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（
3
）
家
と
距
離

　
　

ⅰ　
「
家
」
の
原
型
と
し
て
の
エ
デ
ン

　

自
己
意
識
の
獲
得
、
こ
れ
は
人
類
に
と
っ
て
最
大
の
出
来
事
で
あ
る
。
ア
ダ

ム
と
エ
ヴ
ァ
が
「
人
間
」
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
現
在
に
生
き
る
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
喜
び
の
源
で
も
あ
り
ま
た
苦
悩
の
源
で
も
あ
る
。
旧
約
聖
書
で

は
、
神
の
命
令
に
背
い
て
エ
デ
ン
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ

ァ
は
、
彼
ら
の
犯
し
た
罪
を
悔
い
て
神
に
エ
デ
ン
に
と
ど
ま
れ
る
よ
う
懇
願
し

た
り
は
し
な
い
。
そ
れ
は
事
柄
の
性
質
上
、
そ
も
そ
も
後
戻
り
は
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
（
自
己
意
識
を
一
度
所
有
し
て
し
ま
っ
た
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
捨
て
る

こ
と
は
、
神
へ
の
懇
願
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分

で
か
つ
て
の
自
己
な
き
状
態
に
戻
る
以
外
に
な
い
）
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、

ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
、
エ
デ
ン
の
外
に
勇
ん
で

0

0

0

出
て
い
く
よ
う
に
も
見
え
る
。

だ
か
ら
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
が
エ
デ
ン
に
戻
っ
て
来
て
「
生
命
の
樹
」
か
ら
そ

の
実
を
取
っ
て
食
べ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
神
が
二
重
の
バ
リ
ア
ー
（
ケ
ル

ビ
ム
と
自
転
す
る
剣
の
炎
）
を
設
定
す
る
の
は
、
む
し
ろ
神
の
一
人
芝
居
の
よ

う
な
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
Ｅ
・
フ
ロ
ム
は
、
そ
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
。

　
「『
旧
約
聖
書
』
で
は
、
人
間
は
根
源
的
に
堕
落
し
て
い
る
と
い
う
立
場
を

と
ら
な
い
。
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
が
神
に
「
違
背
」（disobedience

）
し
た
こ

と
は
罪
と
は
呼
ば
れ
な
い
。
こ
の
違
背
が
人
間
を
堕
落
さ
せ
た
と
は
、
ど
こ

に
も
ほ
の
め
か
さ
れ
て
は
い
な
い
。
逆
に
、
こ
の
違
背
は
人
間
が
自
ら
の
意

識
を
も
つ
こ
と
、
つ
ま
り
人
間
の
選
択
し
う
る
能
力
の
条
件
で
あ
り
、
煎
じ

つ
め
れ
ば
、
こ
の
最
初
の
違
背
行
為
と
は
、
自
由
に
向
か
う
人
間
の
第
一
歩

で
あ
る
。
こ
の
違
背
は
主
の
御
業
で
あ
っ
た
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら

預
言
者
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
楽
園
を
追
放
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
自
己
の
歴
史
を
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作
り
、
人
間
的
能
力
を
発
達
さ
せ
、
ま
だ
個
と
し
て
目
覚
め
な
か
っ
た
昔
の

調
和
に
代
り
、
十
分
発
達
し
た
個
人
と
し
て
、
人
間
と
自
然
と
の
新
た
な
る

調
和
に
到
達
し
う
る
の
で
あ
る
。」（
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
『
悪
に
つ
い
て
』
紀

伊
国
屋
書
店
、
一
二
〜
一
三
頁
）

　

フ
ロ
ム
は
『
旧
約
聖
書
』
が
語
っ
て
い
る
こ
と
を
、
最
終
的
に
は
善
と
悪
と

の
決
定
が
エ
デ
ン
を
追
放
さ
れ
た
「
孤
独
な
人
間
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
。
フ
ロ
ム
に
言
わ
せ
れ
ば
、
エ
デ
ン
は
人
間
に
と
っ

て
脱
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
エ
デ
ン
を
そ
の
よ

う
に
考
え
る
の
は
、
自
己
意
識
を
も
ち
、
自
ら
の
歴
史
を
作
り
「
今
あ
る
わ
れ

わ
れ
人
間
」
を
肯
定
す
る

0

0

0

0

場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
人
間
肯
定
の
立

場
は
、
人
間
は
独
力
で
「
自
己
を
完
成
」
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

を
暗
に
前
提
し
て
い
る
。「
自
己
の
完
成
」
と
は
、
他
者
を
必
要
と
し
な
い
で

自
己
を
成
立
さ
せ
、
分
裂
し
た
自
己
に
統
一
が
も
た
ら
さ
れ
た
状
態
の
こ
と
で

あ
る
。
エ
デ
ン
に
お
け
る
よ
う
な
神
の
元
で
の
自
由
で
は
な
く
、
人
間
が
独
力

で
獲
得
す
る
自
由
、
そ
れ
こ
そ
が
人
間
の
栄
光
の
証
で
あ
り
、
人
間
が
ま
さ
に

行
き
着
く
場
所
で
あ
る
と
、
フ
ロ
ム
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
果
し
て
神
の

元
で
の
自
由
と
人
間
が
独
力
で
獲
得
す
る
自
由
と
は
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

畏
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
自
然
が
、
人
間
の
自
由
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
自

然
と
な
っ
た
と
き
、
人
間
は
真
に
自
由
を
獲
得
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
自
然
が
人
間
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、

「
脆
く
も
壊
れ
る
も
の
」
と
し
て
、
自
然
は
新
た
に
人
間
に
挑
戦
し
て
来
る
の

で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
は
最
終
的
に
は
、
人
間
自
ら
の
う
ち
の
「
自
然
」
を
ど

う
処
理
す
る
の
か
と
い
う
か
た
ち
で
は
ね
返
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
の
か
。
た

と
え
「
新
た
な
る
調
和
」
と
い
う
形
に
せ
よ
、
自
然
が
人
間
と
調
和
さ
れ
る
べ

0

0

0

0

0

0

き
も
の

0

0

0

と
し
て
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
や
は
り
人
間
に
真
の
自
由
は
ま
だ
存
在
し

な
い
し
、
も
し
く
は
い
つ
に
な
っ
て
も
真
の
自
由
は
存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な

い
。

　

自
己
（
個
）
の
完
成
を
目
ざ
す
の
は
、
現
在
の
自
己
を
不
十
分
な
も
の
と
感

じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
不
十
分
さ
の
自
覚
は
、
神
の
元
で
の
自

由
（
エ
デ
ン
の
園
で
の
自
由
）
と
の
比
較
に
お
い
て
可
能
と
な
る
。
フ
ロ
ム
は

「
人
間
は
楽
園
を
追
放
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
自
己
の
歴
史
を
作
り
、
人
間
的
能
力

を
発
達
さ
せ
た
」
と
語
る
が
、
人
間
は
む
し
ろ
エ
デ
ン
を
追
放
さ
れ
た
が
故
に

自
己
の
歴
史
を
作
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
り
、
人
間
的
能
力
を
発
達
さ

0

0

0

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
エ
デ
ン
追
放
以

後
、
人
間
は
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
『
不
安
の
概
念
』
で
、「〔
人
間
に
と
っ
て
〕
無
垢
が
同
時

に
不
安
で
あ
る
」
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
人
間
は
自
ら
を
支
え
る
べ
き
も
の

が
な
け
れ
ば
、
し
か
も
そ
の
支
え
る
べ
き
も
の
を
し
っ
か
り
と
意
識
し
て
い
な

け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
。
エ
デ
ン
の

園
に
お
い
て
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
が
神
の
命
令
を
聴
く
の
に
十
分
な
「
耳
」
を

も
っ
て
い
た
の
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
に
と
っ
て
神
が
彼
ら
を
支
え
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
が
自
覚
し
て
い
た
こ
と
の
証

で
あ
る
。
エ
デ
ン
を
追
放
さ
れ
た
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
、
神
に
代
っ
て
彼
ら
を

支
え
る
も
の
を
求
め
る
。
そ
れ
が
ま
さ
し
く
自
己
意
識
な
の
で
あ
る
。
し
か
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し
、
自
己
意
識
は
、
そ
れ
が
獲
得
さ
れ
た
時
点
で
、
神
の
代
り
を
果
せ
る
の
で

は
な
い
。
自
己
意
識
は
、
自
己
が
真
に
存
在
す
る
こ
と
を
欲
す
る
。
そ
の
と
き

自
己
の
存
在
を
確
信
さ
せ
る
「
自
己
で
は
な
い
他
者
」
が
必
要
と
な
る
。

　

神
が
支
配
す
る
エ
デ
ン
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
禁
断
の
木
の
実
が
食
べ
ら

れ
る
以
前
に
は
、
あ
る
い
は
神
が
命
令
を
下
す
以
前
に
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ

に
と
っ
て
神
は
他
者
で
あ
る
と
同
時
に
他
者
で
は
な
い

0

0

。
神
が
他
者
で
あ
る
の

は
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
が
命
令
を
受
け
取
る
立
場
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

神
が
他
者
で
な
い

0

0

の
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
が
自
分
自
身
を
意
識
し
て
お
ら

ず
、
し
た
が
っ
て
神
は
彼
ら
自
身
に
対
峙
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
エ
デ
ン
に
お
い
て
は
、
神
が
あ
ら
ゆ
る
対
峙
を
回
避
さ
せ
て
い
た

し
、
禁
じ
て
も
い
た
。
し
か
し
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、「
負
い
目
な

さ
が
同
時
に
不
安
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
負
い
目
な
さ
の
深
い
秘
密
な
の

だ
」
か
ら
、
エ
デ
ン
で
は
夢
見
た
ま
ま
の
人
間
精
神
は
、
エ
デ
ン
に
お
い
て
さ

え
い
つ
も
自
己
を
定
立
し
ま
た
同
時
に
他
者
に
対
峙
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い

る
。
た
だ
エ
デ
ン
に
お
い
て
は
、
精
神
は
麻
酔
を
か
け
ら
れ
、
他
者
を
定
立
で

き
な
い
で
た
だ
た
だ
「
夢
見
る
精
神
」
と
し
て
あ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
精
神
は
自
己
定
立
の
機
能
を
も
ち
つ
つ
も
、
未
だ
そ
の
機
能
を
発
揮
で
き
る

ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
そ
れ
は
「
直
接
的
な
精
神
」
と
し

て
、
あ
る
い
は
「
夢
見
る
精
神
」
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　

ⅱ　

赤
子
は
ア
ダ
ム
を
生
き
る

　

こ
の
よ
う
な
エ
デ
ン
に
お
け
る
「
出
来
事
」
は
、
家
に
お
け
る
出
来
事
の
原

型
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
は
両
親
、
ま
た
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
子
供
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
は
、
母
親
の
呼
び
掛
け
を
他
の
雑
音

と
区
別
で
き
な
い
。
そ
れ
は
赤
子
の
精
神
が
ま
だ
夢
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
精
神
は
夢
見
て
い
る
状
態
を
欲
し
な
い
。
赤
子
は
徐
々
に
母
親
の
呼
び

掛
け
を
自
分
へ
の
呼
び
掛
け
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
意
味
を
も
た
な
い
雑
音

の
（
あ
る
い
は
静
寂
の
）
一
様
性
が
切
り
裂
か
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま

だ
母
子
は
一
体
で
母
親
の
喜
び
は
赤
子
の
喜
び
で
あ
り
、
母
親
の
悲
し
み
は
同

時
に
赤
子
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
日
赤
子
は
「
マ
マ
」
と
い
う
言
葉

を
発
す
る
。
こ
の
と
き
赤
子
に
と
っ
て
母
親
は
呼
び
掛
け
る
対
象
と
し
て
自
分

で
は
な
い
他
者
と
し
て
存
在
す
る
。
自
分
は
「
こ
ち
ら
」
に
あ
る
も
の
、
母
親

は
「
あ
ち
ら
」
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
赤
子
の
中
で
区
別
が
生
ず
る
。
赤
子

に
、
自
分
は
母
親
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
考
え
が
生
ま
れ

る
。
自
己
意
識
の
発
生
で
あ
る
。
そ
の
と
き
精
神
は
夢
か
ら
脱
し
て
、
本
来
の

0

0

0

機
能
を
発
揮
し
は
じ
め
る
。
赤
子
は
自
分
の
回
り
に
あ
る
す
べ
て
の
自
分
以
外

の
も
の
に
興
味
を
示
し
、
そ
れ
に
名
前
を
付
け
て
い
く
。
今
ま
で
赤
子
に
と
っ

て
無
関
心
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
は
、
自
己
意
識

の
発
生
と
と
も
に
、
自
分
と
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
に
至
る
。
自
分

の
名
づ
け
た
も
の
が
よ
り
多
く
自
分
の
周
り
を
と
り
囲
め
ば
と
り
囲
む
ほ
ど
、

赤
子
の
自
己
は
中
心
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
よ
り
確
固
な
も
の
と
な
っ
て

い
く
。
発
達
心
理
学
で
言
わ
れ
る
「
第
一
反
抗
期
」
と
は
、
精
神
の
夢
見
の
状

態
か
ら
の
脱
出
で
あ
り
、
自
我
の
確
立
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
赤
子
の

「
成
長
」（
発
達
）
を
見
る
こ
と
は
、
母
親
に
と
っ
て
も
喜
び
で
あ
る
。
そ
れ
は

母
親
が
す
で
に
自
我
を
有
し
て
生
き
て
お
り
、
自
我
を
獲
得
し
た
こ
と
へ
の
痛

痒
を
感
じ
て
は
さ
ら
さ
ら
お
ら
ず
、
む
し
ろ
自
我
な
く
し
て
は
生
き
ら
れ
な
い
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と
い
う
強
迫
観
念
す
ら
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
赤
子
の
精
神

の
夢
見
の
状
態
か
ら
の
脱
出
は
、
母
親
の
義
務
・
責
任
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
赤
子
の
「
第
一
反
抗
期
」
を
見
る
母
親
の
心
境
は
複
雑
で
あ
る
。
一

体
で
あ
っ
た
赤
子
の
母
親
か
ら
の
分
離
は
、
母
親
自
身
の
自
我
を
危
う
く
す

る
。
赤
子
と
一
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
き
た
母
親
の
自
我
は
、

赤
子
の
分
離
に
よ
っ
て
一
度
崩
壊
す
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ

が
エ
デ
ン
を
去
っ
た
と
き
の
神
の
戸
惑
い
と
似
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
出

産
一
年
後
ぐ
ら
い
に
頻
発
す
る
「
育
児
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
」
は
、
赤
子
の
分
離
に
よ

る
母
親
の
自
我
の
困
惑
の
表
現
で
あ
る
。

　

さ
て
、
エ
デ
ン
を
去
っ
た
人
間
の
特
徴
は
、
立
ち
止
ま
る
こ
と
な
く
絶
え
ず

自
己
の
確
立
に
邁
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
精
神
は
再
び
夢
見

る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
つ
ま
り
精
神
は
、
自
ら
が
無
関
心
で
い
ら
れ
る
も
の
の

存
在
を
許
さ
な
い
。
精
神
に
と
っ
て
は
、
他
者
は
存
在
す
る
か
存
在
し
な
い
か

の
二
者
択
一
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
巻
き
込
ま
れ
を
そ
の
つ
ど
排
除
し
て
い
く

の
が
、
自
我
（
自
己
意
識
）
が
存
続
す
る
た
め
の
唯
一
の
方
途
で
あ
る
。

　
「
第
一
反
抗
期
」
に
お
い
て
母
親
か
ら
の
分
離
を
体
験
す
る
赤
子
は
、
し
か

し
も
ち
ろ
ん
ま
だ
家
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
赤
子
が
両
親
の
全
面
的

な
庇
護
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
親
は
育

て
、
子
供
は
育
て
ら
れ
る
と
い
う
関
係
が
す
で
に
「
巻
き
込
ま
れ
」
な
の
で
あ

る
。「
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
」
と
は
、
自
己
を
確
立
で
き
な
い
状
態
で
あ
り
、

距
離
を
作
り
出
せ
な
い
状
態
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
子
供
は
、
自
我
を
形
成
し
、

母
親
か
ら
離
れ
る
。
し
か
し
こ
の
子
供
の
自
我
は
、
両
親
の
自
我
に
沿
っ
て
、

あ
る
い
は
家
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
家
は
家
風
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
そ
の
家
に
住
む
者
す
べ
て
に
或
る
種
の
強
制
を
行
う
。
家
風
に
順
応
す

る
者
に
と
っ
て
家
風
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
家
風
が
そ
の
者
の
存
在
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
通
常
、
両
親
は
育
て
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
家
風
を
体
現

し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
子
供
こ
そ
が
家
風
と
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
。

子
供
に
見
ら
れ
る
登
校
拒
否
、
閉
じ
こ
も
り
等
は
、
往
々
子
供
の
家
と
の
葛
藤

の
結
果
で
あ
る
。

　

ア
ダ
ム
は
一
回
の
「
離
れ
」、
つ
ま
り
「
エ
デ
ン
か
ら
の
離
れ
」
で
、
自
己

を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
ア
ダ
ム
が
「
最
初
の
人
間
」
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
ア
ダ
ム
の
末
裔
は
、
家
の
形
成
に
よ
っ
て
存
続
し
て
き
た
。

し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
家
的
に
存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

わ
れ
わ
れ
は
家
か
ら
離
れ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
家
は
「
巻
き

込
む
も
の
」
と
し
て
第
二
の
母
で
あ
る
。

　

家
が
第
二
の
母
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
「
第
二
反
抗
期
」
の

頃
、
つ
ま
り
人
間
と
し
て
心
身
と
も
に
完
成
す
る
一
五
〜
一
八
歳
頃
で
あ
る
。

発
達
心
理
学
で
は
「
第
二
反
抗
期
」
は
「
父
親
か
ら
の
離
れ
」
と
考
え
る
が
、

な
る
ほ
ど
家
を
司
る
両
親
の
片
方
と
し
て
の
父
親
の
存
在
は
無
視
で
き
る
も
の

で
は
な
い
が
、
基
本
的
に
は
父
親
は
い
つ
も
子
供
に
と
っ
て
副
次
的
な
役
割
し

か
演
じ
て
は
い
な
い
。
両
親
が
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
家
を
形
成
す
る
よ
う
に

は
、
子
供
は
家
の
形
成
に
参
画
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
子
供
は
、

両
親
の
形
成
し
た
家
へ
と
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
投
げ
込
ま
れ
た
と

こ
ろ
が
た
と
え
居
心
地
の
い
い
と
こ
ろ
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
に
な
お

一
層
、
巻
き
込
ま
れ
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
戦
い
は
熾
烈
な
も
の
と
な
る
。
離
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れ
な
け
れ
ば
、
離
れ
て
他
者
を
も
た
な
け
れ
ば
、
自
ら
の
確
実
な
自
我
は
存
在

し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

ⅲ　

離
れ
の
起
点
と
し
て
の
「
家
」

　

ブ
ー
バ
ー
が
『
我
と
汝
』
の
中
で
語
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
未
開
人
」
の
言

語
の
こ
と
を
再
度
引
用
し
て
、
新
た
な
展
開
の
梃
に
し
よ
う
。
そ
こ
で
紹
介
さ

れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
ズ
ー
ル
ー
人
の
言
語
の
在
り
方
は
、「
離
れ
」
を
考
え

る
上
で
た
い
へ
ん
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
〈
ず
っ
と
遠
く
に
〉
と
い
う
の
を
、
ズ
ー
ル
ー
人
は
、〈
お

お
、
お
母
さ
ん
、
わ
た
し
は
迷
子
に
な
っ
た
よ
と
叫
ぶ
と
こ
ろ
〉
と
一
つ
の

単
語
で
言
い
表
し
て
し
ま
う
。」（『
我
と
汝
』
岩
波
文
庫
、
二
七
〜
二
八
頁
）

　
「
お
母
さ
ん
」
と
は
、
家
の
象
徴
で
あ
る
。「
遠
い
」
は
家
か
ら
の
離
れ
の
度

合
い
で
あ
り
、「
ず
っ
と
遠
く
」
と
は
、
家
へ
の
帰
り
道
が
分
か
ら
な
く
な
る

場
所
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
近
い
」
は
「
お
母
さ
ん
と
呼
べ
ば
返
事
の
あ

る
と
こ
ろ
」
で
あ
る
。
家
と
は
、
通
常
、「
生
活
し
て
い
る
場
」
で
あ
り
、
ま

た
「
生
ま
れ
育
っ
た
場
」
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
人
間
は
、
原
基
的
に
は
、
い

つ
も
「
起
点
」
を
設
定
し
つ
つ
、
そ
の
起
点
か
ら
の
距
離
の
大
き
さ
に
よ
っ
て

「
近
い
」・「
遠
い
」
と
語
る
。
そ
し
て
起
点
は
「
家
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間

は
「
巻
き
込
ま
れ
の
場
」
か
ら
、
巻
き
込
ま
れ
を
脱
出
し
つ
つ
距
離
を
つ
く

る
。
し
た
が
っ
て
「
巻
き
込
ま
れ
」
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、
ま
た
自
ら
が

巻
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
そ
こ
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
し
な
い
か
ぎ

り
、
距
離
は
成
立
し
な
い
。

　

距
離
と
は
実
に
微
妙
な
も
の
で
あ
る
。
母
子
一
体
の
よ
う
に
完
全
に
巻
き
込

ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
れ
ば
、
当
然
距
離
は
な
い
し
、
ま
た
巻
き
込
ま
れ
か
ら
完

全
に
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
や
は
り
距
離
は
消
え
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と

は
自
己
意
識
（
自
我
）
の
成
立
に
関
し
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
ア
ダ

ム
が
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
エ
デ
ン
を
完
全
に
忘
れ
て
し
ま
う
な
ら
、

ア
ダ
ム
が
立
っ
て
い
る
場
所
（
す
な
わ
ち
自
我
を
有
し
て
い
る
状
態
）
は
、
確

定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
人
間
は
エ
デ
ン
の
外
（
エ
デ
ン
で
は
な
い

と
こ
ろ
）
と
い
う
形
で
、
今
い
る
場
所
を
確
定
し
て
い
る
。
今
い
る
場
所
は
、

エ
デ
ン
と
の
対
照
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
自
我
は
、
自
我
な

き
状
態
（
エ
デ
ン
に
い
た
と
き
）
と
の
対
比
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。

　

巻
き
込
ま
れ
か
ら
完
全
に
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て
、
距
離
が
つ
く
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
事
例
を
、
わ
れ
わ
れ
は
精
神
分
裂
病
の
一
つ
で
あ
る
「
離
人

症
」
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

ⅳ　

体
制
と
個
的
自
我
と
の
距
離

　

Ｗ
・
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
は
『
自
明
性
の
喪
失
』
に
お
い
て
、
ア
ン
ネ
と
い

う
精
神
を
患
っ
て
自
殺
に
よ
っ
て
し
か
治
癒
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
一
人
の

女
性
を
題
材
に
し
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
自
明
性
の
在
り
方
を
解
明
し

て
い
く
。

　
「
ア
ン
ネ
は
、
朝
が
や
っ
て
来
る
た
び
に
、〈
い
つ
も
な
に
も
か
も
ま
る
で

違
っ
て
〉
感
じ
る
の
だ
と
訴
え
て
い
た
。
い
っ
た
い
な
に
が
違
っ
て
い
る
の
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か
と
い
う
質
問
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ

な
に
か
当
惑
し
た
よ
う
に
間
を
お
い
て
か
ら
〈
生
き
る
こ
と
や
、
義
務
や
、

人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
…
…
〉
な
ど
と
答
え
は
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と

ば
で
は
十
分
意
を
尽
く
し
て
い
な
い
様
子
だ
っ
た
。
個
々
の
物
事
が
変
化
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
前
の
日
の
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
は
よ
く
覚
え
て

い
る
の
に
、
た
だ
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
が
そ
こ
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
枠
組

0

0

（R
ahm

en

）
が
毎
朝
別
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
。
彼
女
は

明
ら
か
に
、
過
去
と
の
連
続
性

0

0

0

0

0

0

0

の
欠
如
を
、
し
か
も
右
に
述
べ
た
よ
う
な
特

別
な
あ
り
方
で
の
連
続
性
の
欠
如
を
来
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
対

象
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
時
間
経
過
に
対
す
る
関
係
、
た
と
え
ば
狭
義
の

記
憶
障
碍
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
過
去
と
の
関
係

が
、
根
本
的
な
仕
方
で
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
ネ
は
、
昨
日
の
こ

と
と
の
つ
な
が
り
が
な
い
と
訴
え
た
の
と
ほ
と
ん
ど
一
つ
の
こ
と
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
も
語
っ
た
。〈
私
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
と
の
関
係
を
な
く
し
て

し
ま
っ
た
の
で
す
│
ず
っ
と
前
か
ら
、
家
に
い
た
こ
ろ
か
ら
な
ん
で
す
。

あ
る
と
き
か
ら
突
然
、
ま
る
で
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
〉。
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
で
は
過
去
と
の
独
特
な
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
内
部
で
は
、
引
き
裂
か
れ
て
い
る
の
が
さ
っ
き
述
べ
ら
れ
た
ば
か

り
の
昨
日
と
の
つ
な
が
り
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ず
っ
と
以
前
の
子
供
時
代
と

の
つ
な
が
り
な
の
か
は
、
明
ら
か
に
た
い
し
た
違
い
で
は
な
い
ら
し
い
。
後

向
き
の
不
連
続
性
と
い
う
点
で
は
ど
ち
ら
も
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ど
ち

ら
の
場
合
で
も
、
過
去
と
い
い
う
る
も
の
す
べ
て
と
の
関
連
が
、
よ
り
正
確

に
い
う
と
、
来
歴
（H

erkunft

）
や
自
己
の
既
在
（G

ew
esensein

）
と
い

う
こ
と
と
の
関
係
が
、
お
し
な
べ
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
。「
ど
こ
か
ら
」

（W
oheraus

）
と
い
う
こ
と
が
実
存
か
ら
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「
ど
こ
か
ら
」
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
自
体
、
量
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
時

間
次
元
の
内
部
に
定
位
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
本
性
上
質
的
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
時
間
の
「
内
に
」
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ

│
現
存
在
の
時
熟
の
契
機
と
し
て
│
あ
る
意
味
で
は
時
間
の
流
れ
を

「
横
切
っ
て
い
る
」（quer

）。」（『
自
明
性
の
喪
失
』
み
す
ず
書
房
、
一
四
八
〜
一
四

九
頁
）

　
「
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
自
然
な
自
明
性
の
喪
失
の
結

果
、
ア
ン
ネ
に
と
っ
て
は
事
物
に
関
し
て
も
は
や
な
に
ご
と
に
も
帰
趨
が
な

い
（m

it den D
ingen nicht bei etw

as sein B
ew

enden hat

〔
事
物
が
そ

れ
な
り
の
事
情
を
も
た
な
い
〕）
と
い
う
事
態
が
起
き
て
い
る
。
…
…
私
が

あ
る
事
柄
に
取
り
組
む
（m

ich zuw
enden

）
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、

私
は
そ
の
事
柄
が
私
に
出
会
っ
て
く
る
場
所
（w

orinnen

）
と
、
そ
れ
が

そ
こ
か
ら
由
来
し
て
く
る
来
歴
（w

oheraus

）
と
を
、
わ
か
り
き
っ
た
こ

と
と
し
て
お
く
こ
と
（als selbstverständlich sein lassen

）
が
で
き
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
来
歴
（w

oheraus

〔
ど
こ
か
ら
と
い
う
こ
と
〕）

は
「
そ
の
つ
ど
す
で
に
」（je-schon

）
と
い
う
仕
方
で
の
過
去
と
の
ま
っ

た
く
特
別
な
関
係
を
内
容
と
し
て
い
る
と
と
も
に
、「
帰
趨
せ
し
め
る
こ
と
」

（B
ew

endenlassen

〔
そ
れ
な
り
の
事
情
に
あ
ら
し
め
る
こ
と
〕）
を
支
え

て
も
い
る
。
…
…
自
明
な
も
の
と
は
だ
れ
で
も
「
持
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

」（hat

）
も

の
な
の
だ
（
つ
ま
り
、
彼
女
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
健
康
な
人
は
い
と
も
簡
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単
に
「
所ハ

ー
ベ
ン有

し
て
い
る
」）
と
い
う
こ
と
を
、
彼
女
が
繰
り
返
し
強
調
す
る

と
き
の
独
特
な
口
調
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の haben 

と
い
う
（
助
）

動
詞
に
は
、
所
有
の
意
味
と
完
了
時
制
の
意
味
が
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
。

だ
れ
も
が
〈〔
す
で
に
〕
い
と
も
簡
単
に
所
有
し
て
い
る
〉
と
こ
ろ
の
、
事

物
に
対
す
る
自
明
な
関
係
は
、
過
去
へ
向
か
っ
て
の
連
続
性
（K

ontinuität 

nach rückw
ärts

）
と
い
う
こ
と
と
自
己
の
所
有
（Selbstbesitz

）
と
い
う

こ
と
を
同
時
に
意
味
し
て
い
る
。」（
前
掲
書
、
一
五
二
〜
一
五
三
頁
）

　

ア
ン
ネ
に
と
っ
て
出
会
っ
て
く
る
事
柄
は
い
つ
も
新
し
い
。
確
か
に
厳
密
に

考
え
れ
ば
、
今
日
の
こ
の
日
は
た
だ
一
回
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
通

常
は
、「
同
じ
（
よ
う
な
）」
一
日
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
何
か
が
欠
落
す
る
と

「
同
じ
」
と
同
定
す
る
機
制
（
枠
づ
け
）
が
働
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
現
象
の
根
底
に
は
、
自
己
の
所
有
（
同
一
不
変
な
自
我
の
保

持
）
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。「
正
常
」
な
人
間
は
、
変
ら
な
い

自
己
を
基
準
に
し
て
、
自
分
の
回
り
の
も
の
す
べ
て
を
自
己
に
従
わ
せ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
わ
せ
て
い
る
か
ら
、
安
心
し
て

0

0

0

0

外
の
も
の
を
認
識
で

き
る
の
だ
し
、
そ
こ
に
居
る
（
現0

存
在
す
る
）
こ
と
も
で
き
る
。
ア
ン
ネ
は
、

皆
が
普
通
に
つ
ま
り
意
識
す
る
こ
と
な
し
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
え
て
意

識
し
て
は
じ
め
か
ら
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
「
今
こ
こ
に

い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
確
実
な
こ
と
で
は
な
い
。
確
実
に
あ
っ
た

過
去
か
ら
の
延
長
と
し
て
現
在
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
ま
切
れ
の
過
去
が
分
断

さ
れ
る
こ
と
な
く
連
続
し
て
い
る
と
思
わ
せ
て
い
る
も
の
は
何
な
の
か
。
か
つ

て
見
た
高
い
塔
を
、
今
再
び
見
る
と
き
、「
高
さ
」
を
実
感
す
る
た
め
に
わ
ざ

わ
ざ
塔
の
下
ま
で
行
か
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
し
て
い
る
機
制
と
は
何
な
の

か
。「
皆
が
普
通
に
」
と
い
う
と
き
の
「
皆
」
と
は
一
体
誰
な
の
か
。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
「
皆
」
を
世
人
（das M

an

）
と
名
づ
け
る
。

　
「
現
存
在
自
身
が
存
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

の
で
は
な
く
、
他
者
が
現
存
在
か
ら
存

在
を
奪
取
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
者
の
意
向
が
現
存
在
の
日
常

的
な
諸
存
在
可
能
性
を
意
の
ま
ま
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
他
者

は
、
そ
の
さ
い
、
特
定
の

0

0

0

他
者
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
反
対
に
、
あ
ら
ゆ
る

他
者
が
そ
う
し
た
他
者
を
代
表
し
う
る
の
で
あ
る
。
決
定
的
な
の
は
、
他
者

の
支
配
が
、
目
立
っ
て
は
お
ら
ず
、
共
存
在
と
し
て
の
現
存
在
に
よ
っ
て
思

い
が
け
な
く
す
で
に
引
き
受
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

…
…
誰
か
で
あ
る
の
は
、
こ
の
ひ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
の
ひ
と
で
も
な

く
、
こ
の
ひ
と
自
身
で
も
な
く
、
幾
人
か
の
ひ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、

す
べ
て
の
人
々
の
総
計
で
も
な
い
。「
誰
か
」
は
、
中
性
的
な
も
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
世
人

0

0

な
の
で
あ
る
。」（『
存
在
と
時
間
』G

A
  2, 169

）

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
こ
こ
で
「
現
存
在
」
と
語
る
の
は
、「
私
」
で
あ
り
「
自

分
自
身
」
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
。「
私
の
判
断
」・「
私
の
考
え
」
と
言
わ
れ

る
も
の
は
、
本
当
は

0

0

0

、
個
人
と
し
て
の
私
の
判
断
・
考
え
で
は
な
く
て
、
他
者

と
し
て
の
世
人
の
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ン
ネ
の
よ
う
に
一
つ
一
つ
の
判

断
に
際
し
て
、「
私
」
と
は
一
体
誰
・
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
の

で
は
な
く
、
他
者
と
し
て
の
世
人
（
の
判
断
）
を
私
（
の
判
断
）
と
混
同
し
て

も
全
く
痛
痒
を
感
じ
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
「
普
通
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
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る
。
皆
と
同
じ
と
は
、
不
特
定
多
数
の
世
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

う
だ
か
ら
こ
そ
安
心
し
て

0

0

0

0

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

自
明
性
と
は
、
通
常
は
、
全
く
問
題
に
な
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
指
示
し
て

い
る
。
不
特
定
多
数
の
世
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
問
題
に
す
る
必

要
の
な
い
自
明
性
を
所
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
過
去
が
過
去
と
し
て
存
在
し
、

し
た
が
っ
て
ま
た
現
在
と
の
連
続
性
を
も
ち
つ
つ
も
現
在
と
は
異
な
る
も
の
と

し
て
規
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
規
定
の
背
後
に
存
在
す
る
同
一
不
変
な
自
己
意

識
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
自
己
意
識
と
は
、
自
分
が
今
こ
こ
に
い
る

こ
と
を
絶
え
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
迫
観
念
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
強
迫
観
念
は
、
い
つ
し
か
自
己
が
存
在
す
る
と
確
信
さ
せ
る
に
至
る
。

ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
が
知
恵
の
木
の
実
を
食
べ
て
互
い
に
裸
で
い
る
こ
と
が
恥
か

し
く
な
っ
た
と
き
、
つ
ま
り
彼
ら
が
神
に
よ
っ
て
エ
デ
ン
か
ら
追
放
さ
れ
た
と

い
う
出
来
事
が
、
彼
ら
に
自
ら
が
拠
っ
て
立
つ
基
盤
の
確
立
を
要
請
し
た
の
で

あ
る
。
自
ら
が
拠
っ
て
立
つ
基
盤
と
は
、
自
己
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
自
己
は
確

立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
時
間
の
流
れ
を
横
切
っ
て
い
る
」

も
の
と
は
、
時
間
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
エ
デ
ン
を
追
放
さ
れ
た
と
い

う
人
間
の
原
│

体
験
で
あ
り
、
自
己
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強

迫
観
念
で
あ
る
。

　

ア
ン
ネ
を
自
ら
の
こ
と
と
し
て
生
き
て
み
る
こ
と
が
、
自
明
性
を
提
供
し
て

い
る
わ
れ
わ
れ
の
体
制
を
反
省
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ン
ネ
の
病
の
原
因
を
簡

単
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
女
の
父
の
家
庭
を
顧
み
な
い
残
忍
さ

〔
ア
ン
ネ
が
そ
う
述
懐
し
て
い
る
〕
が
、
彼
女
に
「
帰
る
べ
き
家
」
と
い
う
基

盤
を
形
成
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
彼
女
の
生
い
立
ち
に
、
つ
ま
り
距
離
を
作
る

た
め
の
起
点
と
し
て
の
家
を
も
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
は
、
あ
な

が
ち
間
違
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
ⅴ　
「
家
」
を
他
者
化
す
る
こ
と
：
家
出

　

ア
ン
ネ
は
も
と
も
と
「
家
」
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
否
、
彼
女
に
と
っ

て
家
は
「
帰
る
べ
き
処
」
で
は
な
か
っ
た
。
帰
る
べ
き
家
を
も
た
な
い
者
は
、

糸
の
切
れ
た
凧
の
よ
う
に
、
空
中
を
舞
う
。
家
か
ら
の
「
遠
さ
」
は
、
糸
の
長

さ
に
よ
っ
て
測
ら
れ
、
そ
れ
が
基
準
と
な
っ
て
回
り
の
も
の
と
の
距
離
が
設
定

さ
れ
る
の
に
、
基
準
と
し
て
の
糸
が
な
け
れ
ば
、
出
会
う
も
の
と
の
距
離
は
そ

の
つ
ど
は
じ
め
か
ら
測
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
「
離
れ
」

を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
「
母
親
か
ら
の
離
れ
」
は
、
人
間
の

本
質
で
あ
る
言
語
機
能
・
思
考
力
・
自
己
意
識
の
獲
得
（
こ
れ
ら
は
一
つ
の
こ

と
に
帰
着
す
る
）
の
た
め
に
、
不
可
避
的
な
離
れ
で
あ
る
。
第
二
の
「
家
か
ら

の
離
れ
」
は
、
結
果
と
し
て
何
を
も
た
ら
す
の
か
明
ら
か
に
な
り
に
く
い
が
、

人
間
の
本
質
の
再
確
認
と
言
っ
て
も
い
い
し
、
ま
た
、「
個
の
完
成
」
と
言
っ

て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
家
を
第
二
の
母
親
と
考
え
る
な
ら
ば
、
家
か
ら
の
離
れ

は
、
決
定
的
な
離
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
赤
子
が
「
お
母
さ
ん
」
と
呼
ん
で
母

親
を
他
者
と
し
て
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
ま
だ
母
親
は
家
と
し
て
子
供

の
前
に
君
臨
し
つ
づ
け
て
い
る
。
母
親
は
家
と
し
て
子
供
を
襲
い
続
け
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
子
供
は
、
決
定
的
な
離
れ
と
し
て
、
家
か
ら
の
離
れ
を
遂
行
す

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
往
々
実
際
に
は
、
行
わ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
場
合
も
あ

る
。
つ
ま
り
、
自
分
と
家
と
の
間
の
区
別
が
十
分
に
意
識
さ
れ
な
い
ほ
ど
に
家



33 距─離の現象学（Ⅲ）

の
存
在
が
不
明
確
な
場
合
や
、
巻
き
込
み
が
十
分
に
意
識
で
き
る
ほ
ど
家
の
存

在
が
重
た
い
場
合
で
あ
る
。
前
者
は
、
貧
困
な
家
に
見
ら
れ
る
子
供
の
家
へ
の

参
加
の
場
合
で
あ
り
、
後
者
は
、
歴
史
的
に
辿
れ
る
過
去
を
も
つ
い
わ
ゆ
る
由

緒
正
し
き
（
家
訓
を
も
つ
ほ
ど
の
）
家
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
ど
ち
ら
の
場
合

に
も
、
子
供
は
早
く
か
ら
自
ら
の
家
の
存
在
を
知
り
、
家
を
意
識
す
る
。
家
が

意
識
さ
れ
て
い
る
と
き
、
巻
き
込
ま
れ
は
少
な
い
。
む
し
ろ
母
親
か
ら
の
離
れ

を
行
っ
た
後
も
、
な
お
第
二
の
母
親
と
し
て
の
家
が
無
意
識
の
ま
ま
に
存
在
し

て
い
る
と
き
、
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
度
合
い
は
深
い
。
つ
ま
り
家
の
存
在
を
意

識
し
な
く
て
も
い
い
ほ
ど
に
家
の
居
心
地
が
い
い

0

0

0

0

0

0

場
合
で
あ
る
。

　

家
出
は
、
厳
密
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、
自
発
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

自
発
性
も
原
因
を
辿
っ
て
い
け
ば
、
外
的
な
原
因
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
家
出
を
「
生
き
る
た
め
の
欲
求
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、

や
は
り
自
発
的
で
あ
る
。
家
の
経
済
的
理
由
、
家
族
間
の
い
ざ
こ
ざ
等
、
突
き

止
め
ら
れ
得
る
原
因
を
も
つ
「（
通
常
の
）
家
出
」
は
、「
口
減
ら
し
の
た

め
」・「
家
族
間
の
葛
藤
の
回
避
の
た
め
」
と
い
う
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
、
い

や
い
や
な
が
ら
家
を
離
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
外
的
な
要
因
が
取
り
除

か
れ
れ
ば
、
再
び
家
に
戻
る
も
の
で
あ
る
。「
真
の
家
出
」
と
は
、
原
因
を
外

的
な
事
柄
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
家
が
あ

る
か
ら
家
出
を
す
る
の
で
あ
り
、
家
が
あ
ま
り
に
も
居
心
地
が
い
い
か
ら
家
出

を
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
人
間
で
あ
る
か
ら
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
に
家
出
を
す
る
の
で
あ
る
。

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
語
る
よ
う
に
、
人
間
は
精
神
が
夢
見
て
い
る
ほ
ど
「
幸

せ
」
な
と
き
に
も
、
不
安
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
を
見
失
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
人
間
の
「
幸
せ
」
が
長
続
き
し
な
い
の
は
、
自
己
を
見
失
っ
て
い
る

時
間
の
持
続
に
人
間
が
耐
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
原
因
が
分
か
ら
な
い

「
真
の
家
出
」
は
、「
生
き
る
た
め
の
欲
求
」
と
し
て
、「
幸
せ
の
場
」
を
離
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
家
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
距

離
の
う
ち
に
自
己
を
発
見
す
る
。
あ
る
い
は
距
離
が
自
己
を
生
み
出
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
家
を

自
ら
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
見
出
だ
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
家
か
ら

距
離
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
だ
か
ら
距
離
が
家
を
家
た
ら
し
め
て
い

る
と
も
言
え
る
。
経
済
的
に
困
窮
し
た
家
に
い
る
者
は
、
困
窮
さ
に
よ
っ
て
家

か
ら
の
距
離
を
す
で
に

0

0

0

作
り
出
し
て
い
る
し
、
ま
た
い
ざ
こ
ざ
の
あ
る
家
に
い

る
者
は
、
い
ざ
こ
ざ
回
避
の
た
め
に
脱
出
す
べ
き
と
こ
ろ
と
し
て
の
家
か
ら
す0

で
に

0

0

距
離
を
と
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

人
間
は
、
精
神
が
夢
見
て
い
る
ほ
ど
「
幸
せ
」
な
と
き
に
も
不
安
を
感
じ
る

と
言
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
自
己
意
識
を
所
有
し
て
、
す
で
に
「
幸
せ
の

時
」
が
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
て
自
ら
の
依
拠
す
べ
き
場
を
確
保
し
た
立
場
か
ら

語
ら
れ
て
い
る
。

　

果
た
し
て
禁
断
の
木
の
実
を
食
べ
る
以
前
の
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
、「
幸
せ
」

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
決
し
て
「
幸
せ
」
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
幸
せ
」
は
い
つ
で
も
過
去
的
で
あ
り
反
省
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
幸
せ
」

の
渦
中
に
い
る
者
は
、「
幸
せ
」
を
知
ら
な
い
し
、「
幸
せ
」
で
は
な
い
。
さ
り

と
て
ま
た
不
幸
で
も
な
い
。
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
「
幸
せ
」
の
あ
る
い
は
「
不

幸
」
の
感
情
を
エ
デ
ン
は
す
べ
て
呑
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
巻
き
込
ま
れ

あ
る
い
は
呑
み
込
ま
れ
る
と
い
う
不
安
も
、
や
は
り
反
省
的
な
不
安
で
あ
る
。

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
罪
の
結
果
と
し
て
の
不
安
」
を
語
る
が
、
人
間
は
、
罪
を
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つ
く
る
べ
く
、
あ
る
い
は
不
安
を
も
つ
べ
く
生
ま
れ
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
人
間
は
エ
デ
ン
の
園
に
と
ど
ま
れ
な
い
よ
う
に
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
人
間
は
、
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
あ
る
い
は
呑
み
込
ま
れ
る
こ
と

に
、
ど
う
し
て
も
反
抗
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
反
抗
が
、
結
局
は
、
再

び
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
無
意
識
に
承
知
し
つ
つ
も
で
あ
る
。
巻
き
込
ま
れ
か

ら
脱
出
し
よ
う
と
し
つ
つ
、
脱
出
し
た
瞬
間
に
「
以
前
の
幸
せ
」
を
知
る
こ
と

に
な
る
の
だ
。

　

家
を
離
れ
る
こ
と
は
、
家
の
幸
せ
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場

合
、
家
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
家
が
他
者
と
な
る

0

0

0

0

0

こ

と
、
つ
ま
り
家
を
外
側
か
ら
眺
め
、
家
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
は
、「
幸
せ
」

か
ら
脱
出
し
た
自
分
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、「
以
前
の
幸
せ
」
を
（
再
）
確
認

す
る
こ
と
で
あ
る
。
幸
せ
か
ら
脱
出
し
た
自
分
と
は
、
巻
き
込
ま
れ
て
は
い
な

い
が
、
決
定
的
な
不
安
を
も
ち
つ
つ
、
再
度
巻
き
込
ま
れ
を
希
求
す
る
「
孤
独

な
自
分
」
で
も
あ
る
。

　

通
常
、
家
出
は
盲
目
的
・
衝
動
的
に
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
離
れ
る
べ
き
家

を
再
確
認
し
、
再
び
「
戻
る
」
こ
と
を
前
提
に
し
て
行
わ
れ
る
。

（
4
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
距
│

離
論
」

　
　

ⅰ　
「
空
間
」
の
実
存
論
的
あ
り
方

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
人
間
の
根
源
的
在
り
方
を
時

間
的
で
あ
る
と
し
て
論
を
進
め
た
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
語
る
人
間
的
存

在
の
究
極
と
し
て
の
「
根
源
的
時
間
」
は
、
あ
え
て
「
時
間
」
と
命
名
さ
れ
な

く
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
根
源
的

時
間
」
は
、
た
だ
「
時
間
は
時
熟
す
る
」（D

ie Zeit zeitigt.

）
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
時
間
は
勝
手
に

0

0

0

生
じ
る
の
で
あ
っ
て
そ
こ
に
人
間
的
関
与
は
な
い
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
事
実
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
現

存
在 D

asein

」、「
世
界
内
存
在 In-der-W

elt-sein

」
等
空
間
的
な
表
現
を
と

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
以
降
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
存
在
を
言

い
表
す
の
に
時
間
を
も
っ
て
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
空
間
的
に
あ
る
い
は

「
時
間
│
遊
戯
│
空
間
」
と
し
て
時
間
と
空
間
と
が
戯
れ
る
処
と
し
て
存
在
を

言
い
当
て
よ
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
存
在
を
言
い
当
て
る
の
に
、
時
間
を
も
っ

て
し
て
も
空
間
を
も
っ
て
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が

『
存
在
と
時
間
』
以
降
、
空
間
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
存
在
を
言
い
当
て
よ
う
と
し

て
い
る
事
実
か
ら
し
て
も
、
存
在
に
関
し
て
「
空
間
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
意

識
す
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
存
在
者
を
人
間
悟
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
カ
ン
ト
的
な
）

を
も
っ
て
把
握
す
る
仕
方
（
認
識
論
的
仕
方
）
と
、
実
存
と
し
て
の
現
存
在
が

存
在
者
と
一
致
し
よ
う
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

場
合
と
を
鋭
く
区
別
す
る
。
実
存
的
人
間
が
世

界
を
捉
え
る
（
世
界
と
一
致
す
る
）
た
め
に
必
要
と
す
る
道
具

0

0

は
、
人
間
の
う

ち
に
備
わ
っ
て
い
る
悟
性
機
能
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
範
疇
）
と
い
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
れ
を
実
存
範
疇
（E

xistenzial

）
と
名
づ

け
る
。
実
存
と
は
、
今
ま
で
の
人
間
中
心
主
義
的
な
あ
り
方
と
は
違
っ
て
、
人

間
か
ら
外
に
出
て

0

0

0

0

（E
x-

）
存
在
に
向
か
っ
て
世
界
へ
と
投
げ
出
さ
れ
て
い
る

0

0

（sistere
）
も
の
と
し
て
人
間
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
（cf. 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

『
存
在
と
時
間
』S.  44

）。

　

人
間
を
実
存
と
と
ら
え
た
瞬
間
か
ら
世
界
の
す
べ
て
の
構
図
も
世
界
を
把
握
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す
る
た
め
の
（
一
致
す
る
た
め
の
）
手
段
も
「
変
化
す
る
」。「
人
間
」
は
自
ら

の
力
を
も
っ
て
世
界
を
つ
か
み
取
る
も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
世
界
に
居
さ
せ
て

も
ら
っ
て
い
る
者
で
あ
り
、「
世
界
」
は
存
在
者
を
囲
繞
し
把
捉
す
る
た
め
の

空
間
で
は
な
く
む
し
ろ
人
間
と
他
の
存
在
者
を
共
同
的
に
結
び
付
け
て
い
る
場

所
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、「
時
間
」
は
永
遠
に
流
れ
去
っ
て
い
く
も
の
で
も
な

く
ま
た
人
間
を
拘
束
す
る
も
の
で
も
な
く
、
自
ら
熟
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、

ま
た
「
空
間
」
は
自
ら
処
を
開
き
拡
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
現
存
在
の
分
析
論
」
は
、

人
間
を
実
存
と
考
え
た
瞬
間
か
ら
従
来
の
す
べ
て
の
「
概
念
」
が
実
存
と
い
う

視
点
へ
と
転
換
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
作
業
と
捉
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

空
間
の
実
存
論
的
な
在
り
方
と
は
、
空
間
を
場
所
（
処
）
と
捉
え
、「
処
を

開
け
拡
げ
る
こ
と
」
で
あ
る
。「
距
│

離
の
現
象
学
」
と
は
、
空
間
の
新
し
い
実

存
論
的
規
定
に
際
し
て
た
だ
「
処
を
開
け
拡
げ
る
こ
と
」
と
言
う
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
具
体
的
な
在
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
空

間
の
実
存
論
的
解
釈
は
、「
後
期
」
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、「
人
間
は
存
在
の
近
く

に
住
む
」
と
か
「
人
間
は
存
在
の
隣
人
で
あ
る
」
と
言
う
と
き
の
、「
近
く
」、

「
隣
」
と
し
て
、
存
在
論
の
展
開
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

ⅱ　

距
離
の
実
相

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
距
離
」
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
事
物
的
に
存
在
す
る
諸
事
物
の
間
の
客
観
的
な
距
離
（A

bstand

）
は
、

世
界
内
部
的
な
道
具
的
存
在
者
の
間
の
遠
さ
（E

ntfernheit

）
や
近
さ

（N
ähe

）
と
は
一
致
し
な
い
。」

　
「
現
存
在
が
日
常
性
を
配
視
的
に
遠
ざ
か
り
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

│

奪
取
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

（E
nt-

fernen

）〔
離
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
（
距
（
＝
拒
）E

nt-

、
離
れ
る
こ
と

Fernen

）〕
は0

、「
真
の
世
界

0

0

0

0

」
の
自
体
存
在
、
つ
ま
り
現
存
在
が
実
存
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
つ
ど
す
で
に
そ
の
も
と
で
存
在
し
て
い
る
存
在

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

者
の
自
体
存
在
を
発
見
す
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」

 

（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』G

A
  2, 142

）

　

た
と
え
ば
東
京
の
自
宅
と
京
都
と
の
距
離
は
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ

り
、
私
と
今
読
ん
で
い
る
本
と
の
距
離
は
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
と
い

う
場
合
の
距
離
は
、
わ
れ
わ
れ
に
何
の
感
興
も
起
こ
さ
せ
な
い
「
客
観
的
な
距

離
」
で
あ
る
。
こ
の
距
離
（A

bstand

）
に
あ
っ
て
は
、
明
ら
か
に
本
よ
り
も

京
都
の
ほ
う
が
遠
い
（
遠
く
に
存
在
す
る
）
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
神
の
信

心
篤
い
者
に
と
っ
て
神
と
の
距
離
は
圧
倒
的
に
近
い
が
、
無
信
心
な
者
に
と
っ

て
は
絶
望
的
に
遠
い
、
否
遠
い
と
も
言
え
な
い
ほ
ど
に
距
離
が
な
い

0

0

。
快
適
な

ド
ラ
イ
ブ
を
楽
し
ん
で
い
る
者
に
と
っ
て
、
自
動
車
も
高
速
道
路
も
彼
の
向
か

う
目
的
地
ほ
ど
に
は
近
く
な
い
。
し
か
し
乗
っ
て
い
る
自
動
車
が
ガ
ス
欠
を
起

こ
し
た
り
、
高
速
道
路
が
渋
滞
し
た
り
す
る
と
、
目
的
地
は
遠
の
き
自
動
車
や

道
路
が
近
く
に
現
れ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
化
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま

る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
最
も
近
く
に
あ
っ
た
自
然
（
ピ
ュ
シ
ス
）
は
、
キ
リ
ス

ト
教
中
世
に
お
い
て
は
遠
く
に
去
っ
て
い
っ
た
。
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こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
距
離
と
は
い
つ
も
相
対
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
の
だ
が
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
相
対
的
な
距
離
を
超
え
て
、
距
離
の
本
質
に
迫
ろ
う
と

す
る
。
日
本
語
で
は
二
語
の
熟
語
を
作
る
と
き
に
一
つ
の
法
則
と
し
て
同
じ
意

味
の
言
葉
を
重
ね
る
こ
と
が
あ
る
。「
距
離
」
は
、「
距
」
も
「
離
」
も
と
も
に

「
隔
た
り
」
を
表
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
の
遠
さ
を
表
す E

ntfernung 

と
い
う

言
葉
も
、E

nt-

〔
離
れ
て
〕
と fern

〔
遠
い
〕
と
の
合
成
語
で
あ
り
、
二
つ
を

合
わ
せ
て
「
遠
さ
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
こ
の

日
常
的
な
距
離
と
い
う
単
語
の
意
味
を
実
存
範
疇
的
な
意
味
に
変
化
さ
せ
よ
う

と
し
て
、「
距
離
」
を
「
遠
ざ
か
り
を
奪
取
す
る
〔
離
れ
を
拒
否
す
る
〕」
と
読

も
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、Fernung
（
遠
さ
）
を ent- 

す
る
（
遠
ざ
け
る
、

取
る
）、
と
。

　
「
遠
ざ
か
る
こ
と
（E

ntfernung

）
は
、
遠
さ
（Ferne

）
を
消
滅
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
或
る
も
の
の
遠
隔
性

（E
ntfernheit

）
を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
近
づ
け
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
現
存
在
は
、
本
質
上
、
遠
ざ
か
り
を
│

奪
取
し
つ
つ

（ent-fernend

）
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在
は
、
遠
ざ
か
り
を
│

奪
取

す
る
こ
と
（E

nt-fernung

）
が
遠
隔
性
（E

ntfernheit

）
を
発
見
す
る
よ

う
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
遠
隔
性
は
、
距
離
（A

bstand

）
と
同
様
、
現
存

在
的
で
は
な
い
存
在
者
の
範
疇
的
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
遠
ざ
か

る
こ
と
は
、
実
存
範
疇
と
し
て
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
前
掲
書
、

140

）

　

遠
隔
性
や
距
離
は
、
客
観
的
な
も
の
と
し
て
、
数
値
化
さ
れ
う
る
も
の
で
あ

る
。
一
方
、
遠
ざ
か
る
こ
と
は
、
自
ら
の
う
ち
に
否
定
を
含
ん
だ
（
つ
ま
り
遠

ざ
か
り
を
│

奪
取
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

）
も
の
で
あ
る
。
別
離
の
後
で
愛
し
て
い
た
こ
と

を
知
る
者
が
い
る
よ
う
に
、
は
じ
め
に
「
遠
ざ
か
る
こ
と
」
が
な
け
れ
ば
、
近

づ
く
こ
と
も
あ
る
い
は
近
さ
の
中
に
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
も
不
可
能
な
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
遠
ざ
か
り
の
否
定
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
《
近
さ
》
は
、

客
観
的
な
距
離
の
「
遠
さ
」
や
「
近
さ
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
可
能

に
す
る
基
盤
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
認
識
論
的
に
も
あ
る
い
は
実
践
的
に
も
知

り
得
る
「
も
の
」
は
、
つ
ね
に
す
で
に
近
く
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
近
く
に
存
在
し
な
い
も
の
は
な
い
。
Ｅ
・
ケ
ッ
テ
リ
ン

グ
は
、
こ
の
《
近
さ
》
こ
そ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
の
要
石
で
あ
り
、
そ
れ
は

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
も
そ
れ
以
降
も
変
わ
ら
な
い
と
主
張
す
る
（E

. 

K
ettering, “N

ähe ” V
erlag G

ünter N
eske, 1987. 

ケ
ッ
テ
リ
ン
グ
『
近
さ
』
理
想
社
刊
）。

こ
の
《
近
さ
》
の
体
験
こ
そ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
原
点
で
あ
り
、
こ
の

《
近
さ
》
に
よ
っ
て
、
存
在
が
「
身
近
に
」
な
る
の
で
あ
り
、
存
在
と
交
わ
り

遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
現
存
在
の
う
ち
に
は
近
さ
へ
の
或
る
本
質
的
な
傾
向
が
ひ
そ
ん
で
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る

0

0

0

0

。」（
前
掲
書
、141

）

　

つ
ま
り
、
遠
ざ
か
る
こ
と
（E

ntfernung

）
は
、
自
ら
を
否
定
さ
れ
て
遠
ざ

か
り
を
奪
取
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
結
果
と
し
て
遠
ざ
か
り

を
│

奪
取
す
る
こ
と
（E

nt-fernung

）
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
遠
ざ
か
る
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こ
と
（E

ntfernung

）
と
遠
ざ
か
り
を
│

奪
取
す
る
こ
と
（E

nt-fernung

）
と

は
、
と
も
に
《
近
さ
》
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
す
る
と
わ
れ
わ
れ
が
関
心
を
抱

き
わ
れ
わ
れ
に
出
会
っ
て
く
る
も
の
は
、
す
べ
て
《
近
さ
》
に
あ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
《
近
さ
》
の
内
で
、
初
め
て
い
わ
ゆ
る
通
常
の
客
観
的
・
相
対
的
な

「
遠
さ
」・「
近
さ
」
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
近
づ
け
（N

ährung
）
が
向
か
っ
て
い
る
の
は
、
身
体
を
も
っ
た
自
我
│

事
物
で
は
な
く
て
、
配
慮
的
な
世
界
│

内
│

存
在
、
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
│

内
│

存
在
に
お
い
て
そ
の
つ
ど
最
初
に
出
会
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。」（
前
掲
書
、

143

）

　
「
現
存
在
は
、
世
界
内
存
在
と
し
て
、
遠
ざ
か
り
を
奪
取
す
る
は
た
ら
き

（ein E
ntfernen

）
の
内
で
本
質
上
お
の
れ
を
保
持
し
て
い
る
。」（
前
掲
書
、

144

）

　

わ
れ
わ
れ
自
身
の
身
体
を
物
体
の
よ
う
に
考
え
て
〔
自
我
│

事
物
〕、
そ
の
身

体
と
事
物
と
の
間
の
距
離
を
考
え
る
の
は
、
客
観
的
・
相
対
的
な
「
遠
さ
」・

「
近
さ
」
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
わ
れ
わ
れ
人
間
（
現
存
在
）
の
在
り
方

を
世
界
│

内
│

存
在
（In-der-W

elt-sein

）
と
言
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
客
観

的
・
相
対
的
な
「
遠
さ
」・「
近
さ
」
に
先
行
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
つ
ね
に
す
で

に
こ
の
《
近
さ
》
の
中
に
い
る
こ
と
を
語
ら
ん
が
た
め
な
の
で
あ
る
。
内
存
在

と
は
、
内
に
あ
る
こ
と
と
し
て
、
洋
服
が
箪
笥
の
中
に
あ
る
と
い
っ
た
内
存
在

で
は
な
く
、
遠
ざ
か
り
を
│

奪
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
《
近
さ
》
を
発
見
す
る

こ
と
で
あ
り
、
後
に
な
っ
て
（
結
果
と
し
て
）《
近
さ
》
の
中
に
あ
っ
た
こ
と

を
、
つ
ま
り
内
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　

ⅲ　

距
│

離
論
の
さ
ら
な
る
展
開

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
距
│

離
論
は
、
距
離
を
語
る
前
提
と
し
て
「
遠
ざ
か
り
を
│

奪
取
す
る
こ
と
」
を
基
盤
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
時
の
現
存
在
の
在
り
方
は
、
客
観
性
と
い
う
亡
霊
に
怯
え
な
が

ら
「
現
存
在
の
現
事
実
的
存
在
」（
前
掲
書
、148

）
を
曲
げ
て
ま
で
主
観
主
義

的
・
自
我
論
的
常
識
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
実
存
論
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
距
離
論
の
内
実
と
し
て
遠
ざ
か
り
を
│

奪
取

す
る
こ
と
（E

nt-fernung

）
と
と
も
に
、「
方
向
を
切
り
開
く
」

（A
usrichtung

）
と
い
う
こ
と
を
語
り
出
す
。
つ
ま
り
何
の
た
め
の
《
近
さ
》

あ
る
い
は
遠
ざ
か
り
を
│

奪
取
す
る
こ
と
と
し
て
の
近
づ
け
で
あ
る
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
現
存
在
は
、
遠
ざ
か
り
を
│

奪
取
し
つ
つ
あ
る
内
存
在
と
し
て
、
方
向
を

0

0

0

切
り
開
く

0

0

0

0

と
い
う
性
格
を
同
時
に
も
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
近
づ
け
も
、
そ
れ

に
先
ん
じ
て
す
で
に
、
一
つ
の
方
向
を
な
ん
ら
か
の
方
域
（G

egend

）
の

う
ち
へ
と
取
り
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
遠
ざ
か
り
を
奪
取
さ
れ
た

も
の
（das E

ntfernte

）
は
、
こ
の
方
域
の
ほ
う
か
ら
近
づ
い
て
く
る
の
で

あ
っ
て
、
か
く
し
て
そ
の
結
果
、
お
の
れ
の
場
所
に
関
し
て
眼
前
に
見
い
だ

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。」（
前
掲
書
、144f.

）
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遠
ざ
か
り
を
│

奪
取
し
て
《
近
さ
》
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
は
、
新
し
い
一
つ

の
次
元

0

0

を
切
り
開
く
。
む
し
ろ
新
し
い
一
つ
の
次
元
を
発
見
す
る
た
め
に
、
わ

れ
わ
れ
は
《
近
さ
》
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。《
近
さ
》
に

気
づ
く
以
前
に
は

0

0

0

0

、「
世
界
」
は
、
多
様
で
互
い
に
相
対
的
な
存
在
で
あ
っ
た

し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
つ
ど
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

「
文
化
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
歴
史
の
中
で
現
れ
て
は
ま
た
消
え
て
い

く
諸
文
化
の
変
遷
は
、
ま
さ
に
世
界
を
相
対
的
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
眼
前
に
あ
る
も
の
の
力
に
圧
倒
さ
れ
て
、
遠
ざ
か
り
を
│

奪
取
す
る
こ

と
に
よ
る
《
近
さ
》
に
わ
れ
わ
れ
は
往
々
に
し
て
全
く
考
え
及
ば
な
い
。
問
題

は
、
わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
し
て
、「
主
観
」、「
自
我
」、「
意
識
」
と
い
っ
た
人

間
中
心
性
に
拍
車
を
か
け
る
装
置
か
ら
解
放
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
解
放
の

カ
ギ
は
、
人
間
を
「
実
存
」
と
考
え
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
世
界
に
よ
っ
て
自
立

的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
人
間
は
含イ

ン

ボ

ル

ブ

ド

み
こ
ま
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が

「
世
界
│

内
│

存
在
」
を
語
る
の
は
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
な
の
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
「
一
つ
の
新
し
い
次
元
」
と
は
、
眼
前
に
あ
る
も
の
の
力
に
圧
倒
さ

れ
る
体
制
（
い
わ
ゆ
る
現
実
）
の
「
外
に
」
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

こ
の
「
一
つ
の
新
し
い
次
元
」
は
、「
現
実
」
と
重
な
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

。
方
向
を
切

り
開
か
れ
て
生
じ
て
く
る
方
域
あ
る
い
は
場
所
は
、
現
実
の
場
所
と
違
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、「
あ
く
ま
で
も
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
遠
ざ
か
り
の
奪
取
に
属
す
る
方
向
の
切
り
開
き
が
世
界
│

内
│

存

在
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
前
掲
書
、145

）
と

語
る
よ
う
に
、
方
向
の
切
り
開
き
が
、
世
界
の
中
に
は
な
い

0

0

全
く
の
別
次
元
へ

と
向
か
わ
せ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
ら

の
哲
学
を
「
現
象
学
」
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
「
意
識
」

に
依
拠
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
は
意
識
に

依
拠
せ
ず
、
む
し
ろ
現
象
を
そ
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
た
め
に
は
、
意
識

は
邪
魔
物
で
あ
っ
て
意
識
を
捨
て
て
現
象
に
含イ

ン

ボ

ル

ブ

ド

み
こ
ま
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
す
る
。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
距
│

離
論
は
、
客
観
的
（
事
物
的
）
あ
り
方
の
以
前
に

0

0

0

、

道
具
的
在
り
方
が
あ
る
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
人
間
も
自
ら
の
在
り

方
を
実
存
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
言
わ
ん
が
た
め
に
展
開
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
現
存
在
は
、
遠
ざ
か
り
の
│

奪
取
と
い
う
在
り
方
に
お
い
て
本
質
上
空
間

的
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
の
交
渉
は
、
そ
の
つ
ど
或
る
種
の
活
動
範
囲
内
で
現
存

在
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
「
環
境
世
界
」
の
う
ち
で
、
つ
ね
に
お
の
れ
を
保

持
し
て
お
り
、
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
距
離
的
に
は
（abständm

aßig

）

「
最
も
近
い
も
の
」
を
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
つ
ね
に
聞
き
す
ご
し

（w
eghören

）
見
す
ご
し
（w

egsehen

）
て
し
ま
う
。」（
前
掲
書
、143

）

　

現
象
学
的
に
あ
る
い
は
実
存
論
的
に
《
近
さ
》
に
あ
る
も
の
は
、
通
常
の
距

離
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
聞
き
す
ご
し
見
す
ご
さ
れ
て
「
最
も
遠
い
も
の
」

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
が
、
快
適
に
ド
ラ
イ
ブ

し
て
い
る
と
き
に
は
車
の
存
在
を
忘
れ
て
い
る
が
、
い
っ
た
ん
ガ
ス
欠
や
故
障

を
起
こ
し
た
と
き
に
は
、
車
は
た
だ
の
鉄
く
ず
と
な
り
「
厄
介
物
」
と
な
る
。
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現
前
の
も
の
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
と
き
、
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
に
は
存
在

を
忘
却
し
て
存
在
者
に
拘
泥
し
て
い
る
と
き
に
は
、
車
の
道
具
性
は
忘
れ
ら
れ

て
お
り
、
車
に
不
具
合
が
生
じ
て
初
め
て
そ
の
道
具
性
が
明
ら
か
と
な
る
の
で

あ
る
。
事
物
的
存
在
と
道
具
的
存
在
と
は
全
く
異
な
っ
た
二
つ
の
あ
り
方
で
あ

る
の
で
は
な
く
、「
認
識
論
的
に
は
」
事
物
的
存
在
か
ら
道
具
的
存
在
に
「
気

づ
か
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
が
、「
事
柄
に
即
す
る
な
ら
ば
」（
現
象
学
的
に
は
）

ま
ず
道
具
的
存
在
が
あ
り
そ
れ
を
前
提
に
し
て
事
物
的
存
在
が
あ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
聞
き
す
ご
し
」
や
「
見
す
ご
し
」
を
も
っ
て
、
日
常
性
が
成
立

し
て
い
る
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
「
あ
や
ま
ち
」
を
取
り
除
け
ば
、
す
で

に
見
て
き
た
よ
う
な
距
│

離
論
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ

る
。（

5
）
こ
の
距
│

離
論
を
「
故
郷
」「
家
」
と
の
関
係
で
考
え
る

　
　

ⅰ　

存
在
と
故
郷

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
自
ら
の
現
象
学
的
・
実
存
論
的
立
場
か
ら
従
来
の
哲
学

的
概
念
す
べ
て
の
意
味
内
実
を
変
換
し
て
い
く
。
例
え
ば
空
間
的
距
離
に
関
し

て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
時
間
に
関
し
て
も
根
源
的
時
間
性
と
し
て
「
時
間
の

時
熟
」
と
い
う
在
り
方
を
考
え
る
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
現
象
学
的
・
実
存
論
的
「
改
釈
」
の
中
で
も
、
特
に
距

│

離
論
は
存
在
の
在
り
方
を
最
も
的
確
に
指
示
す
る
も
の
と
し
て
抜
き
ん
で
た

も
の
で
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
る
。《
近
さ
》
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
現
象
学
の

特
徴
を
う
ま
く
表
し
て
い
る
し
、
ま
た
『
存
在
と
時
間
』
以
降
、
存
在
を
言
い

当
て
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
「
空
開
」（Lichtung

）
や
「
開
け
」（das 

O
ffene

）
と
い
う
用
語
は
、
ま
さ
し
く
距
│

離
論
的
に
見
ら
れ
た
空
間
的
在
り

方
を
語
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
次
の
言
葉
を
引
用
す

る
。

　
「
哲
学
と
は
本
来
郷
愁
（H

eim
w

eh

）
で
あ
り
、
ど
こ
で
で
も
家
に
い
る

よ
う
に
居
た
い
と
い
う
衝
動
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
よ
う
な
衝

動
が
哲
学
で
あ
り
得
る
の
は
、
哲
学
す
る
わ
れ
わ
れ
が
ど
こ
で
で
も
家
に
居

な
い

0

0

場
合
だ
け
な
の
で
あ
る
。」（G

A
  29/30,  7

）

　

わ
れ
わ
れ
は
郷
愁
を
感
じ
な
が
ら
存
在
を
希
求
す
る
。
こ
の
と
き
郷
愁
と
い

う
根
本
気
分
を
引
き
起
こ
す
「
故
郷
」
は
「
存
在
」
と
意
味
内
容
を
同
じ
く
す

る
。

　
「
存
在
〈
の
〉
近
さ
、
こ
の
近
さ
と
し
て
現
存
在
の
〈
現
〉
が
存
在
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
存
在
〈
の
〉
近
さ
は
、
…
…
聴
従
さ
れ

（vernehm
en w

erden

）、
こ
う
し
て
つ
い
に
は
、
存
在
忘
却
の
経
験
に
も

と
づ
い
て
、〈
故
郷
〉
と
名
づ
け
ら
れ
る
。」（『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
』

H
um

  25

）

　
「
故
郷
喪
失
（H

eim
atlosigkeit

）
は
、
存
在
忘
却
（Seinsvergessen-

heit
）
の
し
る
し
で
あ
る
。
存
在
忘
却
の
結
果
、
存
在
の
真
理
は
、
思
惟
さ

れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
存
在
忘
却
は
、
人
間
が
つ
ね
に
た
だ
存
在
者

の
み
を
考
察
し
加
工
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
間
接
的
に
表
れ
て
い
る
。」（
前
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掲
書
、 26

）

　

わ
れ
わ
れ
人
間
を
そ
の
根
源
的
な
あ
り
方
と
し
て
「
現0

存
在
」
と
名
づ
け
た

こ
と
は
、〈
現
〉
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ね
に
す
で
に
現
存
在
が
存
在
の

隣
人
で
あ
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
存
在
の
隣

人
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
。
そ
れ
は
現
存
在
が
、
存

在
に
よ
っ
て
聴
き
従
わ
さ
れ
る
と
い
う
形
で
気
づ
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
存

在
忘
却
」
と
は
存
在
を
忘
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た

0

0

0

0

と
き
に
初
め
て
可
能
に

な
る
状
態
で
あ
る
。
存
在
忘
却
に
し
ろ
故
郷
喪
失
に
し
ろ
、
忘
れ
去
っ
た
ま
ま

で
あ
っ
た
り
失
っ
て
し
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
忘
却
も
喪
失
も
そ
も

そ
も
あ
り
得
な
い
。
存
在
了
解

0

0

（Seinsverständnis

）
も
、
存
在
を
た
だ
漠

然
と
「
知
っ
て
は
い
る
」
が
、
そ
れ
に
し
か
と
気
づ
い
て
い
な
い
状
態
の
こ
と

で
あ
る
。
存
在
を
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、
す
で
に

存
在
に
向
か
っ
て
一
歩
進
み
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
故
郷
を
「
遠

き
に
あ
り
て
思
う
」
と
き
、
故
郷
は
気
づ
か
さ
れ
「
遠
き
に
あ
る
」
も
の
と
し

て
《
近
さ
》
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　

ⅱ　

故
郷
と
家

　

故
郷
と
家
と
い
う
二
つ
の
事
柄
の
相
似
と
違
い
に
関
し
て
は
精
緻
な
考
察
が

必
要
で
あ
ろ
う
が
、
語
感
的
に
言
う
な
ら
ば
、
故
郷
は
す
で
に
心
の
う
ち
に
し

か
な
い
も
の
で
あ
り
、
家
は
い
つ
で
も
そ
の
雰
囲
気
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
の H

eim
 

は
、
故
郷
で
も
あ
る
し
家
で
も
あ
る
。
ト

ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
歌
う
『
思
い
出
の
グ
リ
ー
ン
・
グ
ラ
ス
』
は
、
故
郷

（old hom
e tow

n

）
の
あ
り
方
を
見
事
に
描
い
て
い
る
が
、
こ
の
歌
詞
の
三
番

で
明
日
死
刑
執
行
さ
れ
る
者
が
昔
を
回
想
し
て
い
る
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。
つ
ま
り
、
故
郷
と
は
二
度
と
戻
れ
な
い
場
所
な
の
で
あ
る
。
生
ま
れ

た
と
き
か
ら
ず
っ
と
同
じ
場
所
に
住
ん
で
い
る
者
に
故
郷
は
あ
る
の
か
と
い
う

問
い
も
成
立
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
来
同
じ
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
者

で
も
も
ち
ろ
ん
故
郷
は
あ
る
。
少
年
時
代
の
家
の
「
た
た
ず
ま
い
」
は
、
た
と

え
同
じ
家
に
住
ん
で
い
よ
う
が
、
す
で
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
忙
し
く

立
ち
働
い
て
い
た
母
の
姿
は
す
で
に
な
く
、
ま
た
木
登
り
に
興
じ
た
枝
ぶ
り
は

す
で
に
そ
の
姿
を
変
え
て
い
る
。

　

さ
て
、
家
は
そ
の
つ
ど
現
実
的
に
機
能
し
て
い
る
。
そ
れ
は
空
間
と
し
て
の

家
屋
敷
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
家
族
が
自
ら
の
所
属
す
る
場
と
し
て
意
識
す
る
象

徴
的
な
場
合
も
あ
る
。
故
郷
喪
失
（H

eim
atlosigkeit

）
は
そ
れ
と
し
て
見
る

こ
と
が
で
き
る
現
象
で
は
な
い
。
一
方
家
喪
失
（H

eim
losigkeit

）（
ホ
ー
ム

レ
ス
）
は
、
現
実
の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
対
策
を
講
じ
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
家
は
現
実
の
現
実
的
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
言
っ
た

が
、
何
を
も
っ
て
家
と
す
る
の
か
は
な
か
な
か
難
し
い
事
柄
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

語
の heim

lich 

と
い
う
形
容
詞
は
「
内
密
の
」
と
い
う
意
味
で
、
日
本
語
の

「
内
々
の
」
に
近
い
語
感
を
も
っ
て
い
る
。
家
は
外
に
対
す
る
内
の
意
味
で
使

わ
れ
、《
近
さ
》
を
表
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
世
界
│

内
│

存
在
」
を

強
調
す
る
の
は
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
「
内
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が

最
初
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
で
認
識
論
的
な
「
あ
る
」
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
言

わ
ん
と
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

故
郷
は
、「
古
里
」・「
経
る
里
」
と
し
て
思
い
出
の
中
に
し
か
な
い
も
の
で
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あ
る
の
に
対
し
て
、
家
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
と
は
指
し
示
す
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
つ
て
の
家
（
幼
年
時
代
の

家
）
が
、
故
郷
に
な
っ
て
い
く
と
も
言
え
る
し
、
家
が
故
郷
を
要
求
す
る
と
言

っ
て
も
い
い
。

　
　

ⅲ　

故
郷
＝
存
在
、
家
＝
空
開
処

　
『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
年
）
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
存
在
忘
却
に
気

づ
か
せ
存
在
へ
と
方
向
を
定
め
る
た
め
に
、
人
間
（
現
存
在
）
の
日
常
的
在
り

方
を
掘
り
下
げ
る
。
時
間
の
根
源
的
あ
り
方
こ
そ
が
存
在
で
あ
る
、
と
。
し
か

し
、
例
え
ば
『
存
在
と
時
間
』
の
二
十
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
に
つ
い
て
』（
一
九
四
七
年
）
で
は
、
存
在
と
人
間
﹇
的
思
惟
﹈
と
が
交
流

し
て
い
る
場
と
し
て
の
「
空
開
処
」（Lichtung
）
あ
る
い
は
「
開
け
た
処
」

（das O
ffene

）
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。

　
「〔
現
存
在
が
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
存
在
は
与
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
〕
命
題
が
意
味
す
る
の
は
、
存
在
の
空
開
処
（die 

Lichtung des Seins

）
が
生
起
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
存
在
は
人

間
に
委
譲
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
現
、
つ
ま
り
存
在

そ
の
も
の
の
真
理
と
し
て
の
空
開
処
が
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
そ

の
も
の
の
送
り
届
け
物
（Schickung

）
な
の
で
あ
る
。」（『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

に
つ
い
て
』H

um
  24

）

　
「〈
世
界
〉
は
、〔
世
界
│

内
│

存
在
と
い
う
〕
か
の
規
定
に
お
い
て
は
、
ま

っ
た
く
存
在
者
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
ま
た
存
在
者
の
領
域
を
意

味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
存
在
の
開
け
（die 

O
ffenheit des Seins

）
を
意
味
す
る
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
の
は
、
人
間

が
実
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
人
間
は
存
在
の
開
け

の
中
へ
と
向
か
っ
て
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
存
在
そ
の
も
の
は
こ
の
開
け

と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。」（
前
掲
書
、 35

）

　
「
空
開
処
」
に
し
ろ
「
存
在
の
開
け
」
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
は
存
在
そ
の
も
の

の
人
間
へ
向
か
っ
て
の
（
人
間
の
た
め
の
）
姿0

な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
存

在
と
人
間
〔
本
質
〕
と
は
、
こ
の
「
空
開
処
」
に
お
い
て
交
流
し
合
え
る
の
で

あ
る
。
も
と
も
と
人
間
は
、
世
界
│

内
│

存
在
と
い
う
か
た
ち
で
、
つ
ね
に
す
で

に
存
在
の
《
近
さ
》
に
い
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
存
在
の
隣
人
な
の
で
あ
る
。

こ
の
隣
人
性
の
提
示
が
、「
空
開
処
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
さ
ら
に
は
、
存
在
は
「
空
開
処
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
空
開
処

な
し
に
は
存
在
は
そ
も
そ
も
可
能
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
（『
思
惟
の
事
柄
へ
』

SdD
  75

│ 76

）。

　

さ
ら
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
三
十
年
後
『
同
一
性
の
命

題
』（
一
九
五
七
年
）
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
・
シ
ェ
リ
ン
グ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
っ
た

ド
イ
ツ
観
念
論
者
た
ち
が
懸
命
に
考
え
て
土
台
を
形
成
し
た
同
一
性
に
つ
い
て

新
た
な

0

0

0

解
釈
を
行
う
。

　
「
た
だ
一
つ
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
思
弁
的
観
念
論
の
時
代
以
来
、
思
惟

に
と
っ
て
同
一
性
が
一
で
あ
る
こ
と
（E

inheit

）
を
単
な
る
一
様
性
と
考
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え
る
こ
と
や
、
一
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
る
媒
介
を
無
視
す
る

こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
生
じ
る
な
ら
ば
、
同
一
性
は
単
に
抽
象
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
で

あ
る
。」（『
同
一
性
と
差
異
』ID

  16

）

　
「
さ
て
存
在
と
は
？

わ
れ
わ
れ
は
存
在
を
そ
の
始
原
的
意
味
か
ら
現
前

存
在
（A

nw
esen

）
と
考
え
て
み
よ
う
。
存
在
は
人
間
に
と
っ
て
付
随
的
な

も
の
と
し
て
も
例
外
的
な
も
の
と
し
て
も
現
前
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
存
在
が
現
成
し
持
続
す
る
の
は
、
存
在
が
自
ら
の
呼
び
か
け

（A
nspruch

）
に
よ
っ
て
人
間
と
関
わ
る
（an-gehen

）
こ
と
に
よ
っ
て
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
こ
そ
が
、
存
在
に
対
し
て
開
い
て
、
存
在
を
現
前
存

在
と
し
て
到
来
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
現
前
│

存
在
（A

n-w
esen

）

は
、
空
開
処
の
開
け
を
必
要
と
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
必
要
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
人
間
本
質
に
委
譲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
存
在
が
か

ろ
う
じ
て
た
だ
人
間
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

こ
の
こ
と
に
反
し
て
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

つ
ま
り
、
人
間
と
存
在
と
は
互
い
に
委
譲
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人

間
と
存
在
は
相
互
に
属
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」（
前
掲
書
、 23

）

　

同
一
性
の
命
題
Ａ
＝
Ａ
は
、
単
な
る
繰
り
返
し
で
も
無
意
味
な
一
様
性
で
も

な
い
。
同
一
性
は
、
総
合
・
統
一
の
後
に
一
つ
に
な
っ
た
「
結
果
」
で
あ
っ

て
、
は
じ
め
か
ら
一
つ
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
結
果
」
で
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
総
合
・
統
一
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
原
因
」
が
先
行
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
存
在
論
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
同
一
性
と
い
う

「
結
果
」
が
先
行
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
同
一
性
は
一
つ
に
さ
れ
る
も
の
と
そ
の
た
め
の
媒
介
と
を
同
時
に
包
摂
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
だ
け
が
存
在
の
呼
び
か
け
に
応
え
る
も
の
で
あ

る
。
た
と
え
存
在
を
明
確
に
把
捉
し
て
い
な
く
て
も
人
間
は
存
在
を
つ
ね
に
す

で
に
「
了
解
し
て
」
い
る
。
こ
の
こ
と
は
人
間
が
存
在
の
呼
び
か
け
に
応
答
し

て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
る
。
こ
う
し
て
存
在
は
人
間
を
必
要
と
し
、
ま
た
人
間

も
存
在
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
存
在
と
人
間
と
が
互
い
に
相
手
を
必
要
と

し
、
そ
の
た
め
に
互
い
に
交
流
す
る
場
と
し
て
空
開
処
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ド

イ
ツ
観
念
論
者
た
ち
が
同
一
性
の
真
の
在
り
処
を
真
剣
に
求
め
た
の
は
、
存
在

と
人
間
と
の
つ
ね
に
す
で
に
存
在
す
る
交
流
の
場
を
同
一
性
の
中
に
見
よ
う
と

し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

す
る
と
、
存
在
│
空
開
処
│
人
間
〔
本
質
〕
と
い
う
上
の
関
係
は
、
故
郷
│

家
│
〔
家
族
〕
個
人
と
い
う
関
係
と
重
な
っ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
故
郷

（H
eim

at

）
は
「
遠
き
に
あ
り
て
思
う
も
の
」
と
し
て
す
で
に
手
の
届
か
な
い

も
の
で
あ
る
。
家
（H

eim

）
は
い
ず
れ
故
郷
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に

そ
れ
に
属
す
る
家
族
個
人
を
統
合
し
ま
た
家
族
個
人
の
内
に
故
郷
を
植
え
付
け

る
も
の
で
あ
る
。
家
は
変
遷
し
な
い
し
ま
た
変
遷
す
る
。
変
遷
し
な
い
の
は
家

の
も
つ
家
族
の
統
合
の
機
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
故
郷
と
結
び
つ
い
た
家
で
あ

る
。
ま
た
変
遷
す
る
の
は
、
家
族
の
変
化
に
よ
っ
て
家
の
内
実
が
変
わ
る
こ
と

で
あ
る
。
変
遷
し
な
い
家
は
、
家
族
に
と
っ
て
過
去
で
あ
る
と
同
時
に
未
来
で

も
あ
る
。
そ
し
て
変
遷
す
る
家
は
、
現
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
家
は
疑
似
的

な
故
郷
で
あ
る
と
と
も
に
、
頑
な
に
故
郷
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
も
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あ
る
。
Ｄ
・
ク
ー
パ
ー
が
否
定
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
家
が
保
守
的
で
個
人

を
抑
圧
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
家
の
過
去
性
ゆ
え
で
あ
る
。
ま
た
家
に
い
る
こ

と
が
同
時
に
故
郷
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
場
合
に
は
、
家
は
故
郷

に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
を
も
解
放
す
る
。

　

三
木
清
は
『
人
生
論
ノ
ー
ト
』
の
「
希
望
に
つ
い
て
」
で
次
の
よ
う
に
語

る
。

　
「
愛
は
私
に
あ
る
の
で
も
相
手
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
い
は
ば
そ
の
間
に

あ
る
。
間
に
あ
る
と
い
ふ
の
は
二
人
の
い
づ
れ
よ
り
も
ま
た
そ
の
関
係
よ
り

も
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
人
が
愛
す
る
と

き
い
は
ば
第
三
の
も
の
即
ち
二
人
の
間
の
出
来
事
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
。
し

か
も
こ
の
第
三
の
も
の
は
全
体
的
に
二
人
の
い
づ
れ
の
一
人
の
も
の
で
も
あ

る
。」（『
三
木
清
全
集
』
第
一
巻
、
三
三
九
頁
）

　

恋
愛
に
お
い
て
失
い
た
く
な
い
の
は
「
二
人
の
間
に
あ
る
愛
」〔
第
三
の
も

の
、《
近
さ
》、
同
一
性
〕
で
あ
る
。
そ
の
愛
が
二
人
を
形
成
す
る

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

愛
す
る
人
を
失
い
た
く
な
い
の
は
、
二
人
の
間
に
あ
る
愛
を
失
い
た
く
な
い
か

ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
自
分
を
失
い
た
く
な
い
か
ら
で

あ
る
。
よ
し
ん
ば
最
愛
の
人
を
失
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
愛
が
持
続
可

能
で
あ
る
の
は
、
二
人
の
間
に
あ
る
愛
が
持
続
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
と
同
じ
く
、「
家
」
は
「
故
郷
」
と
「〔
家
族
〕
個
人
」
と
の
間
に

あ
る
。
家
を
失
う
こ
と
（H

eim
losigkeit

）
は
、
故
郷
を
失
う
こ
と

（H
eim

atlosigkeit

）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
家
は
故
郷
と
の
関
係
で
過
去
を
も

つ
の
で
あ
り
、
故
郷
な
き
家
は
「
家
の
過
去
」
を
、「
家
の
由
来
」
を
喪
失
し

て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
家
は
、
個
人
と
の
関
係
で
は
、
個
人
を

包
摂
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
変
化
す
る
個
人
を
受
け
止
め
、
そ
う
し
て
自
ら
を
も

変
化
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
自
ら
の
距
│

離
論
に
お
い
て
、
人
間
は
い
つ
も
す
で
に

存
在
と
の
近
さ
（《
近
さ
》）
の
中
に
い
る
こ
と
を
説
い
た
。『
存
在
と
時
間
』

に
お
け
る
「
世
界
│

内
│

存
在
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
の
後
の

「
空
開
処
」・「
開
け
」・「
同
一
性
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
も
、《
近
さ
》
を
何

と
か
し
て
言
い
表
さ
ん
と
し
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
《
近
さ
》
ゆ
え

に
、
人
間
は
存
在
を
求
め
、
ま
た
存
在
は
人
間
に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
家
は
故
郷
と
〔
家
族
〕
個
人
と
を
結
び
つ
け
る
処
で
あ
り
、
家
に

お
い
て
〔
家
族
〕
個
人
は
故
郷
を
思
い
、
ま
た
家
に
お
い
て
故
郷
は
〔
家
族
〕

個
人
に
出
会
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
《
近
さ
》
の
象
徴
で
あ
る
「
空
開
処
」
は
存
在
と
人
間
と
の
共
属
す
る
処
で

あ
り
、
家
は
故
郷
と
〔
家
族
〕
個
人
と
が
共
属
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
空
開

処
」
が
自
ら
溝
（
間
）
を
作
っ
て
存
在
と
人
間
と
を
自
ら
の
内
で
区
別
す
る
よ

う
に
、
家
は
自
ら
溝
を
作
っ
て
故
郷
と
〔
家
族
〕
個
人
と
の
区
別
を
設
け
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
遠
ざ
か
り
を
│

奪
取
す
る
」（E

nt-fernung

）
こ
と
を
距

離
の
根
源
と
考
え
る
。

　
「
全
く
も
っ
て
近
く
に
あ
る
も
の
を
経
験
す
る
の
は
、
全
く
も
っ
て
困
難

な
こ
と
で
あ
る
。
先
に
進
ん
だ
り
交
流
し
た
り
す
る
過
程
に
お
い
て
、
全
く

近
く
に
あ
る
も
の
は
、
正
に
初
め
か
ら
最
も
簡
単
に
見
過
ご
さ
れ
る
の
で
あ
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る
。
最
も
近
い
も
の
は
、
最
も
熟
知
し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
特
別
な

習
得
を
必
要
と
は
し
な
い
。
我
々
は
、
最
も
近
い
も
の
を
熟
思
す
る
こ
と
が

な
い
。
し
た
が
っ
て
最
も
近
い
も
の
は
、
全
く
思
惟
す
る
に
値
し
な
い
も
の

に
留
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
も
近
い
も
の
は
、
何
か
取
る
に
足
り
な
い
も
の

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
人
間
が
差
し
当
た
り
見

る
の
は
決
し
て
最
も
近
い
も
の
で
は
な
く
、
い
つ
も
次
い
で
最
も
近
い
も
の

で
あ
る
。
次
い
で
最
も
近
い
も
の
の
厚
か
ま
し
さ
と
優
先
性
は
、
最
も
近
い

も
の
と
そ
の
近
さ
と
を
経
験
領
域
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と

は
、
近
さ
の
法
則
か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。」（
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』G

A
 54, 201

）

　
《
近
さ
》
は
、
そ
の
「
近
さ
」
ゆ
え
に
あ
ま
り
に
も
遠
く
に
存
し
て
い
る
。

《
近
さ
》
を
真
に
近
さ
と
し
て
知
る
こ
と
が
距
離
論
の
本
質
、
す
な
わ
ち
「
距
│

離
論
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
哲
学
を
つ
ま
り
伝
統
的
形
而
上
学
を
撥
無
し
て
真
の

哲
学
的
思
索
を
開
始
す
る
た
め
の
絶
対
的
な
条
件
で
あ
る
。

 
（
終
）


