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　こ
の
た
び
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
は
、

「
異
な
る
思
想
や
宗
教
と
の
共
存
・
共
栄
の
思
想
的
可
能
性
」
を
探
り
、

「
宗
教
を
分
析
で
き
る
比
較
思
想
の
方
法
論
」
を
試
み
よ
、
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
と
に
、「
内
向
的
な
民
族
回
帰
主
義
と
安
易
な
自
宗
教
優

越
主
義
の
結
合
（
い
わ
ゆ
る
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）」
と
い
う
宗
教
偏

執
の
時
流
が
あ
る
一
方
、
宗
教
退
潮
、
宗
教
離
れ
と
い
う
時
流
も
あ
る
、

と
い
う
問
題
意
識
を
も
っ
て
、「
比
較
思
想
の
研
究
対
象
と
し
て
宗
教
を

い
か
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
扱
う
べ
き
か
」
を
考
え
よ
、

と
い
う
た
い
へ
ん
に
重
い
課
題
で
あ
る
。

　宗
教
間
の
対
話
と
い
う
こ
と
と
な
れ
ば
、
己
を
知
り
、
対
手
を
知
っ
た

上
で
の
会
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
は
議
論
の
土
俵
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
共
通
の
概
念
、
論
理
、
枠
組
み
と
い
う
場
の
設
定
が
必
要

で
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、
説
明
方
式
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
自
身
が
自
分
の
主
張
に
引
き
込
む
の
に
都

合
の
よ
い
も
の
と
か
、
方
法
と
し
て
浅
薄
で
使
い
物
に
な
ら
な
い
と
か
、

と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と

こ
そ
が
比
較
思
想
の
役
目
で
あ
る
と
考
え
る
。

　そ
の
た
め
に
は
対
話
の
論
点
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
問
い
か
け
を
提
示

す
る
こ
と
が
重
要
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
三
つ
の
論
点
に
整
理
し
た
い
。

⑴

　「ほ
ん
と
う
に
す
べ
て
の
も
の
を
愛
せ
る
の
か
？
」

　こ
の
問
い
か
け
は
共
生
、
共
存
の
基
本
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
愛
せ
る

の
は
そ
の
基
礎
に
同
類
感
や
同
胞
感
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
仏
教
で
は
究

極
の
愛
と
見
な
さ
れ
る
「
無
縁
の
慈
悲
」
を
高
々
と
掲
げ
る
が
、
異
質
の

も
の
、
悪
し
き
も
の
、
敵
や
恨
み
の
あ
る
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
生
類
、
瓦
礫

に
至
る
ま
で
、
真
に
愛
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑵

　「死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か
？
」

　最
先
端
の
生
物
科
学
で
は
「
人
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

結
論
に
至
っ
て
い
る
が
、
生
死
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
生
命
を
繫
ぐ
Ｄ
Ｎ

〈
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極
的
な
「
無
縁
の
慈
悲
」
が
説
か
れ
る
。
そ
れ
は
空
の
理
を
体
得
し
た
智

慧
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
無
常
・
無
我
の
教
え
に
基
づ
い
て
起
こ
す
法
縁
の

慈
悲
は
、
尊
い
も
の
と
は
言
え
法
へ
の
愛
着
（
あ
る
種
の
執
着
）
に
よ
る

の
で
未
だ
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
不
自
然
さ
や
無
理
強
い
が
つ
き
ま
と

う
。
思
え
ば
「
隣
人
愛
」
も
聖
書
で
は
「
戒
め
」
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
で

は
「
法
縁
」
で
あ
ろ
う
。
縁
と
は
関
係
性
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
縁
な
き

縁
、
無
関
係
の
関
係
な
る
も
の
に
言
及
で
き
る
根
拠
は
何
な
の
か
。
思
い

至
る
と
こ
ろ
は
、
四
無
量
心
や
七
覚
支
や
三
受
に
あ
る
「
捨
（
ウ
ペ
ク
シ

ャ
ー
）」
で
あ
る
。
空
の
理
は
「
捨
」
を
促
す
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
平
等

も
こ
の
空
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
関
係
性
の
あ
る
と
こ
ろ
、
あ
ま
ね
く
慈

悲
の
及
ぶ
と
こ
ろ
と
言
え
る
。

　生
き
て
い
る
も
の
は
必
ず
死
ぬ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
教

説
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。「
我
々
が
存
す
る
限
り
、
死
は
現
に
存
せ
ず
、

死
が
現
に
存
す
る
と
き
に
は
、
も
は
や
我
々
は
存
し
な
い
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
そ
の
反
対
に
、
生
き
て
い
る
と
は
死
に
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る

と
い
う
よ
う
に
、
矛
盾
す
る
生
死
を
現
時
点
で
一
挙
に
捉
え
る
議
論
も
可

能
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
時
間
論
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
時
間
論

で
有
名
な
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、「
も
は
や
」、「
今
」、「
や
が
て
」

と
い
う
過
去
か
ら
未
来
へ
の
流
れ
の
中
で
「
今
し
か
な
い
」
と
す
る
Ａ
系

列
時
間
論
、
過
去
、
現
在
、
未
来
と
、
横
並
び
等
質
的
に
並
置
さ
れ
る
Ｂ

系
列
時
間
論
、
お
よ
び
、
順
序
の
秩
序
の
よ
う
な
無
時
間
論
的
な
論
理
的

根
拠
か
ら
時
間
が
引
き
出
さ
れ
る
Ｃ
系
列
時
間
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

マ
ク
タ
ガ
ー
ト
を
紹
介
し
て
く
れ
て
い
る
『
時
間
は
実
在
す
る
か
』（
講

Ａ
が
進
化
し
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
死
後
も
不
可
解
だ
が
、

「
父
母
未
生
以
前
」
は
さ
ら
に
不
可
解
で
あ
る
。
仏
教
で
は
「
生
死
一
如
」

を
説
く
が
、
ど
う
し
た
ら
「
死
ん
で
も
死
な
な
い
」
と
言
え
る
の
か
、
難

問
で
あ
る
。
日
本
仏
教
に
お
け
る
先
祖
と
の
共
生
、「
生
ま
れ
変
わ
り
」

論
も
射
程
に
入
る
。

⑶

　「真
理
は
一
つ
か
、
否
か
？
」

　ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
宗
教
の
一
神
教
に
対
し
て
日
本
は
多
神
教
の
世
界
観
だ

と
し
て
差
別
化
を
図
る
論
調
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
。
た
し
か
に
十
方
仏

や
未
来
仏
、
過
去
仏
を
説
く
仏
教
は
多
神
教
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、

「
選せ

ん

択じ
ゃ
く」

の
仏
や
大
日
仏
の
よ
う
な
一
神
教
的
構
図
も
あ
る
。
真
理
は
一

か
多
か
、
の
問
い
は
、
共
生
、
共
存
に
直
接
、
関
係
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。

一
般
に
、
仏
教
を
、
寛
容
で
融
和
的
な
宗
教
思
想
と
特
徴
づ
け
る
識
者
は

多
い
し
、
仏
教
に
、
諸
宗
教
の
共
存
、
共
栄
や
世
界
の
平
和
、
融
和
へ
の

思
想
的
可
能
性
を
期
待
す
る
論
調
も
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ど

こ
が
ど
の
よ
う
に
寛
容
で
融
和
的
な
の
か
、
こ
こ
が
明
快
で
な
け
れ
ば
世

界
に
発
信
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

一

　「す
べ
て
を
愛
せ
る
か
」
と
「
死
ん
で
も
死
な
な
い
か
」

　
　
　の
論
点
に
つ
い
て

　仏
教
で
の
愛
論
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、「
五
停
心
観
」
の
第
二
の
慈

悲
観
、
四
無
量
心
の
慈
悲
喜
捨
、
四
摂
事
な
ど
が
す
ぐ
に
思
い
つ
く
が
、

と
く
に
、「
三
縁
の
慈
悲
」
説
に
は
衆
生
縁
や
法
縁
の
慈
悲
と
と
も
に
、

如
来
や
尽
地
の
菩
薩
の
も
つ
、
縁
な
く
し
て
起
こ
す
絶
対
平
等
に
し
て
究
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を
引
き
起
こ
す
「
相
待
仮
」
の
三
仮
を
も
と
に
縦
横
の
論
、
さ
ら
に
こ
れ

を
否
定
し
し
か
も
留
保
さ
せ
る
「
不
縦
不
横
」
論
を
展
開
す
る
（『
摩
訶

止
観
』
巻
五
下
）。
実
は
先
の
二
論
点
の
愛
と
死
の
問
題
は
こ
の
横
と
縦

の
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
龍
樹
の
提
起
し
た
「
仮
（
仮
名
、
施
設
、

プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
プ
テ
ィ
）」
は
、
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
無
い
も

の
で
も
な
い
と
い
う
二
面
性
を
も
っ
た
流
動
的
で
不
安
定
な
も
の
で
あ

る
。「
可
能
性
」
が
現
実
に
有
る
の
で
は
な
い
が
無
い
も
の
で
も
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
共
通
す
る
。
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
弁
証
論
の
中

で
判
断
の
「
素
材
の
全
貯
蔵
庫
」
と
し
て
「
全
部
の
可
能
性
」、「
可
能
な

述
語
の
全
体
性
」、「
総
括
さ
れ
た
可
能
性
」
な
る
「
先
験
的
基
体
」
を
想

定
し
て
い
る
が）

1
（

、
そ
の
可
能
性
が
「
仮
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

カ
ン
ト
の
場
合
は
そ
の
総
体
を
「
全
実
在
性
」
た
る
先
験
的
理
想
と
な
し
、

神
の
存
在
の
論
証
の
肯
否
を
検
証
す
る
弁
証
論
と
な
る
が
、
創
造
神
の
よ

う
な
絶
対
者
を
も
た
な
い
仏
教
の
場
合
は
こ
の
二
面
性
が
顚
倒
す
る
二
極

と
な
る
。
仏
教
の
修
道
論
の
三
十
七
道
品
の
第
一
の
「
四
念
処
」
を
例
に

取
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
拠
り
所
と
す
る
「
常
・
楽
・
我
・
浄
」
は
、
身
受

心
法
の
四
処
に
お
い
て
究
め
れ
ば
そ
の
実
態
は
「
無
常
・
苦
・
無
我
・
不

浄
」
で
あ
っ
て
、
凡
夫
は
こ
の
真
実
に
目
を
覆
い
、
迷
い
と
苦
悩
の
渦
に

巻
き
込
ま
れ
る
。
さ
ら
に
法
縁
に
よ
っ
て
こ
の
「
真
実
」
が
捉
え
ら
れ
た

と
し
て
も
そ
れ
に
固
着
す
れ
ば
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
迷
い
で
あ
る
と
い
う

「
四
倒
」
な
い
し
「
八
倒
」
の
顚
倒
説
に
至
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
八
つ
の
倒
錯
を
乗
り
越
え
る
に
は
顚
倒
そ
の
も
の
を
捉
え
る
智
慧
と

境
地
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
が
二
極
ジ
レ
ン
マ
を
乗
り
越
え
る
「
不
二
論
」

談
社
現
代
新
書
）
の
著
者
、
入
不
二
基
義
氏
は
さ
ら
に
、
矛
盾
す
る
時
間

相
の
中
で
捻
れ
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
、
当
面
の
「
と
り
あ
え
ず
性
」
が
時
間

論
の
根
拠
で
あ
る
と
す
る
第
四
の
時
間
論
を
提
起
し
て
い
る
。
中
島
義
道

氏
の
『
時
間
を
哲
学
す
る
』（
講
談
社
現
代
新
書
）
で
は
、
客
観
的
時
間

と
実
感
と
の
ず
れ
や
、
概
念
化
の
中
に
潜
む
否
定
性
、
つ
ま
り
有
る
の
に

「
無
い
」、
無
い
の
に
「
有
る
」
と
言
え
る
概
念
の
特
性
か
ら
過
去
を
可
能

性
と
し
て
捉
え
か
え
す
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
の
了
解
を
過
去

了
解
に
基
づ
け
た
時
間
論
を
展
開
す
る
。
本
川
達
雄
氏
の
『
ゾ
ウ
の
時
間

と
ネ
ズ
ミ
の
時
間
』（
中
公
新
書
）
で
は
、
体
重
が
十
倍
に
な
る
と
時
間

は
一
・
八
倍
に
な
る
と
い
う
哺
乳
類
の
心
拍
数
一
定
の
法
則
を
も
と
に
、

生
き
る
こ
と
の
意
味
を
相
対
的
時
間
の
中
で
考
え
る
。
広
井
良
典
氏
の

『
死
生
観
を
問
い
な
お
す
』（
ち
く
ま
新
書
）
で
は
、
時
間
の
流
れ
を
終
末

論
モ
デ
ル
と
円
環
モ
デ
ル
、
さ
ら
に
重
層
的
円
環
モ
デ
ル
に
模
式
化
し
、

時
間
の
果
て
に
あ
る
永
遠
と
重
層
の
奥
深
く
に
位
置
す
る
永
遠
と
の
違
い

を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　本
川
氏
や
広
井
氏
の
よ
う
な
客
観
的
時
間
を
前
提
に
す
る
時
間
論
を
除

け
ば
、
時
間
論
は
過
去
と
未
来
の
矛
盾
性
格
や
今
・
現
在
の
把
握
の
困
難

さ
を
議
論
の
中
心
に
据
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
乗
仏
教
諸
宗
派
の
祖
と

さ
れ
る
龍
樹
で
は
過
去
、
未
来
は
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
実
在
性
を
も
否
定

す
る
時
間
論
、
否
、
時
間
そ
の
も
の
も
否
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
外
に

類
を
見
な
い
際
立
っ
て
特
異
な
主
張
と
な
る
。
龍
樹
か
ら
空
と
仮
と
中
道

の
思
想
を
受
け
継
い
だ
天
台
智
顗
は
こ
れ
を
「
相
続
仮
」
の
議
論
と
し
、

縁
起
（
関
係
性
）
否
定
の
面
を
「
因
成
仮
」
の
議
論
と
し
、
こ
れ
ら
の
「
仮
」
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「
常
楽
我
浄
」
は
「
有
」、
そ
れ
ら
が
否
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
「
空
」、
両

者
の
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
基
底
が
見
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
「
不
空
」、

そ
こ
か
ら
再
度
、
有
が
際
立
っ
て
見
え
て
き
た
の
が
「
妙
有
」
で
あ
る
。

最
初
の
有
と
最
後
の
妙
有
は
有
と
し
て
は
同
じ
も
の
だ
が
過
程
を
含
意
し

て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
妙
有
で
あ
る
。
苦
に
つ
い
て
言
え
ば
、
苦
に
翻

弄
さ
れ
る
苦
と
あ
え
て
引
き
受
け
得
心
の
い
っ
た
苦
と
は
同
じ
苦
し
み
で

も
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　西
洋
思
想
は
よ
く
「
有
」
の
論
理
だ
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
古
代
哲
学

の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
こ
と
ば
に
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
必
要
な

る
は
、
た
だ
有
る
も
の
の
み
有
る
、
と
言
い
且
つ
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

何
故
な
ら
有
は
有
る
が
、
無
は
有
ら
ぬ
ゆ
え
」、
或
い
は
、「
何
故
な
ら
汝

は
有
ら
ぬ
も
の
を
知
る
こ
と
も
出
来
な
け
れ
ば
（
そ
れ
は
為
し
能
わ
ぬ
こ

と
ゆ
え
）、
ま
た
言
い
表
す
こ
と
も
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
ら）

2
（

」。
従
っ
て
矛

盾
律
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
区
別
の
論
理
と
し
て
の
「
否
定
」
は
あ
る
が
、

矛
盾
を
来
す
も
の
は
存
在
し
得
な
い
、
と
い
う
考
え
で
貫
か
れ
て
い
る
。

「
無
が
有
る
」
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
矛
盾
す
る
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
、
も
し
有
を
否
定
し
た
場
合
の
、
そ
の
否
定
さ
れ
た
も
の

の
領
域
を
想
定
で
き
る
と
す
れ
ば
「
無
き
も
の
」
の
世
界
が
考
え
ら
れ
る
。

同
時
に
、「
無
き
も
の
」
の
領
域
は
有
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か

あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
、
有
を
欠
い
て
は
成
立
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
有
は

「
無
き
も
の
」
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
と
し
て
首
肯
さ
れ
る
。

こ
の
過
程
が
な
け
れ
ば
有
で
さ
え
明
確
に
捉
え
ら
れ
な
い
。

　こ
の
次
第
は
、
対
立
矛
盾
す
る
二
つ
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
二
が
二
で
あ

で
あ
る
。二

　「有
―
空
―
不
空
―
妙
有
（
不
有
不
空
）」
の
脈
絡

　古
来
よ
り
伝
わ
る
三
酸
図
、
あ
る
い
は
三
聖
人
図
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
大
き
な
酢
甕
を
囲
ん
で
孔
子
と
老
子
と
釈
迦
が
酢
を
舐
め
て
い
る
絵

図
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。
孔
子
は
酢
を
舐
め
て
酢
は
酸
っ
ぱ
い
と
言
い
、

老
子
は
そ
れ
を
甘
い
と
言
い
、
釈
迦
は
苦
い
と
言
っ
た
と
い
う
奇
想
天
外

の
寓
話
で
あ
る
。
酢
は
酸
っ
ぱ
い
と
は
誰
も
が
体
験
す
る
事
実
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
「
酸
っ
ぱ
い
も
の
は
酢
で
あ
る
」
と
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
人
々
の
交
流
は
成
り
立
つ
。
し
か
し
「
定
義
」
は
約
束
事
で
あ
り
、
定

義
す
る
以
前
は
「
酸
っ
ぱ
い
」
と
い
う
こ
と
ば
も
な
い
か
ら
何
と
名
づ
け

よ
う
が
構
わ
な
い
。
そ
れ
な
ら
皆
が
好
き
な
「
甘
い
」
と
言
っ
て
も
い
い

で
は
な
い
か
。
い
や
、「
甘
い
」
と
か
「
酸
っ
ぱ
い
」
と
い
う
こ
と
を
分

別
し
主
張
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
迷
い
や
苦
悩
を
も
た
ら
す
も
の
だ
か
ら

敢
え
て
苦
い
と
言
お
う
、
と
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
先

の
四
念
処
の
「
常
楽
我
浄
」
で
言
え
ば
、
そ
れ
ら
を
「
酢
は
酸
っ
ぱ
い
も

の
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
単
純
に
受
け
止
め
て
い
る
の
が
孔
子
、
不
二
の
無

差
別
を
達
観
し
両
端
を
融
合
さ
せ
て
一
境
地
を
確
立
し
そ
の
大
ら
か
さ
を

発
揮
し
た
の
が
老
子
、
な
お
そ
こ
に
顚
倒
の
危
う
さ
を
常
に
身
近
に
わ
き

ま
え
て
お
こ
う
と
す
る
釈
迦
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
苦
味
は
苦
し
み
に

通
じ
る
が
、
分
別
に
よ
る
執
着
か
ら
来
る
最
初
の
苦
し
み
と
わ
き
ま
え
ら

れ
た
苦
し
み
と
は
次
元
が
違
う
と
こ
ろ
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　定
式
の
形
に
引
き
直
せ
ば
、
誰
も
が
価
値
あ
り
と
認
め
る
と
こ
ろ
の
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三

　「不
生
不
滅
」
と
い
う
究
極
の
「
可
説
」
概
念

　生
と
滅
の
関
係
は
反
対
な
い
し
矛
盾
の
関
係
で
あ
る
。
だ
か
ら
両
立
し

な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
生
が
あ
る
か
ら
滅
が
あ
り
、
滅
が
あ
る

か
ら
生
が
分
か
る
。
生
と
滅
が
先
に
あ
る
の
で
は
な
く
生
滅
の
流
動
状
態

か
ら
生
と
滅
の
概
念
が
産
み
出
さ
れ
る
。
す
る
と
、
こ
の
生
と
滅
を
関
係

づ
け
る
も
の
、
す
な
わ
ち
関
係
性
は
何
が
担
う
か
、
が
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
答
え
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
関

係
性
を
捉
え
て
こ
そ
、
矛
盾
す
る
も
の
も
含
め
て
多
様
な
世
界
の
個
々
の

事
柄
を
認
知
し
把
握
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
関
係
性
を

捉
え
る
の
は
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
働
き
に
よ
る
。
と
い
う
こ
と
は
関
係
性

が
捉
え
ら
れ
る
範
囲
の
こ
と
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
究

極
の
矛
盾
を
解
決
す
る
「
真
実
在
」
に
い
つ
に
な
っ
て
も
到
達
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
「
宗
教
」
は
こ
の
世
の
一
切
を
関
係
づ
け
る
真
実
在
を
一
挙
に

提
示
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
殊
な
こ
と
ば

が
仏
教
の
場
合
で
は
「
分
別
」
に
対
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
無
分
別
」
で

あ
る
。
こ
れ
に
類
す
る
も
の
は
、「
可
説
―
不
可
説
」
や
「
思
議
―
不
可

思
議
」
の
対
置
で
あ
り
、
広
く
は
「
可
知
―
不
可
知
」
の
議
論
で
あ
ろ
う
。

こ
の
議
論
に
は
重
要
な
難
問
が
発
生
す
る
。
例
え
ば
「
語
り
得
る
も
の
」

と
「
語
り
得
な
い
も
の
」
と
い
う
対
立
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
語
り
得
な

い
も
の
」
は
「
語
り
得
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が

そ
れ
で
あ
る
。
真
に
語
り
得
な
い
も
の
と
は
、「
語
り
得
な
い
」
と
い
う

こ
と
さ
え
語
り
得
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
語
り
得
る
も
の
」

る
た
め
の
関
係
性
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の
関
係
性
を
第
三
の
も
の
と
し

て
立
て
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
す
べ
て
は
集
約
さ
れ
る
。
こ
の
第
三
者

の
定
立
こ
そ
が
思
想
の
在
り
方
を
決
定
づ
け
て
い
る
、
と
予
測
で
き
る
。

西
洋
で
は
究
極
的
に
は
唯
一
神
が
想
定
さ
れ
る
が
、
創
造
者
の
よ
う
な
絶

対
者
が
い
な
い
仏
教
で
は
ど
う
な
る
か
。
こ
の
次
第
を
端
的
に
表
現
す
る

文
を
引
用
し
よ
う
。
凝
然
の
『
八
宗
綱
要
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）
の
、

龍
樹
を
祖
と
す
る
「
三
論
宗
」
の
説
明
に
よ
る
。「
亦ま

た

四
重
の
二
諦
を
断

つ
。
一
に
有
を
俗
諦
と
為
し
、
空
を
真
諦
と
為
す
。
二
に
有
空
を
俗
と
為

し
、
非
空
非
有
を
真
と
為
す
。
三
に
空
有
と
非
空
非
有
を
俗
と
為
し
、
非

非
有
非
非
空
を
真
諦
と
為
す
。
四
に
前
を
以
て
俗
と
為
し
、
非
非
不
有
、

非
非
不
空
を
真
と
為
す
」。
文
を
整
理
し
て
み
る
と
、
重
層
的
に
進
展
し
、

結
果
、
無
限
背
進
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
着
目
点
は
否
定
が
重

ね
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
普
通
の
論
理
で
は
、
二
重
否
定
は
元
に

帰
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
積
み
上
が
っ
て
い
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
現

代
論
理
学
は
重
要
な
助
け
舟
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
が
唱
え

た
直
観
主
義
論
理
学
で
は
二
重
否
定
を
認
め
な
い
と
す
る
。
す
る
と
否
定

の
否
定
は
「
或
る
何
も
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
龍
樹
の

中
論
の
冒
頭
に
出
て
く
る
よ
う
な
「
不
生
不
滅
」、「
不
来
不
去
」
の
よ
う

な
命
題
は
、
単
に
「
生
」
や
「
滅
」
に
戻
る
の
で
は
な
く
、「
不
生
不
滅
」

と
い
う
「
何
も
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
不
生
不
滅
」
は
、

生
滅
を
超
え
て
い
る
も
の
を
指
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
し
、
生
と
滅
の

間
の
流
動
状
態
そ
の
も
の
を
言
語
で
言
い
表
し
た
と
も
言
え
る
不
思
議
な

こ
と
ば
で
あ
る
。
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換
運
動
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
両
端
の
「
生
」
と
「
滅
」
が
具
体
性
を
も

っ
て
顕
わ
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
表
現
可
能
と
す
る
定

式
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
生
」
と
「
滅
」
は
も
と
も
と
実
在
す
る
事
態
で

は
な
く
、
迷
い
や
苦
悩
と
共
に
進
行
す
る
中
間
二
項
の
運
動
に
よ
っ
て
排

出
さ
れ
た
理
念
的
概
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
有
り
様
を
あ
か
ら
さ

ま
に
す
る
天
台
智
顗
の
文
言
を
挙
げ
て
お
こ
う
。「
絶
言
は
不
生
不
滅
を

破
し
、
不
生
不
滅
は
絶
言
を
破
す
。
絶
言
は
不
生
不
滅
を
修
し
、
不
生
不

滅
は
絶
言
を
修
す
。
絶
言
即
ち
不
生
不
滅
、
不
生
不
滅
即
ち
絶
言
な
り
」

（『
魔
訶
止
観
』
巻
五
下
）。
絶
言
と
は
不
可
説
で
あ
り
、
不
生
不
滅
と
は

知
性
が
究
極
に
お
い
て
見
出
し
た
言
説
に
よ
る
結
論
、
す
な
わ
ち
可
説
を

窮
め
た
極
限
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
関
係
づ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
無
分
別
の
内
実
を
表
そ
う
と
す
る
の
が
こ
の
引
用
で
あ
る
。
宗
教

に
お
け
る
真
理
や
真
実
在
な
る
も
の
は
、
こ
の
可
説
、
不
可
説
の
現
世
的

な
議
論
の
中
か
ら
垣
間
見
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
、
一
つ
の
結
論
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
「
無
分
別
」
や
「
不
可
思
議
」、
或
い
は
「
不

可
知
」
や
「
語
り
得
な
い
も
の
」
に
言
及
す
る
と
い
う
こ
と
は
人
為
を
離

れ
て
も
は
や
彼
岸
的
な
も
の
に
触
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四

　「仰
ぐ
」
と
「
気
づ
く
」

　さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
考
察
の
下
に
「
宗
教
的
」
な
真
実
在
を
吟
味
し

よ
う
と
す
る
と
き
、
関
係
性
を
担
う
第
三
者
の
立
て
方
が
鍵
と
な
る
。
こ

こ
に
「
仰
ぐ
」
と
「
気
づ
く
」
を
両
端
と
す
る
宗
教
の
構
造
が
提
起
で
き

る
。
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
き
っ
か
け
と
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
浄
土

も
「
語
っ
て
き
た
も
の
」
だ
け
で
な
く
無
量
の
「
語
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
」

が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
語
り
得
る
」
も
の
な
の
か
そ
も
そ
も
「
語
り
得
な

い
」
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
流
の
批
判
哲
学
の
意

義
が
あ
る
の
だ
が
、
論
理
的
に
言
え
ば
、「
不
生
」
や
「
不
滅
」
の
よ
う

な
否
定
の
命
題
は
、
カ
ン
ト
の
質
的
判
断
に
見
る
よ
う
に
「
無
限
」
に
さ

え
言
及
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
不
生
不
滅
」
や
「
不
有
不
空
」

の
命
題
の
特
徴
と
し
て
、
一
つ
は
そ
こ
に
往
復
運
動
と
無
限
背
進
が
見
ら

れ
、
一
つ
は
無
限
で
さ
え
言
及
可
能
で
あ
り
、
一
つ
は
、
両
極
に
固
定
さ

れ
な
い
自
在
な
一
境
地
を
表
示
で
き
る
、
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　「不
生
不
滅
」
と
い
う
命
題
は
四
句
分
別
と
い
う
特
有
の
論
理
の
最
終

項
で
あ
る
。
四
句
分
別
の
定
型
は
龍
樹
の
徹
底
的
批
判
の
議
論
に
頻
繁
に

使
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
存
在
す
る
も
の
は
「
自
ら
あ
る
の
か
、
他
に
よ

っ
て
あ
る
の
か
、
自
他
両
者
に
よ
っ
て
あ
る
の
か
、
自
他
を
離
れ
て
あ
る

の
か
」、
と
い
う
問
い
を
立
て
、
す
べ
て
を
否
定
し
て
空
の
理
念
を
提
起

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
単
純
化
す
れ
ば
「
自
―
他
―
共
―
離
」
と
い

う
定
式
に
な
る
が
、
第
三
項
に
第
三
者
が
立
て
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
限

定
す
る
第
四
項
に
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
生
―
滅
―
生
滅
―
不
生
不

滅
」
と
い
う
定
式
が
成
り
立
つ
。
こ
の
場
合
は
「
不
生
不
滅
」
が
究
極
の

真
実
で
あ
る
こ
と
を
指
示
す
る
。
さ
ら
に
生
と
滅
の
組
合
せ
と
考
え
れ

ば
、「
生
―
生
滅
―
滅
生
―
滅
」
と
い
う
形
も
あ
り
、
こ
れ
も
論
書
に
頻

繁
に
出
て
く
る
定
式
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
中
間
の
二
項
が
重
要
で
あ

っ
て
、「
生
」
と
「
滅
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
対
立
し
つ
つ
交
換
し
合
い
、
従

っ
て
顚
倒
も
発
生
し
、
そ
れ
に
よ
り
迷
い
も
苦
痛
も
生
じ
る
が
、
こ
の
交
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の
形
に
な
る
。

　「仰
ぐ
」
と
「
気
づ
く
」
を
上
下
に
配
す
る
と
す

れ
ば
下
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
図
と
な
る
。
こ
の
図
の

横
線
上
に
世
界
の
諸
宗
教
が
並
置
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
実
際
に
は
相
互
に
対
立
、
矛
盾
が
発
生
し
た
と

き
に
横
並
び
の
形
で
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
私

の
信
心
す
る
宗
教
の
傍
に
違
和
感
の
あ
る
宗
教
が
あ
る
、
と
か
、
私
の
中

に
宗
教
に
関
わ
る
葛
藤
が
あ
る
、
と
い
う
仕
方
で
横
に
並
ぶ
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
横
は
ジ
レ
ン
マ
を
表
す
の
で
あ
り
、
そ
の
解
決
が
上
向
き
か
下
向

き
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
両
方
向
の
指
向
性
は
あ
く
ま
で
横
軸

の
葛
藤
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
ジ
レ
ン
マ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
迷

い
や
苦
悩
の
体
験
で
あ
り
、
こ
の
解
決
と
は
こ
の
体
験
の
解
釈
の
仕
方
に

あ
る
。「
解
釈
」
に
つ
い
て
は
、
比
較
思
想
論
の
本
邦
で
の
草
分
け
、
川

田
熊
太
郎
先
生
が
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
生
の
『
哲
学
と

は
何
か
』
で
は
比
較
思
想
の
方
法
と
し
て
五
項
目
ほ
ど
着
眼
点
が
示
さ
れ

る
が）

3
（

、
そ
の
第
一
に
解
釈
学
的
研
究
が
挙
げ
ら
れ
、
思
想
や
宗
教
に
お
け

る
体
験
と
り
わ
け
「
哲
学
の
真
理
の
根
柢
た
る
根
本
体
験
」
が
強
調
さ
れ

て
い
た
。
体
験
の
解
釈
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
次
の
よ
う
な
デ
ュ
ー

イ
の
宗
教
論
が
有
効
で
あ
る）

4
（

。
解
釈
と
は
「
再
方
向
づ
け
」
で
あ
る
と
さ

れ
、
苦
悩
や
葛
藤
を
契
機
に
新
た
な
関
連
付
け
を
試
行
し
視
野
を
切
り
拓

く
方
法
で
あ
る
。
関
連
と
は
因
果
関
係
、
根
拠
関
係
、
目
的
関
係
、
時
間

関
係
な
ど
で
あ
り
、
こ
の
関
係
の
も
と
に
自
分
の
位
置
を
了
解
し
、
行
動

指
針
も
獲
得
す
る
。
デ
ュ
ー
イ
の
提
唱
す
る
宗
教
心
の
深
ま
り
の
三
段
階

真
宗
の
僧
侶
が
米
国
で
仏
教
伝
道
を
す
る
際
、
悩
ま
し
い
問
題
と
し
て
、

仏
を
「
仰
ぐ
」
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
が
仏
に
「
気
づ
く
」
こ
と
が
な

か
な
か
通
じ
に
く
い
と
い
う
。
真
宗
の
教
え
で
は
、
仏
の
恵
み
に
気
づ
き
、

そ
の
恩
に
報
い
る
と
い
う
「
報
恩
謝
徳
」
が
強
調
さ
れ
る
が
、「
脚
下
照

顧
」
の
よ
う
な
自
分
の
足
下
を
見
る
追
求
の
仕
方
が
難
し
い
よ
う
で
あ

る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
宗
教
は
、
絶
対
神
を
仰
ぐ
こ
と
を
基
本
的
に
要
請
す

る
と
い
う
こ
と
か
ら
容
易
に
頷
け
る
こ
と
で
は
あ
る
。「
神
の
御
心
に
尋

ね
る
」
の
と
「
己
の
大
も
と
を
知
ろ
う
と
す
る
」
の
と
で
は
上
下
真
反
対

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
入
れ
替
わ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
だ
が
、
基
本
的

な
宗
教
的
態
度
や
信
仰
の
構
え
と
し
て
設
定
し
て
お
く
こ
と
は
意
味
の
あ

る
こ
と
と
考
え
る
。

　「仰
ぐ
」、
す
な
わ
ち
上
向
き
の
信
心
形
態
は
、
本
当
に
正
し
い
の
は
ど

れ
か
、
と
い
う
指
向
性
格
を
も
つ
。
選
び
取
ら
れ
た
信
心
形
態
は
相
互
に

正
し
さ
を
競
い
、
そ
れ
ぞ
れ
正
義
を
立
て
、
純
化
を
目
指
し
て
異
端
や
異

教
に
神
経
を
尖
ら
せ
る
傾
向
を
採
る
だ
ろ
う
。
他
方
、「
気
づ
く
」、
す
な

わ
ち
下
向
き
の
信
心
形
態
は
、
脚
下
す
な
わ
ち
己
の
内
側
に
真
実
在
を
求

め
、
そ
の
結
果
、「
宗
教
心
は
み
な
同
じ
」
と
か
「
み
な
同
じ
根
っ
こ
か

ら
発
生
し
た
」
と
い
う
許
容
的
包
容
性
を
も
っ
た
見
方
を
採
る
。
仰
ぐ
形

の
頂
点
は
絶
対
者
、
超
越
者
、
包
越
者
、
唯
一
者
、
最
高
善
、
最
高
の
理

想
で
あ
り
、
気
づ
く
形
の
頂
点
は
、
場
、
基
底
、
基
体
、
回
帰
す
る
と
こ

ろ
と
な
る
。
こ
う
し
た
両
方
向
へ
の
展
開
は
思
考
の
性
癖
で
あ
る
。
両
方

向
が
対
立
す
る
と
き
、
形
相
主
義
と
質
料
主
義
、
実
在
論
と
構
成
論
、
超

越
論
と
内
在
論
、
理
性
主
義
と
大
地
主
義
、
デ
ジ
タ
ル
と
ア
ナ
ロ
グ
な
ど
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な
目
に
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
問
い
掛
け
る
。
い
わ
ば
「
な

ぜ
？
」
と
、
理
由
を
問
い
、「
何
の
た
め
に
？
」
と
、
目
的
を
尋
ね
る
。

人
は
難
局
に
直
面
し
た
と
き
、
そ
れ
に
耐
え
、
我
慢
し
切
れ
る
の
は
、
こ

の
理
由
と
目
的
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　今
あ
る
こ
の
不
如
意
の
事
態
が
何
ら
か
の
帰
結
で
あ
る
と
す
る
、
納
得

で
き
る
理
由
（
原
因
）
が
な
け
れ
ば
耐
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
現
状
の
行
き

着
く
先
が
何
ら
か
の
結
果
を
も
た
ら
す
と
す
れ
ば
あ
え
て
そ
の
結
果
を
目

的
と
し
て
先
取
り
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
や
目
的
が
わ
れ
わ
れ

の
知
性
が
届
か
ぬ
不
可
知
の
領
域
に
あ
る
な
ら
、
最
終
的
に
宗
教
の
ド
グ

マ
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ド
グ
マ
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
理
由
や
目
的
と

い
う
理
念
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
真
の
実
在
で
あ
る
と
さ

れ
る
な
ら
今
の
こ
の
私
と
い
う
帰
結
は
単
な
る
結
果
で
し
か
な
い
で
あ
ろ

う
。
あ
る
い
は
ど
こ
か
に
取
り
違
え
が
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
結
末
に
至
っ

た
か
も
し
れ
な
い
し
、
私
に
は
隠
さ
れ
た
目
的
が
あ
っ
て
そ
の
た
め
に
今

生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
は
や
く
そ
の
目
的
を
知
っ
て
安
心
し
た
い
、

或
い
は
そ
の
目
的
が
明
ら
か
に
な
っ
た
な
ら
ば
今
の
こ
の
自
分
を
そ
の
目

的
に
適
う
よ
う
に
身
を
投
じ
た
い
、
と
思
う
で
あ
ろ
う
。

　理
由
や
目
的
と
い
う
理
念
が
実
在
と
映
っ
て
身
近
に
迫
れ
ば
迫
る
ほ

ど
、
逆
対
応
的
に
、
現
実
の
こ
の
自
分
は
非
実
在
的
と
な
る
。
い
わ
ば
今

の
こ
の
私
は
影
や
幻
や
陽
炎
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
。
も
し
も
あ
ら

ゆ
る
望
み
が
絶
た
れ
、
明
日
を
も
知
れ
ぬ
事
態
に
直
面
す
れ
ば
こ
の
よ
う

な
状
態
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
戦
争
や
天
災
、
飢
餓
が

こ
の
事
態
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
己
の
存
在

説
で
は
最
終
的
にadjustm

ent

（
調
整
、
調
停
）
を
目
標
に
す
る
が
、

ad-just
（
〜
の
方
向
へ
ぴ
っ
た
り
に
、
の
意
）
は
「
か
な
う
」
と
い
う
こ

と
ば
に
ち
ょ
う
ど
当
て
は
ま
る
。「
か
な
う
」
は
適
、
称
、
叶
、
契
な
ど

の
漢
字
が
当
て
は
ま
る
が
、
理
念
的
存
在
に
対
す
る
「
あ
り
が
た
い
」
と

か
「
お
か
げ
さ
ま
」
の
よ
う
な
欲
求
満
足
や
受
動
的
な
も
の
と
違
っ
て
、

受
身
的
で
あ
り
な
が
ら
能
動
的
、
積
極
的
指
向
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ

の
「
か
な
う
」
を
形
作
る
も
の
が
ト
リ
レ
ン
マ
で
あ
り
、
こ
れ
で
一
定
の

安
定
を
得
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
落
と
し
穴
が
あ
る
。

五

　「理
由
―
帰
結
」
と
「
手
段
―
目
的
」

　「人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
掛
け
は
「
私
は
何
処
か
ら
来
て
何
処

へ
行
く
の
か
」
と
言
い
換
え
ら
れ
た
り
す
る
。
こ
の
問
い
は
明
ら
か
に
過

去
も
未
来
も
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
次
の
問
い

は
趣
き
が
異
な
る
。「
私
は
な
ぜ
、
い
ま
、
こ
こ
に
い
る
の
か
」。
こ
の
問

い
は
過
去
も
未
来
も
喪
失
し
、
現
在
さ
え
失
い
か
け
つ
つ
あ
る
状
態
を
吐

露
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
問
い
も
己
の
存
在
性
の
希
薄
さ
や
曖
昧
さ
か
ら

く
る
懐
疑
や
迷
い
に
起
因
す
る
が
、
前
者
は
過
去
未
来
の
実
在
性
が
前
提

さ
れ
て
い
る
だ
け
に
諸
条
件
が
揃
え
ば
既
定
の
ド
グ
マ
に
投
じ
や
す
い
。

後
者
で
は
現
在
さ
え
も
疑
わ
し
い
た
め
に
そ
の
場
に
留
ま
っ
て
問
い
続
け

る
他
は
な
い
。
今
の
自
分
の
境
遇
に
違
和
感
を
覚
え
た
と
き
に
は
こ
の
二

つ
の
問
い
が
相
俟
っ
て
「
な
ぜ
な
の
？
」
と
か
「
何
の
た
め
に
？
」
と
い

う
止
め
処
な
い
問
い
を
発
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
不
条
理
な
困

難
に
陥
り
、
苦
悩
の
た
だ
中
に
あ
る
と
き
、「
ど
う
し
て
私
は
こ
の
よ
う
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く
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
（secularism

）
で
あ
っ
て
、
そ
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語

saeculum

、「
一
定
の
期
間
に
わ
た
っ
て
続
く
」、「
当
分
の
間
続
く
」
の

意
を
含
む
。
そ
も
そ
も
「
一
定
期
間
」
と
す
る
「
当
分
」
と
は
、
問
題
解

決
の
見
通
し
が
は
っ
き
り
し
な
い
間
ず
っ
と
続
く
そ
の
期
間
で
あ
り
、

「
さ
し
あ
た
り
」
と
か
「
と
り
あ
え
ず
」
と
言
わ
れ
る
間
の
「
当
面
」
の

問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
期
間
で
あ
る
。
従
っ
て
「
永
遠
」
の
側
か
ら
見

れ
ば
仮
の
期
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実
際
は
む
し
ろ
、

「
さ
し
あ
た
り
」
や
「
と
り
あ
え
ず
」
の
期
間
の
中
か
ら
「
永
遠
」
が
想

定
さ
れ
理
想
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
そ
の
逆
で
は
な
い
。
問
題
に
当
面
し

て
い
る
間
の
「
当
分
」
に
知
性
が
働
く
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
共
有
の

下
で
の
み
対
話
も
交
流
も
成
り
立
つ
。「
永
遠
」
や
「
無
限
」
な
る
も
の

が
す
ぐ
隣
に
あ
っ
て
は
「
当
分
」
が
萎
縮
し
知
性
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
無
用

と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。「
永
遠
」
や
「
無
限
」
か
ら
言
え
ば
迷
い
や

葛
藤
の
場
で
あ
る
「
中
ち
ゅ
う

間げ
ん

」（
中
道
、
中
締
、
実
相
に
相
当
す
る
仏
教
用
語
）

は
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
だ
が
、
こ
の
苦
悩
や
迷
い
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ

る
「
中
間
」
こ
そ
「
真
理
」
や
「
真
実
在
」
を
構
想
す
る
基
で
あ
り
、
実

在
を
垣
間
見
さ
せ
る
共
有
す
べ
き
窓
な
の
で
あ
る
。
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を
或
る
ド
グ
マ
に
よ
っ
て
「
仮
の
も
の
」
と
観
念
し
た
と
き
、
己
の
命
を

も
投
げ
出
し
、
理
念
・
目
的
・
理
想
に
わ
が
身
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
惜

し
ま
な
い
だ
ろ
う
。
人
々
を
震
撼
さ
せ
る
テ
ロ
は
こ
の
よ
う
な
事
態
の
中

で
発
生
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
身
の
命
を
尊
い
目
的
の
た
め
に
手

段
に
し
て
も
厭
わ
な
い
殉
教
も
可
能
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
れ
を
「
真
に
」

生
き
る
こ
と
だ
と
確
信
し
て
い
る
。

　こ
れ
は
こ
れ
で
美
し
い
「
殉
教
物
語
」
と
は
な
る
。
し
か
し
己
が
幻
や

影
で
あ
る
と
、
心
底
か
ら
思
っ
て
い
る
人
が
身
近
に
い
た
ら
こ
れ
ほ
ど
怖

い
も
の
は
な
い
。
デ
ュ
ー
イ
が
、
こ
の
事
態
を
安
易
な
「
理
念
と
特
殊
な

存
在
と
の
同
一
視
」
と
し
て
宗
教
批
判
を
し
て
い
る
の
は
こ
の
点
で
あ

る
。
彼
岸
に
実
在
的
な
理
念
を
立
て
れ
ば
現
実
は
い
っ
ぺ
ん
に
仮
の
も
の

と
な
る
が
、
健
全
な
日
常
で
あ
れ
ば
、
こ
の
現
実
に
確
か
な
実
在
感
は
あ

る
し
、
夢
と
う
つ
つ
を
混
同
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
日
常
に
も
「
夢

う
つ
つ
」
状
態
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
ド
グ
マ
が
教
え
る
よ
う
に
大

局
か
ら
見
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
「
う
つ
つ
」
は
夢
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
そ
の
夢
を
見
さ
せ
る
の
も
「
う
つ
つ
」
に
よ
る
。
こ
の
確
か
な
循
環
を

共
有
す
る
こ
と
を
議
論
の
前
提
と
す
る
こ
と
が
宗
教
間
の
相
互
理
解
を
可

能
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。

六

　中
間
の
役
割
と
世
俗
主
義
の
本
来
の
意
味

　宗
教
に
向
き
合
う
態
度
の
一
つ
に
世
俗
主
義
が
あ
る
。
こ
の
語
は
、
宗

教
の
介
入
を
認
め
な
い
政
教
分
離
の
意
味
で
使
わ
れ
る
が
、
本
来
の
意
味

を
見
失
っ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。
世
俗
主
義
と
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
は
な


