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野

村

伸

夫

京
都
女
子
学
園

一

は

じ

め

に

二
〇
〇
九
年
度
【
共
同
研
究
テ
ー
マ
趣
旨
】
に
お
い
て
課
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
後
半
に
は
、

生
死
を
正
し
く
見
つ
め
る
こ
と
は
、
生
命
の
本
質
と
尊
厳
を
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
無
差
別
テ
ロ
や
通
り
す
が
り
の
殺
人

な
ど
、
現
代
社
会
を
覆
う
諸
問
題
を

え
る
時
、
生
死
を
通
し
て
生
命
の
本
質
を
見
つ
め
る
仏
教
の
教
え
を
今
一
度
確
認
し
、
社
会

に
向
か
っ
て
発
信
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
ま
す
。（
原
文
横
組
）

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
趣
旨
は
現
代
社
会
の
特
に

命

に
関
わ
る
諸
問
題
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
生
命
の
本
質
そ
し
て
生
死

を

え
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
ひ
と
ま
ず
は
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
い
う

生
死
を
正
し
く
見
つ
め
る

と
あ
る

生
死

と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
当
然

え
ら
れ

る
の
は
ま
ず
、
迷
い
の
世
界
・
苦
し
み
の
世
界
・
輪
廻
と
し
て
の

生
死
（
し
ょ
う
じ
）
界

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

生
と
死

と
い
う
意
味
で
の

生
死
（
せ
い
し
）
あ
る
い
は

死
生
（
し
せ
い
）

と
い
う
場
合
で
あ
る
。

え
る
べ
き
現
代
社
会
の
諸
問
題
と
し
て

無
差
別
テ
ロ

（
日
本
国
外
・
一
神
教
的
世
界
）
や

通
り
す
が
り
の
殺
人

（
日
本
国
内
）
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な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
る
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の

生
死

と
は
、
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
特
に
他
者
の
生
命
を
な
い
が
し
ろ
に

し
て
顧
み
な
い
生
命
へ
の
軽
視
、
つ
ま
り
生
き
死
に
に
対
す
る
人
間
の
軽
は
ず
み
な
姿
勢
や
判
断
・
理
解
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
結
局
こ
の

生
死

と
は
、
し
た
が
っ
て
、
他
者
の
生
と
死
か
ら
敷
衍
さ
れ
た
人
間
の
生
命
（
延
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
生
命
）

の
か
け
が
え
の
な
さ
を
あ
ら
た
め
て
重
要
な
課
題
と
し
て

察
す
る
べ
き
こ
と
を
示
す

生
と
死

の
意
味
に
重
き
を
置
い
た
表
現
で
あ

ろ
う
と

え
る
。
つ
ま
り
は
人
間
の
生
命
に
対
す
る

倫
理

に
焦
点
を
あ
て
る
と
い
う
の
が
こ
の

テ
ー
マ
趣
旨

の
主
題
で
あ
る
と

判
断
し
た
。

も
う
一
つ

え
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
が
あ
る
。
本
テ
ー
マ
に
あ
る

生
命
の
本
質

の

生
命

と
は
、
ま
た
そ
の

本
質

と
は
何

を
意
味
し
て
い
る
か
で
あ
る
。

生
命

あ
る
い
は

い
の
ち

と
い
う
概
念
は
比
較
的
新
し
い
も
の
で
は
な
い
か
。
後
に

察
す
る
よ
う
に
比
較
的
新
し
い
と
い
う

の
は
こ
の
概
念
が
成
立
し
て
た
か
だ
か
二
百
年
ぐ
ら
い
で
は
な
い
か
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば

倫
理

と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
本
来
漢
族
の
言
語
と
し
て
の
用
例
は
人
間
関
係
の
筋
道
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
儒
教
道

徳
に
お
け
る
上
下
の
人
間
関
係
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
明
治
以
後
特
に
現
代
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
意
味
が
薄
れ
、

倫
理

と
は

eth
ics

あ
る
い
は
そ
れ
に
相
応
す
る
欧
州
語
の
翻
訳
語
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
大
き
く
、
神

（
ヤ
ハ
ウ
ェ
）
に
よ
る
救
済
の
歴
史
の
流
れ
に
逆
行
・
退
行
し
な
い
よ
う
、
人
間
の
行
動
の
規
範
も
し
く
は
枠
組
み
を
設
け
る
、
そ
れ
を

倫
理

と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
に
、

生
命

や

生

と
い
う
言
葉
も
生
存
の
時
つ
ま
り

生
涯

寿
命

、
あ
る
い
は

生
き
物

そ
の
も
の
を
意

味
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
加
え
、
い
ま
や

生
命

は
手
元
の
二
三
の
辞
書
が
大
同
小
異
に
示
す
ご
と
く
、
た
と
え
ば

人
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間
や
生
物
が
生
存
す
る
た
め
の
も
と
の
力
と
な
る

１
も
の

と
い
う
き
わ
め
て
抽
象
的
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
後

に

察
す
る
が
、
特
に
現
代
の
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
自
然
科
学
的
な
視
点
を
抜
き
に
し
て
は
語
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

小
稿
に
お
い
て
は
、
本
年
度
【
共
同
研
究
テ
ー
マ
趣
旨
】
に
あ
る

生
死

と

生
命

と
の
意
味
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
、
仏
教
特

に
親
鸞
の
信
の
自
己

２
展
開
、
つ
ま
り
後
に
扱
う

宗
教
的
直
観

を
通
し
て
、
仏
教
的
行
動
規
範
や
生
命
の
本
質
と
は
何
か
を

察
す
る

の
で
あ
る
。

二

い

の

ち

親
鸞
の
生
き
た
時
代
の

生

と

い
の
ち

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
そ
れ
ぞ
れ

生
存

３
の
時

つ
ま
り
生
き
て
生
活
し
て
い
る
そ
の

状
態
と

４
寿
命

で
あ
る
。
あ
る
い
は

５
生
物

そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
た
と

え
ら
れ
る
。
時
代
が
く
だ
っ
て
直
接
的
証
拠
に
は
な

ら
な
い
が
、
西
暦
一
六
〇
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
日
葡

６
辞
書
の

in
o
ch
i

の
項
に

イ
ノ
チ
（
命
）
生
命

と
ひ
と
ま
ず
あ
り
、
そ
の
用

例
と
し
て

in
o
ch
iu
o n

o
b
u
ru
.

（
命
を
延
ぶ
る
）
寿
命
を
延
ば
す
。in

o
ch
iu
o iq

u
ru
,

―n
a
g
a
ra
y
u
ru
.

（
命
を
生
く
る
、
ま
た
は
、
存
ら

ゆ
る
）
生
存
す
る

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
は
少
な
く
と
も

い
の
ち

と
い
う
言
葉
こ
そ
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の

用
例
か
ら
は

生
存

寿
命

と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

い
の
ち

の
用
例
は
親
鸞
の
手
紙
文
（
御
消
息
）
に
も
三
例
見
ら
れ
る
。
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。（
傍
点
は
筆
者
）

こ
れ
み
な
弥
陀
の
御
ち
か
ひ
と
申
す
こ
と
を
こ
こ
ろ
う
べ
し
。
行
と
信
と
は
御
ち
か
ひ
を
申
す
な
り
。
あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
。

い
の
ち
候
は
ば
、
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
の
ぼ
ら
せ
た
ま
ふ
べ
し
。（
註

７
釈
版
七
五
〇
頁
）

ま
た
、
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人
々
の
御
こ
こ
ろ
ざ
し
、
た
し
か
に
た
し
か
に
た
ま
は
り
て
候
ふ
。
な
に
ご
と
も
な
に
ご
と
も
、
い
の
ち
の
候
ふ
ら
ん
ほ
ど
は
申
す

べ
く
候
ふ
。（
註
釈
版
、
七
七
〇
頁
）

お
な
じ
く

念
仏
の
あ
ひ
だ
の
こ
と
ゆ
ゑ
に
、
御
沙
汰
ど
も
の
や
う
や
う
に
き
こ
え
候
ふ
に
、
こ
こ
ろ
や
す
く
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
候
ふ
と
、
こ
の

人
々
の
御
も
の
が
た
り
候
へ
ば
、
こ
と
に
め
で
た
う
う
れ
し
う
候
ふ
。
な
に
ご
と
も
な
に
ご
と
も
申
し
つ
く
し
が
た
く
候
ふ
。
い
の

ち
候
は
ば
、
ま
た
ま
た
申
し
候
ふ
べ
く
候
ふ
。（
註
釈
版
、
七
九
二
頁
）

こ
れ
に
加
え
て
、

三
経
往
生
文
類

に
は

そ
の
罪
ふ
か
く
お
も
く
し
て
、
七
宝
の
牢
獄
に
い
ま
し
め
ら
れ
て
、
い
の
ち
五
百
歳
の
あ
ひ
だ
、
自
在
な
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
三
宝

を
み
た
て
ま
つ
ら
ず
、
つ
か
へ
た
て
ま
つ
る
こ
と
な
し
と
、
如
来
は
説
き
た
ま
へ
り
。（
傍
点
筆
者
、
註
釈
版
、
六
三
五
頁
）

ま
た
、

尊
号
真
像
銘
文

に
は

い
の
ち
を
は
ら
ん
と
せ
ん
と
き
と
い
ふ
。
（
同
、
六
五
七
頁
）
あ
る
い
は

一
念
多
念
文
意

に
お
い

て
は

極
楽
を
ね
が
ふ
よ
ろ
づ
の
衆
生
、
い
の
ち
を
は
ら
ん
と
き
ま
で

（
同
、
六
七
七
頁
）

い
の
ち
を
は
る

（
同
、
六
八
八
頁
、
二
回
）

と
あ
る
。
こ
れ
ら
御
消
息
の

い
の
ち
候
は
ば

い
の
ち
の
候
ふ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

生
き
て
お
れ
ば

と
い
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
し
、

一
念
多
念
文
意

尊
号
真
像
銘
文

の

い
の
ち
を
は
る

は
寿
命
（
が
尽
き
る
）
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
結
局
こ

れ
ら
の

い
の
ち

は
生
存
、
寿
命
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
こ
れ
ら

い
の
ち

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
現
代
の

い
の
ち

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
こ
と
は

注
意
さ
れ
て
良
い
。

い
の
ち

の
現
代
的
意
味

人
間
の
行
動
の
原
動
力

の
背
景
に
い
か
な
る
要
素
が

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
と
は
文
化
的
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背
景
は
異
な
る
が
、

v
ita
l

（
生
命
）

に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
で
あ
る
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（F

o
u
ca
u
lt,

M
ich
el
 
1926

〜1984

）
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

人
々
は
十
八
世
紀
に
お
け
る
生
物
学
の
歴
史
を
書
こ
う
と
す
る
。
だ
が
、
彼
ら
は
、
こ
の
時
代
に
生
物
学
が
実
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、

百
五
十
年
あ
ま
り
ま
え
か
ら
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
な
じ
み
深
い
も
の
と
な
っ
た
知
の
截
断
が
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
た
い
し

て
は
意
味
を
も
ち
え
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
い
。
そ
し
て
、
生
物
学
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
き
わ
め
て
単
純
な
理
由

が
あ
っ
た
の
を
理
解
し
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
生
命
そ
れ
自
体
が
実
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
実
在
し
て
い
た
の
は
生

物
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
も
、

博
物
学

と
い
う
知
の
格
子
を
通
し
て
姿
を
見
せ
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で

８
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
別
の
箇
所
で
、

古
典
主
義
時
代
の
博
物
学
が
生
物
学
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
理
由
（
博
物
学
が
自
然

物
の
分
類
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
理
由＝

筆
者
註
）
に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
じ
じ
つ
、
十
八
世
紀
末
ま
で
、
生
命
と
い

う
も
の
は
実
在
し
な
い
（
傍
点
筆
者
）。
た
だ
生
物
が
あ
る
の
み
だ
。
生
物
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
物
の
系
列
の
な
か
で
、
ひ
と
つ

の
分
類
階
級
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
い
く
つ
か
の
分
類
階
級
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
命
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
と

し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
、
諸
存
在
の
普
遍
的
分
布
の
中
で
一
つ
の
特

徴

分
類
学
的
意
味
に
お
け
る

と
し
て
に
す
ぎ
な
い
。

人
々
は
自
然
物
を
三
つ
の
分
類
階
級
に
分
け
る
の
を
つ
ね
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
成
長
は
認
め
ら
れ
る
が
運
動
も
感
性
も
持
た
ぬ
鉱

物
、
生
長
し
感
性
を
も
ち
う
る
植
物
、
自
発
的
に
移
動
す
る
動
物
で

９
あ
る
。

こ
れ
ら
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
端
的
に
は
わ
れ
わ
れ
二
十
一
世
紀
の
人
間
に
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る

生
命

に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

生
命

は
十
八
世
紀
末
ま
で
は
実
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
フ
ー
コ
ー
は
フ
ラ
ン
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ス
人
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
特
に
明
治
維
新
以
来
西
欧
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
、
日
本
語
の

い
の

ち

と
は
欧
州
語
（
イ
ギ
リ
ス
語
のlife,

ド
イ
ツ
語
のleb

en
,

フ
ラ
ン
ス
語
のv

ita
l

な
ど
）
の
翻
訳
語
と
い
う
側
面
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
フ

ー
コ
ー
の
以
上
の
よ
う
な
見
方
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
は

え
ら
れ
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
概
念
に
つ
い
て
、
仏
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に

え
れ
ば
い
い
の
か
は
非
常
に
難
し
い
問
題
と
な
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
大
い
な
る
示
唆
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
論
書
の
た
ぐ
い
に

い
の
ち

に
関
す
る
思
想
を
求
め
る
に
し
て
も
、

先
に
示
し
た
よ
う
に
親
鸞
も

い
の
ち

の
言
葉
を
用
い
て
は
い
る
が
、
は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
二
十
世
紀
や
二
十
一
世
紀
の
人
間
の
用
い

る
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
の
か
は
、
以
上
の
事
情
に
よ
っ
て
、
甚
だ
疑
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
に
お
け
る

生
死
観

な
い
し

生

命

い
の
ち

に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
、
そ
の
意
味
な
り
意
義
を
数
百
年
前
の
論
書
に
典
拠
を
求
め
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
持
つ
〞
い
の
ち

の
概
念
は
自
然
科
学
的
な
思

と
強
く
関
連
し
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。三

生
命

自
然
科
学
と
宗
教

わ
れ
わ
れ
に
お
い
て

い
の
ち

と
い
う
こ
と
ば
が
、
先
に
見
た
ご
と
く
、

人
間
や
生
物
が
生
存
す
る
た
め
の
も
と
の
力
と
な
る
も

の

と
い
う
日
本
語
辞
書
の
示
す
抽
象
的
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
に
は
様
々
な
要
素
が

え
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
も
大
き
く
影
響
を
与

え
て
い
る
の
が
自
然
科
学
を
通
し
て
の
理
解
や
二
十
世
紀
の
生
命
に
関
す
る
哲
学
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

生
命

の
何

で
あ
る
か
を

え
る
根
本
的
姿
勢
は
あ
く
ま
で
も
今
を
生
き
る
人
間
自
身
の
問
題
と
し
て
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
生
命
科
学
の
研
究
者
が

究
極
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
宇
宙
の
誕
生
を
わ
れ
わ
れ
の
〞
知
性

で
理
解
し
得
な
い
の
と
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同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
生
命
の
誕
生
を
理
解
す
る
こ
と
も
あ
り
得

10
な
い

と
い
い
、
ま
た
、

生
き
も
の
の
本
質
は
い
つ
ま
で
も

わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
っ
て
い

11
ま
す

と
い
う
発
言
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
生
命
の
何
た
る
か
は
結
局
の
と
こ
ろ
わ
れ

わ
れ
人
間
の
知
性
や
悟
性
で
は
分
か
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
全
く
分
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
自
然
科
学
に
お
い
て
も
、

あ
る
限
度
の
中
で
、
そ
の
本
質
を
探
る
作
業
の
中
に
お
お
よ
そ
こ
の
方
向
で
生
命
を

え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
向
性
は
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
限
界
の
あ
る
分
析
的
科
学
的

知
性

と
は
異
な
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う

12
直
観

を
も
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
は
生
命
の
当
事
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
生
命
の
本
質
に
迫
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
生
命
と
宗
教
と
は
深
く

関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。

科
学
と
宗
教
は
…
…
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
生
命
と
い
う
こ
と
を
一
生
懸
命

え
よ
う
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
根
っ

こ
は
同
じ
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
強
く
い
た
し
ま

13
し
た

と
中
村
が
言
う
以
上
に
、
宗
教
的
直
観
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
科
学
的
理

解
の
限
界
を
乗
り
越
え
て
、
生
命
の
何
で
あ
る
か
を
知
る
唯
一
の
道
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
冷
静
に
事
実
を
見
通
す

と
い
う
点
に
お
い
て
は
仏
教
は
自
然
科
学
と
た
が
い
に
矛
盾
は
し
な
い
が
、
仏
教
的
（
宗
教
的
）
直
観
を
一
層
重
要
な
も
の
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

小
稿
の
筆
者
は
生
命
科
学
や
生
命
哲
学
の
専
門
的
研
究
者
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
領
域
の
研

14
究
者
に
道
を
乞
う
て
論
を
進
め
た
い
。

Ａ

説
明
の
つ
か
な
い
二
つ
の
事
柄

自
然
科
学

１

結
晶

志
村
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
住
む
宇
宙
は
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
と
い
う
大
爆
発
の
後
、
ハ
ッ
ブ
ル
（H

u
b
b
le,

E
d
w
in
 
P
o
w
ell

 
1889
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〜1953

）
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
ご
と
く
、
現
在
も
膨
張
し
続
け
て
い
る
と

15
い
う
。
要
は
、
わ
れ
わ
れ
の
宇
宙
は
一
点
の
凝
縮
さ
れ
た
ま

と
ま
り
か
ら
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
膨
張
し
散
ら
ば
り
つ
つ
あ
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、

自
然
界
は
不
可
逆
的
に
、
常
に
無
秩
序
、
乱
雑
な

状
態
へ
移
行
す
る
。
…
…
自
然
界
は
秩
序
か
ら
無
秩
序
へ
で

16
あ
る

し
た
が
っ
て
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
住
む
宇
宙
を
拡
散
つ
ま
り
常
な
る

無
秩
序
の
過
程
と
し
て

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
無
秩
序
の
過
程
の
中
で
た
だ
二
つ
の
み
が
秩
序
を
保
っ
て
い
る
。
結
晶
と
生
物
で
あ
る
。
両
者
は
、
全
体
が
無
秩
序
の
過
程
の
中

に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

無
秩
序
か
ら
秩
序
へ
自
己
組
織
化

17
す
る

過
程
に
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

な
ぜ
そ
う
で
あ
る
の
か
は
誰
も
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

結
晶
と
は

原
子
が
三
次
元
的
秩
序
を
も
っ
て
整
然
と
な
ら
ん
で
い
る
よ
う
な
物
質
（

18
固
体
）

だ
そ
う
で
、
こ
の
結
晶
の
生
長
過
程

を

え
る
こ
と
は
、
生
命
の
な
い
物
質
か
ら
生
命
そ
し
て
生
物
が
生
ま
れ
る
過
程
、
あ
る
い
は
必
然
性
を
理
解
す
る
た
め
の
大
き
な
助
け

と
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ

19
れ
る
。
た
と
え
ば
正
確
な
六
角
形
を
基
本
と
す
る
雪
の
結
晶
（
雪
華
）
の
成
長
で
あ
る
。
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
雪

の
結
晶
の
初
期
の
形
は
無
定
形
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
無
定
形
の
も
の
が
、

生
長
過
程
に
お
い
て
、
一
個
一
個
の
水
分
子
が
き
ち
ん
と
付
着
す
べ
き
位
置
に
付
着
し
な
い
限
り
、
全
体
と
し
て
の
秩
序
（
正
六
角

形
、
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
の
六
本
の
〞
ツ
ノ

）
は
保
て
な
い
の
で
あ
る
。
一
個
一
個
の
分
子
間
に
は
何
ら
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
お
さ
ま
る
べ
き
位
置
に
お
さ
ま
っ
た
結
果
が
美
し
い
六
回
対
称
性
（
正
六
角
形
）
を
持
っ
た
雪
華
な
の
で

あ
る
。

と
い
う
観
察
で
あ
る
が
、
こ
の
筆
者
は
こ
の
こ
と
を
別
の
角
度
か
ら

察
し
て
い
る
。
つ
ま
り
自
然
科
学
の
限
界
を
超
え
て
、
擬
人
法
的

に
、
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そ
れ
は
ま
る
で
、
一
個
一
個
の
分
子
が
雪
の
結
晶
（
雪
華
）
全
体
の
形
を
把
握
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
既
存
の
結

晶
に
近
づ
い
て
く
る
分
子
が
順
に
〞
正
し
い
位

に
つ
く
た
め
の
、
全
体
秩
序
に
関
す
る
情
報
が
各
分
子
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
一
個
一
個
の
分
子
が
全
体
秩
序
を
保
つ
た
め
に
、〞
正
し
い
位
置

に
付

く
〞
意
志

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

20
う
か
。

と
推
測
し
結
論
づ
け
て
い
る
。

宇
宙
全
体
が
一
層
の
無
秩
序
に
む
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
雪
の
結
晶
も
無
定
形
な
ま
ま
で
あ
っ
た
り
、
い
び
つ
な
六
角
形
と
な

っ
て
も
一
向
に
か
ま
わ
な
い
。
そ
れ
で
良
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
雪
華
が
す
べ
て
あ
の
よ
う
な
正
確
な
六
角
形
を
保
つ
こ
と

が
で
き
る
の
は
な
ぜ
か
、
誰
も
知
ら
な
い
。
知
性
で
は
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
志
村
が
言
う
よ
う
に
雪
華
の
六
回
対
称
性
に
は
さ
な

が
ら
何
ら
か
の
意
志
が
働
い
て
い
る
か
の
よ
う
に

え
ざ
る
を
得
な
い
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
全
体
秩
序
を
保
ち
な

が
ら
成
長
す
る
の
は
雪
の
結
晶
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
結
晶
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

２

生
物

結
晶
と
同
様
に
、
生
物
も
ま
た
無
秩
序
か
ら
秩
序
へ
自
己
組
織
化
す
る
有
機
体
で
あ
る
。
結
晶
も
生
物
も
共
に
物
質
で
で
き
て
い
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
物
質
的
な
意
味
で
の
根
本
的
な
相
違
は
何
ら
存
在
せ
ず
、
ど
ち
ら
も
元
素
が
無
秩
序
か
ら
秩
序
へ
自
己
組
織
化
し

た
結
果
の
集
合
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
無
機
体
で
あ
る
結
晶
と
有
機
体
で
あ
る
生
物
と
の
間
に
は
厳
然
た
る
相
違
が
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン

が
い
う
よ
う
に
、

生
物
体
は
、
た
が
い
に
補
足
し
あ
う
異
質
的
な
諸
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
ま
た
、
た
が
い
に
連
関
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
機
能
を
い
と
な
む
。
そ
れ
は
一
つ
の
固
体
で
あ
る
。
他
の
ど
ん
な
対
象
に
つ
い
て
も
、
た
と
い
結
晶
体
に
つ
い
て
も
、
そ
う
は
い
わ
れ
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え
な
い
。
と
い
う
の
も
結
晶
体
は
、
部
分
相
互
間
の
異
質
性
も
機
能
の
多
様
性
も
も
た

21
な
い

か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
志
村
は
、
結
晶
の
場
合
と
同
じ
く
、

意
志

を
導
入
し
て
生
命
の
本
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

〞
生
命
の
本
質

は
、
ま
さ
に
、
物
質
を
秩
序
正
し
く
統
合
し
、
相
互
に
連
関
さ
せ
る
力
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
生
命
と
は
物

質
を
組
織
し
、
個
体
を
形
成
し
、
種
を
形
成
し
て
い
く
無
限
の
力
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
創
造
し
て
い
こ
う
と
す
る
目
に
見

え
な
い
意
志
で
あ
る
。
よ
り
簡
潔
に
い
え
ば
、

生
物
的
秩
序
を
自
己
形
成
す
る
能
力

で

22
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
生
命
と
は

自
己
を
創
造
し
て
い
こ
う
と
す
る
目
に
見
え
な
い
意
志

で
あ
り
、

生
物
的
秩
序
を
自
己
形
成
す
る
能
力

い
わ
ば

部
分
を
統
合
し
て
全
体
を
組
織
す
る
力

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
看
過
で
き
な
い
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

再
度
確
認
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な

意
志

や

能
力

の
源
泉
は
物
質
そ
の
も
の
に
〞
内
蔵

さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で

23
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な

力

や

意
志

能
力

は
モ
ノ
と
は
別
の
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
来
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
そ
の
源
泉
は

モ
ノ

つ
ま
り
物
質
そ
の
も
の
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
、
と

え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
科
学

者
と
し
て
の

え
の
背
景
に
は
、
無
は
無
で
あ
り
、
有
は
有
で
あ
っ
て
、
決
し
て
何
も
な
い
と
こ
ろ

無

か
ら

有

は
生
ま
れ
な
い
、

と
い
う
基
本
的
理
解
が
あ
る
と

え
て
良
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な

意
志

や

能
力

の
よ
っ
て
来
た
る
根
拠
と
し
て
の
物
質
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
。
空
っ
ぽ
の
空

間
、
い
い
か
え
れ
ば
真
空
と
い
う
も
の
は
空
っ
ぽ
で
は
な
く
て
、
実
は
そ
こ
か
ら
粒
子
・
物
質
を
生
み
出
す
空
間
で
あ
る
、
と
い
う
以
下

の
主
張
が
あ
る
。

仏
教
で
は

空
な
る
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
形
を
化
現
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
し
た
が
、
こ
の
思
想
は
真
空
を
か
ら
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っ
ぽ
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
ら
な
い
無
数
の
粒
子
反
粒
子
と
の
対
が
ゆ
ら
い
で
い
て
（
す
べ
て
の
粒
子
、
す
べ
て
の
物
質
に
は
、

わ
れ
わ
れ
に
見
え
な
い
反
粒
子
、
反
物
質
が
あ
り
ま
す
）、
温
度
が
高
ま
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
高
ま
り
ま
す
と
、
相
転
移
に
よ
っ
て
そ
こ

か
ら
無
数
の
粒
子
を
産
み
出
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
現
代
の
物
理
学
に
一
致
す
る
の
で
あ
り

24
ま
す
。

こ
れ
は
、
大
乗
の

空

を
現
代
の
物
理
学
に
照
ら
し
て
解
釈
し
た
も
の
で

25
あ
る
。

意
志

能
力

を
内
蔵
す
る
と
い
う
モ
ノ
は
空
な

る
も
の
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
こ
れ
を
受
け
容
れ
て
、
そ
の
意
思
や
能
力
が
モ
ノ
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意

味
を

え
た
い
。

Ｂ

生
命
概
念
の
背
景

自
然
科
学
か
ら
宗
教
へ

そ
れ
で
は
空
な
る
も
の
に
お
い
て
い
か
に
無
数
の
粒
子
つ
ま
り
物
質
を
生
み
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
志
村
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
物
質
と
の
相
互
転
換
の
理
論
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
か
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（E

in
stein

,
A
lb
ert 1879

〜1955

）
が
一

九
一
五
年
に
示
し
た
次
の
、

m
＝
E
/c

あ
る
い
は

26

E
＝
m
c

と
い
う
方
程
式
に
表
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
物
質
の
関
係
で
あ
る
。
ち
な
み
に
Ｅ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
ｍ
は
質
量
、
ｃ
は
光
速
で
あ

る
。
こ
の
方
程
式
に
い
た
る
ま
で
に
は
綿
密
か
つ
複
雑
な
物
理
的
数
学
的
背
景
が
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
同
時
に
小
稿
筆
者
は

こ
れ
を
批
判
す
る
だ
け
の
訓
練
も
受
け
お
ら
ず
、
ま
た
知
識
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

大

き
さ
Ｅ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ｍ

＝
E
/c

）
と
い
う
質
量
を

27
持
つ

、
別
の
表
現
を
す
れ
ば
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
物
質
に
変
換
さ
れ
、
同
時
に

物
質
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
換
さ
れ
る
、
と
い
う
双
方
向
の
変
換
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
で
は
物
質
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
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ー
へ
の
変
換
は
自
明
で
あ
り
、
日
常
的
で
さ
え
あ
る
。
た
と
え
ば
ガ
ソ
リ
ン
を
燃
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
動
車
を
動
か
す
。
ガ
ソ
リ
ン
と

い
う
物
質
は
燃
焼
に
よ
り
、
音
・
振
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
潜

在
（
位
置
）
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
多
様
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
換
さ
れ
る
。
こ
の
多
様
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形
態
を
と
り
う
る
こ
と
か
ら
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
は
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
空
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

本
稿
に
と
っ
て
関
連
が
あ
る
の
は
こ
れ
と
は
反
対
の
方
向
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
空
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
物
質
へ
転
換
す
る
、
そ
の
あ

り
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
常
的
に
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
領
域
の
研
究
者
で
あ
る
志
村
は
こ
の
方
向
に
つ
い
て
仮
説
と
し

て
次
の
よ
う
に
言
う
。

生
物
の
生
物
た
る
根
源
で
あ
り
、
生
物
を
無
生
物
と
分
か
つ
生
命
が

物
質
を
組
織
し
、
固
体
を
形
成
し
、
種
を
形
成
し
て
い
く
無

限
の
力
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
創
造
し
て
い
こ
う
と
す
る
目
に
見
え
な
い
意
志

で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
目
に
見
え

な
い
意
志
は
す
な
わ
ち
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
Ｅ
）
で
あ
り
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
物
質
（
ｍ
）
を
生
み
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生

ま
れ
た
物
質
が
目
に
見
え
な
い
意
志
で
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
す
な
わ
ち
生
命
を
生
む
の
で
は
な
い
か
。

限
界
を
有
す
る
科
学
的
領
域
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
人
間
の
知
的
産
物
の
極
致
と
思
わ
れ
る
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
特

殊
相
対
性
理
論
か
ら
導
か
れ
た

E
＝
m
c

こ
そ
、

物
質
か
ら
生
命
へ

を
、
少
な
く
と
も
科
学
的
に
、
理
解
す
る
た
め
の
道
標

あ
る
い
は
光
明
で
は
な
い
か
と
、
私
に
は
思
え
る
の
で

28
あ
る
。

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
方
程
式
が
物
質
か
ら
生
命
へ
の
秘
密
を
解
く
鍵
で
あ
る
と
し
て
、
物
理
学
の
立
場
か
ら
根
拠
が
求
め
ら
れ
た
。
そ

し
て
以
上
の
こ
と
が
仮
説
と
し
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
自
然
科
学
（
物
理
学
）
の
生
命
に
関
す
る
限
界
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
志
村
も
、
こ
の
Ｅ
を
物
理
化
学
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
よ
り
は
む
し
ろ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う

生
命
の
躍
動
（l’ela

n
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29

v
ita
l

）

と
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

30
ろ
う
。
知
性
・
知
識
を
否
定
し
、

直
観

を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
志
村
の
見
方
で
あ
り
、
小
稿
も
こ
れ
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
持
つ

生
命

の
概
念
に
は
以
上
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
以
上
の
見
方
は
あ
く
ま
で
研

究
者
の
見
方
、
つ
ま
り
自
分
の
外
の
出
来
事
と
し
て

え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
人
間
の
生
き
方
や
生
活
と
は
直
接
関
係
の

な
い
事
柄
と
し
て

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
科
学
と
宗
教
と
が
一
線
を
画
す
理
由
が
あ
る
。
宗
教
的
直
観
は
あ
く
ま
で
自
分
の
事
柄
と

し
て
い
の
ち
を

え
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
宗
教
の
特
徴
は
固
有
名
詞
に
あ
る
。
親
鸞
は

浄
土
和
讃

の
中
で
、

十
方
微
塵
世
界
の
／
念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
は
し
／
摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば
／
阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る
（
註
釈
版
、
五
七
一

頁
）

と
う
た
い
、
宗
教
的
直
観
に
は
固
有
の
名
を
持
つ
存
在
の
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
仏
教
に
限
っ
た
こ
と
で
な
い
。
ヘ
ブ
ラ

イ
聖
典
（
旧
約
聖
書
）

出
エ
ジ
プ
ト
記

第
三
章
に
は

14

神
は
モ
ー
ゼ
に
、

わ
た
し
は
あ
る
。
わ
た
し
は
あ
る
と
い
う
者
だ

と
言
わ
れ
た
。
ま
た
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に
こ
う
言
う

が
よ
い
。

わ
た
し
は
あ
る

と
い
う
方
が
わ
た
し
を
あ
な
た
た
ち
に
遣
わ
さ
れ
た
の
だ
と
。

自
然
科
学
者
に
固
有
名
詞
は
必
要
な
い
が
、
親
鸞
や
モ
ー
ゼ
に
は
明
ら
か
な
仏
陀
の
名
前
や
神
の
名
前
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
決
定
的
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
宗
教
的
直
観
の
必
然
と
し
て
も
よ
い
。
そ
し
て
親
鸞
は
信
心
獲
得
の
人
を
御
消
息
に
お
い
て

如
来
と
ひ
と
し

と

い
う
。浄

土
の
真
実
信
心
の
人
は
、
こ
の
身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
ば
、
如
来
と
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ひ
と
し
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
と
し
ら
せ
た
ま
へ
。
…
…
光
明
寺
の
和
尚
（
善
導
）
の

般
舟
讃

に
は
、

信
心
の
ひ
と
は
、

そ
の
心
す
で
に
つ
ね
に
浄
土
に
居
す

と
釈
し
た
ま
へ
り
。

居
す

と
い
ふ
は
、
浄
土
に
、
信
心
の
ひ
と
の
こ
こ
ろ
つ
ね
に
ゐ
た

り
と
い
ふ
こ
こ
ろ
な
り
。（
註
釈
版
、
七
五
八
頁
）

こ
こ
に
お
い
て
親
鸞
の
信
心
の
自
己
展
開
か
ら
す
れ
ば
、
信
心
の
人
の
心
は
常
に
光
明
・
寿
命
の
無
量
な
る
世
界
と
し
て
の
浄
土
に
あ
る
、

と
し
て
い
る
か
ら
、
身
体
は
不
浄
造
悪
で
あ
り
有
限
で
あ
っ
て
も
、
心
は
限
り
な
い
い
の
ち
を
得
て
い
る
、
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
然
科
学
者
が
生
命
に
関
し
て
自
ら
そ
の
限
界
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
、
人
間
の
知
性
で
は
生
命
の
何
で
あ
る
か
、
そ
の
始
ま

り
を
解
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
信
心
・
あ
る
い
は
信
仰
と
い
わ
れ
る
宗
教
的
直
観
に
よ
っ
て
、
人
は
有
限
な
身
体
的
い
の
ち
・

物
理
化
学
的
い
の
ち
を
生
き
な
が
ら
も
、
同
時
に
宗
教
的
永
遠
な
る
い
の
ち
を
も
生
き
る
の
で
あ
る
。
永
遠
な
る
い
の
ち
を
生
き
る
こ
と

は
そ
の
根
源
・
根
拠
が
仏
陀
の
さ
と
り
た
る
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
親
鸞
の
言
葉
は
こ
の
こ
と
を
し
め
し
て
い
よ
う
。

生
物
的
身
体
的
生
命
の
よ
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
仮
説
で
は
あ
る
が
、
見
え
な
い
意
志
と
し
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
だ
ろ
う
。

よ
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
は
帰
す
べ
き
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

見
え
な
い
意
志
と
し
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
宗
教
的
直
観
に
お
い
て
示
さ
れ

た
仏
陀
と
は
同
一
で
あ
る
か
、
こ
の

エ
ネ
ル
ギ
ー

を
浄
土
教
で
は
帰
す
べ
き
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
し
た
り
、
一
神
教
で
は
ヤ
ハ
ウ
ェ

ー
と
い
う
神
の
恩
寵
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
形
を
変
え
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と

え
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
と
自
然
科
学
の
両
者

に
基
本
的
な
も
の
の
見
方
の
違
い
が
あ
る
以
上
こ
の
問
い
に
答
え
は
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で

察
し
た
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
持
つ

生
命

概
念
は
自
然
科
学
的
思

と
離
れ
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
全
く

こ
の
側
面
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
科
学
の
示
す
仮
説
と
宗
教
的
直
観
と
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も

い
の
ち

が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
恣
意
が
作
り
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、

他

か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
、
縁
起
的
に
成
立
し
て
い
る
と
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い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ

い
の
ち

の
意
義
を
見
い
だ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
傲
慢
な
人
間
の
独
り
よ
が
り
を
突
き
崩
す
の
は
こ
の

与
え
ら
れ
た
い
の
ち
、
生
か
さ
れ
て
い
る
い
の
ち
と
い
う
生
命
概
念
で
あ
り
、
へ
り
く
だ
り

31
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に

察
す
る
時
、
物
理
的
化
学
的
生
命
・
個
体
の
い
の
ち
が
ど
こ
か
ら
来
た
っ
た
の
か
は
究
極
的
に
は
判
ら
な
い
が
、
そ

の
与
え
ら
れ
た
い
の
ち
を
い
か
に
生
き
る
か
が
今
日
的
問
題
と
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
へ
り
く
だ
り

で
あ
り
、
寛
容
で

32
あ
る
。四

結
び

社
会
問
題
に
対
す
る
仏
教
の
姿
勢

以
上
の
よ
う
な
仏
教
の
生
命
の
捉
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
的
問
題
に
対
し
て

へ
り
く
だ
り

寛
容

が
大
き
な
意
味
を
持
つ
。

そ
し
て
へ
り
く
だ
り
と
寛
容
を
背
景
に
し
て
仏
教
を
伝
え
る
こ
と
が
根
本
的
に
諸
問
題
を
解
決
す
る
基
本
的
姿
勢
で
あ
る
と

え
る
の
で

33
あ
る
。

さ
て
、
へ
り
く
だ
り
・
寛
容
を
一
層
高
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
世
俗
的
問
題
に
対
処
す
る
の
は
遠
回
り
か
も
し
れ
な
い
が
、

仏
教
的
で
あ
る
。
長
い
時
間
の
流
れ
の
中
で
物
事
の
本
質
を

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
背
景
に
あ
る
根
本
問
題
を
解
決
す
る
こ
と

が
仏
教
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

無
差
別
テ
ロ

や

通
り
す
が
り
の
殺
人

を
起
こ
す
要
因
や
そ
の
背
景
に
あ
る
政
治
的
部
族
的
宗
教
的
軋
轢
、
ま
た
そ
れ
を
起
こ

せ
し
め
る
政
治
的
状
況
や
い
わ
ゆ
る
世
間
的
風
潮
に
対
し
て
積
極
的
に
取
り
組
む
方
法
が
仏
教
に
用
意
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
一

方
、
先
に
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
強
い
倫
理
的
側
面
が
あ
る
と
い
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
諸
問
題
に
応
じ
て
、
た
と
え
ば

“lib
era

tio
n
 
th
eo
lo
g
y
”

（
解
放
の
神
学
）
な
ど
と
い
っ
た
具
体
的
な
問
題
に
対
す
る
神
学
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
徒
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に
と
っ
て
こ
の
意
味
で
の
倫
理
観
は
希
薄
で
あ
る
。
と
は
申
せ
、
こ
の
よ
う
な
世
俗
的
問
題
に
対
し
て
、
仏
教
徒
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
個
々
の
問
題
は
そ
の
都
度
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
に
よ
っ
て
解
決
を
め

ざ
そ
う
と
は
す
る
も
の
の
、
長
い
目
で
見
れ
ば
、
倫
理
と
い
う
観
念
よ
り
は
む
し
ろ
法
を
伝
え
る
伝
道
と
い
う
責
務
を
常
に
忘
れ
な
い
で
、

一
層
根
源
的
な
解
決
、
つ
ま
り
生
死
か
ら
の
解
脱
、
真
理
へ
の
到
達
、
を
め
ざ
し
た
活
動
を
貫
い
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
が

自
ず
と
行
動
の
軌
範
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
仏
教
的
倫
理
、
を
結
果
と
し
て
作
っ
て
き
た
も
の
と

え
る
。

親
鸞
の
信
の
自
己
展
開
か
ら
す
れ
ば
、
凡
夫
は
そ
の
資
質
ゆ
え
、
個
人
は
あ
く
ま
で
、

無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て
／
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も
／
弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば
／
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
ふ
（
註

釈
版
、
六
一
七
頁
）

で
あ
る
し
、
同
時
に

小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て
／
有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ
／
如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
は
／
苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き
（
同
右
）

と
い
う
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
が
他
者
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
も
自
ず
と
限
界
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

慮
す
べ
き
は
伝
道
を
担
っ
て
き
た
僧
伽
で
あ
る
。
時
代
も
国
境
も
部
族
も
地
域
も
文
化
も
乗
り
越
え
て
仏
教
僧
伽
は
伝
道
に
よ
っ
て
広
が

っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
僧
伽
は
端
的
に
言
え
ば
大
乗
の
菩
薩
が
修
す
べ
き
六
波
羅
蜜
を
大
い
な
る
軌
範
と
し
て
、
僧
伽
全
体
と
し
て

社
会
的
な
活
動
を
実
践
し
て
き
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
親
鸞
に
よ
れ
ば
、
浄
土
真
宗
の
ひ
と
は
一
生
補
処
の
菩
薩
と

等

34
し
い
と
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
菩
薩
の
集
団
と
し
て
の
僧
伽
は
全
体
と
し
て
六
波
羅
蜜
を
実
践
し
て
い
く
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

仏
陀
・
菩
薩
の
智
慧
と
慈
悲
に
裏
付
け
ら
れ
な
が
ら
、
仏
教
僧
伽
の
人
々
は
世
俗
生
活
の
相
互
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
、
①
互
い
に
助
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け
合
い
、
②
い
さ
め
を
持
っ
て
自
ら
社
会
を
保
ち
、
③
倦
む
こ
と
な
く
弛
む
こ
と
な
く
世
代
か
ら
世
代
へ
法
を
受
け
継
ぎ
そ
し
て
伝
え
、

④
二
千
数
百
年
に
わ
た
っ
て
真
理
を
追
究
し
て
怠
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
現
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ど
の
宗
派
・
学
派
で
あ
れ
、
受
け
継
い
だ
伝
統
を
あ
ら
た
め
て
吟
味

し
直
し
、
そ
れ
を
ま
た
次
の
世
代
に
問
う
て
い
く
こ
と
が
責
務
と
し
て

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
結
局
は
世
俗
的
社
会
的
諸
問
題
を
根
本
か
ら
解
決
す
る
原
動
力
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

註

１

日
本
国
語
大
辞
典

第
一
巻
、
小
学
館

昭
和
五
十
七
年
、
一
〇
〇
〇
頁
。
本
書
に
お
い
て
は

い
の
ち

の
語
意
を
こ
の
よ
う
な
抽

象
的
な
意
味
と
そ
れ
に
先
立
つ
旧
来
の
意
味
と
を
、
歴
史
的
な
展
開
と
し
て
で
は
な
く
、
単
に
同
じ
項
目
下
に
お
い
て
並
列
し
て
示
し
て
い

る
。

２

野
村
伸
夫

信
の
自
己
展
開

平
成
八
年
度

日
本
仏
教
学
会
年
報

第
六
二
号
、
一
七
一
頁

３

支
那
文
を
読
む
為
の
漢
字
典

田
中
慶
太
郎
編
訳
、
山
本
書
店
、
三
四
〇
頁

４

前
掲

大
辞
典

第
一
巻
、
一
〇
〇
〇
頁

５

漢
字
典

三
四
〇
頁

６

邦
訳

日
葡
辞
書

土
井
忠
生
、
森
田
武
、
長
南
実
編
著
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
三
三
五
頁

７

浄
土
真
宗
聖
典

註
釈
版

真
宗
聖
典
編
纂
委
員
会
編

昭
和
六
三
年
、
以
下

註
釈
版

と
す
る
。

８

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
著

言
葉
と
物

人
文
科
学
の

古
学

渡
辺
一
民
・
佐
々
木
朗
訳
、
新
潮
社

一
九
七
四
年
六
月
五
日
、

第
四
刷
二
〇
〇
八
年
五
月
二
〇
日
、
第
五
章

分
類
す
る
こ
と

、
一
五
〇
頁

９

同
右
、
一
八
三
頁
。

10

志
村
史
夫
著

こ
わ
く
な
い
物
理
学

物
質
・
宇
宙
・
生
命

新
潮
文
庫
（
平
成
一
七
年
七
月
）、
二
二
八
頁

11

中
村
桂
子
、

仏
教
生
命
観
か
ら
み
た
い
の
ち

（
武
田
龍
精
編
）
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
、
八
一
頁
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12

世
界
の
名
著

第
五
十
三
巻
（
澤
潟
久
敬
責
任
編
集
）

ベ
ル
ク
ソ
ン

、
一
五
頁
、
一
一
五
頁

13

中
村
、
前
掲
書
（
11
）

14

前
掲
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
志
村
史
夫
、
中
村
桂
子

註

10
）（
11
）（
12
）
参
照
。

15

志
村
、
前
掲
書
、
九
六
頁
（
10
）

16

同
右
、
一
九
四
頁

17

同
右
、
二
〇
一
頁

18

同
右
、
七
一
頁

19

同
右
、
一
七
〇
頁

20

同
右
、
一
八
八
頁

21

ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
４

創
造
的
進
化

（
松
浪
信
三
郎
・
高
橋
允
昭
共
訳
）
白
水
社
、
三
〇
頁

22

志
村
、
前
掲
書
、
二
〇
二
頁

23

同
右
、
二
〇
二
頁

24

梶
山
雄
一

仏
教
と
現
代
物
理
学

死
生
の
課
題

（
藤
本
浄
彦
編
）
人
文
書
院
、
一
九
九
六
年
所
収
、
七
一
〜
七
二
頁

25

こ
の
理
解
の
仕
方
は
ま
た
親
鸞
が
本
典
に
引
用
す
る
論
註
に
、

無
為
法
身
者
法
性
身
也
法
性
寂
滅
故
法
身
無
相
也
無
相
故
能
無
不
相
是

故
相
好
荘
厳
即
法
身
。（

無
為
法
身

と
は
法
性
身
な
り
。
法
性
は
寂
滅
な
る
が
ゆ
ゑ
に
法
身
は
無
相
な
り
。
無
相
の
ゆ
ゑ
に
よ
く
相
な
ら

ざ
る
こ
と
な
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
相
好
荘
厳
す
な
は
ち
法
身
な
り
）

浄
土
真
宗
聖
典

七
祖
編

（
原
典
版
）、
一
五
九
頁
（
書
き
下
し
は
註

釈
版
に
よ
る
）
と
あ
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

26

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

相
対
性
理
論

（
内
山
龍
雄
訳
）
岩
波
文
庫
、
一
七
八
頁

27

同
右
、
一
七
八
頁

28

志
村
、
前
掲
書
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁

29

ベ
ル
ク
ソ
ン
全
集
４
、
一
〇
九
頁
。
ち
な
み
に
、

創
造
的
進
化

真
方
敬
道
訳
（
岩
波
文
庫
）
一
一
七
頁
で
は

生
命
の
は
ず
み

と

訳
さ
れ
て
い
る
。

30

志
村
、
前
掲
書
、
二
四
二
頁
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31

野
村
、
前
掲

信
の
自
己
展
開

一
七
八
頁
以
降
参
照

32

仏
教
の
寛
容
性
に
関
し
て
は
拙
著

真
宗
の
宗
教
生
活
と
世
俗

そ
の
多
様
性

真
宗
研
究

第
五
十
二
輯
（
平
成
二
〇
年
三

月
）
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。

33

た
だ
、
寛
容
と
い
う
も
の
が
仏
教
以
外
の
宗
教
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書

第
５
章
（
あ
る
い
は
は

ル

カ

第
６
章
29
節
）
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
は

ヘ
ブ
ラ
イ
聖
典

に

目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を

（

出
エ
ジ
プ
ト
記

21
章
24
節
、

レ
ビ
記

21
章
20
節
、

申
命
記

19
章
21
節
）
と
あ
る
の
を
受
け
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、

38
あ
な
た
が
た
も
聞
い
て
い
る
と
お
り
、

目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を

と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
39
し
か
し
、
私
は
言
っ
て
お
く
。

悪
人
に
手
向
か
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
れ
か
が
あ
な
た
の
右
の
頰
を
打
つ
な
ら
、
左
の
頰
を
も
向
け
な
さ
い
。

と
示
し
て
、
復
讐
し
て
は
な
ら
な
い
と

め
て
い
る
。
法
然
聖
人
の
物
語
も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
が
、
宗
教
と
は
こ
の
よ
う
な
側
面
を
持
つ

も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
い
わ
ゆ
る

宗
教
戦
争

な
る
言
葉
が
一
人
歩
き
し
、
あ
た

か
も
あ
る
特
定
宗
教
間
の
必
然
の
争
い
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

34

御
消
息

十
一
通
、
註
釈
版
、
七
五
八
頁

三
六
五

生
死
観

と
生
命
概
念
（
野
村
伸
夫
）
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