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て
い
な
い
、「
理
念
」
と
し
て
の
「
絶
対
我
」
に
つ
い
て
も
着
目
し
、
そ

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
側
面
と
、
実
在
的
な
側
面
と
を
検
討
し
た
。

一
連
の
考
察
を
通
じ
て
以
下
の
こ
と
を
論
じ
た
。
第
一
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
の
「
絶
対
我
」
は
、
知
識
学
と
い
う
体
系
の
出
発
点
で
あ
る
と

同
時
に
終
着
点
と
な
る
原
理
で
あ
り
、
こ
う
し
た
原
理
に
よ
っ
て
知
識
学

は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
そ
の
体
系
の
完
全
性
を
示
す
と
さ
れ
る
、
円
環

構
造
を
形
成
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
に
、「
絶
対
我
」

の
そ
な
え
る
実
在
的
な
側
面
は
、
こ
う
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
原
理
に
根

拠
づ
け
ら
れ
る
知
識
学
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
契
機
、
す
な
わ
ち
、
知
識

学
を
遂
行
す
る
哲
学
者
自
身
の
実
践
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
知
識
学
は
、
そ
れ
に
従
事
す
る
哲
学
者
自
身
が
行
う
自
己
内

還
帰
的
な
活
動
へ
の
注
視
を
通
じ
て
、
そ
の
原
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
我
を

実
在
的
な
活
動
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
哲
学
的
営
為
の
内
で
の
み
実
在
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
、
自
己

活
動
性
の
自
由
が
、
我
々
の
有
限
な
自
我
が
そ
こ
へ
と
目
指
し
て
努
力
す

べ
き
と
こ
ろ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
「
理
念
」
と
し
て
、
知
識
学
の
終
着
点

と
な
る
。
こ
う
し
た
自
由
の
実
在
性
は
、
経
験
的
な
知
の
対
象
と
は
な
ら

な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
実
在
性
へ
の
「
信
念
」
が
、
知
識
学
に
取
り
組

む
た
め
に
要
求
さ
れ
る
。
以
上
よ
り
、
知
識
学
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の

「
絶
対
我
」
を
原
理
と
す
る
が
、
知
識
学
が
哲
学
的
な
実
践
を
通
じ
て
捉
え

ら
れ
る
実
在
性
に
依
拠
す
る
点
に
お
い
て
、
そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
は
け
っ

し
て
空
虚
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
提
示
し
た
。

（
早
稲
田
大
学
文
化
構
想
学
部
現
代
人
間
論
系
助
手
）

〈
早
稲
田
大
学
哲
学
会
春
季
研
究
発
表
会
〉

イ
ェ
ナ
期
「
知
識
学
」
の
原
理
と
し
て
の

　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
実
在
性

―
―「
絶
対
我
」
概
念
の
再
検
討
―
―

尾
　
崎
　
賛
　
美

今
回
の
発
表
で
は
、
イ
ェ
ナ
期
の
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
フ
ィ
ヒ

テ
（1762-1814

）
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』（1794/95

、
以
下
『
基
礎
』

と
略
記
）
に
お
い
て
、
そ
の
思
想
（
知
識
学
）
の
原
理
と
さ
れ
る
「
絶
対

我
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
れ
に
際
し
て
は
、『
基
礎
』
の
「
第
一
根

本
命
題
」、「
事
行
」、「
知
的
直
観
」
と
い
っ
た
、
こ
の
時
期
の
知
識
学
に

お
い
て
重
要
な
諸
概
念
と
の
連
関
か
ら
、「
絶
対
我
」
概
念
の
内
実
を
考

察
し
た
。
先
行
研
究
を
踏
ま
え
る
と
、「
絶
対
我
」
は
、
経
験
的
意
識
一

般
の
成
立
を
説
明
す
る
超
越
論
的
な
原
理
と
し
て
想
定
さ
れ
る
抽
象
的
な

概
念
、
す
な
わ
ち
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
と
論
じ
る
立
場
が
あ
る
一

方
で
、
意
識
に
お
け
る
実
在
的
な
対
象
に
基
づ
き
展
開
さ
れ
る
知
識
学

は
、
そ
の
原
理
（「
絶
対
我
」）
と
と
も
に
実
在
的
な
体
系
で
あ
る
と
論
じ

る
立
場
が
あ
る
。
発
表
者
は
、
こ
う
し
た
相
反
す
る
立
場
の
そ
れ
ぞ
れ
の

論
点
を
吟
味
す
る
と
と
も
に
、
両
立
場
に
お
い
て
は
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
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を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
発
表
者
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
可
能
的
対
象
」

に
注
目
す
る
。
特
に
、
本
研
究
は
分
析
的
カ
ン
ト
解
釈
と
い
う
研
究
方
法

を
採
用
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
可
能
的
対
象
」
の
地
位
を
、

様
相
形
而
上
学
の
観
点
か
ら
彫
琢
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の
比
較
的
新

し
い
研
究
文
脈
は
、
Ｎ
・
ス
タ
ン
グ
を
契
機
と
し
て
、
Ａ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ

ン
ソ
ン
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

本
発
表
で
は
、
第
一
に
、「
現
存
在
」
概
念
が
様
相
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含

ま
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
可
能
性
」
の
概
念
は
存
在
し
な
い
可
能
的
対
象

に
つ
い
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
第
二
に
、
カ
ン
ト
に
お
け

る
可
能
的
対
象
に
関
係
す
る
先
行
研
究
が
現
実
主
義
を
結
論
し
て
き
た
と

い
う
事
実
を
確
認
す
る
。
現
実
主
義
と
は
、
可
能
的
対
象
も
存
在
す
る
と

考
え
る
Ｄ
・
ル
イ
ス
の
可
能
主
義
に
対
抗
し
て
、
現
実
的
対
象
の
み
が
存

在
す
る
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
特
に
、
カ
ン
ト
は
神
の
現
存
在
の
存
在

論
的
証
明
を
反
駁
す
る
際
に
、
バ
ー
カ
ン
式
の
推
論
が
成
り
立
た
な
い
こ

と
を
指
摘
し
て
お
り
、
現
実
主
義
に
親
和
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
三
の

論
点
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
存
在
し
な
い
可
能
的
対
象
に
有
意
味
な
量
化
と

述
定
を
認
め
て
い
た
と
い
う
事
実
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
点
を
強
調
し
た

Ｔ
・
ロ
ー
ゼ
フ
ェ
ル
ト
の
マ
イ
ノ
ン
グ
主
義
的
解
釈
を
再
検
討
す
る
こ
と

で
、
発
表
者
は
カ
ン
ト
の
可
能
的
対
象
を
説
明
す
る
方
途
と
し
て
「
非
存

在
主
義
」
と
い
う
第
三
の
立
場
の
有
用
性
を
指
摘
す
る
。

（
早
稲
田
大
学
文
学
部
哲
学
コ
ー
ス
助
手
）

〈
早
稲
田
大
学
哲
学
会
春
季
研
究
発
表
会
〉

存
在
述
語
の
様
相
形
而
上
学
的
分
析繁

　
田
　
　
　
歩

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
、
我
々
に
可
能
な

経
験
の
領
域
を
限
界
づ
け
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

我
々
に
可
能
な
対
象
は
「
現
象
」
だ
け
と
な
り
、「
物
自
体
」
や
「
ヌ
ー

メ
ノ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
空
虚
な
対
象
は
批
判
の
も
と
に
断
罪
さ
れ
る
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
く
知
ら
れ
た
縮
減
的
な
カ
ン
ト
の
対
象
観

は
、「
対
象
一
般
」
と
い
う
概
念
と
平
仄
が
あ
わ
ず
、
不
十
分
で
あ
る
。

対
象
一
般
と
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
主
義
者
の
思
想
に
根
を
も
ち
、
無
矛
盾
対

象
を
す
べ
て
容
れ
る
広
範
な
概
念
で
あ
っ
た
。
こ
の
概
念
は
カ
ン
ト
に
も

「
存
在
と
無
に
つ
い
て
未
規
定
的
」
な
対
象
と
し
て
継
承
さ
れ
た
。
興
味

深
い
こ
と
に
、
カ
ン
ト
は
対
象
一
般
を
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
対
象
」
と
み
な

す
こ
と
で
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
普
遍
的
妥
当
性
を
強
調
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
は
素
朴
に
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
広
い
対

象
領
域
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
非
現

象
的
な
対
象
の
地
位
、
と
い
う
形
而
上
学
的
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
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の
近
さ

0

0

と
そ
れ
ゆ
え
の
共
感
し
や
す
さ
ゆ
え
に
作
品
を
よ
り
い
っ
そ
う
高
く

評
価
す
る
こ
と
へ
の
批
判
と
し
て
解
釈
し
た
。
そ
し
て
、
ガ
イ
ガ
ー
は
、
鑑

賞
者
が
、
日
常
生
活
に
お
い
て
は
体
験
し
た
い
が
体
験
で
き
な
い
こ
と
を
、

作
品
に
登
場
す
る
人
物
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
験
し
、
楽
し

む
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
鑑
賞
者
は
、
芸
術
作
品

を
目
の
前
に
し
て
な
お
、
日
常
的
な
自
己

0

0

0

0

0

0

へ
の
関
心
を
も
っ
て
い
る
に
す
ぎ

ず
、
芸
術
作
品
に
特
有
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
関
心
を
も
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

ガ
イ
ガ
ー
は
、
模
倣
芸
術
に
お
け
る
描
写
の
内
容
に
対
す
る
描
写
の
仕
方

の
優
位
を
主
張
す
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
美
的
価
値
の
な
か
に
、
人
体
が
も

つ
生
命
的
な
力
の
よ
う
な
「
生
」
の
契
機
、
色
が
も
つ
心
理
的
な
気
分
の
よ

う
な
「
心
」
の
契
機
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
模
倣
芸
術
に
お
い
て
は
、
描

写
の
内
容
が
も
つ
生
や
心
の
契
機
は
「
価
値
中
立
的
」
に
な
り
、
描
写
の
仕

方
に
や
ど
る
生
や
心
の
契
機
こ
そ
が
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
描
写
の
仕
方
は
、
芸
術
家
に
よ
る
も
の
ご
と
の
把
握
の
仕
方
を
意
味
し
、

そ
こ
に
は
「
芸
術
的
人
格
」
の
価
値
が
や
ど
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
芸
術
作

品
の
う
ち
に
沈
殿
し
、
線
の
描
き
方
や
色
の
選
び
方
の
よ
う
な
特
定
の
構

造
契
機
の
う
ち
に
客
観
化
さ
れ
た
芸
術
家
の
態
度
を
も
っ
て
、
も
の
ご
と
を

体
験
す
る
。
そ
の
態
度
は
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
的
な
態
度
、
自
己
へ
の
関

心
に
と
ら
わ
れ
た
態
度
と
は
ち
が
い
、
そ
の
態
度
に
お
い
て
、
わ
た
し
た
ち

は
も
の
ご
と
を
「
寛
大
に
、
真
剣
に
、
高
貴
に
、
見
、
感
じ
、
体
験
す
る
」。

わ
た
し
た
ち
は
芸
術
作
品
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
家
が
感

じ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
も
の
ご
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

（
早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
）

〈
早
稲
田
大
学
哲
学
会
春
季
研
究
発
表
会
〉

感
情
移
入
と
は
ち
が
う
仕
方
で

―
―
Ｍ
・
ガ
イ
ガ
ー
の
感
情
移
入
批
判
と
芸
術
体
験
論
―
―

峯
　
尾
　
幸
之
介

芸
術
作
品
の
価
値
は
、
鑑
賞
者
が
、
た
と
え
ば
物
語
の
主
人
公
に
「
感

情
移
入
で
き
る
」
こ
と
、
歌
詞
に
「
共
感
で
き
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
は
、

他
者
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
言

え
ば
、
そ
れ
を
容
易
に
す
る
、
鑑
賞
者
と
そ
の
他
者
と
の
近
さ

0

0

に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
発
表
で
は
、
現
象
学
者
Ｍ
・
ガ
イ
ガ
ー
に

よ
る
感
情
移
入
批
判
と
芸
術
体
験
論
に
注
目
し
、
感
情
移
入
や
共
感
と
は

ち
が
う
仕
方
で
の
芸
術
作
品
の
体
験
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の

か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
の
か
を
追
究
し
た
。

ガ
イ
ガ
ー
の
師
で
も
あ
っ
た
心
理
学
者
Ｔ
ｈ
・
リ
ッ
プ
ス
が
そ
の
美
学
に

お
い
て
ま
さ
に
感
情
移
入
や
共
感
を
重
視
し
た
の
に
対
し
て
、
ガ
イ
ガ
ー
は

そ
れ
ら
が
芸
術
作
品
の
体
験
の
仕
方
と
し
て
は
不
当
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

か
れ
は
、
鑑
賞
者
が
、
作
品
に
描
写
さ
れ
た
内
容
に
の
み
関
心
を
も
っ
て
体

験
す
る
こ
と
、
た
と
え
ば
愛
国
者
が
自
国
の
歴
史
を
題
材
と
す
る
作
品
に

熱
狂
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
本
発
表
で
は
そ
れ
を
、
鑑
賞
者
と
題
材
と
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