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て
考
察
す
る
こ
と
よ
り
も
、
何
故
そ
の
よ
う
な
批
判
が
出
て
き

た
の
か
を
洞
察
す
る
こ
と
の
方
が
、
遥
か
に
重
要
で
あ
り
、 

か

つ
批
判
に
対
し
て
の
一
層
適
切
な
応
答
と
な
る
の
で
は
な
い
か

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ブ
ラ
フ
ト
氏
の
批
判
に

こ
の
講
演
全
体
か
ら
応
答
で
き
る
よ
う
に
、
京
都
学
派
の
哲
学

の
特
徴
を
、
簡
略
に
で
は
あ
る
が
、
論
究
し
て
行
き
た
い
。
し

か
し
、
そ
の
場
合
、﹁
京
都
学
派
﹂
の
哲
学
と
し
て
は
、
西
田
哲

学
、
田
辺
哲
学
そ
し
て
西
谷
哲
学
に
限
定
し
て
考
察
し
た
い
。

さ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
で
あ
ら
れ
た
ブ
ラ
フ
ト
氏
の
宗

教
思
想
と
、
西
田
、
田
辺
そ
し
て
西
谷
の
三
哲
学
者
の
宗
教
哲

学
的
な
思
索
と
の
間
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
連
関
か

は
じ
め
に

今
年
度
大
会
の 

テ
ー
マ
は
﹁
宗
教
哲
学
の
可
能
性
﹂
で
あ
る
。

し
か
も
昨
年
度
大
会
の
西
村
恵
信
氏
︵
人
名
の
敬
称
を
省
略
し

て
、﹁
氏
﹂
を
使
用
︶ 

の
発
表
で
出
さ
れ
た
、
故
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン

ブ
ラ
フ
ト
氏
の
京
都
学
派
批
判
へ
も
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
も
、
今
年
の
講
演
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
ブ
ラ
フ
ト
氏
の
京
都
学
派
批
判 

に
逐
一
応
答
す
る
こ
と

は
、
単
に
詭
弁
を
弄
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
今

回
は
、
私
の
講
演
全
体
か
ら
ブ
ラ
フ
ト
氏
の
京
都
学
派
批
判
に

応
答
す
る
と
い
う
仕
方
で
論
究
を
進
め
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
と

い
う
の
も
、
表
現
さ
れ
た
表
面
上
の
批
判
の
一
つ
一
つ
に
つ
い

講
演
Ⅱ   

宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
を
求
め
て

根
本
経
験
と
哲
学
の
転
換
を
介
し
て

 　
　

花
岡
永
子
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ら
見
る
と
、
本
来
は
通
底
し
て
い
る
筈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

に
も
拘
ら
ず
、
か
な
り
大
き
な
溝
が
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
両

者
間
の
溝
は
ど
こ
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か 

。
そ
れ
は
、

先
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
は
、
実
体
的
な
﹁
神
﹂
を
核
心
と
し
、

京
都
学
派
の
哲
学
は
無
実
体
的
な
﹁
絶
対
無
﹂
の
場
所
を
要
と

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
い
で
、
西
欧
で
は

両
極
的
な
も
の
の
考
え
方
が
主
流
と
な
り
、
両
極
的
な
も
の
の

根
源
的
﹁
一
﹂
で
の
思
索
が
稀
で
あ
り
、
両
極
的
な
も
の
の
い

ず
れ
か
一
方
の
極
に
執
着
し
た
り
、
両
項
目
が
単
に
対
立
や
総

合
や
統
一
と
い
う
視
点
か
ら
見
ら
れ
て
、
そ
こ
に
は
両
極
の
根

源
的
な
一
の
開
け
か
ら
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
両
者
の
事
柄
は
、
深
く
連
関
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
両
極
的
な
も
の
の
根
源
で
思
索
さ
れ
れ
ば
、

最
終
的
に
は
、
西
洋
と
東
洋
の
も
の
の
考
え
方
の
最
も
大
き
な

相
違
点
と
な
る
実
体
的
な
も
の
の
考
え
方
と
無
実
体
的
な
も
の

の
考
え
方
の
両
極
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
根
源
的
に
は
﹁
一
﹂

に
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
詳
論
は
省
略
し
て
、
ご
く
簡
単
に
西
田
哲
学
の
﹁
絶

対
無
の
場
所
の
論
理
﹂
と
田
辺
哲
学
の
﹁
種
の
論
理
﹂
と
﹁
懺

悔
道
と
し
て
の
哲
学
﹂そ
し
て
西
谷
哲
学
の﹁
空
の
論
理
﹂と﹁
空

と
即
﹂
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
に
次
い
で
、

﹁
根
本
経
験
﹂
の
あ
り
方
、﹁
両
極
性
の
根
源
へ
の
遡
及
﹂
そ
し

て
﹁
哲
学
の
転
換
﹂
の
問
題
を
究
明
し
た
い
。

一  

西
田
哲
学
・
田
辺
哲
学
・
西
谷
哲
学
の
特
徴

京
都
学
派
と
い
う
学
派
名
は
種
々
の
分
野
で
使
わ
れ
て
い
る

が
、
本
講
演
で
は
無
論
、
哲
学
に
お
け
る
京
都
学
派
に
限
定
し
、

更
に
西
田
、
田
辺
そ
し
て
西
谷
の
三
哲
学
の
特
徴
を
、
ブ
ラ
フ

ト
氏
の
批
判
に
応
答
す
る
の
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ

主
要
な
点
の
み
に
絞
っ
て
簡
単
に
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
︲
一  

西
田
哲
学
の
特
徴
（﹁
絶
対
無
の
場
所 

の
論
理
﹂）

西
田
幾
多
郎
︵
一
八
七
〇
ー
一
九
四
五
︶
は
、周
知
の
よ
う
に
、

哲
学
へ
の
動
機
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
語
る
よ
う
な
﹁
驚
き
﹂

か
ら
で
は
な
く
、﹁
人
生
の
悲
哀
﹂
で
あ
る
と
語
り
、
か
つ
哲
学

は
、﹁
世
界
の
自
覚
﹂
か
ら
始
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
も
、

西
田
に
お
け
る
﹁
世
界
の
自
覚
﹂
は
、﹁
自
己
の
自
覚
﹂
を
包
摂
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し
て
い
る
。
現
実
に
﹁
自
己
﹂
に
お
い
て
﹁
自
己
の
自
覚
﹂
が

深
め
ら
れ
、
広
が
っ
て
行
く
場
合
に
は
、﹁
世
界
の
自
覚
﹂
は
未

だ
﹁
自
己
の
自
覚
﹂
の
内
に
は
明
確
で
は
な
い
と
し
て
も
、
究

極
的
、
根
源
的
に
は
﹁
世
界
の
自
覚
﹂
と
﹁
自
己
の
自
覚
﹂
と

は
﹁
一
﹂
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
、
明
確
と
な
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、﹁
絶
対
の
無
限
の
開
け
﹂
で
あ
る
西
田
の
﹁
絶
対
無
の

場
所
﹂
で
は
、﹁
自
己
の
自
覚
﹂
と
﹁
世
界
の
自
覚
﹂
は
﹁
一
﹂

に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
西

田
が
﹃
西
田
幾
多
郎
全
集
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
︶
の
第
六

巻
の
最
後
の
論
文
﹁
生
の
哲
学
﹂
に
つ
い
て
あ
た
り
か
ら
、﹁
自

己
の
自
覚
﹂
の
過
程
の
説
明
か
ら
﹁
世
界
の
自
覚
﹂
の
説
明
へ

と
反
転
し
始
め
、
第
八
巻
の
﹁
哲
学
論
文
集
第
一
―
―
哲
学
大

系
へ
の
企
図
―
―
﹂
か
ら
は
、﹁
歴
史
的
実
在
の
世
界
﹂
の
構
造

を
明
ら
か
に
し
始
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
如
実
に
示
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
、絶
対
無
の
場
所
に
お
け
る﹁
自
己
の
自
覚
﹂と﹁
世

界
の
自
覚
﹂
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
﹁
一
﹂
は
、
西
田

で
は
﹁
純
粋
経
験
﹂
が
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
西

田
の
自
覚
に
お
け
る
﹁
純
粋
経
験
﹂
は
、
そ
の
後
、
絶
対
意
志

の
立
場
を
経
て
、﹁
場
所
﹂
の
考
え
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、﹁
場

所
﹂
は
、﹁
弁
証
法
的
一
般
者
﹂
と
し
て
一
般
化
さ
れ
、後
者
で
は
、

過
去
・
現
在
・
未
来
が
現
在
に
お
い
て
同
時
的
で
あ
る1

﹁
行
為

的
直
感
観
﹂
の
立
場
と
し
て
直
接
化
さ
れ
る
。
更
に
純
粋
経
験

の
世
界
は
、
歴
史
的
実
在
の
世
界
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

究
極
的
に
は
﹁
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
世
界
﹂
と
理
解
さ
れ
る
。
し

か
も
、絶
対
の
無
限
の
開
け
で
あ
る﹁
絶
対
無
の
場
所
﹂で
の﹁
自

己
の
自
覚
﹂
と
﹁
世
界
の
自
覚
﹂
と
の
﹁
一
﹂
が
成
り
立
つ
統

一
の
力
は
、
西
田
で
は
﹁
自
己
﹂
で
あ
る2

。﹁
天
地
同
根
、
万
物

一
体3

﹂
の
経
験
が
可
能
と
な
る
西
田
の
﹁
絶
対
無
の
場
所
﹂
の

論
理
が
核
心
と
な
っ
て
い
る
哲
学
は
、﹁
絶
対
無
﹂
の
内
実
で
あ

る
﹁
絶
対
の
否
定
性
﹂
と
、
そ
こ
か
ら
発
現
し
て
く
る
創
造
性

が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
西
田
哲
学
の
こ
の
よ
う
な
変
遷
の
中

で
の
一
点
の
み
を
対
象
論
理
的
に
掴
み
出
し
て
き
て
、
西
田
哲

学
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他

の
二
哲
学
者
に
つ
い
て
も
こ
の
こ
と
は
、
勿
論
妥
当
す
る
。
哲

学
批
判
は
、
各
哲
学
に
そ
れ
ぞ
れ
内
在
的
な
批
判
で
あ
る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



 

一
︲
二
　 

田
辺
哲
学
の
特
徴
（﹁
種
の
論
理
﹂
と
﹁
懺

悔
道
と
し
て
の
哲
学
﹂）

田
辺
元
︵
一
八
八
五
ー
一
九
六
二
︶　

は
、
周
知
の
よ
う
に
、

理
系
の
諸
科
学
の
探
求
か
ら
出
発
し
、﹁
数
理
哲
学
研
究
﹂
で

文
学
博
士
号
を
取
得
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
九
一
九
年
に
西
田
幾
多
郎
の
招
き
で
東
北
帝
国
大
学
理
学
部

か
ら
、
京
都
帝
国
大
学
文
学
部 
助
教
授
に
赴
任
し
て
以
後
は
、

こ
れ
も
ま
た
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
五
月
に
﹁
西
田
先

生
の
教
え
を
仰
ぐ
﹂
を
発
表
、
一
九
三
二
年
十
一
月
に
は
﹁
図

式＂
時
間
＂か
ら
図
式＂
世
界
＂﹂を
、ま
た
一
九
三
四
年
に
は﹁
社

会
存
在
の
論
理
﹂
を
発
表
し
て
、﹃
田
辺
元
全
集
﹄︵
筑
摩
書
房
、

一
九
六
三
︶
第
六
巻
︵﹁
種
の
論
理
﹂
論
文
集
Ⅰ
、 
一
九
三
二
︲

一
九
三
七
の
関
連
論
文
掲
載
︶
第
七
巻
︵﹁
種
の
論
理
﹂
論
文
集

II
、 

一
九
三
八
︲
一
九
四
七
の
関
連
論
文
掲
載
︶
で
田
辺
独
自

の
哲
学
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。﹃
田
辺
元
全
集
﹄
第
七
巻
の
最
後

の
論
文
﹁
種
の
論
理
の
弁
証
法
﹂
で
は
、
西
田
哲
学
に
は
﹁
個

と
類
﹂、
つ
ま
り
自
己
と
世
界
の
﹁
一
﹂
が
究
め
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
媒
介
の
論
理
と
し
て
の
﹁
種
の
論
理
﹂

が
欠
け
て
い
る
と
批
判
し
、
田
辺
独
自
の
﹁
種
の
論
理
﹂
の
弁

証
法
が
説
か
れ
る
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
西
田
の
直
観
に
よ
る
自

我
の
脱
自
に
よ
る
自
己
へ
の
転
換
は
、
無
媒
介
な
の
で
、
絶
対

有
の
、
例
え
ば
プ
ロ
チ
ヌ
ス
の
発
出
︵em

anatio

︶
論
的
論
理

に
陥
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
田
辺
は
、
そ
の
よ
う
な

転
換
は
、
田
辺
自
ら
の
立
場
で
あ
る
理
性
の
二
律
背
反
の
い
わ

ば
﹁
七
花
八
裂
の
死
復
活4

﹂
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
、
不
可
能

と
考
え
、
絶
対
無
の
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
を
主
張
す
る5

。

こ
こ
で
、
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
に
お
け
る
﹁
絶
対
無
﹂
の

概
念
内
容
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
西
田
哲
学
で
の
﹁
絶
対
無
﹂
は
、
自
ら
の

立
場
の
、
あ
る
い
は
実
体
的
な
も
の
の
考
え
方
の
、
絶
対
の
否

定
を
意
味
す
る
点
で
は
、
田
辺
哲
学
で
の
﹁
絶
対
無
﹂
と
相
違

は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、西
田
で
の
﹁
絶
対
無
﹂
は
、﹁
絶
対
無
﹂

の
開
け
と
し
て
の
﹁
場
所
﹂、
つ
ま
り
、
自
ら
の
立
場
の
絶
対
否

定
に
よ
っ
て
、他
の
一
切
の
立
場
︵
相
対
有
、相
対
無
、絶
対
有
、

虚
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
基
礎
と
し
た
立
場
︶
を
力
動
的
に
、
絶

対
無
の
自
ら
の
立
場
の
否
定
に
よ
っ
て
、
こ
の
否
定
の
働
き
に

よ
る
自
ら
の
立
場
の
否
定
か
ら
迸
り
出
て
く
る
、
否
定
の
否
定
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と
し
て
の
働
き
で
あ
る
愛(

ア
ガ
ペ
ー)

や
慈
悲
に
よ
っ
て
支

え
る
、
絶
対
の
転
換
そ
の
も
の
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
絶
対
媒

介
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
田
哲
学
で
の
絶
対

無
は
、
絶
対
無
自
体
が
媒
介
の
働
き
そ
の
も
の
に
化
し
て
お
り
、

絶
対
有
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
媒
介
に
な
っ

て
い
る
も
の
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
い
わ
ば
無
媒
介
の
媒

介
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
絶
対
無
自
体
が
媒
介
と
な
っ
て
い
る

弁
証
法
が
成
り
立
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
田
辺
哲
学
に
お
け
る
﹁
絶
対
無
﹂
は
、
田

辺
哲
学
で
の
用
語
﹁
絶
対
無
即
愛6

﹂
あ
る
い
は
﹁
無
即
愛7

﹂
が

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
西
田
哲
学
に
置
け
る
そ
れ
と
は
相
違
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
田
辺
哲
学
で
の
絶
対
無
は
、
絶
対
無
な
い

し
無
が
、
従
っ
て
ま
た
愛(

ア
ガ
ペ
ー)

が
実
存
的
に
実
体
化

さ
れ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。
西
田
哲
学
で
の
﹁
働
き
そ
の
も
の
﹂

と
し
て
の
﹁
絶
対
無
﹂
な
い
し
そ
の
よ
う
な
働
き
に
お
け
る
自

己
の
立
場
の
二
重
の
否
定
の
働
き
︵
＝
後
述
の
西
谷
哲
学
で
は

こ
れ
と
同
一
の
事
柄
が
最
晩
年
の
論
文
﹁
空
と
即
﹂
で
西
谷
独

自
の
用
語
と
し
て
﹁
一
即
零
、
零
即
多
、
そ
し
て
そ
の
二
つ
の

即
の
相
即
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︶
か
ら
迸
り
出
て
く
る
﹁
否

定
の
否
定
﹂
と
し
て
の
愛(

ア
ガ
ペ
ー)

や
慈
悲
の
働
き
そ
の

も
の
の
側
面
は
、
田
辺
哲
学
の
絶
対
無
に
は
、
稀
薄
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
田
辺
哲
学
の
﹁
種
の
論
理
﹂
で
は
、﹁
種
﹂
と

し
て
の
、
側
の
媒
介
と
し
て
の
社
会
存
在
︵
国
家
、
民
族
、
諸

グ
ル
ー
プ
等
々
︶
の
媒
介
性
と
そ
の
懺
悔
と
い
う
あ
り
方
と
、

絶
対
無
と
し
て
の
神
即
愛
と
い
う
他
方
の
あ
り
方
と
は
、
前
者

即
ち
﹁
種
﹂
の
側
の
行
為
︵
田
辺
で
の
﹁
行
為
的
自
覚
﹂︶
と
そ

の
懺
悔
と
が
媒
介
︵m

edia

︶
と
な
り
、
後
者
す
な
わ
ち
﹁
絶
対

無
と
し
て
の
神
即
愛
﹂
が
成
就
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
悪
や
罪
等
の
社
会
存
在
に
お
け
る
媒

介
そ
の
も
の
が
、
実
体
的
で
は
な
く
無
実
体
的
で
あ
る
と
い
う

方
向
へ
修
正
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
再
び
実
体
化
さ
れ
る
傾
向

が
生
じ
て
く
る
。
し
か
し
、
西
田
哲
学
で
は
、
絶
対
の
否
定
性

と
し
て
の
﹁
絶
対
無
﹂
自
体
が
人
間
自
ら
の
自
我
か
ら
離
脱
す

る
転
換
の
媒
介
︵m

ediation

︶
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
絶

対
無
の
絶
対
の
否
定
性
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
転
換
と
い
う﹁
絶

対
無
﹂
自
身
の
立
場
の
否
定
の
否
定
と
い
う
再
度
の
翻
り
で
あ

る
の
で
、
西
田
哲
学
で
の
﹁
絶
対
無
の
弁
証
法
﹂
は
無
媒
介
の

媒
介
に
よ
る
転
換
で
、
人
間
の
側
の
悪
や
罪
や
そ
の
懺
悔
と
い



5 

う
相
対
無
や
絶
対
有
を
基
礎
と
し
た
立
場
で
の
媒
介
物︵m

edia

︶

が
媒
介
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
絶
対
無
を
基
礎
と
し
た

無
媒
介
の
媒
介
︵m

ediation

︶
が
核
心
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

西
田
哲
学
で
は
文
化
や
言
語
や
伝
統
等
に
連
関
す
る
﹁
表
現
の

立
場
﹂
が
﹁
種
﹂
の
立
場
で
の
問
題
を
包
摂
し
、﹁
種
﹂
の
立
場

で
の
諸
問
題
が
表
現
の
問
題
に
お
い
て
熟
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
西
田
哲
学
で
は
定
か
で
は
な
い
哲
学
の
転

換
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
最
後
の
﹁
哲
学
の
転
換
﹂
に
つ
い
て

の
論
究
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
︲
三  

西
谷
哲
学
の
特
徴
（﹁
空
の
論
理
﹂
と
﹁
空

と
即
﹂）

西
谷
啓
治
︵
一
九
〇
〇
︲
一
九
九
〇
︶
の
出
発
点
は
、
既
に

京
都
帝
国
大
学
で
の
卒
業
論
文
の
一
部
で
あ
る
﹁
実
在
的
な
る

も
の
と
観
念
的
な
る
も
の
ー
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
を
中
心

と
し
て
ー8

﹂
や
二
八
歳
の
と
き
に
西
谷
の
唯
一
の
翻
訳
書
で
あ

る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
﹃
人
間
的
自
由
の
本
質
﹄、
更
に
は
三
八
歳
で

の
論
文
﹁
ニ
ー
チ
ェ
の
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
と
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト9

﹂
に
見
ら
れ
る
。
卒
業
論
文
の
一
部
で
あ
る
前
者

の
論
文
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
理
念
的
、
観
念
論
的
な
一
方

の
も
の
の
考
え
方
と
、
実
在
的
、
現
実
的
、
経
験
的
な
他
方
の

も
の
の
考
え
方
と
の
根
源
的
な
﹁
一
﹂
の
考
え
方
が
、
悪
の
問

題
を
介
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
論
究
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
西
田
で
の
﹁
絶
対
無
の
場
所
﹂
を
前
提
と
し
、
更
に
そ

こ
へ
は
直
接
に
は
突
破
し
な
い
で
、
媒
介
と
し
て
の
、
田
辺
哲

学
の
中
心
に
な
っ
た
悪
や
罪
の
問
題
を
踏
ま
え
た
論
文
と
言
え

る
。
第
二
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
翻
訳
で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
﹁
人

間
的
自
由
の
本
質
﹂
を
通
し
て
人
間
に
お
け
る
悪
の
問
題
や
田

辺
哲
学
の
﹁
種
の
論
理
﹂
で
媒
介
に
な
っ
て
い
る
﹁
悪
﹂
の
問

題
が
考
察
さ
れ
、
更
に
は
こ
の
﹁
種
の
論
理
﹂
の
立
場
も
突
破

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
第
三
に
挙
げ
た
論

文
﹁
ニ
ー
チ
ェ
の
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
と
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
﹂
で
は
人
間
に
お
け
る
﹁
生
﹂
の
あ
り
方
が
考
え
抜
か

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
よ

う
な
﹁
虚
無
﹂
の
立
場
は
、
や
が
て
西
谷
の
﹃
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
﹄

︵
一
九
四
六
、一
九
四
九[

弘
文
堂]

、
一
九
六
六[

創
文
社]

、

一
九
七
二[
弘
文
堂] 0

︶
の
最
後
で
は
、﹁
大
乗
仏
教
の
う
ち
に
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は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
超
克
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
す
ら
が
至
ら
ん
と

し
て
未
だ
至
り
得
な
い
よ
う
な
立
場
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

るa

﹂
と
述
べ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
更
に
、
こ
れ
に
続
け
て

書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
過
去
の
伝
統
の
内
に
埋
も
れ
て
い
る

そ
の
よ
う
な
大
乗
仏
教
の
立
場
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
や
そ
の
後
の
者
た
ち
が
至
り
着
く
所
を
先
取
り
し
て
、
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
の
克
服
に
よ
る
﹁
真
の
自
己
﹂
が
、
西
谷
の
生
涯
を
通

じ
て
究
明
さ
れ
続
け
ら
れ
て
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
西
谷
哲
学
の
出
発
点
で
は
、
哲
学
以
前
の

実
存
的
に
し
て
同
時
に
実
存
論
的
な
悪
や
自
由
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

と
い
う
、
い
わ
ば
﹁
種
の
論
理
﹂
が
媒
介
と
な
る
問
題
と
、
実

在
論
と
観
念
論
の
﹁
一
﹂
が
可
能
と
な
る
西
田
の
﹁
絶
対
無
の

場
所
﹂
と
を
、
つ
ま
り
人
間
の
行
的
な
根
本
経
験
を
介
し
た
大

乗
仏
教
的
な
、
西
田
に
お
け
る
﹁
自
己
と
世
界
﹂
の
問
題
を
通

し
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
し
て
行
く
過
程
が
、
既
に
整
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

西
谷
で
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
ニ
ー
チ
ェ
も
﹁
根
源
的
主
体

性
﹂
の
自
覚
の
立
場
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、﹁
根
源
的
主
体
性
﹂
の
自
覚
の
問
題
は
、
超
越
者
と
し
て
の

人
格
的
な
神
に
頼
ら
な
い
、﹁
底
な
き
底
﹂
と
も
言
え
る
﹁
虚
無
﹂

の
う
ち
に
漂
う
人
間
の
﹁
生
﹂
の
根
源
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
も
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
西
谷
は
虚
無
に
生
き

抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
虚
無
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
の
あ
り
方
を
、
更
に
も
う
一
歩
超
脱
し
て
、

大
乗
仏
教
に
よ
っ
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。
こ

の
事
実
は
、
西
谷
啓
治
著
﹃
宗
教
と
は
何
か
﹄︵
一
九
六
一
︶
に

見
ら
れ
る
。
こ
の
書
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
も
語

ら
れ
て
い
る
が
、
大
乗
仏
教
の
﹁
空
﹂
の
概
念
が
理
解
し
直
さ

れ
て
、
西
谷
哲
学
独
自
の
﹁
空
﹂
の
宗
教
哲
学
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
後
、﹃
禅
の
立
場
﹄︵
一
九
八
五b

︶
や
﹃
寒
山
詩
﹄

︵
一
九
六
八c

︶、
大
乗
仏
教
を
基
礎
と
し
た
﹁
空
の
宗
教
哲
学
﹂

が
深
め
ら
れ
て
行
く
が
、一
九
八
二
年
の
論
文
﹁
空
と
即d

﹂
で
は
、

西
谷
宗
教
哲
学
の
最
後
的
な
境
涯
で
あ
る
﹁
一
即
零
、
零
即
多
、

そ
し
て
そ
の
二
つ
の
即
の
相
即e

﹂
の
立
場
が
開
示
さ
れ
る
。

西
谷
哲
学
に
独
特
な
事
柄
と
し
て
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克

の
問
題
が
究
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
究

明
は
、
田
辺
哲
学
に
お
け
る
﹁
社
会
存
在
の
論
理
﹂
と
し
て
の

﹁
種
の
論
理
﹂
を
も
継
承
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
可
能



5 

で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
西
谷
は
、Paul Tillich

が
﹃
組
織
神

学
﹄︵
一
九
五
一
ー
一
九
六
三
︶
の
中
で
、 ﹁
父
﹂、﹁
子
﹂、﹁
霊
﹂

そ
し
て
﹁
神
の
国
﹂
に
対
し
て
、
順
次
﹁
存
在
﹂︵Sein

︶、
実

存
︵Existenz
︶、
生
︵Leben

︶
そ
し
て
﹁
歴
史
﹂
を
対
応
さ
せ

て
い
る
の
と
類
似
し
て
、人
間
を
﹁
自
我
﹂
の
段
階
か
ら
﹁
実
存
﹂

の
段
階
へ
、実
存
の
段
階
か
ら
﹁
生
﹂︵
虚
無
的
個
︶
の
段
階
へ
、

そ
し
て
生
︵
虚
無
的
個
︶
の
段
階
か
ら
﹁
真
の
自
己
﹂
へ
と
発

展
的
に
、﹃
宗
教
と
は
何
か
﹄
の
中
で
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
個
に
お
け
る
自
覚
の
段
階
で
あ
る
、
人

間
の
個
の
側
の
自
我
、実
存
、生
︵
虚
無
的
個
︶
を
媒
介
と
し
て
、

万
物
に
通
底
し
て
い
る
真
の
自
己
が
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
、﹁
己

事
究
明
﹂
が
徹
頭
徹
尾
、
心
身
一
如
に
し
て
身
心
一
如
の
﹁
非

思
量
の
思
量
﹂で
思
索
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、

西
谷
哲
学
で
は
、
西
田
哲
学
の
﹁
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
﹂
と

田
辺
哲
学
の
﹁
種
の
論
理
﹂
と
の
両
論
理
が
土
台
と
な
り
、
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
が
そ
こ
で
克
服
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、﹁
一
即
零
、
零
即

多
、
そ
し
て
そ
の
二
つ
の
即
の
相
即
﹂
の
宗
教
哲
学
が
樹
立
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

以
上
、
西
田
・
田
辺
・
西
谷
哲
学
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
、

誰
も
が
共
通
に
挙
げ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、そ
れ
ぞ
れ
順
に
、﹁
絶

対
無
の
場
所
の
論
理
﹂、
社
会
存
在
の
論
理
と
し
て
の
﹁
種
の
論

理
﹂
そ
し
て
﹁
如
﹂︵tathata

︶
な
い
し
﹁
自
体
﹂︵suchness

︶

の
立
場
な
き
立
場
の
論
理
と
し
て
の
﹁
空
の
論
理
﹂
が
挙
げ
ら

れ
た
。
西
田
哲
学
の
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
は
、
田
辺
哲
学
や

西
谷
哲
学
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
田
辺
哲
学
で
の
絶

対
無
の
場
所
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
未
だ
幾
分
実
体
的
側

面
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
西
谷
哲
学
で
の
﹁
空
﹂
の
開
け

で
は
西
田
哲
学
の
場
所
は
、
見
る
立
場
に
し
て
同
時
に
働
く
立

場
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
も
の
の
﹁
如
﹂
あ
る
い
は
﹁
自
体
﹂

の
立
場
に
お
い
て
生
き
ら
れ
る
場
に
ま
で
究
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
事
実
は
、
田
辺
哲
学
と
西
谷
哲
学
に
お
い
て
は
、
本
稿
の

最
後
の
﹁
哲
学
の
転
換
﹂
に
お
い
て
論
究
さ
れ
る
よ
う
に
、﹁
種

の
論
理
﹂
が
﹁
哲
学
の
転
換
﹂
と
の
連
関
に
お
い
て
働
い
て
い

る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
西

田
哲
学
で
は
、﹁
種
﹂
の
論
理
は
﹁
表
現
﹂、﹁
表
現
作
用
﹂、﹁
表

現
的
一
般
者
﹂
と
の
連
関
の
う
ち
で
﹁
種
の
論
理
﹂
は
い
わ
ば

隠
れ
た
仕
方
で
働
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、﹁
哲
学
と

は
何
か
﹂
を
考
察
す
る
事
か
ら
結
果
し
て
く
る
﹁
哲
学
の
転
換
﹂
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に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
当
然
の
結
果
の
こ
と
と

言
い
得
る
。

し
か
し
な
が
ら
、西
田
哲
学
で
は
﹁
絶
対
の
否
定
性
﹂
と
﹁
創

造
性
﹂が
そ
こ
で
初
め
て
可
能
と
な
る﹁
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
﹂

が
、
田
辺
哲
学
で
は
﹁
種
の
論
理
﹂
と
そ
こ
か
ら
帰
結
し
て
く

る
後
述
の
よ
う
な﹁
哲
学
の
転
換
﹂︵
田
辺
哲
学
の
用
語
で
は﹁
懺

悔
道
と
し
て
の
哲
学
﹂︶
が
、
そ
し
て
西
谷
哲
学
で
は
﹁
空
の
論

理
﹂
と
そ
こ
か
ら
帰
結
し
て
く
る
﹁
哲
学
の
転
換
﹂
と
し
て
の

﹁
如
﹂
な
い
し
﹁
自
体
﹂
の
哲
学
と
が
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ぬ
全

世
界
の
哲
学
に
お
け
る
画
期
的
な
提
唱
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ

得
る
の
で
あ
る
。

西
田
哲
学
に
お
け
る
﹁
絶
対
無
﹂
は
、
既
述
の
三
哲
学
者
の

哲
学
に
共
通
し
て
い
る
。
二
十
一
世
紀
初
頭
の
現
代
に
お
い
て

は
、
文
化
，
特
に
哲
学
や
宗
教
哲
学
は
西
洋
あ
る
い
は
東
洋
と

い
う
一
方
だ
け
の
考
え
方
だ
け
で
は
も
は
や
適
切
と
は
言
え
な

い
。
現
代
に
お
い
て
は
ど
う
し
て
も
、
洋
の
東
西
に
共
通
す
る

思
惟
や
思
索
の
共
通
の
基
礎
が
必
要
で
あ
る
。
筆
者
に
お
い
て

は
、
そ
れ
は
、
思
惟
や
思
索
の
枠
組
み
な
い
し
は
基
礎
と
な
っ

て
い
る
普
遍
的
な
場
な
い
し
は
開
け
の
働
き
と
し
て
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
＂
絶
対
無
＂
で
あ
る
。
約
二
五
〇
〇
年
前
の
古
代
ギ
リ
シ

ア
の
哲
学
以
来
へ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
の
、
い
や
も
っ
と
徹
底

し
て
言
え
ば
M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
至
る
ま
で
の
思
惟
や
思
索
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
洋
の
東
西
に
共
通
の
も
の
と
し
て
は
、
相
対

有
、
相
対
無
、
絶
対
有
、
そ
し
て
虚
無
の
四
つf

し
か
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
例
え
ば
，
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る

﹁
神
性
の
無
﹂
は
、
例
外
的
に
こ
れ
ら
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
は

入
り
難
い
。
し
か
し
、
こ
の
﹁
神
性
の
無
﹂
と
て
，
未
だ
幾
分

か
中
世
的
な
実
体
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
﹁
絶
対
有
﹂
の

残
滓
が
垣
間
見
え
な
く
も
な
い
。
ま
た
、
M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

お
け
る
﹁
有
︵
存
在
︶
そ
れ
自
体
﹂︵das Sein selbst

︶
は
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
﹁
絶
対
有
﹂
に
で
は
な
く
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
﹁
絶
対

無
﹂
の
働
き
に
極
め
て
近
い
と
は
言
え
、﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
と
は
相
違
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
有

︵
存
在
︶
そ
の
も
の
﹂
の
立
場
に
は
、
他
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
立
場

を
支
え
生
か
す
と
い
う
よ
り
は
，
自
ら
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
働
き

を
生
か
す
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
﹁
有
自
体
﹂︵das Sein selbst

︶
に
は
、﹁
絶
対
無
﹂

に
独
特
の
働
き
で
あ
る
﹁
絶
対
の
否
定
性
﹂
と
﹁
創
造
性
﹂
と
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は
共
有
さ
れ
て
い
る
が
，﹁
絶
対
無
﹂
に
独
特
の
﹁
絶
対
の
否

定
性
﹂
に
伴
う
と
こ
ろ
の
こ
の
否
定
の
立
場
を
更
に
否
定
し
て

﹁
働
き
﹂
に
迸
り
で
て
く
る
愛(

ア
ガ
ペ
ー)

や
慈
悲
に
よ
っ
て
、

他
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
支
え
生
か

す
働
き
が
未
だ
明
確
と
は
言
い
難
い
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
田
哲
学
で
の
﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
の
働
き
は
、
他
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
立
場
を
、
自

ら
の
立
場
の
否
定
の
否
定
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

で
の
立
場
を
支
え
、
生
か
す
。
何
故
な
ら
ば
、
他
の
そ
れ
ぞ
れ

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
や
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
立
場
は
、

﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
何
ら
の
齟
齬
も
な
く
、
つ

ま
り
透
明
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
無
以
外
の

他
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
、
絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ

て
包
摂
さ
れ
て
、
五
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
相
互
に
透
明
な
関
係

に
あ
り
、
関
係
の
齟
齬
が
な
い
場
合
に
は
、﹁
絶
対
無
﹂
以
外
の

四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
働
き
は
，﹁
自
ず
か
ら
然
る
﹂
と
い
う

意
味
で
﹁
自
然
﹂
に
、﹁
絶
対
無
﹂
の
絶
対
の
否
定
性
の
否
定
か

ら
迸
り
で
る
愛(

ア
ガ
ペ
ー)

や
慈
悲
の
働
き
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
、
生
か
さ
れ
る
筈
で
あ
るg

。
こ
の
よ
う
な
支
え
や
生
ま
れ

変
わ
り
が
明
白
に
出
て
来
な
い
場
合
は
、
絶
対
無
と
他
の
各
々

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
の
関
係
の
間
に
関
係
の
齟
齬
が
生
じ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
と
他
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
の

齟
齬
が
未
だ
残
っ
て
い
た
り
、
リ
ズ
ム
や
調
和
が
整
っ
て
い
な

い
と
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

ブ
ラ
フ
ト
氏
に
は
、﹁
絶
対
無
﹂
の
﹁
否
定
の
否
定
﹂
の
働
き
に

よ
っ
て
自
然
に
迸
り
出
て
く
る﹁
愛(

ア
ガ
ペ
ー)

や
慈
悲
﹂が
、

理
念
的
に
も
実
践
的
に
も
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
京
都
学
派

の
哲
学
に
お
け
る
三
人
の
哲
学
者
に
は
未
だ
明
確
で
は
な
い
と

見
え
た
の
は
，
こ
れ
ら
三
哲
学
者
に
﹁
否
定
の
否
定
﹂
の
働
き

か
ら
自
ず
と
迸
り
で
て
く
る
筈
の
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て
の
愛
や
慈

悲
が
、
未
だ
十
分
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
理
念
的
に
だ
け
で
も
こ
れ
ら
の
働
き
を
明
確

に
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
何
し
ろ
、
西
欧
の
約
二
五
〇
〇
年
に
及
ぶ
主
流
の
伝
統
的

な
哲
学
を
包
摂
で
き
、
し
か
も
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
哲
学
や
宗

教
哲
学
を
提
唱
し
、
そ
れ
を
理
念
的
に
の
み
な
ら
ず
、
実
践
的

に
も
自
ら
の
生
︵life, Leben

︶
に
も
生
か
す
に
は
、
一
〇
〇
年
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以
上
の
年
月
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
理
論
と
実
践
の
両
面
か
ら
見
て
全
体
的
に

如
何
に
不
完
全
に
見
え
よ
う
と
も
、
こ
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の

世
界
の
哲
学
に
共
通
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
包
摂
で
き
る
よ

う
な
﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
提
唱
し
た
の
は
西
田
で
あ

っ
た
。
理
念
的
、
概
念
的
に
だ
け
で
あ
る
と
し
て
も
、﹁
絶
対
無

の
場
所
の
論
理
﹂、﹁
種
の
論
理
﹂
と
﹁
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
﹂、

﹁
空
の
論
理
﹂
と
﹁
一
即
零
、
零
即
多
，
そ
し
て
そ
の
二
つ
の
即

の
相
即
﹂
と
い
う
﹁
如
﹂
な
い
し
﹁
自
体
﹂
の
哲
学
が
提
唱
さ

れ
た
こ
と
自
体
が
、
世
界
の
哲
学
に
と
っ
て
、
決
し
て
忘
れ
ら

れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
言
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

如
何
に
優
れ
た
哲
学
、
宗
教
哲
学
と
い
え
ど
も
、
A
・
N
・
ホ

ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
も
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
時
代
と
共
に
超
克
さ

れ
な
い
哲
学
も
な
け
れ
ば
、
宗
教
哲
学
も
な
い
し
、
批
判
さ
れ

な
い
哲
学
も
な
け
れ
ば
宗
教
哲
学
も
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
の
、
こ
れ
は
筆
者
の
論
考
で
あ
る
こ
と

は
、
勿
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
田
辺
哲
学
の
核
心
で
あ
る
﹁
種

の
論
理
﹂
と
西
谷
哲
学
の
要
で
あ
る
﹁
空
﹂
な
い
し
﹁
如
﹂
の

論
理
と
，
両
者
に
お
け
る
哲
学
の
宗
教
哲
学
へ
の
転
換
に
つ
い

て
は
、
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　 

両
極
的
な
も
の
の
根
源
か
ら
の
思
索

西
田
の
﹁
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
﹂
で
は
、﹁
心
身
一
如
﹂
に

お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
﹁
身
心(

し
ん
じ
ん)

一
如
﹂

に
お
け
る
﹁
両
極
性h

﹂
は
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
﹁
一
﹂

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
存
在
論
と
し
て
の
哲
学

に
お
い
て
で
は
な
く
、絶
対
無
の
場
所
に
お
け
る﹁
自
覚
の
哲
学
﹂

に
お
い
て
成
り
立
つ
事
柄
で
あ
る
。
両
極
性
は
、
相
対
有
、
相

対
無
、
絶
対
有
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
は
二
元
性
と
見
な
さ

れ
、
虚
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
は
、
二
元
性
と
見
な
さ
れ

る
こ
と
は
超
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
両
極
性
や
対
極
と
い
う
あ

り
方
そ
の
も
の
が
妥
当
し
な
く
な
る
。
虚
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に

お
い
て
は
、
一
切
は
無
価
値
、
無
目
的
、
無
意
義
と
な
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い

て
の
み
、
身
心
一
如
の
レ
ベ
ル
で
の
一
切
の
両
極
性
は
、
両
極

の
ま
ま
、
対
立
矛
盾
の
ま
ま
で
、
同
一
的
に
成
り
立
つ
。
と
い

う
の
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
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お
い
て
は
、
他
の
各
々
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
立
場
は
そ
れ
ぞ
れ

否
定
さ
れ
、
絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
自
ら
の
立
場
の
否
定
が
更

に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
迸
り
で
て
く
る
愛(

ア
ガ
ペ
ー)

と
慈
悲
の
働
き
に
よ
っ
て
、
支
え
ら
れ
、
生
き
返
り
、
働
き
だ

す
こ
と
が
可
能
と
な
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ブ
ラ
フ
ト
氏
の
種
々
の
疑
問
は
両
極
性
の
い
ず

れ
か
一
方
に
偏
す
る
所
か
ら
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
諸

疑
問
点
に
関
連
し
て
の
両
極
性
を
、
以
下
の
十
項
目
に
亘
っ
て

取
り
上
げ
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
根
底
に
は
、
無
実
体
的
な
思
考

方
法
と
実
体
的
な
思
考
法
の
両
極
性
が
存
す
る
が
、
こ
の
両
極

性
に
つ
い
て
は
、
最
後
的
に
は
そ
の
根
源
的
﹁
一
﹂
が
露
わ
と

な
る
筈
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
そ
の
十
項
目
の
両
極

性
と
は
、以
下
の
よ
う
で
あ
る
。①
自
覚
の
哲
学
と
存
在
の
哲
学
、

　

②
無
実
体
的
な
哲
学
と
実
体
的
な
哲
学
、　

③
経
験
性
と
合
理

性
、
④
目
的
論
と
機
械
論
、
⑤
非
連
続
性
と
連
続
性
、 

⑥
時
と

永
遠
、 

⑦
物
質
と
精
神
、⑧
過
程
と
実
在
、⑨
真
の
自
己
と
自
我
、

⑩
哲
学
と
哲
学
の
哲
学
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
十
項
目
に
及
ぶ
両
極
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一

つ
の
事
柄
︵
本
稿
で
は
自
然
、
人
間
、
超
越
的
次
元
︶
が
二
つ

の
極
に
分
か
れ
て
出
来
上
が
っ
た
項
目
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
項

目
は
、
外
見
的
、
対
象
的
に
は
、
各
々
の
項
目
の
最
初
の
項
は

具
体
的
側
面
で
、
一
番
目
の
項
は
、
多
少
当
て
は
ま
り
難
い
も

の
も
あ
る
が
大
体
に
お
い
て
、
最
初
の
項
の
抽
象
化
し
た
側
面

で
あ
る
と
理
解
さ
れ
得
る
。
西
田
で
は
、﹁
自
己
と
世
界
﹂
の
両

極
の
根
源
か
ら
の
哲
学
が
目
指
さ
れ
て
、
両
極
の
根
源
的
﹁
一
﹂

か
ら
哲
学
さ
れ
よ
う
と
し
て
、﹁
絶
対
無
﹂
の
哲
学
が
提
唱
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ブ
ラ
フ
ト
氏
で
大
き
な
問
題
と

な
っ
て
い
る
両
極
性
の
項
目
で
、
先
ず
①
自
覚
の
哲
学
と
存
在

の
哲
学
は
、キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
︵
一
八
一
三
ー
五
五
︶
が
﹁
自
覚
﹂

の
実
存
思
想
を
提
唱
以
来
、
両
極
的
と
見
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
未
だ
幾
分
か
実
体
的

な
神
が
存
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、﹁
自
覚
﹂
の
哲
学
と

﹁
存
在
﹂
の
哲
学
の
両
者
の
根
源
に
遡
り
、
両
者
の
根
源
か
ら
哲

学
し
て
い
る
の
が
、
西
田
の
﹁
絶
対
無
の
神
﹂
の
哲
学
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
自
覚
と
存
在
と
の
根
源
の
場
は
﹁
絶
対
無
の
場

所
﹂
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
西
田
哲
学
で
の
﹁
絶
対
無
の
場
所
﹂

で
の
場
所
と
は
、
そ
こ
で
思
惟
や
思
索
や
生
の
営
み
が
行
わ
れ

る
基
盤
な
い
し
は
枠
組
み
と
し
て
の
普
遍
の
立
場
と
し
て
妥
当
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す
る
次
元
が
表
現
さ
れ
て
い
る
用
語
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
哲

学
で
は
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
場
の
開
け
と
し
て
の
一
般
者

の
場
所
は
、
先
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
主
語
論
理
が
妥
当

す
る
判
断
的
一
般
者
と
見
な
さ
れ
、
次
い
で
、
述
語
的
論
理
が

妥
当
す
る
自
覚
的
一
般
者
へ
と
突
破
し
、
第
三
に
カ
ン
ト
的
な

叡
智
的
一
般
者
や
狭
義
の
行
為
的
一
般
者
を
も
包
摂
す
る
表
現

的
一
般
者i

へ
と
進
み
、
第
四
に
﹁
絶
対
無
の
場
所
﹂
が
具
体
化

さ
れ
た
﹁
弁
証
法
的
一
般
者j

﹂
と
な
っ
て
い
る
。﹁
弁
証
法
的
一

般
者
﹂
の
立
場
は
、﹁
行
為
的
直
観
﹂
の
立
場
へ
と
直
接
化
さ
れ
、

こ
れ
は
究
極
的
に
は
﹁
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
世
界
﹂︵=

も
の
を
創

造
的
に
作
る
世
界
︶
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
用
語
は
変
化

し
深
ま
っ
て
行
く
と
は
言
え
、
西
田
哲
学
で
の
最
後
の
完
成
論

文
﹁
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
﹂
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

ま
さ
に
﹁
絶
対
無
の
場
所
﹂
に
お
い
て
、
先
に
挙
げ
た
①
か
ら

⑨
ま
で
の
諸
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
の
両
極
の
同
一
性
は
、﹁
絶
対
矛

盾
的
自
己
同
一
的
﹂
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
自
然
や
人
間
や
﹁
出

来
事
﹂︵
超
越
の
次
元
︶
と
い
う
思
索
の
事
柄
の
理
解
の
仕
方
が

両
極
的
に
分
け
ら
れ
た
場
合
、
各
々
の
両
極
の
根
源
は
、﹁
絶
対

無
の
場
所
﹂
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
先
に
挙
げ
た
両

極
的
な
①
か
ら
⑩
ま
で
の
項
目
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
両
極

の
根
源
的
﹁
一
﹂
か
ら
の
哲
学
の
あ
り
方
を
簡
単
に
見
て
行
く

こ
と
に
し
た
い
。

先
ず
、
①
の
﹁
自
覚
﹂
の
哲
学
と
﹁
存
在
﹂
の
哲
学
と
の
両

極
性
の
根
源
か
ら
の
哲
学
は
、
西
田
哲
学
以
前
に
も
、
先
ず
実

際
に
M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本

稿
で
は
詳
論
を
省
き
た
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
簡
略
に
理
解
さ
れ

る
な
ら
ば
、 

ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
、﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は

未
知
の
概
念
で
あ
り
、
西
田
哲
学
の
意
味
で
の
﹁
絶
対
無
﹂
の

用
語
も
未
だ
一
般
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
で
の
解
釈
学
的
現
象
学
で
の
試
み
は
、
西
田
に
お
け
る
自

覚
と
存
在
と
の
根
源
か
ら
の
﹁
絶
対
無
の
哲
学
﹂
と
は
相
違
し

て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
で
の
始
原
へ
の
遡
及
は
﹁
も
う

一
つ
の
思
索
﹂
の
道
と
し
て
の
﹁
詩
作
﹂
の
道
へ
と
開
け
る
が
、

西
田
で
は
、
華
厳
宗
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、﹁
理
事
無
礙
﹂
の
哲

学
と
な
る
。
次
い
で
、②
の
﹁
無
実
体
的
に
成
り
立
つ
哲
学
﹂︵
以

下
﹁
無
実
体
的
哲
学
﹂
と
略
記
︶
と
実
体
的
に
成
り
立
つ
哲
学
﹂

︵
以
下
﹁
実
体
的
哲
学
﹂
と
略
記
︶
と
の
両
極
性
の
根
源
か
ら
の

哲
学
は
、
哲
学
史
上
で
は
西
田
以
前
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
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い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン

の
観
念
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
と
融
合
し
、
そ
の
後
、
西

欧
の
古
代
、
中
世
、
近
世
の
主
流
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学

は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
、
実
体
的
な
観
念
論
と
し
て
歩
み

続
け
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
我
を
破
っ
て
真
の
自
己
と

見
な
さ
れ
た
実
存
の
思
想
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
繰
り

広
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
神
と
人
間
と
を
関
係
性
の
う
ち
で
理

解
し
よ
う
と
し
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
思
想
に
お
い
て
も
、

実
体
と
し
て
の
神
が
未
だ
垣
間
見
え
て
い
る
。
そ
の
上
、
人
間

の
実
存
と
の
関
係
性
の
う
ち
で
理
解
さ
れ
よ
う
と
し
た
神
は
、

未
だ
自
ら
の
立
場
の
み
を
絶
対
視
す
る
宗
教
性
B
に
お
け
る
神
、

即
ち
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
し
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
田

で
の
、
関
係
性
を
も
超
脱
し
た
無
実
体
性
と
実
体
性
と
の
根
源

的
一
か
ら
の
哲
学
で
は
、
神
は
絶
対
無
と
理
解
さ
れ
る
に
至
る
。

そ
の
場
合
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
絶
対
無
は
他
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
で
の
思
惟
や
思
索
の
立
場
を
、
道
元
の
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
で
語

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
﹁
非
思
量
の
思
量
﹂
で
、
つ
ま
り
、
鈴
木

大
拙
の
語
る
所
謂
﹁
無
分
別
の
分
別
﹂
で
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て
の

愛
や
慈
悲
で
支
え
、
生
か
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
絶
対
無
の

否
定
の
否
定
に
よ
っ
て
迸
り
出
て
く
る
筈
の
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て

の
愛
や
慈
悲
が
他
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
立
場
を
支
え
、
生
か
す

こ
と
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
絶
対
無
の
立
場
は
、
未

だ
本
当
に
は
、
否
定
の
否
定
を
潜
り
抜
け
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
西
欧
の
主
流

の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
が
、
実
体
的
、
観
念
論
的
で
あ
る

経
緯
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
じ
て
い
る
の
でk

、
詳
論
は

こ
こ
で
は
省
き
た
い
。

③
の
﹁
経
験
性
と
合
理
性
﹂
の
根
源
的
﹁
一
﹂
か
ら
の
哲
学

は
、
西
田
以
外
に
も
、
例
え
ば
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が

試
み
て
い
る
。し
か
し
、ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
は
、

西
田
に
お
い
て
と
同
様
プ
ラ
ト
ン
の
﹃
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
﹄
の
場

所
︵chora

︶
が
使
用
さ
れl

な
が
ら
も
、
絶
対
無
の
場
所
へ
突
破

し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
何
故
な
ら
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド

に
お
い
て
は
、
場
所
よ
り
も
﹁
場
所
﹂
が
形
と
な
っ
た
と
理
解

さ
れ
得
る
﹁
永
遠
的
客
体
﹂︵eternal object

︶
が
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
田
哲
学
で

は
、﹁
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
絶
対
現
在
﹂
が
﹁
場
所
﹂
と
理
解

さ
れm

、
華
厳
宗
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
西
田
の
哲
学
は
、
事
実
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の
世
界
の﹁
亊
﹂と
真
理
で
あ
る
実
在
の
世
界
の﹁
理
﹂と
が﹁
一
﹂

と
見
な
さ
れ
る
﹁
理
事
無
礙n

﹂
の
哲
学
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
①
か
ら
⑩
ま
で
の
両
極
性
の
根
源
は
、﹁
絶
対
無
﹂
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
に
ま
で
遡
る
時
に
初
め
て
、
そ
れ
ら
の
各
々
の
両

項
は
、
西
田
の
語
る
﹁
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
﹂
な
あ
り
方

で
﹁
一
﹂
に
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
例
と
し
て
挙
げ
た
①
の

M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
②
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
③
の
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
絶
対
無
以
外
の
他
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
を
包
摂
す
る
よ
う
な
﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
は
突
破

し
得
て
い
な
い
。
次
の
④
の
﹁
機
械
論
と
目
的
論
﹂
の
根
源
的

一
か
ら
の
哲
学
の
試
み
は
、
西
田
に
お
い
て
は
﹁
表
現
的
﹂
と

語
ら
れ
、
こ
の
働
き
は
、﹁
表
現
的
形
成
作
用
﹂
と
名
づ
け
ら

れ
て
い
る
。﹁
表
現
的
﹂
と
は
西
田
で
は
、﹁
絶
対
無
﹂
の
場
所

が
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
世
界
が
表
現
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
一
度
抽
象
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
フ

ッ
サ
ー
ル
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
ノ
エ
シ
ス
の
世
界
を
も
う
一

度
ノ
エ
マ
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
西
田
で
の
歴
史
は
、
こ
の
よ

う
な
世
界
の
表
現
的
形
成
作
用
と
人
間
の
個
の
目
的
的
形
成
作

用
と
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
で
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
﹁
目

的
論
と
機
械
論
﹂
の
根
源
的
一
か
ら
の
表
現
の
哲
学
は
、
西
田

独
自
の
哲
学
と
言
い
得
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
出
エ
ジ
プ
ト

記
三
ー
一
四
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ボ
ー
マ
ン

︵Thorleif  Bom
an

、
一
八
九
四
ー
一
九
四
八
︶
や
こ
れ
に
賛
同

し
て
の
有
賀
鐵
太
郎
︵
一
八
九
九
ー
一
九
七
七
︶
の
解
釈
に
お

け
る
、
生
成
す
る
出
来
事
の
中
に
働
く
働
き
と
し
て
の
神
と
い

う
神
理
解
に
も
、﹁
目
的
論
と
機
械
論
﹂
の
根
源
的
一
か
ら
の
、

い
わ
ば
﹁
今
、
こ
こ
﹂
か
ら
始
ま
る
歴
史
観
が
見
ら
れ
る
こ
と

も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑤
の[

非
連
続
性
と
連
続
性]

の
根
源
的
一
か
ら
の
哲
学
は
、

⑥
の
﹁
時
と
永
遠
﹂
や
⑧
の
﹁
過
程
と
実
在
﹂
の
根
源
的
一
か

ら
の
哲
学
と
関
連
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
︵
三
五
四
ー

四
三
〇
︶
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
究
明
さ
れ
て
き
て
い

る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
瞬
間
は
永
遠
の
ア
ト
ム
で
あ
る
と

理
解
し
、
永
遠
は
時
の
真
っ
直
中
で
初
め
て
成
り
立
つ
と
考
え

た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
非
連
続
性
と
連
続
性
と
の

根
源
的
﹁
一
﹂
で
あ
る
よ
う
な
非
連
続
的
な
連
続
と
い
う
あ
り

方
で
成
り
立
つ
時
や
歴
史
や
過
程
が
、
西
田
以
前
に
も
見
ら
れ

る
。
し
か
し
、﹁
過
程
と
実
在
﹂
の
根
源
的
一
か
ら
の
哲
学
は
、
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絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
で
な
い
と
、
明
確
に
は
成

り
立
ち
難
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
、
A
・

N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
後
半
期
の
精
神
哲
学
の
主
著
﹃
過
程

と
実
在
﹄︵
一
九
二
九
︶
で
は
、先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、﹁
場
所
﹂

の
形
と
理
解
さ
れ
得
る
永
遠
的
客
体
︵eternal object

︶
が
﹁
場

所
﹂
よ
り
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
、
過
程
が
そ
の

ま
ま
実
在
に
ピ
ッ
タ
リ
と
﹁
一
﹂
に
成
り
立
つ
と
理
解
し
得
る

た
め
に
は
、
永
遠
的
客
体
が
場
所
と
﹁
一
﹂
で
あ
る
と
理
解
さ

れ
得
る
の
で
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

で
は
そ
よ
う
に
は
理
解
し
難
い
。
し
か
し
、
西
田
の
﹁
絶
対
無
﹂

の
場
所
に
お
い
て
は
、
過
程
と
実
在
の
根
源
的
一
は
可
能
で
あ

る
。
何
故
な
ら
ば
、西
田
で
の
場
所
は
、先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

﹁
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
絶
対
現
在o

﹂
で
あ
り
、
矛
盾
的
自
己
同

一
的
な
絶
対
現
在
に
お
い
て
は
、
過
程
と
実
在
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、﹁
一
﹂
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
い
で
⑦
の
﹁
物
質
と
精
神
﹂
の
根
源
的
一
か
ら
の
哲
学
は
、

西
田
の
﹁
絶
対
無
﹂
の
場
所
の
論
理
︵
一
九
二
六
︶
の
提
唱

の
約
一
年
後
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
﹃
有
と
時
﹄︵Sein und Zeit, 



︶
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
二
年
後
に
は
A
・
N
・
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
の
﹃
過
程
と
実
在
﹄︵
一
九
二
九
︶
に
お
い
て
、
試
み

ら
れ
て
い
る
。
⑨
の
﹁
自
我
と
真
の
自
己
﹂
の
根
源
的
一
か
ら

の
哲
学
は
、
西
田
に
お
い
て
は
、
既
に
﹃
善
の
研
究
﹄
の
﹁
純

粋
経
験
﹂
に
お
い
て
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

で
の
哲
学
と
い
う
よ
り
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
言
う
と
﹁
相
対
無
﹂

な
い
し
﹁
絶
対
有
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
哲
学
と
な
っ
て
い
る

の
で
、
自
我
と
真
の
自
己
と
の
根
源
的
一
は
、
そ
れ
ほ
ど
定
か

で
は
な
い
。
ま
た
、
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の

哲
学
は
、
既
述
の
よ
う
に
、﹁
絶
対
無
﹂
の
場
所
で
は
な
く
、
そ

れ
が
形
と
な
っ
た
﹁
永
遠
的
客
体
﹂
が
、
積
極
的
な
働
き
を
な

し
て
い
る
た
め
に
、
自
我
と
真
の
自
己
と
の
根
源
的
一
か
ら
の

哲
学
と
い
う
よ
り
は
、む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
根
源
的
一
を﹁
合
生
﹂

︵concrescence

︶
と
﹁
満
足
﹂︵satisfaction

︶
に
よ
っ
て
求
め

て
行
く
﹁
生
成
の
哲
学
﹂
と
な
っ
て
い
る
。
⑩
の
﹁
哲
学
と
哲

学
の
哲
学
﹂
に
つ
い
て
は
、
最
後
の
四
、﹁
哲
学
の
転
換
﹂
に
お

い
て
論
究
し
た
い
。

以
上
、
西
田
哲
学
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
﹁
絶
対
無
の
場
所
﹂

に
お
い
て
は
、
心
身
一
如
の
み
な
ら
ず
身
心
一
如
の
レ
ベ
ル
で
、
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哲
学
は
、
現
代
で
は
最
早
受
入
れ
ら
れ
ず
、
も
し
等
閑
視
さ
れ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
代
の
哲
学
不
要
論
に
単
に
加
勢
す
る
に

過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
宗
教
哲
学
の
新
し
い

可
能
性
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
の
経
験
性
と
は
、
勿
論
心
身

一
如
の
﹁
行
﹂
を
も
含
め
て
い
る
。
い
や
、
含
め
て
い
る
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
、﹁
行
﹂
が
核
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

西
田
の
純
粋
経
験
に
お
け
る
よ
う
な
根
本
経
験
と
は
、
先
に
挙

げ
た
十
項
目
に
亘
る
両
極
性
の
み
な
ら
ず
、
身
心
一
如
の
領
域

な
い
し
は
レ
ベ
ル
に
お
け
る
一
切
の
両
極
が
﹁
一
﹂
と
し
て
露

わ
に
開
け
て
く
る
よ
う
な
場
所
、
つ
ま
り
、
西
田
の
用
語
を
借

り
る
な
ら
ば
、
先
に
挙
げ
た
絶
対
の
﹁
矛
盾
的
自
己
同
一
的
現

在p

﹂が
経
験
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。西
田
に
見
ら
れ
る
よ
う
な﹁
矛

盾
的
自
己
同
一
的
現
在
﹂
が
経
験
さ
れ
る
こ
と
は
、
真
の
自
己

の
目
覚
め
の
契
機
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
根

本
経
験
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
、
無
論
、
容
易
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
西
田
哲
学
は
、﹁
純
粋
経
験
﹂
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
し
か
し
、
田
辺
や
西
谷
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な

根
本
経
験
は
、
年
齢
で
言
え
ば
、
そ
れ
よ
り
も
二
〇
年
前
後
の

年
を
経
た
六
〇
歳
前
後
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
田
辺
で
は
六
一

主
客
分
離
の
対
象
論
理
で
は
い
わ
ば
二
元
論
と
な
っ
て
い
る
二

つ
の
極
が
、
根
源
的
一
か
ら
哲
学
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
試
み
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
も

遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、ご
く
簡
略
に
、粗
雑
に
で
は
あ
る
が
、

示
さ
れ
た
。

三
　
両
極
性
の
根
源
で
の
根
本
経
験

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
以
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る

ま
で
の
西
欧
の
主
流
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
に
お
い
て

は
、
理
念
性
や
合
理
性
が
重
視
さ
れ
、
人
間
の
現
実
の
生
活
に

お
け
る
経
験
性
は
、
い
わ
ば
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
デ
カ
ル
ト
︵
一
五
九
六
ー
一
六
五
〇
︶
に

よ
る
よ
う
な
合
理
論
と
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ッ
ク
︵
一
六
三
二
ー

一
七
〇
四
︶
に
よ
る
よ
う
な
経
験
論
と
の
両
者
の
長
所
を
生
か

そ
う
と
し
て
両
者
の
根
源
か
ら
哲
学
を
始
め
た
イ
ギ
リ
ス
の

A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
同
様
に
、
西
田
も
理
念
や
観
念

か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
経
験
を
も
同
時
に
重
ん
じ
て
、﹁
純
粋
経

験
﹂
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
経
験
性
が
等
閑
視
さ
れ
る
よ
う
な
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容
易
で
は
な
い
。

田
辺
哲
学
に
お
い
て
は
、
理
系
の
学
問
と
文
系
の
学
問
と
の

両
極
性
が
一
に
な
る
次
元
ま
で
究
め
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
得
る

﹃
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
﹄
が
生
ま
れ
出
て
い
る
。
西
谷
哲
学
に

お
い
て
は
、
一
七
世
紀
以
来
の
対
象
的
思
惟
や
計
算
に
基
づ
く
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
所
謂
﹁
組
︲
立
﹂︵G

e-stell

︶
の
科
学
・
技
術

の
世
界
か
ら
結
果
し
、
更
に
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
西
欧
の
主
流

の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
の
、
こ
れ
も
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

特
徴
づ
け
て
い
る
よ
う
な
﹁
有
︲
神
︲
論
﹂︵O

nto-theo-logie

︶

の
結
果
︵G

eschick

＝
命
運
︶
と
し
て
生
じ
て
来
た
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
克
服
の
問
題
が
、﹁
根
本
経
験
﹂
に
至
る
以
前
に
大
き
な
問

題
と
し
て
残
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、田
辺
哲
学
に
お
い
て
は
﹁
社

会
存
在
の
論
理
﹂
で
あ
っ
た
﹁
種
の
論
理
﹂
が
、
西
谷
哲
学
に

お
い
て
は﹁
己
亊
究
明
﹂に
お
け
る
各
人
の﹁
人(

に
ん)

﹂の﹁
遍

歴
の
論
理
﹂
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
途
上
で
、
田
辺
哲
学
と

西
谷
哲
学
と
の
両
者
に
お
い
て
は
、
哲
学
か
ら
宗
教
哲
学
へ
の

転
換
が
生
じ
て
い
る
。
前
者
で
は
哲
学
か
ら
﹁
懺
悔
道
と
し
て

の
哲
学
﹂
へ
の
、
つ
ま
り
、
宗
教
哲
学
へ
の
、
後
者
で
は
、
哲

学
か
ら
﹁
如
﹂
な
い
し
﹁
自
体
﹂
の
宗
教
哲
学
へ
の
転
換
が
。

歳
で
出
版
し
た
﹃
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
﹄(

一
九
四
六)

に
お

い
て
、
ま
た
西
谷
に
お
い
て
は
六
一
歳
で
出
版
し
て
い
る
﹃
宗

教
と
は
何
か
﹄
に
お
い
て
、
既
述
の
根
本
経
験
が
開
示
さ
れ
て

い
る
。
根
本
経
験
に
お
い
て
は
、
人
間
の
個
に
全
人
的
な
大
転

換
が
生
ず
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
自
我
は
実
存
へ
と
脱

自
的
に
生
き
得
る
よ
う
に
な
り
、
実
存
は
虚
無
的
個
と
し
て
の

生
を
も
生
き
抜
か
ざ
る
を
得
ず
、
虚
無
的
生
に
生
き
る
個
は
、

そ
の
極
み
に
お
い
て
、
自
ら
を
否
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
否

定
で
は
、他
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
立
場
を
包
摂
す
る
﹁
絶

対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
否
定
の
否
定
と
い
う
二
重
の
否
定
の

働
き
か
ら
迸
り
出
て
く
る
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て
の
愛
や
慈
悲
に
よ

っ
て
、真
の
自
己
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。し
か
し
、

人
間
の
個
が
こ
の
よ
う
に
、
自
我
か
ら
実
存
へ
、
実
存
か
ら
虚

無
的
生
へ
、
そ
し
て
最
後
に
﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
働

き
に
よ
っ
て
、
虚
無
的
生
か
ら
真
の
自
己
へ
と
遍
歴
し
て
行
く

過
程
は
、
生
易
し
い
道
程
で
は
な
い
。
丁
度
、
廓
庵
禅
師
の
﹃
十

牛
図
﹄
に
お
い
て
一
々
の
各
図
に
は
す
べ
て
の
図
が
同
時
に
含

ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
瞬
時
瞬
時
、
真
の
自
己
が
露
わ
に
生
き

ら
れ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
が
各
人
に
自
ら
自
覚
さ
れ
る
こ
と
は
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お
い
て
﹁
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
在
り
﹂
と
、
初
め
て
個
の
自
我

が
哲
学
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け

る
自
我
は
、
主
観
︲
客
観
︲
図
式
の
枠
内
で
生
き
る
自
我
で
あ
り
、

そ
の
自
我
が
何
で
あ
る
か
の
内
実
を
自
覚
す
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
カ
ン
ト
は
人
間
の
個
は
、
他
者
の
た
め
の
単
な
る
道
具

や
手
段
の
み
に
は
決
し
て
な
り
得
な
い
自
律
的
人
格
の
尊
厳
性

を
樹
立
し
た
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
主
客
の
対
立
を

一
層
徹
底
化
し
て
し
ま
っ
た
。　

ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
後
半
期

の
哲
学
は
、
個
の
立
場
を
生
か
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ヘ
ー

ゲ
ル
で
の
個
は
、
絶
対
理
念
と
し
て
の
神
が
自
発
自
転
的
に
展

開
し
て
行
く
過
程
に
お
け
る
、
つ
ま
り
神
が
通
り
抜
け
て
行
く

途
上
で
の
単
な
る
器︵
う
つ
わ
︶で
し
か
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学

が
、
心
身
一
如
に
し
て
、
同
時
に
身
心
一
如
の
、
し
か
も
主
客

未
分
離
に
し
て
同
時
に
﹁
自
己
と
世
界
﹂、﹁
一
と
多
﹂、﹁
物
質

と
精
神
﹂
を
始
め
と
す
る
身
心
一
如
の
次
元
で
の
、
対
象
論
理

的
に
は
﹁
絶
対
的
に
矛
盾
す
る
﹂
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
両

極
が
﹁
一
﹂
に
成
り
立
つ
哲
学
が
、
西
田
の
﹁
絶
対
無
の
哲
学
﹂

と
し
て
樹
立
さ
れ
た
。
無
論
、
西
田
以
前
に
も
、
た
と
え
ば
、

四
　
哲
学
の
転
換
（
哲
学
か
ら
宗
教
哲
学
へ
）

哲
学
の
理
解
に
は
、
種
々
様
々
存
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
ギ
リ

シ
ア
語
の
語
源
か
ら
理
解
す
れ
ば
、philo

とsophia 

が
結
合
し

たphilosophia 
の
意
味
と
な
り
、
知
恵
︵sophia

︶
を
愛
す
る

︵philo

︶
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
約
二
五
〇
〇
年
の
哲
学
の

歩
み
の
途
上
で
、
心
身
一
如
の
﹁
知
恵
へ
の
愛
﹂
は
、
身
体
を

等
閑
視
し
た
単
な
る
知
的
な
﹁
知
識
へ
の
愛
﹂
に
変
化
し
て
来

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
上
、
永
遠
で
、
普
遍
で
、
不
変
な
イ

デ
ア
を
中
心
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
観
念
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の

神
と
、
特
に
西
欧
の
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
実
体
的
な
、

つ
ま
り
永
遠
で
、
普
遍
で
、
不
変
な
神
と
い
う
神
理
解
と
が
融

合
し
て
、
理
性
や
精
神
を
人
間
の
本
質
と
し
て
偏
重
し
、
人
間

の
身
体
を
等
閑
視
す
る
実
体
的
哲
学
が
、
哲
学
と
見
な
さ
れ
る

に
至
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
そ
の
途
上
で
は
常
に
理
念
的
な
、

永
遠
で
普
遍
で
不
変
な
無
時
間
的
な
真
理
が
偏
重
さ
れ
、
人
間

の
一
人
ひ
と
り
の
個
の
立
場
は
、
重
視
さ
れ
な
い
ま
ま
に
哲
学

は
形
成
さ
れ
、
普
遍
の
立
場
と
し
て
の
世
界
が
重
視
さ
れ
、
個

の
立
場
は
蔑
︵
な
い
が
し
ろ
︶
に
さ
れ
て
来
た
。
デ
カ
ル
ト
に
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一
如
の
次
元
で
開
け
て
い
る
根
源
的
次
元
で
は
、﹁
一
﹂
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
開
け
、
根
源
的
次
元
は
絶
対
の
﹁
矛
盾
的
自

己
同
一
的
な
絶
対
現
在
﹂
と
し
て
﹁
絶
対
無
の
場
所
﹂
と
名
づ

け
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
﹁
現
在
﹂
で
の
経
験
が
、
世
界
と
の
連

関
の
中
で
、
生
涯
に
亘
っ
て
探
求
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
根
本
経
験
が
核
心
と
な
っ
て
い
る
西
田
哲
学
は
、
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
﹁
理
事
無
礙
﹂
の
哲
学
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
類
や
個
の
立
場
で
の
疎
外
や
自
己
疎
外
の
問
題
や
、
そ
れ

ら
が
世
界
の
レ
ベ
ル
ま
で
拡
大
さ
れ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
、

入
り
来
り
得
な
い
。
そ
れ
ら
の
問
題
は
、﹁
純
粋
経
験
﹂
に
お
い

て
既
に
超
脱
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
田
辺
哲
学
や
西
谷
哲
学
に
お
い
て
は
、
出
発
点
は
、

純
粋
経
験
の
よ
う
な
根
本
経
験
で
は
な
い
。
根
本
経
験
に
行
き

着
く
ま
で
の
艱
難
辛
苦
に
満
ち
た
行
路
が
あ
る
。
一
方
の
田
辺

哲
学
で
は
、
根
本
経
験
ま
で
の
前
段
階
は
﹁
種
の
論
理
﹂
で
説

明
さ
れ
、
自
我
や
実
存
は
、
哲
学
の
変
換
と
同
時
に
、
死
復
活

に
よ
っ
て
真
の
自
己
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
、
哲
学
は
﹁
懺
悔
道

と
し
て
の
哲
学
﹂へ
と
変
転
す
る
。
他
方
の
西
谷
哲
学
で
は
、﹃
宗

教
と
は
何
か
﹄
に
開
か
れ
て
い
る
よ
う
な
根
本
経
験
に
開
け
る

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来

ヘ
ー
ゲ
ル
な
い
し
ニ
ー
チ
ェ
に
至
ま
で
の
哲
学
を
覆
そ
う
と
し

た
。
前
者
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
後
へ
ー
ゲ
ル

に
至
る
西
欧
の
主
流
の
本
質
哲
学
で
あ
る
第
一
哲
学
に
対
し
て
、

第
一
哲
学
が
等
閑
視
し
て
き
た
不
安
、
絶
望
、
悪
、
罪
、
自
由
、

愛
等
々
を
中
心
的
な
問
題
と
す
る
自
ら
の
実
存
思
想
を
第
二
哲

学
と
名
づ
け
た
。
ま
た
後
者
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
西
欧
の
主
流

の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
を
有
︲
神
︲
論
︵O

nto-theo-logie

︶

と
特
徴
づ
け
、
か
つ
そ
れ
を
批
判
し
、
有
そ
の
も
の
︵das Sein 

selbst

︶
の
性
起
︵Ereignis

︶
に
お
け
るG

e-viert

︵
四
方
域
︶

のSpiegel-spiel

︵
映
︲
働
＝
映
し
合
い
︲
働
き
合
う
こ
と
︶
の

哲
学
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
両
者
の
哲
学
は
、
こ
れ

ま
で
の
世
界
に
お
け
る
哲
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム︵
相
対
有
、相
対
無
、

絶
対
有
、
虚
無
︶
の
立
場
を
包
摂
し
、
し
か
も
自
ら
の
立
場
を

絶
対
否
定
し
て
、
同
時
に
他
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
立
場
を
支
え
、

か
つ
生
か
す
よ
う
な
﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
は
開
け
て

行
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
開
け
へ
と
開
け
て

行
っ
た
の
は
、
西
田
で
あ
っ
た
。﹁
自
己
と
世
界
﹂、﹁
一
と
多
﹂、

﹁
物
質
と
精
神
﹂
等
を
始
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
両
極
性
が
、
身
心
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同
時
に
実
現
す
る
。
つ
ま
り
、
閉
じ
ら
れ
た
自
我
か
ら
万
物
に

通
底
す
る
開
か
れ
た
自
己
へ
の
変
転
と
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
理

性
が
土
台
と
な
っ
て
い
る
哲
学
が
、
哲
学
の
始
原
へ
と
遡
及
し
、

有-

神-

論
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
形
而
上
学
と
し
て
の
哲

学
が
、
無
実
体
的
な
﹁
空
の
哲
学
﹂
へ
と
転
換
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
論
述
し
て
き
た
よ
う
に
、﹁
天
地
同
根
、
万
物
一
体
﹂

で
あ
る
よ
う
な
開
か
れ
た
自
己
へ
の
﹁
根
本
経
験
﹂
と
、
生
ま

れ
な
が
ら
の
理
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
有
︲
神
︲
論
と
し
て
の

哲
学
か
ら
﹁
空
の
哲
学
﹂
へ
の
転
換
と
の
同
時
性
は
、﹁
自
己
と

世
界
﹂
の
﹁
一
﹂
性
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
そ
の
も
の
の
転
換
で

も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
己
と
世
界
の
﹁
一
﹂
性
が
成
り
立

つ
次
元
は
、
こ
こ
ま
で
に
上
げ
て
き
た
五
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

内
の
﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
で
し
か
あ
り
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
成
り

立
つ
﹁
絶
対
無
の
哲
学
﹂
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
理
性
の
土
台

の
上
に
成
り
立
つ
実
体
的
な
有
︲
神
︲
論
と
し
て
の
哲
学
で
は

最
早
な
く
、
無
実
体
的
な
﹁
理
事
無
礙
﹂
の
哲
学
で
あ
り
、
更

に
は
﹁
如
﹂
や
﹁
自
体
﹂
の
哲
学
へ
と
転
換
し
た
と
こ
ろ
の
﹁
亊

事
無
礙
﹂
の
宗
教
哲
学
な
の
で
あ
る
。

ま
で
の
前
段
階
は
、
そ
の
間
に
﹃
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
﹄(

一
九
四
六)

と
﹃
神
と
絶
対
無
﹄︵
一
九
四
八
︶
と
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、

約
二
〇
年
間
、坐
禅
に
励
ん
で
い
る
。そ
の
間
の
人
間
に
お
け
る
、

自
我
か
ら
実
存
へ
、
実
存
か
ら
虚
無
的
個
と
し
て
の
生
へ
、
そ

し
て
虚
無
的
生
か
ら
真
の
自
己
へ
の
深
ま
り
の
行
路
は
、﹃
宗
教

と
は
何
か
﹄
の
中
で
論
究
さ
れ
て
い
る
、
し
か
し
、
西
谷
哲
学

に
お
い
て
は
、
田
辺
哲
学
に
お
け
る
﹁
社
会
存
在
の
論
理
﹂
と

し
て
の﹁
種
の
論
理
﹂が
そ
の
ま
ま
働
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、

西
田
哲
学
に
お
け
る
﹁
絶
対
無
の
場
所
﹂
を
踏
ま
え
て
の
、
絶

対
無
の
媒
介
に
よ
る
西
田
で
の
論
理
に
従
い
な
が
ら
、
し
か
も

同
時
に
田
辺
哲
学
の
﹁
社
会
存
在
の
論
理
﹂
と
し
て
の
﹁
種
の

論
理
﹂
が
西
谷
独
自
の
﹁
己
事
究
明
﹂
の
諸
段
階
に
お
い
て
い

わ
ば
﹁
己
亊
究
明
の
論
理
﹂
と
し
て
転
用
さ
れ
、﹁
自
我
﹂
か
ら

﹁
真
の
自
己
﹂
へ
と
変
転
し
て
行
く
際
の
﹁
働
き
の
論
理
﹂
と
な

っ
て
い
る
、と
理
解
で
き
る
。
西
谷
哲
学
で
は
、悪
と
か
罪
と
か
、

自
由
、
愛
が
自
己
と
哲
学
と
の
変
転
の
媒
介(m

edia)

と
な
っ

て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
絶
対
の
﹁
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
絶

対
現
在
﹂
と
し
て
の
﹁
場
所
﹂
と
﹁
自
己
﹂
と
の
﹁
根
源
的
一
﹂

に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
て
く
る
﹁
自
己
﹂
と
﹁
哲
学
﹂
と
の
変
転
が
、



66 

体
的
哲
学
﹂
の
両
極
性
は
、
ブ
ラ
フ
ト
氏
の
疑
問
や
批
判
の
根

底
に
、
対
立
概
念
と
し
て
い
わ
ば
二
元
的
に
、
存
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。　

生
死
の
こ
の
現
実
の
世
俗
の
世
界
が
涅
槃
の
世
界
と
﹁
一
﹂

に
な
る
に
つ
れ
、
現
実
の
世
俗
の
世
界
と
絶
対
無
の
涅
槃
の
世

界
と
の
間
を
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て
の
愛
や
慈
悲
の
内
で
常
に
同
時

的
に
往
還
し
て
、
聖
俗
一
如
に
な
る
程
に
、
生
死
即
涅
槃
と
な

る
程
に
、
つ
ま
り
、
往
還
一
如
に
な
る
程
に
、
絶
対
無
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
で
の
立
場
は
、
理
念
的
に
も
実
践
的
に
も
他
の
四
つ
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
立
場
を
包
摂
し
、
支
え
、
生
か
し
な
が
ら
、
そ

の
行
程
の
進
展
と
退
歩
の
同
時
的
な
出
来
事
の
中
で
、
宗
教
哲

学
の
究
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
絶
対
無
の
体
得
・
体
認
の

み
の
究
明
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
十
七
世
紀
以
来
の
対
象

的
な
も
の
の
把
握
に
終
始
し
よ
う
と
す
る
科
学
・
技
術
や
思
惟

や
思
索
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
各
レ
ベ
ル
で
の
立
場
の
究
明
が
、
特

に
﹁
虚
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
堕
落
の
様
相
を
呈
す
る
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
の
究
明
が
、
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、﹁
絶
対
無
の
哲
学
﹂

が
新
た
に
﹁
絶
対
無
の
宗
教
哲
学
﹂
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と

以
上
の
事
柄
が
体
得
・
体
認
さ
れ
る
場
合
に
は
、
二
十
一
世

紀
の
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
、﹁
絶
対
無
の
哲
学
﹂
の
み
に
留

ま
る
の
で
は
な
く
、
世
俗
の
現
実
と
﹁
絶
対
無
の
哲
学
﹂
と
の

間
を
往
還
一
如
に
往
来
し
な
が
ら
、
両
者
の
﹁
一
﹂
の
次
元
で

生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
絶
対
無
の
絶
対
否

定
の
否
定
か
ら
迸
り
で
る
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て
の
愛
や
慈
悲
に
よ

っ
て
そ
れ
が
可
能
と
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
無
実
体
的
な
放
下
の

世
界
と
実
体
的
な
執
着
の
世
界
と
の
根
源
的
一
の
世
界
に
生
き

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
プ
ラ
フ
ト
氏
の
疑
問
は
解
け
ず
、

批
判
は
正
当
な
批
判
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
両
極
性
の

根
源
に
開
け
て
い
る
﹁
絶
対
無
の
場
所
﹂
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、

西
田
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
絶
対
﹁
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
絶

対
現
在
﹂
と
し
て
の
場
所
に
お
い
て
、
各
々
の
両
極
的
な
も
の

の
﹁
一
﹂
が
経
験
さ
れ
な
い
場
合
は
、﹁
絶
対
無
﹂
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
と
他
の
四
つ
の
各
々
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
の
間
の
何
処
か
に
、

未
だ
関
係
性
に
お
け
る
齟
齬
が
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
逆
に
そ
の
﹁
一
﹂
が
可
能
な
ら
ば
、
各
々
の
両
極
性
の
い
ず

れ
か
の
一
つ
に
執
着
す
る
こ
と
も
無
く
な
る
筈
で
あ
る
。
特
に
、

﹁
自
覚
の
哲
学
と
存
在
の
哲
学
﹂
そ
し
て
﹁
無
実
体
的
哲
学
と
実
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O
p. cit.
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第
一
一
巻
所
収
、
一
九
八
七
年
。

c
 

O
p. cit.

、 

第
一
二
巻
所
収
、
一
九
八
七
年
。

d
 

O
p. cit.

、 

第
一
三
巻
所
収
、
一
九
八
七
年
。

e
 

O
p. cit.

、 

第
一
三
巻
、
一
四
四
頁
。

f
 

東
洋
と
西
洋
に
共
通
す
る
思
惟
や
思
索
の
基
礎
な
い
し
枠
組
み
と

し
て
、
筆
者
は
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
見
出
し
た
。
相
対
有
、
相

対
無
、
絶
対
有
、
そ
し
て
虚
無
の
四
つ
で
あ
る
。
相
対
有
は
、
時

が
経
て
ば
朽
ち
果
て
て
行
く
現
象
界
を
解
明
す
る
と
き
の
枠
組
み
。

相
対
無
は
、
自
我
は
実
存
へ
と
脱
自
し
て
い
る
が
、
不
安
、
絶
望
、

退
屈
や
愛
や
悪
や
自
由
が
中
心
的
に
究
明
さ
れ
る
実
存
思
想
や
実

存
哲
学
に
見
ら
れ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
。
絶
対
有
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
理

念
や
西
欧
の
中
世
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

実
体
と
し
て
の
神
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
。
虚
無
は
、

例
え
ば
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
基
礎

と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
意
味
し
て
い
る
。

g
 

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
コ
ル
ベ
神
父
︵
一
八
九
四
ー
一
九
四
一
︶

の
働
き
や
現
代
の
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
︵
一
九
一
〇
ー
一
九
九
七
︶

の
イ
ン
ド
で
の
働
き
等
々
は
、
こ
の
良
い
例
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
。

h
 

こ
こ
で
の
両
極
性
は
、
一
つ
の
も
の
が
両
極
に
分
か
れ
る
性
質
を

意
味
す
る
。
従
っ
て
、
両
極
は
互
い
に
排
斥
し
合
う
が
、
同
時
に

互
い
に
一
方
は
他
方
を
自
ら
の
存
在
条
件
と
し
て
い
る
。

が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注

1
 

 

﹃
西
田
幾
多
郎
全
集
﹄、
第
一
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、

四
一
四
ー
四
一
五
頁
参
照
。

2
 

同
上
掲
書
、
第
一
巻
、
九
三
頁
。

3
 

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
﹁
純
粋
経
験
﹂
は
、﹁
天
地
同
根
、万
物
一
体
﹂

と
も
語
ら
れ
︵﹃
西
田
幾
多
郎
全
集
﹄
第
一
巻
一
五
六
頁
︶、
実
在

の
根
本
形
式
は
﹁
一
な
る
と
共
に
多
、
多
な
る
と
共
に
一
﹂︵﹃
西

田
幾
多
郎
全
集
﹄
第
一
巻
、
六
九
頁
︶
と
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。

4
 

﹃
田
辺
元
全
集
﹄、
第
七
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
、
三
二
四

ー
三
二
五
頁
。

5
 

O
p. cit.

、 

三
二
四
頁
参
照
。

6
 

O
p. cit.

、 

第
一
〇
巻
、
一
一
三
頁
。

7
 

O
p. cit.

、 

第
一
〇
巻
、
一
六
五
頁
。

8
 

﹃
西
谷
啓
治
著
作
集
﹄、
創
文
社
、
一
九
八
七
年
、
第
二
巻
所
収
の

論
文
﹁
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
と
意
志—

実
在
的
な
も
の
と
観

念
的
な
も
の
ー
﹂。

9
 

O
p. cit.

、　

第
一
巻
所
収
、
一
九
八
六
年
。 

0
 

O
p. cit.

、 

第
八
巻
所
収
、
一
九
八
六
年
。

a
 

O
p. cit.

、 

第
八
巻
、
一
八
五
頁
。



6 

i
 

﹃
西
田
幾
多
郎
全
集
﹄、
第
五
巻
、
四
七
三
、 

四
八
一
頁
参
照
。

j
 

O
p. cit.

、 

第
一
巻
、
六
頁
。

k
 

拙

論“Z
en and Politics-H

oping to A
rrive at Indra's  N

et,” 

in Politikos. Vom
 Elem

ent des Persoenlichen  in der Politik. 

Festschrift fuer Tilo Schabert zum
  65.G

geburtstag. hrg.von 

K
. H

einz N
usser, M

.R
oedl und T.R

itter (B
erlin: D

uncker u. 

H
um

blot, ), .–5.

l
 

A
lfred N

orth W
hitehead, A

dventures of Ideas (London: C
ollier 

M
acm

illan, 6), .

m
 

﹃
西
田
幾
多
郎
全
集
﹄、
第
一
〇
巻
、
九
八
頁
。

n
 

O
p. cit.

、 

第
一
一
巻
、
六
九
頁
、
第
一
〇
巻
、
四
一
五
、 

四
三
八 

頁

参
照
。

o
 

注
のm

参
照
。

p
 

注
のm

参
照
。

森　
　

ま
ず
は
単
純
な
質
問
か
ら
。
花
岡
先
生
は
ブ
ラ
フ
ト
先

生
の
個
々
の
質
問
に
答
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
質
問
に

対
し
て
全
体
と
し
て
答
え
る
と
い
う
方
法
を
と
ら
れ
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
今
度
は
逆
に
、
も
う
一
回
ブ
ラ
フ
ト

先
生
の
質
問
を
も
し
全
体
と
し
て
一
言
や
二
言
で
言
う

と
す
る
と
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

花
岡　

わ
た
く
し
が
理
解
し
た
範
囲
で
は
、
一
番
と
二
番
の
両

極
性
で
、
自
覚
の
哲
学
と
存
在
の
哲
学
を
二
元
的
に
お

考
え
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
と
、

実
体
的
な
哲
学
と
実
体
的
な
神
学
。
つ
ま
り
ブ
ラ
フ
ト

先
生
は
人
格
的
な
中
世
的
な
ト
マ
ス
的
な
神
様
へ
の
信

仰
と
い
う
の
が
根
本
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
か
ら
、

こ
の
一
と
二
は
先
生
と
し
て
は
ご
質
問
に
な
っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
ら
な
い
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の

討
議
Ⅱ 

司 

会　

森 

哲
郎
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影
に
見
え
て
い
る
の
が
こ
の
二
つ
の
よ
う
に
わ
た
く
し

に
は
理
解
で
き
ま
し
た
。
で
も
、
そ
の
中
に
連
続
性
だ

と
か
、
精
神
と
は
何
な
の
か
本
当
に
物
質
と
違
う
の
か

と
か
、
過
程
と
実
在
を
先
生
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
と
い
う
ふ
う
に
、
先
生
の
ご
質
問

を
一
つ
ず
つ
抜
き
出
し
ま
し
て
、
順
序
立
て
て
と
い
う

よ
り
も
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
に
お
い
て
一
番
疑
問
に
な
っ

て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
順
番
に
選
び
出
し
て
み
ま
し
た
。

こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
わ
た
し
の
理
解
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
哲
学
と
哲
学
の
哲
学
の
方
が
ブ

ラ
フ
ト
先
生
の
大
き
な
ご
質
問
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
こ
ま
で
は
先
生
は
仰
っ
て
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
。
た
だ
宗
教
的
哲
学
と
か
い

ろ
い
ろ
な
問
い
は
出
て
お
り
ま
し
た
も
の
で
す
か
ら
、

こ
の
通
り
纏
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
西
田
先
生

は
根
本
経
験
と
い
う
の
を
、
天
地
同
根
万
物
一
体
の
絶

対
的
な
一
と
い
う
も
の
が
、
そ
こ
で
経
験
さ
れ
た
と
思

い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
一
い
ず
こ
に
行
く
と
い
う
と
き

に
、
不
安
も
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
一
は
ど
こ
ま
で
も
一
な

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
は
絶
対
の
中
心
の
経
験

で
、
同
時
に
周
辺
上
の
一
点
で
す
か
ら
、
ブ
ラ
フ
ト
先

生
は
自
覚
と
存
在
と
か
、
無
実
体
と
実
体
と
い
う
と
こ

ろ
を
や
は
り
根
源
か
ら
ご
経
験
さ
れ
れ
ば
、
ま
た
別
の

お
考
え
に
な
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す

か
ら
、
一
番
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
先
生
も
座
禅
な
り

お
茶
な
り
お
花
な
り
歌
を
お
読
み
に
な
っ
た
り
、
な
に

か
無
我
に
な
る
よ
う
な
芸
術
な
り
文
学
な
り
行
な
り
な

さ
れ
ば
、
も
う
少
し
根
本
で
の
天
地
同
根
万
物
一
体
の

絶
対
の
経
験
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

森　
　

今
の
最
後
の
方
の
お
答
え
は
、
わ
た
し
は
適
切
で
は
な

い
と
思
う
の
で
す
ね
。
む
し
ろ
先
生
が
途
中
で
言
わ
れ

た
よ
う
に
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
の
ご
質
問
に
答
え
ら
れ
な

い
と
す
れ
ば
絶
対
無
は
無
意
味
に
な
る
、
あ
る
い
は
偽

も
の
に
な
る
と
い
う
言
葉
が
大
事
で
、
た
と
え
ば
ブ
ラ

フ
ト
先
生
自
身
が
経
験
の
上
で
は
途
上
に
あ
っ
て
、
花

岡
先
生
が
う
ん
と
先
の
究
極
の
一
に
い
て
そ
こ
か
ら
見



 

る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
印
象
を
ど
う
し
て
も
受
け
て
し

ま
う
の
で
す
ね
。
あ
る
い
は
、
西
田
、
西
谷
の
場
合
も
、

西
田
は
理
事
無
礙
だ
、
西
谷
は
事
事
無
礙
だ
と
、
あ
る

い
は
西
田
の
哲
学
を
西
谷
先
生
が
哲
学
の
哲
学
へ
と
深

め
た
み
た
い
な
、
そ
れ
は
少
し
単
純
す
ぎ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
西
谷
先
生
の
ご
自
身
の
発
言
で
、
西

田
哲
学
の
批
判
、
上
か
ら
の
哲
学
に
対
し
て
、
あ
る
い

は
哲
学
に
な
り
き
り
す
ぎ
て
云
々
と
い
う
そ
う
い
う
問

題
は
あ
る
に
し
て
も
、
少
し
単
純
に
優
位
と
い
う
か
上

下
関
係
と
い
う
か
、
先
生
の
中
でconstitution

が
す
で

に
出
来
上
が
っ
て
い
て
ね
、
そ
こ
に
、
唯
一
の
一
に
引

っ
張
っ
て
い
く
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生

の
質
問
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
け

れ
ど
も
。

花
岡　

そ
う
い
う
意
味
で
申
し
上
げ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
こ

の
発
表
論
文
の
中
で
も
書
い
て
い
ま
す
が
そ
う
い
う
一

の
開
け
と
う
の
は
ど
こ
に
も
い
つ
で
も
ど
ん
な
日
常
性

の
中
に
も
開
け
て
い
ま
す
が
、
自
覚
は
な
か
な
か
で
き

な
い
の
で
し
て
。
自
覚
に
目
覚
め
て
い
る
と
思
わ
れ
て

い
る
人
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
自
覚
で
き
な
い
状

況
と
い
う
の
が
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
だ
か
ら
上
か
ら
下
へ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、

日
々
の
生
活
、
寝
る
時
に
も
立
っ
て
い
る
時
に
も
食
べ

て
い
る
時
に
も
、
行
住
坐
臥
の
中
に
も
す
べ
て
一
は
開

け
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
答
え
る
人
だ

け
の
責
任
で
は
な
く
て
、
い
つ
で
も
両
方
だ
と
思
い
ま

す
。
人
と
人
と
は
一
如
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
ち
ら
が

助
言
不
足
と
い
う
こ
と
は
向
こ
う
が
助
言
不
足
、
お
互

い
に
一
対
一
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
向
こ
う
が
説

明
足
ら
ず
、
こ
ち
ら
も
説
明
足
ら
ず
。
こ
れ
は
賓
主
互

換
で
い
つ
も
両
方
言
え
る
の
で
し
て
、
片
方
だ
け
が
上

か
ら
下
に
言
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、

自
覚
を
自
分
と
し
て
何
も
し
な
い
か
、
と
い
う
と
き
に
、

た
と
え
ば
、
た
と
え
ば
わ
た
し
と
し
て
は
年
を
と
っ
て

き
た
ら
段
々
足
が
曲
が
ら
な
く
な
っ
て
き
た
ら
、
お
花

で
も
生
け
て
お
庭
に
草
で
も
植
え
て
と
い
う
こ
と
で
、
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全
員
に
妥
当
す
る
こ
と
で
、
中
心
で
あ
る
と
同
時
に
周

辺
上
の
一
点
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
全
員
に
妥
当

す
る
こ
と
で
す
よ
ね
。
全
員
に
当
て
は
ま
る
事
柄
と
し

て
申
し
上
げ
ま
し
た
。
ブ
ラ
フ
ト
先
生
が
言
っ
た
の
は

周
辺
上
の
一
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
も

絶
対
の
中
心
で
す
か
ら
、
両
方
が
同
時
に
と
い
う
こ
と

は
最
も
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
賓
主
互
換
で
ど
っ
ち
も

主
に
な
り
、
ど
っ
ち
も
賓
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

長
谷　

西
谷
先
生
は
西
田
哲
学
の
哲
学
と
い
う
も
の
に
対
し
て

非
常
に
批
判
的
で
し
た
。
わ
た
し
も
そ
の
こ
と
に
関
心

が
あ
る
の
で
す
が
、
西
谷
先
生
は
確
か
に
、
西
田
の
ア

キ
レ
ス
腱
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
哲
学
に
対
す
る
反
省

が
な
い
、
哲
学
に
対
す
る
一
種
の
素
朴
さ
が
残
っ
て
い

る
と
い
う
批
判
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
西

田
先
生
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
を
言
わ
ん
と
さ
れ
て
い

る
の
か
、
こ
れ
は
哲
学
と
宗
教
を
考
え
る
上
で
の
根
本

の
問
題
に
な
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
花
岡
先
生
は
そ
こ

を
ど
う
い
う
ふ
う
に
仰
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
哲
学
の

限
界
と
い
う
も
の
を
西
田
は
知
ら
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
ん
で
す
か
。

花
岡　

限
界
は
も
う
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
哲
学
の
叙
述
が
、
転

換
の
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ま
だ
そ
こ
が
全
然
分
か
っ
て
い
な
い
人
に
は
何
が
書
い

て
あ
る
か
、
一
巻
か
ら
始
ま
っ
て
、
何
も
分
か
ら
な
い

と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。

長
谷　

哲
学
に
対
す
る
反
省
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。

花
岡　

哲
学
は
や
は
り
最
終
的
に
は
、
ど
ん
な
に
西
田
先
生
が

あ
れ
だ
け
の
事
事
無
礙
の
哲
学
を
な
さ
っ
て
も
、
や
は

り
如
の
と
こ
ろ
や
自
体
の
と
こ
ろ
、
そ
こ
は
哲
学
的
論

議
で
は
な
い
よ
う
な
、
と
こ
ろ
で
す
。
思
索
で
は
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
。

長
谷　

西
田
哲
学
の
ア
キ
レ
ス
腱
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
要
す

る
に
哲
学
と
言
う
も
の
を
西
田
は
そ
こ
で
本
当
は
考
え

て
は
な
い
ん
だ
と
言
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
と
思
う
ん

で
す
ね
。
だ
か
ら
、
西
谷
先
生
は
西
田
に
お
い
て
哲
学



 

が
本
当
に
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
言
う
時
に
、
西
谷
先

生
は
い
っ
た
い
何
を
言
わ
ん
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
が

肝
心
で
す
ね
。
そ
し
て
わ
た
し
も
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ

と
か
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
氣
多
さ
ん

が
仰
っ
た
こ
と
と
結
び
つ
い
て
く
る
と
思
う
の
だ
け
れ

ど
も
、
要
す
る
に
、
宗
教
で
は
収
ま
ら
な
い
問
題
が
あ

る
の
だ
と
、
宗
教
も
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
収
め
て
解
決

す
る
立
場
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
で
も
宗
教
が
解
決
で
き

な
い
し
、
解
決
し
て
は
駄
目
な
問
題
も
あ
っ
て
、
そ
う

い
う
問
題
を
解
決
す
る
の
が
哲
学
だ
と
。
ブ
ラ
フ
ト
さ

ん
が
京
都
学
派
の
哲
学
を
宗
教
的
哲
学
だ
と
言
っ
た
と

き
に
、
哲
学
と
言
う
も
の
が
す
べ
て
宗
教
の
方
に
修
練

し
て
い
っ
て
、
要
す
る
に
宗
教
に
向
か
う
た
め
の
も
の

と
し
て
哲
学
が
あ
る
と
い
う
、
そ
う
す
る
と
哲
学
と
言

う
も
の
は
宗
教
に
対
し
て
独
自
な
も
の
で
は
な
い
わ
け

で
、
要
す
る
に
著
作
と
い
う
も
の
が
そ
こ
で
本
当
に
独

立
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
。
わ
た
し
は
西
谷
先
生

が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
宗
教
の
問
題
に
収
ま
ら

な
い
問
題
を
見
つ
め
て
、
そ
れ
を
と
こ
と
ん
考
え
て
い

く
と
い
う
こ
と
だ
と
、
そ
れ
が
哲
学
だ
と
ね
。
だ
か
ら

哲
学
は
宗
教
に
行
く
ば
か
り
で
は
な
し
に
宗
教
を
超
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
氣
多
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う

に
宗
教
を
越
え
出
る
、
と
。
そ
う
い
う
も
の
が
哲
学
だ

と
、
そ
う
い
う
哲
学
の
限
界
点
で
は
な
し
に
、
宗
教
に

対
す
る
哲
学
の
積
極
性
と
い
う
も
の
を
西
田
に
意
識
し

た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。
わ
た
し
は
そ
の
よ
う

に
思
う
の
で
す
が
。

花
岡　

そ
れ
も
一
つ
の
考
え
方
と
は
思
う
の
で
す
が
、
や
は
り

哲
学
と
い
う
の
が
、
た
と
え
ば
本
当
の
哲
学
と
仰
っ
た

意
味
で
は
、
ど
う
考
え
て
み
て
も
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ヘ
ー

ゲ
ル
ま
で
、
あ
る
い
は
ニ
ー
チ
ェ
ま
で
の
哲
学
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
、
心
身
一
如
と
い
う
と
こ
ろ
が
入
り
に
く

い
の
で
す
よ
ね
、
身
体body

と
い
う
こ
と
が
な
い
と
、

身
心
一
如
で
な
い
と
。
こ
れ
は
哲
学
と
し
て
た
だ
の
観

念
論
に
な
っ
た
ら
こ
れ
は
も
う
哲
学
で
は
な
く
て
。
今
、

哲
学
不
要
論
が
出
て
く
る
く
ら
い
に
、
哲
学
は
身
体
を

等
閑
視
し
て
き
ま
し
た
か
ら
。
哲
学
は
や
は
り
心
身
一
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如
、
身
心
一
如
の
と
こ
ろ
に
入
っ
て
い
か
な
い
と
。

長
谷　

や
は
り
哲
学
と
い
う
の
が
一
の
方
へ
と
向
か
う
と
い
う

こ
と
で
す
か
。

花
岡　

向
か
う
ど
こ
ろ
か
、
す
べ
て
の
立
場
を
反
省
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

長
谷　

花
岡
先
生
が
そ
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
る
の
は
分
か
り

ま
す
が
、
西
谷
先
生
が
仰
っ
て
い
た
の
は
そ
う
で
は
な

く
て
、
要
す
る
に
逆
の
こ
と
で
、
つ
ま
り
悟
っ
ち
ゃ
だ

め
な
ん
だ
と
。
悟
ら
れ
た
か
ら
と
い
う
の
は
、
あ
る
意

味
で
そ
れ
を
考
え
る
の
が
哲
学
独
自
の
深
遠
だ
と
。
全

部
解
決
し
て
し
ま
っ
て
は
駄
目
な
ん
だ
と
、
全
部
解
決

し
て
し
ま
う
と
す
べ
て
が
ま
る
く
収
ま
っ
て
し
ま
っ

て
、
し
か
し
収
ま
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ

る
の
が
哲
学
の
議
論
だ
と
。

花
岡　

た
だ
哲
学
と
言
う
と
き
に
、
分
析
哲
学
と
か
い
ろ
い
ろ

な
哲
学
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
そ
う

い
う
の
は
無
理
な
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え

ば
西
田
哲
学
で
も
、
哲
学
で
す
け
れ
ど
も
宗
教
哲
学
は

あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
宗
教
が
要
に
な
っ
て
経
験
か

ら
出
発
し
て
そ
れ
の
説
明
と
言
う
の
が
西
田
の
哲
学
で

す
か
ら
、
絶
対
無
の
哲
学
。

長
谷　

で
す
か
ら
考
え
が
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

要
す
る
に
宗
教
哲
学
と
い
う
こ
と
で
ど
う
い
う
こ
と
を

考
え
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
花
岡
先

生
の
場
合
、
や
は
り
一
に
よ
っ
て
心
身
一
如
と
か
自
他

不
二
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
哲
学
と
宗
教
が
一
つ

の
と
こ
ろ
に
あ
る
、
そ
こ
が
宗
教
哲
学
だ
と
仰
り
た
い
。

花
岡　

と
い
う
か
西
谷
先
生
が
仰
い
ま
す
よ
う
に
、
宗
教
に
行

っ
て
も
足
り
な
く
て
哲
学
に
行
っ
て
、
哲
学
し
な
が
ら

ま
た
宗
教
に
戻
っ
て
、
実
践
も
し
て
実
践
で
駄
目
な
ら

考
え
も
し
て
、
考
え
て
駄
目
な
ら
ま
た
実
践
を
し
て
、

い
つ
も
そ
こ
は
往
来
し
て
い
な
い
と
い
け
な
い
。

長
谷　

だ
か
ら
そ
こ
で
は
相
互
に
、
西
谷
先
生
ご
自
身
の
言
葉

で
は
﹁
切
り
あ
う
﹂
と
い
う
よ
う
な
、﹁
切
り
あ
う
﹂

お
互
い
を
否
定
し
合
う
と
。
宗
教
と
哲
学
は
お
互
い
を

否
定
し
あ
う
と
こ
ろ
に
、
も
う
一
つ
のD

enken

と
い



 

う
も
の
が
あ
る
、
と
。
そ
う
い
う
思
索
が
哲
学
だ
け
で

は
な
く
て
宗
教
の
う
ち
に
も
ま
た
働
い
て
、
宗
教
を
宗

教
の
う
ち
か
ら
否
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
哲
学

だ
と
。
だ
か
ら
宗
教
の
う
ち
に
も
哲
学
が
あ
る
。

花
岡　

ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。

長
谷　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
宗
教
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
考
え
な
い
。

や
は
り
哲
学
だ
と
。
哲
学
は
最
後
ま
で
分
か
ら
ん
も
の

を
分
か
ら
ん
と
固
執
し
て
、
最
後
ま
で
迷
う
と
言
っ
て

は
よ
く
な
い
け
れ
ど
、
解
決
さ
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ

に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
。

花
岡　

そ
う
す
る
と
遺
言
で
残
し
て
い
か
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

言
葉
で
す
が
、﹁N

ur ein G
od

﹂
こ
のG

od

は
何
で
あ

る
か
、
と
い
う
こ
と
が
大
変
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
。

長
谷　

そ
れ
は
希
望
と
し
て
は
残
っ
た
と
し
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
が
実
践
し
た
の
は
哲
学
だ
と
い
う
こ
と
で
。

花
岡　

宗
教
は
な
い
と
？

長
谷　

宗
教
は
な
い
、と
い
う
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
。﹁N

ur 

ein G
od

﹂
と
い
う
形
で
思
索
の
最
終
の
課
題
と
し
て
あ

る
。
こ
れ
は
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
な
け

れ
ば
話
に
な
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
初
め
か

ら
出
発
点
と
し
て
出
さ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
哲
学
の

語
り
た
い
も
の
が
あ
っ
て
、
西
谷
先
生
が
西
田
の
ア
キ

レ
ス
腱
と
言
っ
た
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
、
西
田
は
初

め
か
ら
解
答
を
だ
し
て
し
ま
っ
た
、
と
。

花
岡　

解
答
と
い
う
か
、
出
発
点
の
前
に
﹁
種
の
論
理
﹂
が
な

い
と
い
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
ね
。

長
谷　

西
谷
先
生
が
？

花
岡　

い
や
、
わ
た
く
し
が
。

長
谷　

そ
れ
は
花
岡
さ
ん
が
最
初
か
ら
そ
う
だ
と
言
っ
た
と
い

う
の
で
は
な
く
て
、
西
田
自
身
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が

あ
る
と
。

森　
　

わ
た
し
は
宗
教
の
立
場
に
も
ね
、
同
じ
議
論
を
期
待
し

ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
そ
の
﹁
一
﹂
で
は
駄
目
で
ね
。

西
村　

わ
た
し
は
す
で
に
退
会
し
た
男
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
去

年
や
か
ま
し
く
引
っ
張
り
出
さ
れ
て
出
て
き
ま
し
て
、
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火
を
消
し
て
逃
げ
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
ま
た
火
を
消
し

に
来
い
と
い
う
ね
。
し
か
も
今
日
は
本
当
に
素
晴
ら
し

い
発
表
を
聞
か
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
大
変
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。
た
だ
わ
た
し
は
根
本
的
な
疑
問
が
あ
る
の

は
、
こ
の
会
に
つ
い
て
で
す
。
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
は
、
わ

た
し
は
最
初
か
ら
宣
教
師
だ
と
思
っ
て
相
手
に
し
て
き

ま
し
た
、
わ
た
し
は
自
分
を
禅
坊
主
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
立
場
を
離
れ
て
よ
り
良
き
議
論

を
求
め
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
は
宣

教
師
と
し
て
来
て
、
京
都
学
派
の
哲
学
に
出
会
っ
て
、

大
変
驚
い
て
大
転
換
を
は
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は

キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る

か
と
い
う
こ
と
で
す
、
対
話
で
も
い
い
で
す
ね
。
真
剣

に
勉
強
さ
れ
た
ん
で
す
。
し
か
し
基
本
は
、
現
代
に
お

け
る
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
欠
如
し
た
る
部
分
は
何
で

あ
っ
た
か
と
か
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
新
し
い
宣
教
性
と

か
を
ま
ず
思
っ
た
と
思
う
の
で
す
よ
。
わ
た
し
が
こ
こ

に
望
ん
で
い
る
の
は
、
自
分
の
宗
教
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
キ
リ
ス
ト
教
が
知
り
た
い
か
ら
で
す
。
あ
ま
り
は
っ

き
り
言
う
と
ま
た
八
木
さ
ん
が
ま
た
﹁
お
ま
え
は
﹂
と

仰
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
は
個
々
の

質
問
を
投
げ
か
け
て
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
基
本

的
に
は
一
つ
疑
問
が
あ
る
の
で
す
よ
。
そ
れ
は
日
本
の

学
者
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
を
勉
強
し
と
ら
ん
と
い
う
こ

と
で
す
。
随
分
新
し
い
近
現
代
の
人
の
話
を
ち
ょ
こ
ち

ょ
こ
っ
と
聞
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
分
か
っ
た
よ
う
な
気

が
し
て
。
あ
る
い
は
ま
た
神
秘
主
義
だ
け
を
ち
ょ
っ
と

勉
強
し
て
、
分
か
っ
た
っ
て
。
全
然
勉
強
し
て
い
な

い
。
だ
か
ら
せ
っ
か
く
大
事
に
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教

の
﹁
有
﹂
ま
で
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
無
の
論
理

を
展
開
す
る
と
。
ま
る
で
対
話
し
に
来
い
と
言
っ
て
お

い
て
有
の
羽
を
ぶ
っ
ち
ぎ
っ
て
出
て
く
る
の
と
一
緒
や

と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
は
キ
リ
ス
ト

教
が
大
切
に
し
て
き
た
﹁
有
﹂
と
か
、
あ
る
い
は
﹁
人

格
性
﹂
と
か
ね
。
西
谷
先
生
の
人
格
と
非
人
格
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
格
の
根
源
と
し
て
非
人

格
的
な
も
の
を
基
礎
に
置
い
て
し
ま
う
か
ら
﹁
有
﹂
が

相
殺
さ
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
わ
た
し
が
ク
リ
ス
チ
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ャ
ン
だ
っ
た
ら
承
知
で
き
な
い
な
、
や
っ
ぱ
り
。
だ
か

ら
、
あ
な
た
方
は
キ
リ
ス
ト
教
の
説
く
﹁
有
﹂
や
﹁
人

格
﹂personality

と
い
っ
た
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に

思
わ
れ
ま
す
か
、
と
い
う
と
き
に
、﹁
こ
う
思
い
ま
す
﹂

と
答
え
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
で
、
無
の
論
理
で
逃
げ
て
ま

っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
対
話
に
な
り
ま
せ
ん
わ
、
理
解

が
な
い
か
ら
。
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
最
後
通
告
で

し
て
、
こ
れ
で
帰
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
わ
。

森　
　

ま
た
こ
れ
か
ら
う
ん
と
答
え
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
逃

げ
な
い
で
そ
こ
に
い
て
く
だ
さ
い
。

田
中　

今
の
西
村
先
生
の
話
と
関
連
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
わ
た
し
は
上
智
大
学
に
い
ま
す
の
で
、
キ
リ
ス
ト

教
神
秘
主
義
で
は
な
く
て
ト
ミ
ズ
ム
の
人
と
話
を
す
る

機
会
が
多
い
の
で
、
常
に
京
都
学
派
の
著
作
を
読
み
な

が
ら
同
時
に
そ
こ
に
あ
る
一
つ
の
問
題
を
考
え
て
お
り

ま
す
。
今
日
の
お
話
の
中
で
も
自
覚
の
哲
学
と
存
在
の

哲
学
と
い
う
対
比
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
っ
た
両
極

性
は
根
源
に
遡
る
、
と
。
お
そ
ら
く
今
日
の
ご
発
表
で

は
根
源
的
な
も
の
を
一
な
る
も
の
と
も
言
わ
れ
て
い
た

の
で
、
両
極
的
な
る
も
の
か
ら
話
す
の
で
は
な
く
て
さ

ら
に
遡
る
一
な
る
も
の
と
い
う
の
が
全
体
的
な
ご
趣
旨

だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
た
だ
ト
ミ
ズ
ム
も
そ
う
な
の
で

す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
存
在
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は

存
在
者
で
は
な
い
と
、ens

で
は
な
く
て
や
は
り esse 

で
あ
り
、
簡
単
に
言
え
ば
動
詞
で
す
よ
ね
。
名
詞
と
し

て
対
象
化
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

い
。
近
代
哲
学
は
意
識
か
ら
議
論
を
始
め
た
。
で
す
か

ら
、
そ
の
場
合
に
自
覚
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
自
己
意
識

と
し
て
等
値
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
。
対
象
的
な
意
識
と

自
己
意
識
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
と
思
う
の
で

す
ね
。
そ
し
て
西
田
自
身
も
中
期
の
哲
学
に
お
い
て

は
、
自
覚
を
自
己
意
識
と
は
あ
ま
り
区
別
せ
ず
に
使
っ

て
い
た
。
後
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
と
は
違
う
と
、
ド
イ

ツ
理
想
主
義
の
自
己
意
識
と
は
違
う
と
い
う
よ
う
に
な

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
用
語
と
し
て
は
や
は
り
自

覚
は
自
己
意
識
と
い
う
意
味
で
、
つ
ま
り
﹁
自
己
が
自

己
を
知
る
﹂
と
、
そ
れ
は
反
省
で
あ
る
と
同
時
に
直
観
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で
あ
る
と
、
あ
る
い
は
知
的
直
観
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

で
捉
え
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
ね
。
し

か
し
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
場
合
に
は
や
は
り
近
代
哲
学
と

は
違
う
の
で
あ
っ
て
、
意
識
よ
り
も
や
は
り
存
在
が
先

だ
、
と
。
そ
れ
も
存
在
者
、
客
体
化
さ
れ
た
存
在
者
で

は
な
い
有
限
な
る
存
在
で
は
な
い
、
そ
う
い
う
意
味
で

の
存
在
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か

ら
そ
の
意
味
で
仏
教
で
、
た
と
え
ば
有
と
無
、
相
対
的

な
有
と
相
対
的
な
無
と
い
う
の
と
は
明
ら
か
に
違
う
。

有
と
い
う
言
葉
は
む
し
ろ
中
国
や
日
本
語
で
は
所
有
で

す
ね
、
持
つ
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
近
い
で
す
ね
。
わ

れ
わ
れ
が
対
象
化
し
て
操
作
可
能
な
も
の
、
あ
る
い
は

科
学
的
な
認
識
の
中
で
は
っ
き
り
と
悟
性
的
に
処
理
し

う
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
悟
性
の
範
疇
に
よ
っ
て
捉
え

る
こ
と
の
で
き
る
そ
う
い
っ
た
有
限
な
る
存
在
を
有
と

言
う
べ
き
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
中

でesse

と
言
っ
て
い
る
と
き
に
は
そ
れ
で
は
な
い
、
と
。

で
す
か
ら
そ
の
形
で
は
む
し
ろ
存
在
と
言
う
こ
と
を
テ

ー
マ
に
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
存
在
の
立
場
が
、
そ
れ

は
単
純
に
無
の
哲
学
と
か
、
無
の
場
所
の
論
理
の
中
で

相
対
的
な
有
と
か
、
絶
対
化
さ
れ
た
有
と
い
う
形
と
は

違
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

意
味
で
、
ま
ず
自
覚
の
哲
学
と
言
わ
れ
る
と
き
に
、
西

田
が
自
覚
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
は
や

は
り
自
己
意
識
と
は
明
ら
か
に
違
う
と
思
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
花
岡
先
生
は
後
期
の
自
覚
と
い
う
言
葉
を
ど
の

よ
う
な
形
で
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
。
た
と
え
ば

世
界
の
自
覚
と
い
う
こ
と
で
西
田
は
何
を
言
お
う
と
し

て
い
る
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
ご
質
問
い
た
し
ま
す
。

花
岡　

最
初
に
西
村
先
生
に
お
答
え
し
ま
す
。
無
で
答
え
た
ら

困
る
と
い
う
お
答
え
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
有
は

も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
入
れ
て
考
え
て
お
り
ま
す
。
有
と

い
う
の
は
自
己
犠
牲
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
否
定
し
て
働

き
に
出
て
く
る
、
働
き
に
出
て
く
る
と
き
に
全
部
平
等

に
働
く
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
決
し
て
抜
か
し
た
の
で
は

な
く
て
、
絶
対
の
有
と
い
う
も
の
も
、
わ
た
し
は
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
で
あ
り
ま
す
か
ら
抜
か
し
て
い
る
は
ず
は
な



 

い
わ
け
で
し
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
生
き
て
お
り
ま
す

の
で
、
で
す
か
ら
有
と
い
う
も
の
は
も
ち
ろ
ん
生
か
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
ど
う
し
た
ら
生
き
る

か
と
、
伝
統
の
キ
リ
ス
ト
教
を
同
時
に
生
き
る
と
き
に

ど
う
し
た
ら
生
き
る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
自
ら
の
立

場
を
否
定
し
て
更
に
そ
れ
を
否
定
し
て
働
き
に
出
て
き

た
と
き
に
、
そ
れ
で
生
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
村　

そ
れ
は
良
く
分
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の

固
有
の
意
味
は
な
ん
で
す
か
、
一
番
大
切
な
。

花
岡　

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
と
い
う
こ
と
で
す
。

西
村　

キ
リ
ス
ト
は
無
で
す
か
。

花
岡　

こ
こ
は
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
最
近
わ
た
く
し
は
佐

藤
研
先
生
の
書
評
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
考
え
方
と
い
う
の
は
、
や
は
り
禅
と
い
う
こ

と
で
お
考
え
で
あ
り
ま
し
て
、
ど
こ
に
中
心
を
置
く
か

と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
一
人
ひ
と
り
現
代
は
全
く
考

え
方
は
違
う
の
で
す
ね
。
西
村
先
生
が
思
い
込
ん
で
ら

っ
し
ゃ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
キ
リ
ス
ト
、
父
子
聖
霊
、
あ

る
い
は
神
の
国
と
い
う
の
と
、
現
代
、
佐
藤
研
先
生
が

ド
イ
ツ
に
行
か
れ
て
ず
っ
と
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
ら
れ

て
、
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
方
々
、
し
か
も
カ
ト
リ
ッ

ク
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
を
取
ら
れ
た
結
果
と
い
う
の
は
、
今
西
村
先
生
が
仰

っ
た
中
身
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
そ
こ
ま
で
は
、
も

ち
ろ
ん
ブ
ラ
フ
ト
先
生
に
お
答
え
す
る
だ
け
で
す
か

ら
書
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
キ
リ
ス
ト
教

の
神
は
絶
対
無
の
神
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
し
、
父

子
聖
霊
と
い
う
の
は
、
や
は
り
子
と
い
う
は
キ
リ
ス

ト
が
神
の
子
で
あ
れ
ば
、
わ
た
く
し
た
ち
一
人
ひ
と

り
す
べ
て
が
神
の
子
だ
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
お

り
ま
す
。
聖
霊
と
い
う
の
も
、
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
が

H
eiliger  G

eist

と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
こ
は
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
言
お
う
と
何
と
言
お
う
と
で
す
。 

　

次
に
田
中
先
生
の
ご
質
問
に
移
っ
て
い
き
ま
す
が
、

や
は
り
時
代
に
よ
っ
て
発
展
し
て
い
く
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
こ
こ
で
も
書
い
た
と
思
い
ま
す

が
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
時
も
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
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す
べ
て
の
思
索
、
考
え
方
、
哲
学
は
必
ず
時
代
と
共
に

超
え
ら
れ
て
い
っ
て
、
批
判
さ
れ
る
わ
け
で
し
て
、
そ

の
時
に
ど
う
考
え
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た

く
し
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
古
代

で
決
め
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
考
え
方
、
父
・
子
・
聖
霊

の
考
え
方
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ

と
や
は
り
わ
た
く
し
に
は
難
し
く
て
。
家
庭
そ
の
も
の

が
、
父
、
母
、
祖
父
母
、
兄
弟
全
部
が
宗
教
が
違
う
と

い
う
と
こ
ろ
で
育
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
そ
う
は

い
か
な
い
の
で
す
ね
。
や
は
り
ど
こ
で
本
当
に
接
す
る

の
か
、
ど
こ
で
本
当
に
合
致
す
る
か
、
そ
れ
は
ち
っ
ち

ゃ
い
子
ど
も
の
時
か
ら
考
え
ざ
る
を
え
な
な
か
っ
た
わ

け
で
し
て
、
そ
う
い
う
と
こ
も
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
た
し

の
個
人
的
な
環
境
も
あ
れ
ば
、
歴
史
は
進
展
し
て
い
き

ま
す
よ
ね
。
そ
の
中
で
考
え
方
も
進
展
し
て
行
き
ま
す

か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
も
本
当
に
色
々
と
変
わ
っ
て
。
す

み
ま
せ
ん
、
田
中
先
生
の
方
に
移
り
ま
す
が
、
田
中

先
生
は
わ
た
く
し
が
ま
ず
自
覚
を
西
田
哲
学
で
ど
う
理

解
し
て
い
る
か
と
い
う
お
考
え
で
し
た
。﹃
自
覚
に
お

け
る
直
観
と
反
省
﹄
も
そ
の
あ
た
り
か
ら
、
自
覚
と

言
う
の
は
英
訳
はconsciousness

と
な
っ
て
い
ま
す

が
、self-aw

areness

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
、
英

語
訳
そ
の
も
の
が
で
す
ね
。
わ
た
く
し
は
大
阪
府
大
で

西
田
、
西
谷
先
生
あ
た
り
の
も
の
は
全
部
英
語
で
呼
ん

で
い
ま
し
た
。
学
生
さ
ん
か
ら
な
ぜ
英
語
で
読
む
の
か

と
、
青
木
さ
ん
か
ら
も
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
外
国

語
の
方
が
分
か
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

consciousness

で
は
な
く
てself-aw

areness

、
つ
ま
り

﹁
自
己
が
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る
﹂、
デ
カ
ル
ト
ま
で

は
す
べ
て
私
は
外
に
向
か
っ
て
疑
っ
て
い
ま
し
た
け
れ

ど
も
、﹁
そ
の
自
己
と
は
何
か
﹂
と
眼
を
今
度
内
に
向

け
る
と
い
う
こ
と
が
自
覚
で
す
。
世
界
の
自
覚
と
仰
い

ま
し
た
が
、
西
田
は
は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
す
が
、
一

人
ひ
と
り
の
個
人
に
於
い
て
世
界
が
世
界
を
世
界
に
於

い
て
見
る
こ
と
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
や
は
り
一
〇
巻
あ

た
り
に
出
て
き
ま
す
が
、
目
的
的
な
自
己
の
形
成
作
用

と
世
界
の
表
現
的
形
成
作
用
、
つ
ま
り
表
現
と
い
う
の

は
先
ほ
ど
孤
独
か
ら
社
会
に
出
て
く
る
そ
れ
の
交
錯
点



 

で
歴
史
が
形
成
さ
れ
る
、
形
成
さ
れ
る
と
き
に
は
必
ず

自
己
が
入
っ
て
き
て
、
以
前
こ
こ
で
﹁
絶
対
矛
盾
的
自

己
同
一
の
自
己
と
は
何
か
﹂
と
い
う
こ
と
が
出
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、
自
己
と
世
界
と
両
方
が
交
錯
し
な

い
と
、
こ
の
問
題
は
西
田
で
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
わ

け
で
し
て
。
や
は
り
個
と
言
っ
て
、
自
己
に
は
な
っ
て

な
く
て
自
我
と
言
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と
に

か
く
個
に
於
い
て
世
界
が
形
成
を
し
て
い
く
。
自
我
は

小
さ
い
と
き
か
ら
色
々
あ
っ
て
、
で
も
世
界
は
世
界
の

方
向
に
行
く
、
自
己
は
自
己
の
方
向
に
行
く
、
そ
の
交

錯
し
た
と
こ
ろ
で
自
覚
的
に
形
成
さ
れ
て
い
く
、
そ
れ

が
西
田
の
歴
史
の
考
え
方
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
個
人
だ

け
で
も
な
く
て
世
界
だ
け
で
も
な
く
て
、
両
方
が
い
つ

も
一
つ
に
交
錯
す
る
と
こ
ろ
で
歴
史
は
交
錯
さ
れ
て
い

る
の
で
、
自
己
が
無
か
っ
た
ら
歴
史
と
言
う
こ
と
も
西

田
で
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

田
中　

い
や
、
西
村
先
生
の
端
的
な
ご
質
問
に
は
答
え
て
ら
っ

し
ゃ
ら
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
。
キ
リ
ス
ト
は
無

で
す
か
。

花
岡　

い
や
、
わ
た
く
し
た
ち
全
員
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
。

田
中　

い
や
、“Is C

hrist nothingness?”

あ
る
い
は “Is C

hrist 

absolute nothingness?”

と
い
う
ふ
う
に
も
し
聞
か
れ

た
ら
ど
う
答
え
ま
す
か
。

花
岡　

そ
の
と
き
は
説
明
が
要
り
ま
す
。
そ
ち
ら
が
ど
う
い
う

立
場
に
あ
る
か
、
こ
ち
ら
が
ど
う
い
う
立
場
に
あ
る
か

で
違
い
ま
す
か
ら
。
で
す
か
ら
、
わ
た
く
し
は
間
接
的

に
お
答
え
し
ま
し
た
。
全
員
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
わ
け

で
も
あ
り
ま
す
、
神
の
子
で
す
。

西
村　

そ
し
た
ら
、
歴
史
上
の
イ
エ
ス
の
固
有
の
意
味
は
な
い

の
で
す
か
。

花
岡　

現
代
は
そ
う
い
う
方
向
に
帰
す
る
ん
で
す
よ
ね
、
キ
リ

ス
ト
教
の
中
で
は
。

西
村　

現
代
は
。
時
代
に
よ
っ
て
ど
ん
ど
ん
変
わ
り
ま
す
ね
。

そ
れ
は
信
じ
ら
れ
な
い
わ
。
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花
岡　

キ
リ
ス
ト
が
本
当
に
唯
一
絶
対
の
神
の
子
か
と
い
う
の

は
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
も
ず
っ
と
問
題
に
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
八
木
先
生
は
ど
う
お
考
え
か
は

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
全
員
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
か
ら
わ

た
し
た
ち
は
無
で
も
あ
り
ま
す
。
一
即
多
、
多
即
一
で
、

無
で
も
あ
り
、
自
性
は
仏
性
で
あ
っ
て
、
自
性
は
無
性

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
そ
の
ま
ま
通
じ
る

と
思
い
ま
す
。

田
中　

一
言
だ
け
、
あ
ま
り
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
。
や
は

り
西
村
先
生
の
端
的
な
ご
質
問
に
、
わ
た
く
し
は
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
で
す
か
ら
や
は
り
端
的
に
答
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
わ
た
し
に
と
っ
て
は
無
で
は
な
い
。"Is 

C
hrist nothingness?"

に
対
し
て
、nothingness

で
は

な
い
。
で
、
有
で
す
か
と
問
わ
れ
て
も
、
有
で
も
な
い
。

八
木
（
誠
）　

じ
ゃ
ぁ
、
な
ん
で
す
か
。

田
中　

そ
れ
は
両
方
を
越
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
木　

越
え
る
と
何
に
な
る
の
で
す
か
。

田
中　

そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
問

題
は
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
﹃
隠
れ
た
る
神
﹄
の
冒
頭
の
対
話

の
中
で
出
て
く
る
の
で
す
が
、﹁
あ
な
た
に
と
っ
て
神

と
い
う
の
は
有
で
す
か
﹂
と
い
う
と
き
に
﹁aliquid

、

som
ething

そ
れ
は
対
象
化
さ
れ
た
存
在
を
指
し
ま
す

が
、
そ
ん
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
。
そ
の
次
の

質
問
は
、﹁
そ
れ
で
は
無
で
す
か
、nihil

﹂﹁
そ
う
で
も

あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
。﹁
じ
ゃ
ぁ
、
何
で
す
か
﹂
と
い
う

問
い
が
出
て
き
て
、﹁
そ
れ
は
ど
ち
ら
も
超
え
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
で
も
な
け
れ
ば
無
で
も
な
い
﹂

と
い
う
答
え
で
し
た
。
し
か
し
な
ぜ
で
す
か
と
問
う
と

き
に
は
、
何
か
対
象
的
な
存
在
を
示
し
て
い
る
と
思
う

の
で
す
ね
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
は
、
た
と
え
ば
ケ
ノ
ー

シ
ス
と
い
う
働
き
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
分
か
る
。
だ
か

らN
othingness

と
い
う
言
葉
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、

た
と
え
ば
ケ
ノ
ー
シ
ス
と
い
う
動
詞
で
理
解
す
る
。
無

を
動
詞
と
し
て
理
解
す
る
、
先
ほ
どesse

は
名
詞
じ
ゃ

な
く
て
動
詞
だ
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
ね
。
や
は
り

ケ
ノ
ー
シ
ス
と
い
う
働
き
は
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
の
中

に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う



 

思
う
の
で
す
ね
。
し
か
し
そ
の
限
り
で
も
や
は
り
キ
リ

ス
ト
が
ど
う
し
て
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
大
き
な
意
味

を
持
つ
の
か
。
や
は
り
有
限
な
る
平
凡
な
る
人
格
の
持

つ
無
限
の
価
値
で
す
よ
ね
、
無
限
な
る
絶
対
者
と
い
う

も
の
が
有
限
な
る
一
つ
の
人
格
の
中
に
受
肉
し
な
け
れ

ば
意
味
を
持
た
な
い
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
な

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。　

花
岡　

そ
の
受
肉
自
身
が
非
常
に
問
題
な
ん
で
す
よ
ね
。
ブ
ル

ト
マ
ン
な
ん
か
認
め
て
な
い
ん
で
す
よ
ね
、
ク
リ
ス
チ

ャ
ン
で
あ
り
な
が
ら
。

八
木　

話
し
出
す
と
長
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
一
言
だ
け
に
し

と
き
ま
す
。﹁
キ
リ
ス
ト
は
何
ん
だ
﹂
と
い
う
の
は
、

聖
書
の
中
に
答
え
あ
る
ん
で
す
よ
。﹁
フ
ィ
リ
ピ
の
信

徒
へ
の
手
紙
﹂
一
章
二
一
節
、
パ
ウ
ロ
の
言
葉
で
ね
、

﹁
わ
た
し
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
っ
て
何
だ
﹂﹁
私
が
生
き

て
い
る
と
言
う
こ
と
だ
﹂
と
答
え
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

そ
れ
じ
ゃ
一
体
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
と
長
く
な
る

の
で
止
め
て
お
き
ま
す
。﹁
キ
リ
ス
ト
っ
て
何
だ
、
俺

一
つ
は
絶
対
無
か
ら
ど
う
し
て
、﹁
真
空
の
中
に
妙
有

が
あ
る
﹂
と
か
そ
う
い
う
言
い
方
は
す
る
け
れ
ど
、
そ

れ
は
哲
学
と
し
て
全
然
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
な
く
て
唐

突
に
そ
れ
が
言
わ
れ
て
い
る
、
直
観
的
に
言
わ
れ
て
い

る
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
の

ペ
ー
パ
ー
の
中
で
は
っ
き
り
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
思

う
の
で
す
ね
。
だ
け
れ
ど
も
そ
れ
は
西
洋
の
哲
学
で
は
、

た
と
え
ば
絶
対
者
は
唯
一
の
実
体
的
存
在
、
個
別
的
な

有
限
な
存
在
は
二
重
に
有
限
化
さ
れ
た
様
態
な
ん
で
す

よ
ね
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
肯
定
的
な
否
定
は
す
べ
て

否
定
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
否
定
と
言
う
こ
と
が
真
の

意
味
で
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
先
立
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
は
す
で
に
西
洋
の
中
に
も
、

わ
た
し
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
で
す
か

ら
、
も
ち
ろ
ん
哲
学
に
お
い
て
ど
う
し
て
無
が
先
行
す

る
の
か
は
非
常
に
重
要
な
問
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
プ
ロ
セ
ス
神
学
は
、
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
の
名
前
も
出
て
き
た
け
れ
ど
も
、
否
定
と
い
う

面
が
非
常
に
弱
い
と
い
う
と
こ
ろ
は
仰
る
と
お
り
だ
と
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ま
せ
ん
。

花
岡　

こ
こ
ま
で
は
ノ
ー
ア
ン
サ
ー
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

西
村
先
生
か
ら
来
ま
し
た
か
ら
。

八
木
（
誠
）　

西
村
さ
ん
の
言
う
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
、
聖
書
を
そ

の
ま
ま
で
信
じ
込
ん
で
る
人
の
こ
と
だ
か
ら
、
い
く
ら

そ
う
じ
ゃ
な
い
と
言
っ
て
も
ダ
メ
。

パ
ー
ケ
ル
マ
ン
ス　

西
村
さ
ん
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
質
問
は
と
て
も
難
し
い
質
問
で
、
あ
る
程
度

仏
教
側
か
ら
し
た
質
問
で
す
ね
。﹁
キ
リ
ス
ト
は
無
で

あ
る
か
﹂。
神
は
無
で
あ
る
と
、
わ
た
し
は
あ
る
程
度

自
身
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
無
の
理
解
は
、N

athan Söderblom

も
一
〇
〇
年

以
上
前
に
、
無
を
経
験
す
る
と
そ
こ
は
愛
、
力
、
慰
め
、

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
良
く
分
か
る

と
思
い
ま
す
、
そ
こ
か
ら
キ
リ
ス
ト
に
行
く
と
、
そ
こ

の
中
に
も
愛
が
出
て
来
ま
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
無
で

あ
る
と
あ
る
程
度
言
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
神
学

の
中
で
キ
リ
ス
ト
は
い
つ
も
人
間
で
あ
り
な
が
ら
神
で

が
生
き
て
い
る
こ
と
だ
﹂
っ
て
ね
。
つ
ま
り
わ
た
し
が

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
の
現
実
性
な
ん

で
ね
、
と
い
う
こ
と
は
有
で
も
無
で
も
な
い
、
働
き
な

ん
で
す
よ
。
僕
は
そ
れ
を
統
合
作
用
で
あ
る
と
捉
え
て

い
ま
す
け
ど
ね
。
働
き
と
い
う
の
は
新
約
聖
書
の
一
番

中
心
的
な
考
え
方
で
あ
り
ま
し
て
ね
。
そ
こ
で
た
ぶ
ん

僕
は
禅
と
も
非
常
に
近
寄
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
時
間
が
な
い
の
で
終
わ
り
に
し
ま
す
。

河
波　

カ
ン
ト
は
、
キ
リ
ス
ト
をU

rbild
と
言
っ
て
い
ま
す
ね
。

宗
教
論
の
第
二
章
で
ね
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
キ
リ
ス

ト
は
原
像
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
非
常
に
面
白
い
と

思
い
ま
す
。

花
岡　

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
と
っ
て
は
ず
っ
と
そ
う
だ
と
思
う
の

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
と
他
の
宗
教
と
ど
う
や
っ
て

和
解
す
る
か
と
い
う
問
題
が
入
っ
て
く
る
わ
け
で
、
絶

対
化
で
き
な
い
と
い
う
。

八
木
（
誠
）　

今
ま
で
だ
っ
た
ら
絶
対
で
き
な
い
ん
で
す
よ
。
聖

書
を
批
判
し
な
け
れ
ば
、
他
宗
教
の
人
と
は
対
話
で
き



 

や
仏
教
も
空
や
無
で
は
な
く
て
、
別
の
仕
方
で
禅
そ
の

も
の
が
変
わ
ら
な
い
と
現
代
は
生
き
て
い
け
な
い
と
思

う
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
、
さ
っ
き

長
谷
先
生
が
仰
っ
た
け
ど
、
宗
教
そ
の
も
の
の
中
と
い

う
か
、
禅
そ
の
も
の
の
中
も
変
わ
ら
な
い
と
ダ
メ
な
ん

で
す
よ
ね
。
ブ
ラ
フ
ト
先
生
が
お
ら
れ
た
ら
そ
う
仰
る

に
違
い
な
い
と
僕
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
如
何
で
し

ょ
う
か
。
長
い
時
間
、
花
岡
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

あ
る
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
は

神
で
あ
る
こ
と
は
無
と
繋
が
っ
て
い
ま
す
が
、
他
方
で

は
人
間
で
あ
る
こ
と
は
有
の
哲
学
に
入
る
と
思
い
ま
す

ね
。
と
て
も
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
、
答
え
は
わ
た

し
に
も
分
か
ら
な
い
こ
と
で
、
働
き
だ
と
い
う
の
は
と

て
も
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

森　
　

最
後
に
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
に

一
言
だ
け
司
会
で
す
け
れ
ど
も
。
禅
や
仏
教
の
立
場
で

も
無
が
究
極
じ
ゃ
な
く
て
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
問
い

は
い
く
ら
で
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
妙
心
寺
を
造
っ

た
関
山
さ
ん
の
有
名
な
逸
話
と
し
て
﹁
本
有
円
成
、
甚

麼
︵
な
ん
︶
と
し
て
か
、
迷
倒
し
て
衆
生
と
な
る
﹂
と

い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
。
ど
う
し
て
本
来
仏
さ
ん
で
あ

る
人
が
迷
っ
た
衆
生
に
な
る
の
か
と
い
う
の
は
、
単

に
仏
教
か
ら
足
を
踏
み
外
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

て
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
キ
リ
ス
ト
教
的
な
言
い
方
で
言

え
ば
ア
ガ
ペ
ー
と
い
う
か
、
困
っ
た
人
を
な
ん
と
か
し

た
い
と
い
う
そ
の
こ
と
と
表
裏
一
体
な
ん
で
す
ね
。
禅


