遠
と
愛
の
問
題
は
、

「
現
」
と
「
性
起
」
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
方
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

開
け
（
∪
餌
）
が
永
遠
の
世
界
を
開
き
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
愛
は
天
（
畠
臼

震
夕
煙
巴
と
地
（
ユ
δ
卑
α
①
）
と
神
々
の
世
界
（
ユ
一
Φ
　
（
甲
O
①
巳
圃
O
ゴ
①
旨
）
と
死
す

べ
き
も
の
の
世
界
（
ユ
凶
O
　
Q
り
一
①
㌦
び
喘
O
げ
①
護
）
と
か
ら
な
る
四
方
界
（
O
Φ
忌
①
冨
）
で

そ
れ
ぞ
れ
が
映
し
合
い
、
働
き
合
っ
て
い
る
語
志
を
可
能
に
し
て
い
る
力
と
し

て
働
い
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
と
は
相
違
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
永
遠
と
愛
の
問
題
は
、

神
と
愛
の
問
題
と
し
て
究
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お

け
る
神
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
人
格
神
と
は
相
違
し
て
、
三
つ
の
本

性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
人
格
性
と
非
人
格
性
を
越
え
た
神
で
あ
る
。

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神
の
三
つ
本
性
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
原

初
的
本
性
（
9
ヨ
o
a
芭
口
9
。
言
「
①
o
h
O
＆
）
と
結
果
的
本
性
（
0
8
ω
①
ρ
ロ
①
巨

旨
9
霞
①
o
h
O
o
ユ
）
と
自
己
超
越
的
本
性
（
ω
唇
①
二
8
砦
①
昌
弩
「
①
o
｛
O
＆
）
で

あ
る
（
2
0
）
。
先
ず
、
神
の
原
初
的
本
性
と
は
、
与
件
の
う
ち
に
す
べ
て
の
永

遠
的
客
体
を
含
む
概
念
的
感
じ
の
統
一
性
の
合
成
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

次
の
、
神
の
結
果
的
本
性
と
は
、
展
開
す
る
宇
宙
の
諸
現
実
態
の
神
に
よ
る
物

的
抱
握
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
、
神
の
自
己
超
越
的
本
性
と
は
、
様
々

な
時
間
的
系
列
に
お
い
て
超
越
的
創
造
性
を
制
約
す
る
神
の
特
殊
な
満
足
の
実

用
主
義
的
な
価
値
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

三
つ
の
本
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神
は
、

世
界
と
の
関
係
に
お
い
て
、
神
と
世
界
と
の
生
成
の
「
過
程
」
に
お
い
て
相
互

に
逆
に
働
き
、
対
立
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
が
却
っ
て
両
者
の
関
係
を
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
へ
と
変
え
て
い
く
。
こ
こ
で
二
茜
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
は
、
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
に
お
け
る
八
つ
の
「
存
在
の
範
疇
」
の
中
の
八
番

目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
範
躊
で
あ
る
。

　
さ
て
、
神
と
世
界
と
の
「
過
程
」
に
関
し
て
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
「
恒
常

性
と
流
動
性
」
、
「
一
と
多
」
、
「
内
在
と
超
越
」
、
「
創
造
」
、
「
現
実
的
」
に
つ

い
て
語
ら
れ
て
い
る
（
2
1
）
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
神
と
世
界
と
の
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
の
中
で
、
宇
宙
が
そ
の
現
実
性
を
成
し
遂
げ
る
四
つ
の
創
造
相
が
『
過

程
と
実
在
』
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
四
つ
目
の
相
に
愛
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
第
一
の
相
は
、
現
実
性
に
は
欠
け
て
い
る
が
、
価
値
づ
け
の
調

整
に
お
い
て
、
無
限
な
概
念
的
創
造
者
の
相
で
あ
る
。
第
二
の
相
は
、
現
実
態

の
諸
多
性
を
伴
っ
た
物
的
創
始
者
の
相
で
あ
る
。
第
三
の
相
は
、
完
成
さ
れ
た

現
実
態
の
相
で
あ
り
、
こ
れ
は
永
遠
的
に
一
で
あ
る
。
第
四
の
相
は
愛
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
第
三
の
相
で
創
造
者
の
働
き
が
完
結
さ
れ
た
現
実
相
が
、
時
間

的
世
界
に
移
行
し
、
こ
の
世
界
を
制
約
す
る
と
き
に
、
神
の
世
界
に
対
す
る
愛

が
働
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
対
す
る
神
の
愛
は
、
特
殊
な
契
機
に
対
す

る
摂
理
で
あ
る
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
語
っ
て
い
る
（
2
2
）
。
以
上
の
こ
と
か

ら
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
永
遠
と
愛
と
は
神
と
神
の
働
き
と
し
て
、

し
か
も
時
と
一
に
究
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
「
時
と
意
識
」

の
関
係
と
「
永
遠
と
愛
」
の
関
係
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
両
極
的
な
も
の
と
し
て
い
わ
ば
対
立
す
る
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
し
か
も
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
現
有
θ
9
。
。
・
①
ぎ
）

と
そ
の
性
起
（
な
い
し
は
性
起
の
場
）
と
の
一
性
で
あ
り
、
現
実
的
実
有

　
（
餌
9
犀
巴
9
戯
蔓
）
と
合
成
（
0
8
0
希
ω
o
Φ
口
8
）
と
の
一
性
で
あ
り
、
ま
た
、
永
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遠
と
愛
と
の
一
性
で
あ
る
。
後
者
の
永
遠
と
愛
の
一
性
に
つ
い
て
は
、
永
遠
で

あ
る
神
が
、
現
実
に
お
い
て
働
く
時
に
は
愛
と
し
て
働
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
さ
て
、
一
切
の
両
極
的
な
も
の
が
根
源
的
に
は
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
も
、
ま
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
も
語
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
る
が
、
二
十
↓
世
紀
の
哲
学
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
根

源
的
一
性
は
、
自
己
と
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
、
つ
ま
り
何
ら
の
枠

組
み
を
も
持
た
な
い
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
の
一
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
現
有
（
∪
器
①
陶
ロ
）
と
性
起

（
卑
。
貫
巳
の
）
の
場
と
は
、
自
己
と
絶
対
無
の
場
所
の
↓
性
に
到
る
に
は
も
う

一
歩
を
進
ま
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
用
語
に
即
し
て
言
え
ば
、

退
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
に
お
い
て
は
、

自
己
と
四
方
界
（
O
①
＜
凶
①
冨
）
と
の
、
あ
る
い
は
、
自
己
と
性
起
と
の
一
性
が

未
だ
定
か
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る

9。

純
ﾃ
』
①
昌
出
ξ
と
合
成
と
の
】
性
が
絶
対
無
の
場
所
の
↓
性
に
到
る
に
は
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
も
う
半
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
に
お
い
て
は
、
主
体
と
合
成
と
の
↓
性
、
あ

る
い
は
世
界
と
神
と
の
一
性
が
語
ら
れ
得
る
と
し
て
も
、
自
己
と
合
成
と
の
一

性
が
、
未
だ
定
か
で
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
　
「
自

己
」
は
、
個
と
し
て
の
我
や
自
我
や
人
格
や
主
体
の
究
明
の
後
に
露
わ
に
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
個
に
お
け
る
最
も
深
い
究
極
的
な
極
で
あ
り
、
こ
れ
に

対
応
す
る
も
う
一
方
の
普
遍
の
立
場
の
究
極
的
極
は
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
と

し
て
の
絶
対
無
の
場
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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