
究
極
の
哲
学

l
！
そ
の
核
心
へ
の
間
い

出
し
抜
け
だ
が
、
最
近
出
さ
れ
た
拙
著
の
中
で
哲
学
探
し
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
自
の
哲
学
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
、
共
惑
を
期

待
し
な
が
ら
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

自
が
ち
ょ
っ
と
お
か
し
く
て
眼
科
に
行
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
頗
番
を
待
っ

て
い
る
間
に
、
鵠
然
こ
ん
な
も
の
を
読
む
こ
と
に
な
っ
た
。

究極の哲学

「
自
は
心
の
窓
で
あ
り
、
顔
は
心
の
鏡
で
あ
る
。
心
が
静
か
で
あ
れ
ば
、
顔
の

表
情
も
静
か
に
な
る
。
院
は
事
物
を
観
察
し
、
そ
の
価
枯
慨
を
判
断
す
る
。
日
は

口
の
よ
う
に
も
の
を
き
口
い
、
耳
の
よ
う
に
物
事
を
開
く
。
闘
が
清
い
と
か
、
冷

た
い
と
か
、
鵡
く
と
か
、
そ
の
中
に
絵
が
あ
る
と
か
、
詩
が
あ
る
と
か
、
な
ど

と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
千
態
万
状
に
変
わ
る
の
も
ま
た
告
で
あ
る
c

喜
び
と
憂
い
、
恐
れ
と
倣
植
民
、

そ
し
て
冷
た
さ
と
暖
か
さ
が
私
た
ち
の
自
の
中
に
存
在
す
る
G

日
を
見
れ
ば
そ

の
人
が
分
か
る
と
も
一
一
一
一
口
う
c

そ
れ
は
自
が
す
な
わ
ち
そ
の
人
の
す
べ
て
、
た
と
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え
ば
人
格
や
性
矯
や
教
養
、
そ
し
て
す
べ
て
の
美
し
さ
を
映
し
出
す
窓
だ
か
ら

で
あ
る
c

〔：・〕

ま
た
、
魅
力
あ
る
光
を
放
つ
知
的
な
美
し
さ
の
外
に
感
性
的
な
美
し
さ
も
や

は
り
誌
に
映
る
。
〔
・
：
〕
愛
と
喜
び
で
充
満
し
た
美
し
い
目
、
そ
ん
な
愛
す
べ
き

目
は
、
心
を
間
関
き
、
美
し
さ
を
素
直
に
見
つ
め
る
特
に
の
み
持
つ
こ
と
の
出
来

る
清
き
自
な
の
で
あ
る
。
〔
：
・
こ

i
ノ
i
ラ
・

S
・
キ
ン
ザ

i
、
「
ス
ト
レ
ス
を

知
ら
な
い
女
は
義
人
し

「
自
は
心
の
窓
で
あ
る
。
」
そ
こ
こ
こ
で
よ
く
耳
に
し
た
一
言
葉
で
あ
る
。
ぁ
、

こ
れ
が
あ
れ
？
な
ん
だ
か
嬉
し
か
っ
た
。
こ
の
本
が
そ
の
発
源
地
？
そ
こ
ま
で

は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
と
に
か
く
、
い
い
言
葉
に
は
違
い
な
い
。
私
も
百
パ
ー

セ
ン
ト
共
感
す
る
。
自
付
き
は
確
か
に
そ
の
人
の
内
陸
を
茂
映
す
る
も
の
に
違

い
な
い

G

美
し
い
闘
の
た
め
に
も
、
知
性
と
感
性
、
両
面
で
内
面
を
清
め
ね
ば
。

そ
う
。
そ
う
だ
と
も
c

納
得
し
た
。

勿
論
こ
れ
を
書
い
た
作
者
が
、
物
理
的
な
自
の
機
能
と
儲
鑑
に
つ
い
て
無
知
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無
心
な
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
基
本
的
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
言
及

を
省
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
に
自
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
も
の
を
「
見
る
」
と

い
う
こ
と
は
、
実
は
我
々
に
口
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
も
の
を
「
食
べ
る
」
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
耳
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
音
や
声
を
聞
く
と
い
う
こ
と
、
そ
ん

な
こ
と
と
共
に
人
間
の
基
本
な
の
で
あ
り
、
生
の
基
本
な
の
で
あ
る
。
日
が
な

け
れ
ば
、
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
大
変
で
あ
る
。
そ
の
点
を
考

え
て
み
れ
ば
、
日
が
あ
っ
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は

そ
れ
は
有
難
い
こ
と
に
違
い
な
い
。
自
然
や
都
市
の
美
し
い
風
景
は
雷
、
つ
ま
で

も
な
く
、
映
画
、
テ
レ
ビ
、
漫
画
、
ル
ー
ブ
ル
の
あ
の
数
々
の
名
画
：
・
。
そ
れ

に
美
し
い
彼
女
の
目
映
い
美
貌
も
、
そ
れ
を
み
る
巨
が
な
け
れ
ば
、
何
の
意
味

も
持
て
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
し
こ
の
す
べ
て
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
し

た
ら
：
＼
そ
れ
は
考
え
た
だ
け
で
も
、
ぞ
っ
と
す
る
。
ボ
ス
ト
ン
に
住
ん
で
い

た
頃
、
毎
晩
楽
し
く
観
て
い
た
ド
ラ
マ
が
あ
っ
た
。
一
九
七

0
年
代
に
韓
国
で

も
放
映
さ
れ
大
人
気
だ
っ
た
「
草
原
の
小
さ
な
家
」
と
い
う
ド
ラ
マ
で
あ
る
。

そ
の
ド
ラ
マ
に
、
主
人
公
の
一
人
と
し
て
長
女
の
メ
リ
！
と
い
う
人
物
が
登
場

す
る
。
締
麗
で
、
や
さ
し
く
て
、
ス
マ
ー
ト
で
、
し
っ
か
り
し
た
、
何
一
つ
嫌

味
の
な
い
、
素
敵
な
女
の
子
で
あ
る
。
そ
の
メ
リ
ー
が
あ
る
日
、
視
力
を
失
い
、

見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
れ
を
観
な
が
ら
私
は
、
見
る
と
い
う
こ
と
が

ど
れ
程
大
事
な
こ
と
か
を
、
そ
れ
こ
そ
痛
い
ほ
ど
実
感
し
た
の
だ
っ
た
。
私
が

普
段
「
人
関
学
」
の
講
義
で
し
ば
し
ば
触
れ
る
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
i
の
場
合
も
関

じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
規
力
を
失
っ
て
し
ま
う
あ
の
「
冬
ソ
ナ
」
の
ジ
ユ
ン
サ

ン
を
愛
し
た
日
本
の
オ
パ
サ
ン
た
ち
に
も
、
多
分
似
た
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
哲
学
者
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
被
の
あ
の
有
名
な
「
形
而
上
学
」
の
留
頭
で
、

「
す
べ
て
の
人
閤
は
生
ま
れ
つ
き
見
る
こ
と
を
好
む
」
と
い
う
一
言
葉
で
そ
の
重
要

性
を
確
認
し
て
く
れ
る
。
万
学
の
父
と
も
言
わ
れ
る
あ
の
権
威
者
の
一
言
葉
で
あ

る
。
こ
の
言
葉
が
あ
の
大
変
な
本
の
冨
頭
を
飾
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
偶

然
で
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

恐
ら
く
そ
れ
程
重
要
だ
か
ら
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
「
見
る
」
と
い
う
こ

と
は
、
単
な
る
肉
眼
に
眠
ら
ず
そ
の
意
味
を
拡
張
す
る
。
我
々
に
は
も
う
一
つ

の
闘
が
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
所
諸
心
の
自
、

精
神
の
目
、
知
恵
の
目
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。
人
を
見
る
日
、
未
来
を
見

る
目
、
そ
う
い
う
目
も
あ
る
。
ち
な
み
に
、
私
の
専
攻
し
た
哲
学
に
は
「
現
象
学
」

と
い
う
分
野
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
強
調
す
る
「
意
識
の
直
観
」
と
い
う
こ

と
を
、
フ
ッ
サ
l
ル
は
「
現
象
学
的
視
」
守

E
g
g
s
o一品号一】
g
r
v白
ロ
）
と
読

ん
で
い
る
。
仏
詑
の
所
謂
慧
眼
と
は
ち
ょ
っ
と
異
な
る
が
、
こ
れ
も
一
種
の
真

理
を
見
る
自
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ

i
は
、
ま
さ
に
そ
の
日
で
永
遠
の
神
秘
で
あ

る
「
存
在
」
を
見
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
書
い
た
い
の
で
あ
る
。
人
誰
に
だ
っ
て
自
は
備
わ
っ
て
い
る
が
、

目
だ
か
ら
と
言
っ
て
皆
同
じ
自
で
は
な
い
、
と
。
そ
の
目
が
何
を
見
る
自
で
あ

る
か
に
よ
っ
て
、
自
の
種
類
が
、
自
の
震
が
、
違
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
誰
か

の
自
は
、
一
寸
先
も
見
る
こ
と
が
出
来
ず
、
誰
か
の
自
は
、
十
年
百
年
先
を
見

通
し
た
り
も
す
る
。
誰
か
の
自
は
目
先
の
利
益
だ
け
を
見
、
誰
か
の
自
は
真
理

や
正
義
を
見
る
。
誰
か
の
自
は
樹
を
見
、
誰
か
の
自
は
森
を
見
る
。
：
・
あ
の
す

べ
て
が
巨
な
の
で
あ
り
、
あ
の
す
べ
て
が
見
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
私
た
ち
は
今
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
自
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
、

見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
せ
っ
か
く
付
い
て
い
る
大
事
な
自
で
情
け
な
い
も

の
ば
か
り
を
見
て
い
た
の
で
は
、
そ
の
日
に
・
申
し
訳
が
た
た
な
い
。
哲
学
の
自

で
見
る
と
、
世
の
中
に
は
我
々
が
真
に
見
る
べ
き
こ
と
が
、
西
方
で
我
々
が
見

て
く
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
。
真
、
議
官
、
美
、
徳
、
正
義
、
：
・
そ
の
よ
う
な



こ
と
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
今
の
人
々
の
自
に
辻
よ
く
見
え
な
い
よ
う

で
あ
る
。
人
々
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
敢
え
て
見
ょ
う
と
も
し
な
い
。
出
い
自

で
白
眼
視
す
る
。
文
学
も
、
歴
史
も
、
哲
学
も
、
人
々
に
側
め
ら
れ
る
。
世
の

中
の
日
は
専
ら
金
だ
け
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
地
位
や
名
声
だ
け
が
眼
差
し
の

的
と
な
る

G

人
が
人
を
挑
め
る
自
に
も
溢
み
が
な
い
。
人
々
は
よ
く
冷
た
い
自
で
、
鋭
い

闘
で
、
入
を
見
る
。
そ
う
い
う
誤
差
し
が
人
に
触
れ
る
と
、
痛
く
な
る
。
傷
が

つ
く
c

絢
の
中
に
畠
が
流
れ
る
こ
と
も
あ
る
c

人
間
の
韓
が
丸
い
の
は
、
丸
く
、

門
講
に
見
よ
と
の
、
神
の
思
し
忍
し
な
の
か
も
知
れ
な
い
c

以
前
、
面
自
半
分

に
書
い
て
み
た
描
詩
を
最
後
に
ご
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

「
道
徳
の
発
見
」

窓
は
四
角
だ
／
本
は
四
角
だ
／
ス
ク
リ
ー
ン
は
四
角
だ
〆
テ
レ
ピ
も
四
角
だ

／
パ
ソ
コ
ン
も
四
角
だ
／
新
開
も
ス
マ
ホ
も
四
角
だ
〆
み
ん
な
四
角
だ
／
世
界

と
人
生
が
す
べ
て
四
角
の
中
だ
／
四
角
は
凄
い
〆
し
か
し
見
る
自
は
丸
だ
／
故

に
／
円
満
な
も
の
は
角
立
っ
た
も
の
に
勝
る
（
2
）

い
よ
い
よ
哲
学
の
眼
鏡
が
必
要
な
時
代
で
あ
る
c

近
く
を
見
れ
な
い
遠
視
も

多
す
、
ぎ
る
し
、
遠
く
を
見
れ
な
い
近
視
も
ま
た
多
す
ぎ
る
c

（3
）

究極の哲学

さ
て
、
」
こ
に
も
少
な
か
ら
ぬ
自
と
眼
差
し
が
集
ま
っ
て
い
る
。

我
々
の
自
は
、
そ
れ
で
は
今
い
っ
た
い
何
を
、
ど
の
よ
う
な
空
間
を
、

ど
の
よ
う
な
時
間
を
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
見
て
い
る
の
だ
ろ
う

、A
O

，刀
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雑
多
な
日
常
事
に
紛
ら
さ
れ
て
、
身
辺
の
諸
状
況
・
諸
条
件
に
影
響

さ
れ
て
、
も
し
か
し
て
狭
い
、
短
い
、
浅
い
、
抵
い
、
そ
し
て
小
さ
い

こ
と
ば
か
り
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
・
：
。
一
震
く
ら
い
は
、

遥
か
な
る
宇
宙
、
永
久
な
る
光
陰
、
世
界
そ
の
も
の
、
人
間
同
そ
の
も
の
、

人
生
そ
の
も
の
、
儲
舗
と
い
う
も
の
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
太
初
の
観

点
か
ら
挑
め
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
敢
え
て
「
究
極
の
哲
学
」
と
い
う
も
の
を
本
誌
の
、
王
題
と

し
て
打
ち
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
（
ど
う
か
こ
の
趣
旨

を
ご
理
解
い
た
だ
け
ま
す
こ
と
を
！
）
し
か
し
、
哲
学
と
は
そ
も
そ
も

何
な
の
だ
ろ
う
か
。
数
多
く
の
一
所
謂
「
哲
学
論
」
が
現
に
あ
る
だ
け
に
（
4
）、

そ
の
精
髄
を
掴
む
の
は
そ
れ
程
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
が
、
一
つ
の

答
え
は
、
一
所
誇
哲
学
史
上
に
お
い
て
「
哲
学
」
と
し
て
実
質
を
得
、
そ

れ
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
を
す
べ
て
「
哲
学
」
と
し
て
認
め
る
こ
と

で
あ
る
。
我
々
に
伝
わ
っ
て
い
る
そ
れ
ら
に
は
、
一
一
一
一
口
っ
て
み
れ
ば
、
「
歴

史
に
よ
る
承
認
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
（
そ
れ
に
、
そ
の
擾
々
様
々

な
哲
学
の
多
様
性
を
貫
通
す
る
共
通
的
基
盤
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

大
雑
把
に
…
一
一
一
口
っ
て
そ
れ
は
、
告
然
と
は
、
人
間
と
は
、
神
と
は
、
認
識

と
は
、
一
一
言
語
と
は
何
か
？
（
5
）
な
い
し
如
何
に
生
き
る
か
？
と
い
う
真
一

撃
な
理
性
的
自
実
践
的
関
い
、
思
惟
、
理
解
、
説
明
の
試
み
で
あ
る
と

言
っ
て
も
よ
い
。
）

し
か
し
、
哲
学
史
上
に
は
、
タ

i
レ
ス
か
ら
ハ

i
パ
マ
ス
に
至
る
ま

で
、
少
な
く
と
も
苔
人
以
上
も
の
哲
学
者
た
ち
が
い
る
。
そ
れ
ば
か
り

で
も
な
い
。
所
謂
哲
学
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
る
と
、
実
に
稜
々
様
々

な
哲
学
が
一
つ
の
枠
の
中
に
混
在
し
て
い
る
。
西
洋
・
東
洋
哲
学
、
古

代
・
中
最
・
近
代
・
現
代
哲
学
、
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
英
米
哲
学
・
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
イ
ン
ド
・
中
国
哲
学
：
・
、
プ
ラ
ト
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
・
カ
ン
ト
・
へ

i
ゲ
ル
哲
学
：
・
、
政
治
・
社
会
・
経
済
・
歴
史
哲
学

・
、
形
而
上
学
・
認
識
論
：
・
、
論
理
学
・
倫
理
学
・
美
学
、
現
象
学
・

解
釈
学
・
分
析
哲
学
・
実
存
哲
学
：
・
、
共
産
主
義
・
構
造
主
義
・
解
体

主
義
：
・
、
等
々
。
こ
れ
ら
す
べ
て
が
実
際
に
「
哲
学
」
と
し
て
通
用
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
諸
哲
学
を
よ
く
勉
強
し
て

み
る
と
、
そ
れ
ら
の
「
四
つ
の
源
泉
」
と
も
一
一
一
一
口
う
べ
き
時
間
的
s

空
間

的
地
点
が
あ
る
こ
と
に
・
気
づ
く
よ
う
に
な
る
。
空
間
的
に
言
え
ば
そ
れ

は
、
古
代
の
「
ギ
リ
シ
ャ
・
ユ
ダ
ヤ
・
イ
ン
ド
・
中
国
」
で
あ
り
、
時

間
的
に
言
え
ば
、
「
西
暦
で
の
、
紀
元
前
五
世
紀
か
ら
柁
元
に
至
る
数

百
年
間
」
で
あ
る
。
も
っ
と
具
体
的
に
言
え
ば
、
か
の
有
名
な
「
ソ
ク

ラ
テ
ス
・
イ
エ
ス
・
仏
陀
・
孔
子
」
こ
そ
、
そ
の
源
泉
を
潤
し
た
、
…
一
一
一
口

う
な
れ
ば
、
代
表
的
哲
学
者
、
彼
ら
の
哲
学
こ
そ
「
代
表
哲
学
」
、
も

し
く
は
「
枢
軸
哲
学
（
6
）
」
、
ま
た
は
「
究
極
哲
学
」
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
こ
そ
、
タ
i
レ
ス
か
ら
ハ

i
パ
マ
ス
に
歪
る
あ

の
巨
佐
た
ち
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
構
え
て
い
る
「
究
極
の
哲
人
た

ち
」
、
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
か
。
何
故
こ
れ
が
「
代
表
哲
学
」
で
あ
り
、
「
枢

軸
哲
学
」
で
あ
り
、
「
究
極
の
哲
学
」
で
あ
る
の
か
。
勿
論
、
見
方
や

立
場
に
よ
っ
て
は
異
論
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
、
①
彼

ら
の
持
っ
そ
の
圧
倒
的
な
影
響
力
、
②
人
間
ー
生
ー
世
界
の
「
質
」
へ

の
賞
献
を
素
直
に
－
認
め
て
、
そ
し
て
、
神
話
的
部
分
を
括
弧
づ
け
て
、

③
哲
学
の
具
体
的
時
空
間
を
超
越
し
た
全
体
闘
を
、
な
い
し
そ
こ
で
の

形
勢
を
、
考
え
て
み
る
と
、
し
か
も
④
彼
ら
の
場
合
は
「
生
そ
の
も
の

が
郎
ち
哲
学
」
で
あ
っ
た
と
い
う
崇
高
さ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
誰
と

て
こ
れ
を
簡
単
に
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
は
ず
で
あ
る
（
7
）
。
最

広
義
の
「
哲
学
」
に
お
い
て
は
、
彼
ら
こ
そ
最
も
真
正
な
る
哲
学
の
発

言
者
で
あ
り
、
実
現
者
で
も
あ
る
。
彼
ら
の
哲
学
史
的
意
味
も
ま
た
、

そ
の
点
に
あ
る
と
言
え
る
。
ま
さ
に
そ
れ
を
、
彼
ら
の
哲
学
を
、
今
こ

こ
で
吟
味
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
我
々
の
視
線
を
集
中
し
て

み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
今
こ
こ
で
こ
れ
を
？
そ
の
理
由
は
き

ち
ん
と
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
私
な
り
の
「
時

代
診
断
」
が
働
い
て
い
る
（
8
）
。
私
が
思
う
に
、
我
々
の
生
き
て
い
る

こ
の
時
代
は
、
少
な
く
と
も
哲
学
を
価
値
と
す
る
人
間
に
と
っ
て
は
、

「
憂
慮
す
べ
き
時
代
」
で
あ
る
。
「
哲
学
の
不
在
、
失
践
、
行
方
不
明
」

が
こ
の
時
代
を
特
徴
付
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
微
か
に
残
さ
れ
た
そ

の
痕
跡
も
、
至
る
と
こ
ろ
で
石
こ
ろ
の
よ
う
に
蹴
飛
ば
さ
れ
て
い
る
。

下
手
す
る
と
、
近
い
う
ち
に
「
哲
学
の
死
」
が
云
々
さ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
。
人
々
を
、
そ
し
て
世
の
中
を
支
配
し
て
い
る
錨
値
は
、
た
だ
「
資

本
、
権
力
、
評
判
」
。
生
的
行
動
の
唯
一
の
基
準
は
専
ら
「
私
の
利
益
」
。

溢
れ
る
不
正
、
暴
力
、
非
倫
理
、
不
道
徳
・
：
。
真
理
の
白
眼
視
。
正
義

の
無
視
・
蔑
視
。
こ
う
し
た
有
様
は
、
所
諸
国
際
化
E

情
報
化
の
波
に

乗
っ
て
最
早
世
界
中
の
普
通
的
現
象
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
と
り
わ
け
「
暴

走
す
る
資
本
」
は
い
ま
や
誰
も
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
有
棟

で
あ
る
。

し
か
し
、
果
た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
人
間
に

真
の
幸
せ
を
粛
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
資
本
は
世
界
を
楽
園
に
す

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
こ
の
時
点
で
一
端
立
ち

止
ま
っ
て
、
そ
し
て
人
間
の
涼
点
に
立
ち
戻
っ
て
、
真
剣
に
考
え
て
み



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
そ
れ
を
我
々
は
、
「
原
初
」
の
現
在
北
、
そ
し

て
ハ
イ
デ
ガ

i
に
倣
っ
て
、
立
ち
帰
り
（
∞
の
ま
乎
き
る
の
ご
、
婦
郷

（2
2
5山内

ogと
も
呼
ぶ
。
（
9
）
）
人
間
の
根
本
的
な
諮
問
題
の
原
点
、

正
し
く
そ
こ
に
、
彼
ら
が
立
っ
て
、
そ
の
重
摩
な
声
で
尊
い
教
え
を
説

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
一
千
数
百
年
も
の
時
間
を
越
え
て
。

さ
て
、
そ
の
「
究
極
の
哲
学
」
と
本
格
的
に
向
き
合
う
前
に
、
一
つ

予
備
的
に
し
て
お
き
た
い
作
業
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
諸
哲
学

を
「
忘
却
z

歪
曲
B

陳
臆
化
目
知
識
化
t

情
報
化
s

剥
製
化
s

標
本
化
」

と
い
う
呪
縛
か
ら
解
き
放
ち
、
各
哲
学
菌
有
の
出
発
点
と
帰
着
点

2
2
5）
去
）
を
再
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
（
目
。
そ
れ
は
、
い
う
な
れ
ば
、

「
問
題
」
を
失
っ
た
と
い
う
「
問
題
」
を
見
つ
め
る
こ
と
で
も
あ
る
。

二
千
年
な
い
し
一
一
千
数
百
年
の
関
の
「
挨
」
や
「
垢
」
を
取
り
払
う
こ

と
、
取
り
除
く
こ
と
、
こ
う
し
た
手
続
き
（
日
）
を
経
て
は
じ
め
て
、
か

の
「
究
極
の
哲
学
」
は
あ
の
当
初
の
偉
大
な
る
光
を
取
り
戻
し
、
後
ら

の
教
え
も
「
肉
声
」
で
関
こ
え
て
来
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。

究植の哲学

そ
れ
で
は
、
そ
の
「
究
極
の
哲
学
」
の
実
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

本
搭
的
に
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
詳
し
く
、
具
体
的

に
「
論
じ
る
」
た
め
に
は
、
何
百
巻
も
の
本
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
我
々

は
敢
え
て
そ
れ
を
「
単
純
化
」
す
る
曽
険
を
敢
行
し
よ
う
一
つ
ま
り
、

そ
れ
ら
を
璃
解
す
る
た
め
の
接
近
通
路
と
し
て
、
夫
々
コ
字
」
、
合

わ
せ
て
「
四
つ
の
文
字
詰
）
」
を
挙
げ
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
夫
々
、
「
知
」
、
「
愛
」
、
「
度
」
、
「
正
で
あ
る
。
或
い
は
、
「
知
」
、
「
悔
」
、

「
滅
」
、
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
々
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
イ
エ
ス
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仏
陀
、
の
核
心
語
。
こ
れ
は
勿
論
私
の
恋
意
的
解
釈
i
実
は
解
釈

学
的
（
地
平
一
融
合
的
）
、
調
察
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
）
こ
れ
ら
は
、
夫
々
、

「
汝
自
身
を
知
れ
」
、
「
愛
し
な
さ
い
／
海
い
改
め
な
さ
い
」
、
「
掲
諦
鶏

諦
、
波
羅
掲
諦
、
波
間
羅
僧
鴻
諦
、
菩
提
薩
婆
詞
」
、
「
必
也
正
名
乎
／
君

君
た
り
、
毘
佳
た
、
り
、
父
父
た
り
、
子
子
た
り
」
と
い
う
あ
ま
り
に
も

有
名
な
あ
の
一
一
言
葉
を
通
じ
て
我
々
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
「
そ
ん
な

こ
と
、
誰
だ
っ
て
知
っ
て
い
る
よ
」
と
、
誰
も
が
思
う
だ
ろ
う
。
し
か

し
我
々
は
本
当
に
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
真
に

「
理
解
」
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
「
我
が
物
に
す
る
こ
と
日
私
有
化

2
5
5ロ
ロ
ロ
∞
）
」
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
単
な
る
「
知
識
」
で
は

な
く
、
「
問
題
」
と
し
て
そ
れ
を
「
受
け
止
め
る
」
こ
と
が
。
「
引
き
受

け
る
」
こ
と
が
。

そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
我
々
は
彼
ら
に
関
、

2
5
一「あ

な
た
方
は
何
故
そ
れ
を
語
っ
た
の
で
す
か
？
何
故
語
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
す
か
」
と
。
す
る
と
、
多
分
彼
ら
は
こ
う
答
え
る
だ

ろ
う
。
「
見
て
み
な
さ
い
。
考
え
て
み
な
さ
い
。
人
間
た
ち
の
あ
の
「
無

知
」
を
、
あ
の
「
罪
」
を
、
あ
の
「
苦
」
と
「
執
着
」
を
、
あ
の
「
乱

れ
」
を
、
「
不
正
」
（
君
不
君
臣
不
院
父
不
父
子
不
子
）
を
」
、
と
。
（
勿

論
、
こ
れ
も
ま
た
私
の
解
釈
で
あ
る
。
）

こ
れ
に
は
、
「
ま
ず
「
結
果
」
を
読
み
、
そ
れ
か
ら
「
涼
因
」
を
読
む
」

と
い
う
私
の
方
法
論
（
翻
し
読
み
）
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
後

ら
に
成
り
す
ま
し
て
問
、
つ
」
と
い
う
方
法
論
（
態
依
）
も
、
「
も
し
・
：
（
で
）

な
け
れ
ば
？
」
と
い
う
方
法
論
（
欠
如
佼
定
）
（
M
）
も
、
適
用
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
後
ら
の
抱
い
て
い
た
、
感
じ
て

い
た

2
2
Z）
の

（

手

認

さ

C
E拡
宮

5
が
、
自
然
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に
我
々
に
迫
っ
て
く
る
。

さ
て
、
そ
の
四
つ
の
核
心
語
を
一
つ
ず
つ
、
出
来
る
範
閣
で
、
ご
く

簡
単
に
、
「
吟
味
」
（
胃
c
p
p
w
H
E
a
o
gロ
）
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

υ
ま
ず
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
。

彼
の
哲
学
を
集
約
す
る
「
無
知
の
知
」
と
い
う
一
一
言
葉
は
「
汝
自
身
を

知
れ
」
（
開
き
を
認
さ
さ
と
と
い
う
言
葉
と
並
ん
で
、
存
名
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
に
は
、
実
は
彼
の
哲
学
の
結
果
と
し
て
の
「
知
」
と
、
原
因

な
い
し
背
景
と
し
て
の
「
無
知
」
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
内
容
的
に

見
れ
ば
、
そ
の
無
知
に
は
、
人
間
と
世
界
に
と
っ
て
真
に
価
値
あ
る
も

の
が
何
か
を
知
ら
ず
、
「
金
、
地
位
、
名
声
」
な
ど
だ
け
に
馳
せ
る
人

間
の
有
様
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
知
」
に
は
、
「
正
義
、
徳
、
愛
、

勇
気
、
知
恵
、
思
議
、
敬
度
、
良
心
、
真
一
理
、
善
、
美
、
幸
福
：
・
」
な

ど
へ
の
真
の
了
解
と
志
向
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
志
向
を
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
、
「
精
神
の
（
最
大
摂
の
）
向
上
」
と
表
現
す
る
。
被
の

弟
子
プ
ラ
ト
ン
は
そ
う
し
た
姉
匠
の
言
葉
が
た
だ
の
知
識
で
は
な
く
、

生
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
の
数
々
の
対
話
編
で
実
に
感
動
的
に

描
い
て
い
る
。
お
）

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
彼
自
身
の
あ
の
と
ん
で
も
な
い
死
が
証
明
す
る
よ

う
な
、
無
知
の
危
険
と
も
一
一
一
一
口
う
べ
き
「
問
題
」
を
少
し
で
も
正
す
べ
く
、

人
生
を
か
け
て
、
命
を
か
け
て
、
家
庭
や
家
族
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
、

哲
学
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
人
々
を
、
世
界
を
、
普
の
方
向
へ

導
こ
う
と
し
た
彼
の
あ
の
「
対
話
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

幻
次
に
イ
エ
ス
。

彼
の
哲
学
（
日
）
の
核
心
は
何
と
言
っ
て
も
「
愛
」
で
あ
る
。
「
愛
し
な

い
」
は
、
被
の
ト
レ
ー
ド
・
マ
ー
ク
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

は
、
隣
人
へ
の
愛
は
勿
論
の
こ
と
、
兄
弟
へ
の
愛
、
そ
し
て
何
よ
り
も

神
へ
の
愛
が
含
ま
れ
る
。
極
端
に
は
、
仇
へ
の
愛
も
含
ま
れ
る
。
広
義

で
考
え
れ
ば
、
こ
の
愛
に
は
、
あ
の
所
諸
「
山
上
垂
誹
（
げ
に
で
言
わ

れ
た
す
べ
て
の
こ
と
が
含
ま
れ
る
。
「
こ
こ
ろ
の
貧
し
い
人
た
ち
、
悲

し
ん
で
い
る
人
た
ち
、
柔
和
な
人
た
ち
、
義
に
飢
え
か
わ
い
て
い
る
人

た
ち
、
あ
わ
れ
み
深
い
人
た
ち
、
心
の
清
い
人
た
ち
、
平
和
を
つ
く
り

出
す
人
た
ち
、
義
の
た
め
に
迫
害
さ
れ
て
き
た
人
た
ち
、
の
の
し
ら
れ
、

迫
害
さ
れ
、
悪
口
を
一
一
一
一
口
わ
れ
る
人
た
ち
」
は
皆
、
愛
す
る
人
た
ち
な
の

で
あ
る
。
愛
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
人
に
は
な
れ
な
い
は

ず
で
あ
る
。
彼
自
身
も
ま
た
、
身
を
も
っ
て
、
命
を
か
け
て
、
こ
の
愛

を
実
践
し
た
。
一
一
一
日
葉
こ
そ
容
易
い
も
の
の
、
命
を
捨
て
て
愛
を
実
践
す

る
こ
と
は
、
決
し
て
誰
に
で
も
簡
単
に
で
き
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。

で
は
、
イ
エ
ス
は
何
故
そ
こ
ま
で
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
背
景

に
は
、
「
愛
し
な
い
こ
と
」
、
神
の
御
一
言
葉
を
、
隣
人
を
、
兄
弟
を
、
親

を
、
そ
し
て
真
の
倍
値
を
愛
し
な
い
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
、
っ
「
罪
」

が
置
か
れ
て
い
る
。
「
愛
と
罪
」
は
対
を
成
す
。
彼
の
哲
学
は
、
罪
を

愛
へ
と
変
換
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
罪
人
当

人
の
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
が
「
晦
い
改
め
」
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
た
る

イ
エ
ス
の
立
場
か
ら
は
、
そ
し
て
神
の
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
が
「
赦
し
・

救
い
・
救
済
・
救
援
」
で
あ
る
。
「
悔
い
改
め
な
さ
い
」
と
い
う
彼
の

有
名
な
言
葉
も
ま
さ
に
こ
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
所
謂
罪
の
普
遍

性
と
深
さ
は
あ
の
聖
書
の
至
る
と
こ
ろ
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
極
端



の
関
が
イ
エ
ス
を
死
に
至
ら
せ
た
あ
の
パ
リ
サ
イ
人
や
律
法
学
者
た
ち

の
憎
し
み
で
あ
る
。
勿
論
あ
の
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
原
罪
、
カ
イ
ン
の
罪
、

「
十
戒
」
で
警
告
さ
れ
た
不
孝
・
殺
人
・
姦
混
・
盗
み
・
偽
－
証
：
・
等
、

ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
を
は
じ
め
旧
約
聖
書
に
描
か
れ
た
人
間
た
ち
の
数
々

の
問
中
落
、
も
ま
た
こ
れ
に
含
ま
れ
る
（
望
。

宗
教
的
な
象
徴
を
や
や
許
す
と
、
あ
の
所
謂
「
十
字
架
」
は
、
正
し

く
こ
の
「
愛
」
の
、
全
人
類
へ
の
愛
の
完
成
、
と
一
一
言
え
る
よ
う
な
も
の

に
他
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
「
神
の
子
」

と
ま
で
崇
め
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

究極の哲学

お
次
に
仏
詑
。

仏
陀
の
哲
学
、
仏
教
哲
学
は
、
周
知
の
通
り
、

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
締
約
す
る
の
は
、
毛
頭
無
理
な
話
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
核
心
と
言
え
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
あ
の
有

名
な
「
般
若
心
経
」
に
登
場
す
る
「
度
一
切
苦
尼
」
の
「
度
」
こ
そ
は

そ
の
一
つ
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
「
渡
る
」
「
越
え
る
」
「
覚

る
」
こ
と
で
あ
る
。
「
ワ
タ
ル
」
と
い
う
こ
の
諸
に
は
、
？
」
ち
ら
」
と

「
あ
ち
ら
」
と
い
う
対
比
が
、
そ
し
て
「
こ
ち
ら
」
か
ら
「
あ
ち
ら
」

へ
の
「
方
向
性
」
が
、
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
的
に
は
そ
れ
を
「
此

岸
」
と
「
彼
岸
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
車
工
こ
か
ら
「
向
、
っ
／
彼
方
」

へ
渡
っ
て
行
こ
う
、
と
い
う
の
が
仏
陀
の
哲
学
の
核
心
で
あ
る
わ
け
で

あ
る
。
「
心
経
」
の
最
後
の
呪
文
「
掲
諦
鶏
詩
、
波
羅
掲
詩
、
波
羅
僧

鶏
諦
、
菩
提
薩
婆
詩
」
も
正
に
そ
の
こ
と
、
「
行
き
ま
し
ょ
う
、
行
き

ま
し
ょ
う
、
彼
方
に
（
渡
っ
て
）
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
で
は
、
「
向
う
」
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
こ
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こ
」
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
か
。
こ
れ
ま
た
、
誰
一
人
知
ら
ぬ
者

は
い
な
い
。
「
肉
、
つ
」
は
一
的
謂
撞
楽
浄
土
で
あ
り
、
で
」
こ
」
は
所
謂
俗

世
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
夫
々
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
我
々
は
そ
れ
を
本
当
に
よ
く
分
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

梅
楽
浄
土
と
は
、
実
は
あ
の
「
吾
八
慣
悩
」
、
「
一
切
苦
厄
」
の
消
え

た
「
謹
繋
」
の
次
元
を
一
一
…
一
口
う
も
の
で
あ
る
。
所
謂
「
覚
り
」
、
「
解
説
」

の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
俗
世
間
と
は
、
閣
知
の
通
り
、
「
欲
望
」
の

世
界
、
「
執
着
」
の
世
界
、
「
無
明
」
の
世
界
、
そ
れ
に
由
る
「
煩
悩
」

の
世
界
、
「
苦
」
の
世
界
、
つ
ま
り
「
苦
海
」
で
あ
る
。

仏
陀
の
あ
の
巨
大
な
哲
学
世
界
は
、
実
は
悉
く
こ
の
「
苦
」
一
文
字

か
ら
発
す
る
、
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
京
国
は
、

実
体
で
な
い
も
の
の
正
体
を
知
ら
ず
空
し
く
執
着
す
る
態
か
き
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
仏
陀
の
認
識
で
あ
っ
た
。
あ
の
有
名
な
所
謂
「
一
一
一
法
印
・

臨
翠
諦
・
八
正
道
・
十
ニ
縁
起
」
も
、
す
べ
て
こ
う
し
た
認
識
と
何
ら

か
の
形
で
関
わ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
何
と
一
一
一
一
口
つ
で
も
仏
陀
の
哲
学
の

原
点
は
、
あ
の
「
閉
門
遊
観
」
が
示
唆
す
る
通
り
、
「
苦
」
の
認
識
で

あ
る
。
二
苦
・
一
一
一
苦
・
四
苦
・
八
苦
、
そ
し
て
百
八
演
悩
。
具
体
的
に

は
、
内
苦
・
外
苦
、
（
精
神
的
苦
と
肉
体
的
苦
）
、
苦
苦
・
行
苦
・
壊
苦
、

生
・
老
・
病
・
死
、
「
愛
別
離
苦
・
怨
増
会
苦
・
求
不
得
苦
・
五
議
盛
苦
」

：
・
。
あ
あ
、
何
と
一
世
田
、
っ
辛
い
も
の
な
の
か
。
こ
の
生
は
！
こ
れ
こ
そ
我
々

の
生
と
い
う
も
の
の
実
態
、
実
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
、
だ
か

ら
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
ご
く
自
然
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
こ
そ
仏
陀
の
哲
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、
所
謂
「
離
れ
る
・
空
け
る
・
放
つ
・
捨
て
る
：
一
等
々
の
こ
と
も

護
ん
に
譲
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
何
を
？
苦
を
。
蒙
昧
を
。
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心
最
後
に
孔
子
。

所
謂
儒
教
を
代
表
す
る
孔
子
の
哲
学
（
ゆ
）
は
、
普
通
は
、
「
仁
」
や
「
君

子
」
と
い
う
語
を
、
も
し
く
は
「
忠
・
孝
」
と
い
う
語
を
思
い
出
さ
せ

る
。
勿
論
こ
れ
以
外
に
も
、
実
に
多
く
の
倫
理
的
ー
道
徳
的
諮
自
が
儒

教
と
い
う
枠
内
で
説
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
仁
、
儀
、
礼
、
智
、
信
、

忠
、
孝
、
悌
、
恕
、
徳
、
節
、
誠
、
恕
、
廉
、
恥
、
勇
、
温
、
良
、
恭
、

像
、
譲
、
知
、
安
、
懐
、
楽
、
中
庸
、
・
：
」
等
々
。
数
え
切
れ
な
い
ほ

ど
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
は
す
べ
て
孔
子
の
倫
理
に
間
違
い
な
い
。
し
か

し
、
中
で
も
私
が
最
も
注
目
す
る
語
は
「
正
」
で
あ
る
。
「
正
す
」
と

い
う
こ
と
、
「
名
を
正
す
」
と
い
う
所
謂
「
正
名
」
（
恕
こ
そ
、
孔
子
哲

学
の
核
心
で
あ
る
と
私
は
解
釈
す
る
。
と
い
う
の
は
、
孔
子
が
終
生
関

心
を
持
ち
続
け
た
の
は
「
政
治
」
の
「
政
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
政
」

は
即
ち
「
正
」
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
（
忍
。
孔
子
は
乱
れ
た

人
間
関
係
、
乱
れ
た
世
の
中
を
正
し
て
、
言
、
つ
な
れ
ば
理
想
的
な
あ
の

「
一
一
一
代
」
、
夏
・
設
（
商
）
・
賜
の
、
莞
・
舜
・
百
円
・
湯
・
文
・
武
・
周

公
の
よ
う
な
富
一
ハ
の
君
子
が
治
め
た
あ
の
時
代
に
倣
っ
て
、
理
想
的
な
「
大

同
」
世
界
を
是
非
実
現
し
た
い
、
と
い
う
夢
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
の
語
っ
た
諸
価
値
、
諸
徳
自
は
、
す
べ
て
そ
の
た
め
の
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
諸
国
周
遊
も
、
晩
年
の
研
究
・
教
育
活
動
も
ま

た
然
り
。

こ
う
し
た
哲
学
の
背
景
に
は
、
膏
景
公
が
「
君
不
君
、
臣
不
臣
、
父

不
父
、
子
不
子
」
（
泣
）
と
表
現
し
た
よ
う
な
、
「
問
題
的
現
実
」
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
孔
子
は
、
こ
の
嘆
く
べ
き
現
実
を
正
し
て
、

臣
臣
、
父
父
、
と
い
う
「
正
名
」
を
「
政
」
の
核
、
心

と
看
倣
し
た
の
で
あ
る
。
あ
の
有
名
な
「
仁
」
も
ま
た
、
人
間
ら
し
く

な
い
人
間
を
正
し
て
人
間
ら
し
い
人
間
に
す
る
た
め
の
「
人
間
ら
し
さ
」

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
「
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
」
（
お
）
と
い
う
「
恕
」

も
ま
た
、
そ
う
い
う
「
人
間
ら
し
さ
」
に
繋
が
る
価
値
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。
こ
れ
が
、
言
う
な
れ
ば
、
大
枠
で
見
た
孔
子
哲
学
の
粗
筋
、
概

要
で
あ
る
。

以
上
我
々
は
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
イ
エ
ス
・
仏
陀
、
孔
子
」
の
哲
学
を
、

そ
の
核
心
部
へ
通
じ
る
戸
口
に
立
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
漏
れ
て
来
る
燦

嬬
た
る
輝
き
を
、
指
一
間
見
た
。
そ
れ
ら
は
、
夫
々
巨
大
な
「
思
想
の
王

国
」
を
成
し
て
い
て
、
如
何
な
る
異
論
も
許
さ
ぬ
程
堅
国
に
見
え
る
。

勿
論
そ
れ
ら
は
、
夫
々
固
有
の
出
発
点
と
婦
着
点
と
を
持
っ
て
お
り
、

そ
れ
で
そ
れ
な
り
の
完
全
性
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
れ

と
し
て
、
そ
れ
ら
を
そ
の
根
底
に
お
い
て
貫
く
「
共
通
性
」
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
い
な
、
そ
う
い
う
偉
大
な
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
持
つ
し

か
な
い
共
通
の
基
盤
の
よ
う
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
も
の
は
確
か
に
あ
る
。
え
？
何
だ
ろ
う
。
私
は
自
信
を
持
っ

て
一
…
一
一
口
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
真
の
「
菩
へ
の
志
向
」

（目黒

g
c
g巴
sozcscc件
。
）
、
「
価
値
へ
の
志
向
」
で
あ
る
。
そ
れ
と
、

付
け
加
え
れ
ば
、
そ
の
「
問
題
性
の
地
盤
」
、
つ
ま
り
問
題
（
U
S

Fω
加
者
青
島
問
。
）
そ
の
も
の
に
由
来
／
起
因
す
る
と
い
う
そ
の
「
起
源

の
深
刻
性
」
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
取
り
組
む
命
が
け
の
「
真
正
性
」
。
「
如

何
に
生
き
る
か
」
と
い
う
真
撃
な
問
い
と
答
え
。
こ
れ
こ
そ
が
彼
ら
の
、

そ
し
て
彼
ら
の
哲
学
の
、
偉
大
さ
の
源
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
考
え
て

み
よ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
奮
起
せ
し
め
た
あ
の
「
無
知
」
は
、
」



究極の哲学

こ
で
」
（
庄
の
立
さ
き
）
果
た
し
て
解
決
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

イ
エ
ス
を
荒
野
へ
、
そ
し
て
山
上
へ
生
か
せ
た
「
人
間
の
罪
」
は
、
「
憎

し
み
」
は
、
最
早
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
仏
詑
を
雪
山
に
行
か
せ

た
、
そ
し
て
菩
提
樹
の
下
に
腔
ら
せ
た
あ
の
「
苦
」
と
「
執
着
」
は
今

こ
の
人
間
世
界
か
ら
捕
え
去
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
孔
子
を
し
て
諸
居
届

遊
の
車
に
乗
せ
た
あ
の
数
々
の
「
不
正
」
は
今
正
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
（
宮
5
0
2
0立
）
。
だ
か
ら
こ
そ
我
々
は
、
彼

ら
の
あ
の
問
題
を
我
が
物
と
し
て
引
き
受
け
て
、
富
一
（
撃
に
そ
の
間
い
を

改
め
て
問
い
寵
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
）

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
の
善
は
「
知
／
靖
神
の
向
上
」
、
イ
エ
ス
に

と
っ
て
の
善
は
「
愛
／
救
い
／
天
国
」
、
仏
陀
に
と
っ
て
の
普
は
「
疫

／
覚
り
／
混
繋
」
、
孔
子
に
と
っ
て
の
善
は
「
正
／
徳
／
大
同
」
で
あ
っ

た
。
「
善
」
こ
そ
は
究
植
の
存
在
で
あ
り
、
究
極
の
価
値
で
あ
る
。
だ

か
ら
プ
ラ
ト
ン
は
そ
れ
（

8
2急
を
）
を
最
高
の
イ
デ
ア
と
し
た
の

で
あ
り
、
出
約
霊
堂
開
に
は
神
の
「
善
」
が
世
界
や
万
物
創
造
の
理
由
な

い
し
自
的
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
云
）
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
「
究
極

の
並
之
、
「
究
撞
の
倍
値
」
と
取
り
組
ん
だ
哲
学
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
彼

ら
の
哲
学
は
「
究
櫨
の
哲
学
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
一
つ
だ
け
付
言
し
て
お
こ
う
。
以
上
に
お
い
て
我
々
は
、

被
ら
の
哲
学
が
何
を
目
指
し
て
い
る
か
、
何
故
生
じ
た
か
、
を
論
じ
て

み
た
。
そ
の
「
何
」
と
「
何
故
」
は
、
ご
く
告
然
に
「
如
何
に
」
と
い

う
開
い
へ
と
我
々
を
導
い
て
い
く
。
つ
ま
り
、
彼
ら
の
問
題
を
真
に
我

が
物
と
し
て
理
解
し
た
な
ら
ば
、
「
如
何
に
生
き
る
か
」
、
「
如
何
に
成

し
遂
げ
る
か
」
と
い
う
間
い
が
我
々
の
絢
の
中
か
ら
生
じ
て
く
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
首
う
な
れ
ば
、
「
ん
伝
統
の
私
有
化
」
で
あ
り
（
お
）
、
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葉
の
内
面
化
」
で
あ
る
。
我
々
の
所
謂
「
勉
強
」
な
い
し
「
研
究
」
が

た
だ
の
「
知
的
s

荷
学
的
好
奇
心
」
や
「
知
識
」
で
終
わ
る
と
し
た
ら
、

何
の
意
味
も
な
い
。
「
私
、
人
間
、
館
、
世
界
」
の
変
化
こ
そ
哲
学
の

一
つ
の
本
領
な
の
で
あ
る
。
「
知
る
」
か
ら
「
行
う
」
へ
、
「
行
う
」

か
ら
「
成
る
」
へ
。
そ
れ
を
、
あ
の
「
究
極
の
哲
学
」
は
要
求
す
る
。

そ
の
究
極
の
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
や
は
り
あ
の
「
菩
」
、
「
創
造

の
原
理
」
な
い
し
「
最
上
位
の
存
在
」
と
し
て
の
「
韮
と
で
あ
る
。
正

し
く
そ
れ
へ
の
絶
え
な
き
志
向
、
回
帰
の
た
め
に
、
我
々
も
今
日
こ
こ

に
こ
う
や
っ
て
集
ま
っ
て
い
る
の
に
違
い
あ
る
ま
い
。
私
は
そ
う
信
じ

た
い
。拙

い
話
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
最
近
の
私
の
関
心
の
一
端
を
、
慎

み
な
が
ら
、
こ
こ
に
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

「
一
言
語
は
精
神
の
質
を
決
定
す
る
」
。
こ
れ
は
、
私
の
哲
学
の
基
本
命

題
の
一
つ
で
あ
る
。
青
い
一
一
一
一
口
語
は
青
い
精
神
を
、
赤
い
一
一
言
語
は
赤
い
精

神
を
作
っ
て
い
く
。
然
る
に
、
こ
の
頃
、
我
々
の
題
辺
に
漂
っ
て
い
る

言
語
を
見
れ
ば
、
本
当
に
憂
い
患
を
禁
じ
え
な
い
。
思
惟
も
な
く
、
意
味

も
な
い
乾
い
た
一
一
一
一
口
諮
問
。
中
に
は
刺
の
生
え
た
も
の
さ
え
あ
る
。

人
間
の
水
準
、
社
会
の
水
準
、
私
は
未
だ
こ
ん
な
主
題
に
関
、
心
が
あ

る
。
資
本
の
量
だ
け
で
は
、
叶
う
は
ず
が
な
い
。
「
精
神
」
は
依
然
と

し
て
有
効
な
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
精
神
に
「
栄

養
」
と
な
る
言
語
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
「
知
る
」
だ
け
で
は
な
い
、
「
行

う
」
の
た
め
の
、
「
成
る
」
の
た
め
の
・
：
。
そ
う
し
た
念
願
で
私
は
こ

の
場
に
立
っ
た
。
こ
こ
で
私
は
、
こ
の
談
義
を
契
機
に
、
学
問
的
同
志
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の
皆
さ
ん
と
共
に
、
あ
の
「
世
の
中
」
に
向
け
て
我
々

を
発
信
出
来
れ
ば
と
、
そ
う
切
に
願
う
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
次
の
言

葉
か
ら
。

目
よ
、
汝
は
い
ま
何
を
見
て
い
る
の
か
。
耳
よ
、
汝
は
い
ま
何
を
聞

い
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
汝
口
よ
、
い
ま
汝
は
ど
の
よ
う
な
単
語
を
そ

の
舌
の
上
に
載
せ
て
い
る
の
か
・
：
。
（
お
）

｛元

（l
〉
本
稿
は
、

2
0
1
5
年
9
月
2
日
、
「
関
西
ハ
イ
デ
ガ
i
研
究
会
・

京
都
大
学
」
共
催
の
特
別
講
演
会
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（2
）
李
沫
正
、
『
香
り
の
縁
』
、
ソ
ウ
ル
、
セ
ン
ガ
ゲ
ナ
ム
、

2
0
0
5
、

ね
頁

（3
）
李
沫
正
、
「
事
物
の
中
で
哲
学
探
し
』
、
ソ
ウ
ル
、
哲
学
と
現
実
社
、

2
0
1
5
、
1
9
3
1
1
9
7
頁

（4
）
例
え
ば
、
ヤ
ス
パ

l
ス
の
「
哲
学
円
ハ
イ
デ
ガ
！
の
「
哲
学

i

そ
れ
は
何
ぞ
や
」
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
諒
畑
理
s

哲
学
論
考
い

な
ど
は
代
表
的
で
あ
る
。

（5
）
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
西
洋
に
お
け
る
古
代
、
中
世
、
近
世
、

現
代
哲
学
の
代
表
的
関
心
事
で
あ
る
と
一
一
出
回
っ
て
も
良
い
。
こ
れ
ら
を

更
に
在
縮
す
る
と
、
「
世
界
・
人
間
・
神
」
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
立

場
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
も
す
べ
て
「
存
在
」
一
言
に
尽
き
る
、
と

も
言
え
る
。

（6
）
庖
知
の
と
お
り
、
こ
れ
は
ヤ
ス
パ

1
ス
の
見
方
で
も
あ
る
。

（7
）
一
生
純
粋
形
市
上
学
と
し
て
の
「
存
在
論
」
に
携
わ
っ
て
き
た

者
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
背
景
に
は
、
や
は
り
何
と
い
っ
て
も
、
「
生
」

こ
そ
、
そ
し
て
「
如
何
に
生
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
（
あ
る
意

味
で
は
「
存
在
」
よ
り
も
、
そ
し
て
「
：
・
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
こ

と
よ
り
も
勝
っ
て
）
哲
学
の
「
究
極
の
主
題
」
で
あ
る
べ
き
だ
、
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
認
識
が
置
か
れ
て
い
る
。
あ
の
「
4

大
哲
学
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
形
で
、
こ
の
「
生
」
と
い
う
究

極
の
主
題
へ
人
々
を
導
い
て
い
る
、
と
私
は
判
断
し
て
い
る
。
私
は

こ
う
し
た
広
い
意
味
で
の
「
人
生
論
的
転
回
」
を
一
つ
の
哲
学
と
し

て
勧
誘
す
る
。

（8
）
私
は
嘗
て
「
ハ
イ
デ
ガ
i
の
時
代
批
判
」
を
論
じ
た
こ
と
が
あ

る
が
、
そ
れ
と
こ
れ
と
は
ま
た
別
で
あ
る
。
〈
旦

E
N
S
E円安
σ立

z
o
E
O器。べ
J
S
Fさ
え
与

h
p
qき
ゅ
む
き
の
片
O円
持

E
C
5
2
2
i
∞豆一
P

H
C
m
v
h
v
w
日
M
M
U

・M
O
H
a
H
ω
］
｛

（9
）
こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
稿
、
「
ハ
イ
デ
ガ

i
に
お
け
る
「
存
在
」

と
「
時
間
」
」
（
東
京
大
学
博
士
論
文
）
、

1
9
9
0
、
を
参
燕
。

（
印
）
あ
の
『
存
在
と
時
間
』
の
第
1
節
で
ハ
イ
デ
ガ
！
が
行
っ
た
よ

う
に
！

（
日
）
周
知
の
と
お
り
、
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
あ
の
「
存
在
と
時
間
」

第
1
節
で
示
し
た
道
で
も
あ
る
。

（
ロ
）
こ
れ
を
私
は
、
「
崇
高
な
る
哲
学
的
文
学
」
と
呼
び
た
い
。

（
日
）
「
開
い
」
の
哲
学
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
！
「
存
在
と

時
間
』
の
第
2
節
と
、
吋
家
の
友
i
へ
i
ベ
ル
』
を
参
照
。

。
記
号

MUH・0gMm日
ゆ

2
2門
誌
の
Z
E
0
2
5
y
m
M
m凶器

g
g
d
田

C
O件
当
虫
色
一
0
1『出
mwo

a
o
y
f
g丘
中
出
吃
z
p
t弓知的。∞ゲ注
0
5
2・

（M
）
例
え
ば
、

d
g
Z回
、
〉
E
H
5
8ふ円。目、〉
E
H
5
2
0∞、司三宮田∞
2
2、

ヱ
O門担｝尚一立件。∞、可知吋回出。ロ
E
O
目
、
開

gywm］
。
竺
四
回
、
〉
ロ
白
河
内
岡
山
刷
。
円
出
回
、

0
0
5
。
宣
言
∞
の
哲
学
的
主
題
、
「
水
、
空
気
、
数
、
火
、
存
在
、
地
、
種
、
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a
 ma

n
 w
h
o
 is 

g
o
o
d
 for anything ought not to 

calculate the chance 

o
f
 living or dying; h

e
 o
u
g
h
t
 only to 

consider w
h
e
t
h
e
r
 in 

doing 

anything he is 
doing right or w

r
o
n
g
 -

acting the 
part 

o
f
 a

 go
o
d
 

m
a
n
 or o

f
a
 bad.[・・・] 

w
h
y
 d
o
 y
o
u
 [

 
・

 
・

 
・] 
care so m

u
c
h
 about laying u

p
 the greatest a

m
o
u
n
t
 

o
f
 m
o
n
e
y
 a
n
d
 h
o
n
o
r
 a
n
d
 reputation, a

n
d
 so little 

about w
i
s
d
o
m
 

a
n
d
 truth a

n
d
 the greatest i

m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 of the soul, w

h
i
c
h
 y
o
u
 

never regard or heed at all? A
r
e
 y
o
u
 not a

s
h
a
m
e
d
 o
f
 this?[・・・] 

I
 do
 nothing but g

o
 about persuading y

o
u
 all, 

old a
n
d
 y
o
u
n
g
 alike, 

not to 
take thought for y

o
u
r
 p
e
r
s
o
n
s
 a
n
d
 y
o
u
r
 properties, but 

first 
a
n
d
 chiefly to 

care about the greatest i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 o
f
 the 

soul.[・・・] 

Still 
I

 have a
 favor to 

ask o
f
 them.

明／
hen

m
y
 sons are g

r
o
w
n
 up, I

 

w
o
u
l
d
 ask you, 0

 m
y
 friends, 

to 
punish them; a

n
d
 I

 wo
u
l
d
 h
a
v
e
 

y
o
u
 trouble 

them, as 
I

 ha
v
e
 troubled you, if 

they s
e
e
m
 to 

care 

about riches, 
or anything, m

o
r
e
 than about virtue; 

or if 
they 

pretend to 
b
e
 s
o
m
e
t
h
i
n
g
 w

h
e
n
 they are 

really 
nothing，ー

then

reprove them, as I
 have reproved you, for not caring about that for 

w
h
i
c
h
 they ought to 

care, 
a
n
d
 thinking that 

they are s
o
m
e
t
h
i
n
g
 

w
h
e
n
 they are really nothing. A

n
d
 if 

y
o
u
 d
o
 this, 

I
 an
d
 m

y
 sons 

朴都ハも閣制ー亡コ
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学
」
と
し
て
看
倣
す
の
に
そ
れ
程
、
抵
抗
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

（
却
）
吋
論
一
語
」
日
（
子
路
）

1
3
0

「
子
路
日
、
衛
君
待
子
市
矯
政
。

子
持
霊
〈
先
。
子
日
、
必
塩
正
名
乎
。
」

（
幻
）
『
論
語
』
ロ
（
顔
灘
）

i

口
。
「
季
康
子
出
向
政
於
孔
子
。
孔
子
釘
日
、

政
者
正
世
。
子
帥
以
正
執
敢
不
正
」

（
幻
）
『
論
垣
間
」
ロ
（
顔
淵
）
！
日
。
「
湾
景
公
開
政
於
孔
子
。
孔
子
釘
目
、

君
君
臣
臣
父
父
子
子
。
公
日
、
善
哉
。
信
如
君
不
君
臣
不
寵
父
不
父

子
不
子
難
有
粟
広
口
得
冊
食
諸
」

（
お
）
豆
胸
部
叩
』
ロ
（
顔
淵
）

i
2
。
「
仲
弓
問
仁
。
子
日
、
出
門
如
見

大
賓
、
使
民
如
承
大
祭
。
己
所
不
欲
勿
施
於
人
。
在
邦
無
怨
、
在
家

無
怨
。
仲
弓
日
、
羅
雄
不
敏
、
請
事
斯
語
実
。
」

（
お
）
「
神
は
見
て
蕎
し
と
さ
れ
た
。
」

i

「
間
約
聖
書
旬
、
「
創
世
記
」

（
お
）
こ
れ
の
た
め
に
あ
の
ガ
ダ
マ

i
流
の
「
地
平
融
合
」
つ
ま
り
「
解

釈
学
的
理
解
」
が
要
求
さ
れ
る
。

（
お
）
李
沫
正
、
司
事
物
の
中
で
哲
学
探
し
い
、
ソ
ウ
ル
、
哲
学
と
現
実
社
、

2
0
1
5
、
エ
ピ
ロ
ー
グ




