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i

が
そ
の
^
為

(

舉
命

.
目
的
意
識
他)

と
分
裂
し
て
い
る
と
き
、
前
者
を
後
者
こ 

高
揚
さ
せ
る
も
の
は
何
か
、
も
し
内
発
的
と
す
れ
ば
そ
の
発
源
を
ど
う
把
え 

る
べ
き
か
：、
両
者
は
統I

よ
り
も
分
裂
の
必
然
性
を
内
包
し
て
い
る
の
で
太
あ 

る
ま
い
.か
？

こ
こ
に
は
科
学
的
社
会
主
義
に
対
す
る
モ
ラ
ル
の
.問
題
、
.ひ
い 

て
は
サ
ル
ト
ル
が
唯
物
史
観
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
問
題
が
伏
在
し
て 

い
る
で
あ
ろ
う
。
お
.そ
ら
く
こ
ん
な
こ
と
は
著
者
の
問
題
外
か
も
し
れ
ぬ
が
、
 

著
者
の
社
会
史
的•

経
済
史
的
資
料
の
提
供
や
概
念
の
深
化
は
こ
ん
な
問
題
に 

も
役
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
.
ご
研
究
の
進
む
よ
う
著
者
の
健
康
を
祈
る
こ
と
に 

よ
っ
て
私
の
喜
ば
し
い
期
待
を
表
明
し
て
お
き
た
い
。

.

※

「

チ
ャ
ー
チ
ィ
ズ
ム
と
マ
ル
ク
ス
主
義」
岐
阜
大
学
教
養
部
研
究
報
告
•

創
刊 

.
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(

一
九
六
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御
茶
の
水
書
房
.
A 

5 
.

三
七
五
頁
• I'

一
 j

o
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E
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安
川
正
彬
著

.

.

『

人
口
の
経
済
学

』

矢

崎

武

夫

3

在
ほ
ど
人
品
題
が
世

界

の

音

を

あ

び

た

こ
と
は
歴

史

上

未

だ

曾
て
な 

力
っ
た
で
あ
.ろ
う
。
そ
れ
は
世
界
人
ロ
の
加
速
度
的
増
加
の
傾
向
と
、
後

進

国

た
数
の
優
れ
た
研
究
は
あ

っ
て
も
、
研
究
者
の
数
ぞ
、
.大

学

.
に

於

け

る

講

義

数
 

は
少
く
、
人
口
の
組
織
的
研
究
は
充
分
で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
.状
態
に
あ 

る
。
こ
の
と
き
に
経
済
学
の
立
場
か
ら
の
人
口
研
究
を
専
攻
す
る
著
者
が
、
多 

年
蓄
猜
さ
れ
た
知
識
を
迤
礎
に
理
論
及
び
技
術
に
於
て
極
め
て
高
度
の
組

織

的 

研
究
を
公
に
し
て
、
日
本
の
人
|:
|
学
の
発
展
に
貢
献
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
の 

学
問
の
進
歩
の
た
め
に
誠
に
ょ

ろ

こ

ば

し

.
い

こ

と

で
あ
っ
た
。
人
口
学
の
国
際 

的
権
威
、
館
稔
博
士
が
、
本
書
に
関
し
新
間
及
び
.学
術
雑
誌
上
に
、
日
本
人
ロ 

学
会
近
朱
の
収
獲
で
あ
る
と
賞
賛
さ
れ
、
人
ロ
学
を
専
門
と
し
或
は
こ
れ
^
喝 

心
を
冇
す
る
多
く
の
人
か
ら
絶
賛
を
博
し
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
0

ニ

私
は
以
下
に
於
て
著
者
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
著
者
の
論
理
に
従
っ
て
出
^
^
^
 

る
限
り
忠
突
に
紹
介
し
な
が
ら
、
社
会
学
の
側
面
か
ら
人
口
に
関
心
を
持
つ
も 

の
と
し
て
本
書
に
関
す
る
私
見
の
若
干
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

著
者
は
先
ず
人
口
と
い
う
現
象
を
集
合
概
念
を
も

っ
て
把
え
、
人

ロ

を

&

 々

げ
集
団
を
な
し
て
資
源
に
働
き
か
け
、
経
済
社
会
生
活
を
営
む
一
定
の
構
成
本 

と
み
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
経
済
は
社
会
の
一
部
で
あ
る
が
、
人
口
が
社
会 

と
接
触
す
る
と
き
経
済
を
通
じ
て
行
い
、
馨

は

I

崙
成
す
る
基
盤
で
あ 

っ
て

/人n
Q

経
済
学
"
と
題
す
る
本
書
の
遊
本
的
な
0
標
は
、
こ
の
中
^
;e>
' 

そ
の
驻
本
的
な
部
分
と
し
て
の人

！：！

と
経
済
が
ど
の
ょ
う
に
結

び

つ

い
て

い

る
 

か
と
い
う
課
題
を
整
理
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る(

三
丨

四

ぺ

ー
ジ)

,°
.
.
.

ま
た
著
者
は
人
口
の
経
済
学
の
課
題
は「

経

済

の

顏

的

考

察

に

お

い

て
.
 

は
' 

人
|:
|

は

芬

件

と

し

て

経

済

の

外

に

お

か

れ

る

か

ら

人

ロ

は

経

済

の

内

部

に
 

書 

評

三

〇

(
I

四
八
四)

に
於
け
る
急
速
に
増
大
す
る
人
口
に
対
す
る
低
い
生
劈

、
就
業
機
含
不
足 

や
低
所
得
、
高

い

畜

度

、〖

更
に
問
題
解
決
の
た
め
の
出
生
力
コ
ン
ト
ロ
丨
ル 

の
傾
題
や
先
進
国
'の
工
業
化
都
市
化
に
伴
ぅ
人
口
構
造
の
変

化

、

急
上
界
す
る 

生
産
力
に
対
す
る
労
働
力
の
不
足
、
後
進
国
、
'先
進
国
を
問
わ
ず
移
動
に
ょ
る 

大
葡
市
へ
の人

！：！

集
中
、
こ
れ
に
伴
.
っ
て
生
じ
、
解
決
を
迫
ら
れ
る
麗
題
等 

1i
*
界
諸
国
の
直
面
す
る
諸
問
題
の
解
決
を
図
る
.
に
は
、
人
ロ
か
ら
^
問
題
っ
迅 

握
こ
そ
、
そ
の
基
礎
を
な
ナ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ー
九
丄
ハ
五
年
に
国
連
の
世
界
人
ロ
会
議
が
開
か
れ
た
の
を
初
め
、「

九
六
六 

年
日
本
が
主
催
国
と
な
り
、。
世
界
最
大
規
模
の
学
術
会
議
と
言
わ
れ
る
太
平
洋 

学
術
会
'
讓
に
於
て
は
、
人
ロ
問
題
に
焦
点
が
あ
わ
さ
れ
た
。
現
在
人
pi

問
題
は 

急
激
に
変
勋
し
つ
つ
あ
る
世
界
諸
国
の
動
向
の
分
析
と
そ
の
対
策
の
樹
立
の
た 

め
に
：不
可
欠
の
知
識
と
な
り
、
人
口
学
は
社
会
諸
科
学
の
莲
礎
科
学
と
な
っ
て 

い
る
。
従

っ
て
世
界
の
凡
ゆ
る
国
々
に
於
て
人
口
に
関
す
る
組
織
的
な
研
究
が 

発
展
し
て
来
て
い
る
が
、
来
国
は
こ
の
分
野
で
最
，も
多
く
の
業
績
を
重
ね
て
来 

て
い
る
と
言
っ
て
ょ
い
で
あ
ろ
ぅ
。
米
国
で
は
、j

般
的
傾
向
と
し
て
は
、
人 

ロ
学
はA

m
e
rican Science

と
言
わ
れ
る
社
会
学
の
基
礎
科
学
、
或
は
そ
り 

部
門
を
な
す
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
社
会
.学
が
経
験
科
学
と
し
て
精
密
化
し 

て
来
る
程
研
究
の
分
化
が
起
っ
て
い
る
が
、
社
会
学
が
科
学
と
し
て
進
歩
し 

て
来
る
程
、
人
口
学
は
社
会
学
の
中
で
一
層
|8
要
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
て 

い
る
。

. 

.

.

日
本
に
於
て
は
経
験
^
:
学
と
し
て
の
社
会
学
の
歴
史
が
浅
く
、
人
口
問
題
は 

主
と
し
て
経
済
学
の
分
野
で
扱
わ
れ
て
来
た
。
近
代
に
入
っ
て
日
本
の
社
会
は 

fe
r
変

化

し

■人
.
ロ

問

題

が

極

め

て

重

要

で

あ
る
'
に
.
拘

らず
、
極
め
て
限
ら

-H

侵
入
す
る
こ
と
な
く
、
経
済
の
短
期
理
論
が
形
成
さ
れ
る
と
き
の
外

枠

を
正

し
 

く
決
め
て
、.
枠
組
み
を
固
め
る
仕
事
を
請
負
っ
て
い

る

と

い

ぅ

こ

と

で

あ

る

。
， 

そ
し
て
経
済
の
長
期
的
考
證
於
て
は
人
口
と
馨Q
相
互Q

 

i

律
を
明

ら

か
に
す
る
任
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
.
.」

(
I

ぺ
ー
ジ)
と
し
て
経
済
学
の
内

部
に
於
け
る
人
ロ
経
済
学
の
立
場
を
明
ら
か
-に
し
て
い
る
。

本
書
の
本
文
は
三
編
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
編
集
方
法
と
し
て
本
書
の
内
容 

の
要
約
と
、
本
研
究
か
ら
得
た
結
論
を
先
に
置
き
、
气
に
本
文
に
入

る

と
f
 

方
法
を
と
っ
て
、
予
め
筆
者
の
銮
礎
的
な
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
'」
ぶ 

ら

ず

本

書

の

，組
織
の
論
理
的
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
、
読
者
に
本
書
の
理
解 

を
容
易
に
し
、
筆
者
が
本
研
究
を
通
じ
て
如
何
な
る
研
究
上
の
成
果
を
得
た
か 

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
は
、
読
者
に
対
し
て
極
め
て
親
切
で
あ
る
の
み
な
ら 

.ず
、
帰
納
的
に
本
書
の
存
在
意
義
を
明
瞭
に
し
た
優
れ
た
方
法
で
ら
る
0'
-'

第
一
編
は
マ
ル
サ
ス
に
始
ま
る
人
口
学
説
が
、
社
会
経
済
構
造
の
変
化
と
そ 

れ
に
対
応
し
て
発
展
し
た
経
済
学
理
論
と
の
関
連
に
於
て
把
え

ら

れ

、
ァ

ダ

.
 

ム
，
ス
ミ
•ス
に
始
ま
り
、
今
日
に
至
る
経
済
学
に
於
け
る
人
口
学
の
系
譜
を
綿 

密
に
た
ど
っ
て
V

る

箸
者
は
全
体
の
系
譜
を
一
目
で
解
し
得
る
鳥
撖
図
を
開 

ロ
の
ロ
絵
に
示
し
、
こ
れ
に
ょ
：っ
て
各
学
説
の
現
れ
た
時
代
、
.
流
動
経
路
を
位 

置
づ
け
、
読
者
の
理
解
を
助
け
て
い
る
。

.

経
済
学
に
於
け
る
人
口
研
究
の
焦
点
と
な
る
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
卜 

帝
レ
オ
ン
擎
終
結
、
即
ち
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
い
た
る
急
速 

な
人
口
の
増
大
が
問
題
と
な
っ
たt

ル
サ
ス
.時
代
と
、
も
ぅ
一
つ
1
、

1
;
;
増
1̂ 

が
極
度
s

'じ
、
不
況
に
悩
ん
だ
一
九
二
〇
年
の
ヶ
ィ
ン
ズ
の
時
期
で
あ
る
。
 

こ
の
ニ
つ
の
時
期
に
人
口
問
題
は
夫
々
異
っ
た
対
Fi
l
l的
な
角
度
か
ら
と
り
あ
げ

r
ニ 

(
1

四
八
五)

：



b
れ
て
い
る
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
、
こ
れ
が
著
者
の
人
ロ
理
論
の
系
譜
記
述 

の
主
軸
を
な
し
て
い
る(

九—

一
o
三
•へ，丨
ジ)

。

;著
者
は
人
ロ
理
論
の
発
展
と 

社
会
的
背
景
の
関
係
を
分
析
し
て
、「

也
会
に
不
幸
が
感
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
人 

び
と
は
人
口
を
強
く
意
識
す
る」

(

四
•へ
ー
ジ)

こ
と
、
お
ょ
び
.

「

社
会
の
不
幸 

が
深
刻
に
感
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
.人
口
は
い
つ
も
経
済
学
者
の
手
も
と
に
あ
る
17 

i

五
べー

ジ}

と
帰
納
的
に
人
口
と
経
済
学
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。

.丨
十
八
|»
:
紀
末
は
イ
ギ
リ
ス
に
産
業
革
命
が
勃
興
し
、
紡
績
業
を
技
術
屯
新
の 

主
®
に
し
て
資
本
主
義
が
勃
興
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
十

九

世

紀

の

中
 

頃
は
蒸
気
と
鉄
鋼
の
時
代
で
あ
り
、.
鉄
道
の
並E

及
に
ょ
っ
て
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸 

固
は
繁
栄
を
続
け
た
か
ら
、
社
会
不
安
が
無
く
'
人
口
問
題
は
人
々
の
意
識
か 

■

を
消
し
た
。

一
八
七
一
年
、

'シ
エ
ボ
ン
ズ
の「
馨

学

理

論」

で
人
口
が 

経
済
学
の
体
系
か
ら
初
め
て
姿
を
消
し
て
か
ら
、

ヮ
ル
ラ
ス
、
，パ
レ
ー
ト
と
つ 

つ
く
. 一
fe
^

r
理
論
の
形
成
期
に
は
、
人
口
は
ま
っ
た
く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が 

な
か
っ
た
顚
末
を
述
べ
、

つ
ぎ
に
击
典
派
経
済
学
者
ケ
イ
ン
ズ『
平
和
の
経
済 

的
帰
結』

一
九
一
九
年
が
、
近
代
経
済
学
者
ケ
イ
ン
ズ『

一
般
理
論』
一
九
兰 

六
年
に
転
換
す
る
過
程
に
起
き
た
.ビ
ハ
リ
ッ
，チ
H
ケ
イ
ン
ズ
論
#'(

一
 

九
ニ
三 

丨
四)

を
め
ぐ
る
問
題
に
論
及
す
る
。
ビ
ハ
，リ
ッ
デ
は
こ
の
論
争
で
人
ロ
'§
剰 

と
失
業
と
が
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
.こ
の
一
一
つ
を
混
同
し
て 

は
な
ら
な
1
こ
と
を
警
告
し
た
の
で
灰
っ
た
が
、
彼
は
そ
れ
ら
の
正
体
を
明
.̂
'
 

力
に
し
な
か
っ
た
。

.ま
た
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
論
争
に
於
て
、
人
ロ
過
剰
の
判
断 

を
誤
り
、
な
す
と
こ
ろ
が
な
か
っ
允
事
実
を
筆
者
は
指
摘
し
て
い
る
。
:,
:

.....

こ
の
.二
人
の
論
♦

の
ち
っ
た
当
時
、.
こ

の

こ

と

に

正

当

な

齡

と

建

，没

的

が
 

意
見
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
力~

ソ
ン
ダ
I

ス
で
ぢ
つ」

J
。

力
ー

ソ
ン
ダ
I

ニ
ー
ニ 

(

一
四
八
六)

ス

は

そ

の

『

人
口』

.j

九

ニ

五

年

の

な

か

で

、

人
！：：

過

剰

は

失

業

と

し

て

で
 

は
な
く
一
人
当
た
り
の
脱
得
の
低
下
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
イ
ン
ド
や
中
国 

を
例
に
あ
げ
て
主
張
し
た
。
ヵ
ー
ソ
ン
ダ
ー
ス
は
人
口
過
剰
を
最
初
に
見
せ
て 

く
れ
た
人
で
あ
っ
た
。
ヵ
ー
ソ
ン
ダ
ー
ス
は
人
ロ
過
剰
の
正
体
を
明
ら
か
に
は 

し
た
が
、
失
業
の
究
明
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
当
時
大
戦
後
の
社
会
不
安
は 

失
業
に
反
映
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
人
口
過
剰
論
を
生
み
、
ひ
き
つ
づ
い
て
慢 

他
化
し
た
失
業
の
解
明
に
人
口
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
失
業
を
解
明
し
、
 

人
ロ
に
特
別
な
注
意
を
払
っ
た
の
は
近
代
経
済
学
の
父
ケ
イ
ン
ズ(

一
九
三
ム
0 

で
あ
っ
た
。
：

ケ
イ
ン
ズ
は
、
彼

の

『
一

般
理
論
/
に
お
い
て
、
労
働
需
要
が
短
期
の
経
済 

変
動
に
ょ
っ
て
動
か
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
労
働
供
給
は
長
期
の
人
口
変
動
に 

応
じ
て
変
化
す
る
こ
と
を
認
識
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
' 
国
民
経
済
の
全
般
を 

と
ら
え
る
短
期
の
課
題
を
扱
ぅ
と
き
に
人
ロ
を
与
件
と
し
て
考
礅
；
入
れ
た
の 

で
あ
る
。

.

こ
こ
で
著
者
は「

個
別
企
業
の
課
題
に
は
人
口
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
て 

も
、
国
民
経
済
全
般
を
と
ら
え
る
と
き
に
人
口
を
無
視
す
る
こ
と
i

:

q
来
な 

い
。
古
典
派
の
経
済
学
が
一
九
三
〇
年
代
の
失
業
の
説
明
に
無
力
で
あ
っ
た
の 

は
、
.ま
さ
に
こ
の
点
の
認
識
を
誤
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
ょ 

ぅ」
(

五
八
ぺ
ー
ジ)

と
述
べ
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
成
功
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と 

み
て
い
る
。

一一

般
理
論』
，で

ケ
イ
ン
ズ
.が
失
業
問
題
の
解
決
の
手
段
.と
み
た
の
は
投
資
の 

増
大
で
あ
っ
だ
。
一
人
ロ
を
与
件
と
し
た
短
期
的
要
因
に
は
、
完
全
雇
用
貯
蓄
‘に 

ひ
と
し
い
だ
け
の
投
資
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
あ
と
ケ
イ
ン
ズ
は
、

ー
九
.三
七

m i

年
の
優
生
学
協
会
で
の
講
演
.

『

人

n
減
退
の
浩
干
の
経
済
的
：帰
結』

.

：

で
不
況
と
.
 

い
う
経
済
疾
患
の
長
期
的
要
因
に
注
0

し
た
.。.
彼
は
投
資
不
足
の
原
因
と
.し
て 

人

^
の
殷
向
に
注
月
し
、
慢
性
化
し
た
失
業
を
救
済
す
る
為
に
投
資
需
要
を
高 

め
^>
.
長
期
の
要
因
と
.
し
て
、.
人
ロ
増
加
の
意
義
を
見
出
し
た
。
 

ン 

こ
う
し
て
ケ
イ
ン
ズ
の
，『I

般
理
論』

の
昏
期
化
k
図
る
於
、：
こ
れ
が
の
ち 

の
.ハ
.ン
セ
ン
の
.

「

長
期
停
滞
論」

.(

一.
九
.三
九)

や
ハ
卩
ッ
ド
の-

r

経
.済
龙
長
論
.

」

.
 

(
「

，九
四
八
年)

.を
生
む
直
接
.の
動
機
と
な
'っ.
た
の
で
あ
る
。
施
者
は
完
全
履
む 

を
契
西
す
る
た
め
.の
.長
期
的
要
因
と
' 

し
で
人
ロ
ボ
⑽
の
意
義
を
強
調
し
た
も
の 

で

あ

り

後
者
に
於
て
は
完
金
雇
用
を
維
持
す
る
た
め
の
適
正
な
人
.:
1

成
長
率 

が
要
請
さ
れ
て
い
各
。

,•

.

.

 

.

: 

:

:

.

著

者

はヵ
ー

ソ

ン
f

ス
-
か

ら

ケ
イ
ン
.
ズ
に
至
る
人
|:
1

理
論
に
吼
鸡
し
' 

て 

『

人

ロ

過

_

>

失

業

と

は

似

て

非

な

る
も
の

.で

あ

る
こ
と
、

失
業
i

.

有
効
需
要 

の
不
足
に
ょ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、.
人
口
過
剰
は
景
気
変
動
か 

ら
来
.る
'沈
滞
を
克
服
し
て
、
な
お
残
る
潜
在
失
業
©
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
. 

の
で
あ
る』

と
い
う
命
題
を
引
出
し
て
い
る(

五
べ
ー
ジ)

。

•

:

さ
て
、
こ
う
し
て
馨
成
長
を
推
進
.し
て
ゆ
く
政
策
的
努
力
は
一
九
五
o

年 

代
■に
は
い
っ
て
後
進
経
済
の
開
発
論
を
生
む
に
至
っ
た
。
こ
の
と
き
の
開
発
1
 

は
議
理
論
と
し
て
の
価
値
に
は
乏
し
い
が
、
人
口
と
経
済
の
新

し

、

束
れ 

が
注
ぎ
こ
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
，以
上
が
著
者
に
ょ
っ
て
記
述
さ
\

こ
ケ 

イ
ン
ズ
以
後
の
経
済
学
の
系
譜
の
な
か
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
人
ロ
汧
允
の
^

a：
-
' 

り
で
あ
る
。
そ
し
て
後
進
経
済
の
麗
論
.の
な
か
で
と
く
に
人
口
S

を

疆
 

す
る
成
來
と
し
て
、

ヌ
ル
ク
_
セ
、
ベ
5

ヨ
ウ
、
レ
イ
ベ
ン
ス
テ
イ
ン
、

ダ

'ソ 

タサム工ノソンらの

”

発
論
に
論
及
し
，
第
マ
編
に
は
以
上
の
ほ
か
、
.「

/、 

書

評

ロ
適
度
理
論」

'が
加
え
ら
れ
て
.い
る
0

.

，第
二
編
で
は
、
.第
一
.編
に
於
て
.詳
細
に
記
述
さ
れ
た
人
ロ
研
究
の
主
：題
を
実 

敗
的
課
題
に
移
す
こ
と
が
試
み
ら
.れ
て
い
.る

。

'著
者
の
立
場
か
ら
マ
ル
サ
ス
と 

ケ
ィV

K
S

さ
ま
れ
る
十
九
世
紀
後
半
の
黄
金
時
代
の
説

明

を

：

人

口

靈

 

.の
側
か
ら「

人
ロ
転
換」

泛
|
8

§̂
<

; transition

と
.い
ぅ
人
ロ
.准
-匕
の
経
験 

的
法
則
..

(

多
産
多
死
型
か
ら
少
產
少
死
型
へ
.の
移
行)

.
に
も
と
，め
、

こ
1
を
^
準 

に
今
次
大
戦
後
我
が
国
が
経
験
し
た
人
口
# :
命

の

特

徴

を

膨
明

し

、

併

せ

て

、 

後
進
国0

経
済
開
発
が
西m

丨
口
.
ッ
パ
.
醫

の

経

験

と

ぼ

逆

に

；
、

出
生
力

の

コ
， 

'ン
ト

口

ー

ル

が

経
:̂

的
離
陸
の
先
行
条
件
で
あ
る
と
し
で「

人
ll
l
fe
換」

の
新 

L

V
意
義
を
認
め
て「

人
口
転
換
を
経
験
し
な
け
れ
ば
後
進
経

済

の

離

陸

は

起

 

ら
な
い」

-と
.い
ぅ
命
題
を
立
て
た
0 

:

•:
.

;

.

-

.
 

:

.

,

•
 

三
.

• 

- 

.

.

.

.

.
-
-
-

'第
三
編
は
人

C

分
析
の
方
法
論
と
し
て
、
其
め
_

理
論
を

 

一
ニ
〇
ぺ
丨
ジ 

か
ら

r

四
.
八
。へ
I

ジ
に
亙
っ
て
述
ベ
て
い
る
。
人
口
分
析
の
方
法
論
は
、
人
口 

•の
実
訪
的
研
究
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
分
析
用
具
で
あ
る
が
、
そ
の
急
速
な 

発
達
は
著
者
が
恶
本
的
立
場
と
し
て
人
ロ
研
究
と
社
会
的
状
況
と
の
開
係

.
に 

関
し
て
虫
張
し
て
い
る
ょ
ぅ
に
、

一
九
ニ

0

年
以
降
の
大
戦
後
の
社
会
不
安
と 

結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。そ
れ
は
一
八
七
〇
年
代
の
後
^
^
か
ら
開
始
さ
れ
た
.

「

人 

ロ
転
換

」

.

が

、

■一

九

二

〇

年

代

に

な

っ

て

人

口

減

退

の

危

惧

と

^'
っ

て

あ

ら

わ 

れ
た
こ
と
に
関
係
し
て

L

る
人
口
減
退
の
傾
向
は
、
投
資
と
と
も
に
消
費 

(

有
効
需
耍

)

.
を
も
抑
え
る
効
果
に
作
用
す
る
の
で
、

.

こ
-
の

減

退

頃

向

丈

 

一

三

〇
年
代
の
不
況
に
拍
Jr
i
を
か
け
た
と
判
断
さ
れ
だ
の
で
あ
る
。

.
 

.
 

* 

.

-•
一
三(

1

四
八
七)



こ
ぅ
し
た
社
会
桃
造
の
転
換
期
に
直
面
し
て
、
近
代
経
済
学
者
ヶ
ィ
ン
ズ
は 

不
況
と
.失
業
の
究
明
に
努
め
、
他
方
ロ
ト
ヵ
其
の
他
の
人
ロ
学
者
は
人
ロ
減
退 

の
人
{:
1

学

的

真

相

を

求

め

て

人

(:
|

の

発

展潜
在
力
の
把
握
に
焦
点
を
集
め
て
い 

っ
た
。

斯
く
て
時
代
の
要
請
に
応
じ
て
経
済
学
者
は
人
口
を
復
活
さ
せ
る
S

盤 

を
求
め
、
人
|:
|

学
者
は
自
ら
の
手
に
ょ
づ
て
人
口
の
実
証
的
分
析
の
方
法
を
.樹 

立
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
つ
た
。
こ
の
ょ
-5

な
.事
倩
の
下
で
発
展
し
て
来
た
人
ロ 

分
析
の
趣
礎
理
論
が
第
三
編
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

最
後
は
補
論

(
一

四
九
I

一
六
六
べー
ジ)

で
あ
る
。
補

論

の

r

明
治〜

大
正 

の
人
ロ
動
態」

は
明
治
似
降
我
が
国
の
急
速
な
経
済
発
展
に
と
も
な
ぅ
人
ロ
動 

態
が
、
ど
の
ょ
ぅ
に
変
化
•し
た
か
を
焦
点
と
し
て
い
る
。
我
が
国
の
第
一
回
国 

勢

斯

迹

は

一

九

二

〇

年

(

大
正
九
年)

で
あ
っ
た
か
ら
、
' 

そ
れ
以
前
の
明
治 

〜

大
正
期
の
人
ロ
動
態
統
計
に
は
登
録
の
不
備
が
認
め
ら
れ
る
。
従
.っ
て
ー
.九 

一
ー
〇
年
セ
ン
サ
ス
人
口
を
兹
礎
と
し
て
、
他
の
情
報
か
ら
得
ら
れ
る
生
命
表
を 

集

め

て

コ

ー

ホ

ー

ト

.(

同
時
出
生
集
団)

生
命
表
を
作
成
し
、

逆
進
生
残
率
を 

セ
ッ
ト
し
て
、|

八
九
〇
年

(

明
赴
ニ
ニ
年)

ま
で
の
人
口
動
態(

出
生
と
死
亡) 

を
あ
と
戾
り
し
た
推
計
結
果
が
披
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
第
三
編
で
^
ベ 

ら
れ
た
人
口
分
析
の
迤
礎
理
論
を
駆
使
し
た
人
ロ
学
的
八
刀
析
が
行
わ
れ
て
ハ 

る
。
分
析
のE

I

標
は
、
明
治
以
来
の
日
本
経
済
の
発
展
が
独
特
の
パ
タ
ー
ン
を 

持
つ
と
い
わ
れ
る
だ
け
に
、
同
時
に
人
口
動
態
の
変
動
の
霜
の
な
か
に
も
、
 

西

欧

と

は

興

つ

た

独

，；

H
I

の
パ
タ
ー
ン
が
具
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
狻
れ
た
方
法 

で
示
さ
れ
て
い
る
。

著
者
に
ょ
れ
ば
、
今
日
の
後
進
国
が
将
来
の
発
展
を
期
す
る
と
き
、
余
り
に 

距
離
の
開
い
た
欧
米
諸
国
を
0

標
と
す
る
よ
り
、
籠

可

能

性

を

感
じ
と
、
る

I 

ニ

四

o

四
八
八)

0

本
の
過
去
の
姿
こ
そ
基
と
し
て
證
深
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
豪
か 

ら
も
こ
の
課
題
に
は
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
開
発
時
に
於
け
る
人
ロ 

の
動
向
に
つ
い
て
、
今
日
の
時
点
か
ら
あ
と
戻
り
し
て
ゆ
く
人
口
学
分
析
結
果 

と
他
方
に
は
日
本
経
済
史
家
が
江
戸
時
代
の
古
文
書
か
ら
積
み
あ
げ
て
、
徳
川 

力
ら
明
^

に
L

た
る
人
P

の
究
明
に
力
を
注
い
で
.
い
る
努
力
と
、
こ
れ
か
ら
の 

推
計
結
果
に
接
点
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
学
問
的
興
味
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

四

，■
以

上

私

は

本

書

に

記

さ

れ

た

著

者

の

研

究

要

皆

を

出

来

得

る

限

り

边

突

に

整
 

理
し
、
若
干
の
論
評
を
加
え
た
つ
も
り
で
あ
る
。

本
書
は
人
口
と
い
う
極
め
て
複
雑
な
課
題
と
取
り
組
ん
だ
著
老
が
、
経
済
学 

の
侧
而
か
ら
解
明
を
試
み
た
多
年
を
要
し
た
労
作
で
あ
る
。
実
践
的
課
題
を
求 

.

め
る
著
者
は
、
問
題
に
関
し
て
必
要
と
認
め
る
過
去
の
代
表
的
な
文
献
を
通
じ 

て
理
論
的
あ
る
い
は
亊
実
の
発
展
を
、
極
め
て
要
を
得
て
迎
り
、
最
少
&

ぺ 

丨
ジ
数
の
中
で
厳
密
な
論
理
と
平
易
な
文
章
を
以
て
よ
く
そ
の
木
質
を
解

-i
j
 

し
、
未
開
発
で
あ
っ

た

こ

の
分
野
に
大
き
く
道
を
開
い
た
。
こ

の
意
味
で
著
者 

の
人
口
学
に
対
す
る
大
き
な
貢
献
を
凡
て
の
人
が
認
め
で
い
る
。

著
者
は
こ
の
優
れ
た
研
究
を
菡
礎
に
今
後
ま
す
ま
す
人
ロ
研
究
の
成
果
を
つ 

み
上
げ
て
、
我
が
国
の
人
口
学
の
ぃ
進
歩
に
5 1

に
大
き
く
貢
献
ず
る
こ
と
は
彼
を 

知
る
凡
て
の
人
の
期
待
す
る
こ
と
で
あ
る
。
著
者
が
し
ば
し
ば
本
文
中
で
虚
べ 

ら
れ
て
.い
る
よ
う
に
、
日
本
を
含
む
凡
て
の
先
進
国
も
後
進
国
も
夫
々
人
口
に 

関
す
る
重
大
な
課
題
を
背
負
っ
て
い
る
。
著
者
の
優
れ
た
頭
悩
と
研
究
に
対
す 

る
真
摯
な
態
度
と
絶
え
な
い
努
力
と
が
、
こ
れ
ら
の
実
践
的
•課
題
に
向
け
ら
れ

る
と
き
、
人
口
学
に
関
し
こ
の
書
に
続
く
火
き
な
貢
献
が
為
さ
れ
る
こ
と
を
期 

'待
す
る
の
は
#

に
筆
者
の
み
で
な
く
、
日
本
の
人
口
学
に
関
心
を
持
つ
た
凡
て 

の
人
の
気
持
で
あ
ろ
ぅ
と
思
ぅ
。——

一
九
六
六
ニ
〇

•
一

 
〇——
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