
西
谷
の
著
作
に
お
い
て
は
、
虚
無
を
論
ず
る
時
に
も
、
神
の
人
格
性
と
非
人
格
性
を
論
ず
る
時
に
も
、
禅
や
空
の
立
場
を
論
ず
る
時
に
も
、

常
に
そ
の
背
後
に
「
科
学
と
宗
教
」
の
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
１
）
。
さ
ら
に
西
谷
の
思
想
に
お
け
る
主
題
の
一
つ
で

あ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
し
て
も
、
神
、
人
間
、
自
然
を
統
一
的
に
秩
序
づ
け
て
き
た
西
洋
世
界
の
伝
統
の
崩
壊
を
指
摘
し
つ
つ
、
無
神

論
の
主
体
化
、
近
代
科
学
の
機
械
論
的
自
然
観
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
人
間
存
在
の
意
味
を
根
本
的
に
捉
え
な
お
す
必
要
性
を
強
調
し
、

そ
の
な
か
で
の
宗
教
の
役
割
を
論
じ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
近
代
自
然
科
学
の
発
展
が
哲
学
、
宗
教
あ
る
い
は
文
化
、
社
会
に
与
え
た
影
響
は
余
り
に
も
大
き
い
が
、
と
く
に
こ
の

五
○
年
間
に
お
け
る
生
命
科
学
そ
し
て
科
学
技
術
の
著
し
い
進
展
は
、
西
谷
が
す
で
に
指
摘
し
た
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
根
底
を
く
つ
が
え

す
よ
う
な
危
倶
す
べ
き
事
態
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ト
の
人
工
授
精
、
ク
ロ
ー
ン
人
間
、
脳
死
と
臓
器
移
植
、
脳
始

と
再
生
医
療
、
遺
伝
子
操
作
な
ど
を
可
能
に
さ
せ
た
先
端
科
学
技
術
を
駆
使
し
た
生
命
科
学
は
、
限
り
な
く
人
間
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
、
我
々

、
、
、

に
多
大
の
恩
恵
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
の
恩
恵
は
同
時
に
西
谷
が
指
摘
す
る
自
然
科
学
に
よ
る
人
間
の
機
械
化
、
つ
ま
り
人
間
性
の
喪
失
の

西
谷
啓
治
に
お
け
る
「
科
学
と
宗
教
」
の
現
代
的
意
義
Ｉ
生
命
科
学
の
危
機
的
な
諸
問
題
を
前
に
し
て
ｌ
〔
岡
田
〕
一
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危
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宗
教
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
、
西
谷
は
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
序
に
、
従
来
の
宗
教
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
単
に
諸
宗
教
の
様
々
な
事
実

に
基
づ
い
て
、
宗
教
の
一
般
的
な
性
質
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
あ
る
特
定
の
宗
教
の
信
条
や
教
義
に
立
脚
し
な
い
、
宗
教
と
反
宗
教

な
い
し
非
宗
教
の
両
方
に
わ
た
っ
た
折
衝
地
帯
に
身
を
置
い
て
省
察
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
西
谷
が
試
み
た
省
察
は
、
近
代
と
い
う

歴
史
的
境
位
の
根
底
に
潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
問
題
を
通
し
て
、
人
間
存
在
の
根
底
を
掘
り
起
こ
し
、
同
時
に
実
在
（
リ
ア
リ
テ
ィ
）
の

（
一
）
西
谷
の
宗
教
に
対
す
る
根
本
的
な
考
え
方

西
谷
は
「
科
学
と
宗
教
」
の
問
題
は
現
代
の
人
間
と
し
て
最
も
根
底
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
（
２
）
。
そ
れ
は
現
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、

過
去
の
宗
教
に
お
け
る
目
的
論
的
な
世
界
観
を
完
全
に
排
除
し
た
自
然
科
学
を
中
心
と
す
る
科
学
が
、
今
日
ほ
ど
宗
教
を
必
要
と
す
る
時
代

は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

宗
教
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
、
壬

、
、

問
題
だ
け
で
な
く
、
機
械
と
し
て
の
人
間
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
顕
わ
に
し
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
生
命
、
自
然
の
物
質
化
が
窮
極
的
な
形
で

現
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

私
は
本
稿
で
西
谷
が
な
ぜ
『
宗
教
と
は
何
か
』
で
科
学
と
宗
教
の
問
題
を
主
題
と
し
て
論
ず
る
の
か
を
再
考
し
、
私
自
身
が
か
か
わ
っ
て

い
る
生
命
科
学
が
現
在
直
面
す
る
危
機
的
と
も
考
え
ら
れ
る
諸
問
題
を
挙
げ
、
科
学
自
身
の
も
つ
性
質
上
、
科
学
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
は

そ
れ
ら
の
問
題
に
解
決
を
与
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
と
同
時
に
、
西
谷
が
既
に
「
科
学
と
宗
教
」
に
つ
い

て
あ
る
べ
き
も
の
の
視
点
と
し
て
提
示
し
た
科
学
の
実
存
化
が
、
現
代
生
命
科
学
が
直
面
し
て
い
る
根
本
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
を
考
察
し
、
西
谷
の
思
想
の
現
代
的
意
議
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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源
泉
を
探
る
と
い
う
意
図
で
宗
教
を
問
題
に
し
て
い
る
と
前
置
き
し
て
い
る
。

宗
教
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
を
問
い
直
す
時
、
宗
教
は
決
し
て
そ
の
功
用
か
ら
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
宗
教
は
生
き
る
こ
と
そ
の
も

の
に
と
っ
て
重
大
事
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
無
功
用
な
生
の
根
源
に
我
々
を
帰
せ
し
め
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
宗
教
に
は
二
つ
の
側

面
が
あ
り
、
一
つ
は
、
宗
教
は
常
に
各
人
自
身
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
い
ま
一
つ
は
「
我
々
自
身
が
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
」
、
「
自

分
は
ど
こ
か
ら
き
て
何
処
へ
い
く
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
宗
教
的
要
求
（
３
）
と
し
て
我
々
の
う
ち
か
ら
生
起
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
問
い
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
必
要
性
を
失
い
、
我
々
の
存
在
そ
の
も
の
が
我
々
自
身
に
疑
問
符
に
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々
の
根
底
か

ら
虚
無
が
現
わ
れ
る
自
己
存
在
の
自
覚
の
深
ま
り
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
我
々
の
生
の
根
底
に
虚
無
の
地
平
が
開
か
れ
る
た
め
に
は
、

生
に
お
け
る
根
本
的
転
換
を
必
要
と
す
る
。

西
谷
は
宗
教
を
神
仏
へ
の
帰
依
や
信
仰
と
い
う
形
で
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
実
在
の
自
覚
・
体
認
（
リ
ア
リ
テ
ィ
の
リ
ア
リ
ゼ
イ
シ
ョ

ン
）
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
（
４
）
。
つ
ま
り
「
何
が
真
に
実
在
で
あ
る
か
」
を
リ
ア
ル
に
問
う
こ
と
が
宗
教
的
要
求
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
真
に
実
在
を
問
い
、
実
在
に
触
れ
る
こ
と
は
、
事
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
あ
り
方
に
触
れ
る
こ
と
（
如
実
知
見
）
（
５
）
、
あ
る
い

は
事
物
が
事
物
自
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
実
在
的
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
有
的
実
体
的
に
で
は
な
く
、
ま
た
感
情
や
意
志
、
思

惟
、
あ
る
い
は
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
主
体
的
自
立
と
し
て
確
立
さ
れ
た
自
我
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
超
え
た
転

換
の
場
か
ら
触
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
生
死
す
る
自
己
を
振
り
返
る
時
、
我
々
の
存
在
は
非
存
在
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
絶
え
ず
無
と
な
り
絶
え
ず
存
在

を
取
り
戻
し
、
虚
無
の
上
に
振
動
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
生
成
転
化
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
宗
教
は
、
こ
の
よ
う
な
生
成
転
化
や

人
間
の
自
己
存
在
の
苦
悩
と
い
っ
た
生
の
去
就
に
迷
い
、
自
己
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
に
化
し
、
こ
の
世
の
全
て
の
も
の
が
無
意
味
に
化
し

た
時
に
成
立
す
る
。
つ
ま
り
自
己
や
あ
ら
ゆ
る
存
在
物
の
根
底
、
世
界
そ
の
も
の
の
根
底
に
潜
む
虚
無
が
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
、

西
谷
啓
治
に
お
け
る
「
科
学
と
宗
教
」
の
現
代
的
意
義
Ｉ
生
命
科
学
の
危
機
的
な
諸
問
題
を
前
に
し
て
ｌ
〔
岡
田
〕
三



自
然
科
学
の
萌
芽
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
は
、
自
然
界
の
法
則
は
神
の
秩
序
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
法
則
の
う
ち
に
は
神
の
配

慮
が
認
め
ら
れ
た
。
自
然
界
の
秩
序
は
人
間
界
の
秩
序
と
と
も
に
大
き
な
宇
宙
の
秩
序
に
統
一
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
事

物
は
そ
れ
ぞ
れ
に
全
体
の
う
ち
で
そ
の
処
を
得
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
秩
序
は
合
目
的
的
、
目
的
論
的
で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
宇
宙
の
秩

序
そ
の
も
の
が
神
の
存
在
の
証
し
で
あ
っ
た
。
世
界
が
目
的
論
的
に
観
ら
れ
た
中
で
は
、
世
界
と
そ
の
中
の
人
間
の
間
に
は
調
和
が
あ
り
、

人
間
が
諸
物
の
優
位
な
代
表
で
あ
り
、
人
間
を
中
心
と
し
た
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
は
人
間
存
在
の
意
味
や
目
的
を
基
本
に
し
て
世
界

疑
う
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の
が
別
々
な
も
の
で
な
く
、
そ
の
区
別
の
場
を
踏
み
越
え
た
と
こ
ろ
で
自
己
と
事
物
一
切
と
が
「
大
い
な
る
疑
い
」

と
な
り
、
自
己
が
実
在
的
に
「
疑
い
」
そ
の
も
の
と
な
る
時
、
意
識
分
別
的
な
自
己
が
脱
落
し
、
そ
の
底
か
ら
自
己
と
万
物
の
リ
ア
リ
テ
ィ

が
実
現
、
体
認
（
『
①
農
Ｎ
昌
目
）
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
自
己
は
真
の
自
己
と
な
り
、
万
物
も
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
自
身
と
な
る
と
い
う
。
こ
れ
が

宗
教
の
信
仰
に
お
け
る
「
死
し
て
生
ま
れ
る
」
と
い
う
転
換
で
あ
り
、
生
ま
れ
変
わ
り
の
体
認
で
あ
る
。
西
谷
は
、
こ
の
実
在
の
体
認
と
い

う
立
場
か
ら
科
学
と
宗
教
と
の
関
係
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
二
）
近
代
自
然
科
学
の
発
展
と
宗
教
的
世
界
観
の
崩
壊

自
然
科
学
は
一
切
の
現
実
を
物
質
に
還
元
し
、
自
然
法
則
を
客
観
的
真
理
と
し
て
無
生
物
、
生
物
、
人
間
の
あ
る
い
は
精
神
や
人
格
に
い

た
る
ま
で
を
一
貫
し
て
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
科
学
の
絶
対
的
真
理
は
自
然
法
則
の
全
き
客
観
性
に
基
づ
い
て
お
り
、
科
学
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
自
然
法
則
の
解
明
に
対
し
て
は
、
科
学
以
外
の
如
何
な
る
立
場
か
ら
も
口
を
挟
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
科
学
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
自
然
法
則
の
解
明
に
し
て
も
、
そ
の
解
明
が
本
来
仮
説
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
あ
た
か
も
全
て
が
客
観
的
事
実
と
し
て
提

出
さ
れ
る
。
こ
こ
に
科
学
的
と
い
う
こ
と
に
固
有
な
権
威
が
生
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
科
学
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
受
け
と
ら

出
さ
れ
る
。
こ
こ
に
《

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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一
方
、
近
世
に
お
い
て
自
我
の
主
体
的
自
立
の
確
立
と
と
も
に
神
的
秩
序
の
枠
を
越
え
た
人
間
理
性
の
立
場
が
強
調
さ
れ
、
世
界
が
物
質

的
に
見
ら
れ
る
こ
と
と
対
応
し
て
、
そ
れ
ら
を
支
配
す
る
人
間
が
自
己
の
理
性
を
絶
対
的
に
能
動
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
能
動
的
な
人
間
理
性
と
近
代
科
学
の
物
質
自
然
観
と
の
絡
み
合
い
が
い
わ
ゆ
る
進
歩
の
概
念
を
生
み
出
し
、
そ
の
両
面
の
統
一
と

し
て
進
歩
的
な
無
神
論
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
無
神
論
は
現
代
に
お
い
て
は
さ
ら
に
深
ま
り
を
み
せ
、
物
質
的
で
機
械
的
な
世
界
の
無
意
味
さ

を
露
呈
し
、
世
界
の
根
底
に
虚
無
が
潜
む
こ
と
を
意
識
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
虚
無
が
人
間
の
う
ち
で
理
性
を
越
え
た
主
体
の
根
底
と
し
て

自
覚
さ
れ
、
そ
の
虚
無
に
立
脚
す
る
こ
と
に
お
い
て
無
神
論
が
主
体
化
さ
れ
た
（
８
）
。

近
代
科
学
の
発
展
と
無
神
論
の
主
体
化
は
、
従
来
の
自
然
観
を
一
変
し
、
そ
こ
に
宗
教
へ
の
無
関
心
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
サ

ル
ト
ル
に
お
け
る
無
神
論
的
な
実
存
主
義
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
有
神
論
に
と
っ
て
自
然
観
が
一
変
し
た

と
い
う
事
実
は
そ
の
「
神
観
」
に
無
関
係
で
あ
り
得
ず
、
科
学
は
神
観
そ
の
も
の
に
触
れ
る
根
本
的
な
問
題
と
な
っ
た
。
科
学
的
世
界
像
が

確
立
さ
れ
た
の
と
平
行
し
て
、
自
然
観
が
目
的
論
的
か
ら
機
械
論
的
に
変
化
し
て
行
き
、
そ
こ
か
ら
自
然
と
人
間
と
の
関
係
に
も
根
本
的
な

し
か
る
に
世
界
を
自
然
法
則
の
全
き
客
観
性
に
よ
っ
て
受
け
と
る
科
学
的
世
界
観
の
確
立
に
よ
っ
て
、
自
然
観
は
宗
教
の
軸
で
あ
っ
た
目

的
論
か
ら
機
械
論
に
変
わ
り
、
自
然
が
宗
教
的
世
界
観
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
我
々
の
世
界
が
機
械
論
的
必
然
性
の

法
則
に
支
配
さ
れ
た
、
そ
し
て
人
間
そ
の
も
の
に
は
無
関
係
な
非
情
の
世
界
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
世
界
と
人
間
、
世
界
と

神
と
の
関
係
の
根
底
的
な
基
盤
を
崩
壊
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
と
神
と
の
人
格
的
な
関
係
を
横
切
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
人
間

は
決
し
て
特
殊
な
優
位
な
存
在
で
は
な
く
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
す
る
も
の
と
と
も
に
非
情
な
自
然
法
則
に
支
配
さ
れ
た
物
質
的
な
存
在
に

過
ぎ
な
く
な
っ
た
（
７
）
。

た
へ

6
－

0

の
意
味
や
目
的
が
考
え
ら
れ
、
神
と
人
間
の
関
係
に
お
い
て
は
、
世
界
は
そ
の
人
格
的
関
係
を
軸
と
し
た
周
辺
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
っ

西
谷
啓
治
に
お
け
る
「
科
学
と
宗
教
」
の
現
代
的
意
義
ｌ
生
命
科
学
の
危
機
的
な
諸
問
題
を
前
に
し
て
ｌ
〔
岡
田
〕
五



（
三
）
自
然
、
人
間
の
機
械
化
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

そ
の
後
自
然
界
は
機
械
論
的
必
然
的
法
則
に
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
然
界
は
も
は
や
我
々
人
間
の
こ
と
に
は
全
く
無
関
心
な
非

情
な
世
界
、
冷
や
か
な
死
の
世
界
の
相
貌
を
深
め
て
来
た
。
そ
し
て
そ
の
世
界
は
我
々
の
生
き
て
い
る
世
界
、
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
世

界
で
あ
り
な
が
ら
、
然
も
そ
の
う
ち
で
は
「
人
間
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
世
界
、
我
々
の
人
間
的
な
あ
り
方
も
抹
殺
す

る
よ
う
な
世
界
に
変
化
し
た
。
そ
し
て
人
間
を
絶
望
に
導
く
に
至
っ
た
（
９
）
。

し
か
し
、
こ
の
機
械
の
成
立
と
い
う
最
後
の
段
階
に
入
っ
て
以
来
、
き
わ
め
て
深
刻
な
問
題
が
発
展
し
て
来
た
。
機
械
と
人
間
の
関
係
に

ま
さ
し
く
逆
転
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
機
械
に
お
い
て
自
然
法
則
と
人
間
と
の
何
れ
の
側
に
お
い
て
も
、
支
配
す
る
も
の
が
却
っ

て
支
配
さ
れ
る
と
い
う
状
態
が
現
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
機
械
が
成
立
し
て
く
る
場
、
つ
ま
り
人
間
の
働
き
や
生
活
そ
の
も
の
の
う

ち
に
自
然
法
則
の
支
配
が
深
く
現
成
し
て
く
る
そ
の
場
に
お
い
て
、
次
第
に
人
間
の
働
き
や
生
活
そ
の
も
の
が
機
械
化
さ
れ
非
人
格
化
し
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
然
法
則
が
人
間
の
働
き
や
生
活
そ
の
も
の
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
人
間
が
自
然
法
則
を

支
配
す
る
と
い
う
関
係
は
、
一
層
根
底
的
な
と
こ
ろ
か
ら
自
然
法
則
を
支
配
す
る
そ
の
人
間
を
、
再
び
逆
に
自
然
法
則
が
支
配
す
る
と
い
う

関
係
へ
逆
転
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
胴
）
。
そ
の
こ
と
が
人
間
の
機
械
化
の
傾
向
、
人
間
性
の
喪
失
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

現
在
、
文
化
の
危
機
と
い
う
事
態
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
逆
転
し
た
関
係
は
、
人
間
の
機
械
化
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
さ
ら
な
る
深
刻
な
事
態
を
惹
起
し
た
。
つ
ま
り
人
間
を
支

配
す
る
自
然
法
則
に
対
し
て
、
人
間
が
そ
の
自
然
法
則
を
全
く
自
己
の
外
に
見
る
い
わ
ば
虚
無
の
自
由
の
立
場
に
立
っ
て
、
自
然
の
全
く
外

か
ら
そ
の
自
然
法
則
を
使
う
と
い
う
事
態
が
出
現
し
、
そ
の
結
果
、
人
間
が
理
性
か
ら
生
の
ま
ま
の
衝
動
的
欲
求
的
主
体
へ
再
び
転
落
し
て
、

変
化
が
生
じ
て
来
た
。
そ
の
こ
と
は
自
然
観
が
宗
教
的
世
界
観
の
母
胎
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

一
ハ



そ
の
次
元
か
ら
自
然
法
則
を
勝
手
に
利
用
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
（
ｕ
）
。
西
谷
は
こ
こ
に
一
方
で
は
暗
号
化
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
他

方
で
は
明
確
な
自
覚
と
決
断
を
も
つ
実
存
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
吃
）
。

自
然
法
則
が
人
間
の
働
き
を
通
し
て
現
成
し
つ
つ
人
間
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
生
活
の
合
理
化
を
意
味
し
、
そ
の
こ
と
が

一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
の
時
代
か
ら
現
在
に
至
っ
て
も
な
お
人
間
の
進
歩
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
に
我
々
は
産
業
革
命
や
様
々
な
科
学
技

術
の
進
歩
に
よ
る
人
間
生
活
の
合
理
化
を
通
し
て
、
我
々
の
日
常
生
活
の
中
に
多
大
の
恩
恵
と
利
益
を
受
け
て
き
て
い
る
。
し
か
し
実
際
は
、

そ
の
合
理
化
さ
れ
て
来
た
生
活
の
根
底
か
ら
、
虚
無
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
人
間
の
機
械
化
に
よ
る
人
間
性
の
喪
失
と
、
人
間
の
全
く

非
理
性
的
な
欲
求
的
自
由
が
露
呈
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
人
間
が
自
分
が
作
っ
た
機
械
に
引
き
摺
ら
れ
て
行
く
と
い
う
事
態
も
生
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
科
学
の
め
ざ
ま
し
い
急
速
な
進
歩
と
人
間
の
モ
ラ
ル
の
進
歩
の
逆
行
が
、
社
会
的
な
様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ

し
て
い
る
こ
と
は
誰
も
が
日
常
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
は
我
々
に
自
覚
さ
れ
る
に
し
ろ
、
さ
れ
な
い
に
し
る
現
代
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
暗
号
化
さ
れ
た
形
で
表
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

上
述
の
よ
う
に
近
世
以
来
の
科
学
の
機
械
論
的
世
界
像
の
成
立
は
、
従
来
の
宗
教
的
な
目
的
論
的
自
然
観
を
打
破
し
た
。
そ
れ
と
同
時

に
、
目
的
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
人
格
神
を
た
て
る
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
が
、
も
は
や
自
然
科
学
的
な
世
界
観
と
は
両
立
し
が
た
く

な
り
、
無
力
化
し
な
い
ま
で
も
そ
の
矛
盾
を
覆
い
が
た
い
も
の
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
近
代
の
社
会
機
構
の
み
な
ら
ず
次
第
に
人
間

の
内
生
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
。
人
間
は
そ
の
底
に
開
か
れ
て
い
る
虚
無
に
立
ち
つ
つ
無
制
限
に
欲
求
す
る
欲
求
主
体
と
し
て
存
在
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
西
谷
は
科
学
が
必
然
的
に
生
み
出
す
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
う
ち
に
、
科
学
と
宗
教
と
の
問
題
が
集
約
さ
れ
た
根
本
的
な
姿
で

現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
も
は
や
神
と
人
間
と
の
間
の
人
格
的
関
係
の
立
場
、
人
格
、
精
神
と
い
う
立
場
だ
け
か
ら
で
は
ど
う
し
て
も
解
決
で

き
な
い
。
人
格
や
精
神
の
立
場
を
超
え
た
超
人
格
性
の
立
場
、
つ
ま
り
人
格
や
精
神
が
現
成
し
て
い
る
よ
う
な
場
が
開
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら

西
谷
啓
治
に
お
け
る
「
科
学
と
宗
教
」
の
現
代
的
意
義
１
１
生
命
科
学
の
危
機
的
な
諸
問
題
を
前
に
し
て
ｌ
〔
岡
田
〕
七



「
科
学
と
宗
教
」
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
西
谷
が
彼
の
思
想
体
系
の
う
ち
で
考
え
抜
い
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
空
の
深
い
思
索
に
は

及
び
も
つ
か
ず
、
そ
の
足
も
と
に
も
迫
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
が
、
私
自
身
い
つ
か
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
科
学
者
の
立
場
か
ら
追
求
を

試
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
も
ち
続
け
て
き
た
。
私
は
一
人
の
小
さ
な
科
学
者
と
し
て
こ
の
約
半
世
紀
近
く
、
生
命
や
脳
の
自
然
科
学
的
側

面
の
追
求
の
み
を
行
い
、
生
命
の
物
質
的
な
か
ら
く
り
に
つ
い
て
詳
細
な
知
識
を
得
る
努
力
を
し
て
き
た
。
特
に
脳
生
理
学
を
専
攻
し
て
、

高
次
神
経
機
能
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
脳
機
能
の
物
質
的
側
面
か
ら
、
意
識
、
睡
眠
、
記
憶
、
行
動
な
ど
に
つ
い
て
研
究
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
ら
の
機
能
の
基
礎
と
し
て
の
生
体
膜
や
細
胞
の
物
質
的
変
化
を
通
し
て
生
命
の
あ
り
方
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
し
た
。

し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
一
つ
ひ
と
つ
の
知
識
は
事
実
の
羅
列
で
あ
っ
て
、
生
命
の
全
体
、
そ
し
て
生
命
の
意
味

に
つ
い
て
何
等
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
は
こ
こ
で
自
分
自
身
の
学
ん
で
き
た
生
命
に
関
す

る
知
識
を
整
理
（
胸
）
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
経
験
の
中
か
ら
現
代
科
学
（
こ
こ
で
は
主
に
生
命
科
学
）
に
お
い
て
科
学
自
身
の

中
で
問
題
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
科
学
が
今
直
面
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
到
る
原
因
に
つ
い
て
生
命
科
学
自
身
の
中
に
お
け
る
生

命
論
に
関
す
る
論
争
、
た
と
え
ば
生
気
論
、
機
械
論
、
有
機
体
論
、
そ
し
て
生
命
科
学
が
人
類
に
与
え
た
大
き
な
光
と
影
、
さ
ら
に
現
在
我
々

が
生
命
科
学
発
展
の
ど
こ
に
位
置
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

な
い
。
西
谷
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
と
科
学
の
問
題
に
対
処
し
得
る
の
は
、
従
来
の
宗
教
の
如
く
絶
対
的
な
彼
岸
を
通
し
て
で
な
く
、
科
学
を
、

宗
教
的
実
存
を
通
し
て
見
直
し
て
み
る
、
つ
ま
り
宗
教
に
お
い
て
人
間
存
在
の
本
質
が
問
題
化
す
る
そ
の
同
じ
次
元
で
、
科
学
の
本
質
を
問

い
直
し
て
み
る
（
科
学
の
実
存
化
）
必
要
性
を
力
説
し
て
い
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号

二
生
命
科
学
の
直
面
す
る
危
機
的
な
問
題

八



そ
う
す
る
こ
と
は
西
谷
が
な
ぜ
「
宗
教
と
は
何
か
」
の
背
後
に
科
学
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
考
え
、
現
代
文
明
に
大
き
な
危
機
感
を
抱

い
て
お
ら
れ
た
の
か
を
理
解
す
る
助
け
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
の
根
本
的
な
と
こ
ろ
に
横
た
わ
る
問
題
が
現
代
の
生
命
科
学
ひ
い
て

は
一
般
自
然
科
学
と
如
何
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
知
る
の
に
役
立
つ
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
私
的
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
私
自
身
が
生

命
科
学
や
脳
科
学
を
行
い
な
が
ら
、
な
ぜ
西
谷
の
思
想
に
ひ
か
れ
る
の
か
、
そ
し
て
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
を
現
代
の
生
命
科
学
の
発
展
の
中

に
生
か
し
て
行
け
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
意
識
を
説
明
す
る
の
に
役
立
つ
か
も
知
れ
な
い
。

（
二
生
命
科
学
の
基
本
的
な
立
場

生
命
現
象
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
生
命
科
学
（
一
幕
圏
９
８
）
は
、
科
学
の
中
で
今
最
も
注
目
を
集
め
て
い
る
一
分
野
で
あ
る
。

生
命
科
学
と
い
う
言
葉
は
最
近
の
分
子
生
物
学
の
発
展
を
も
と
に
し
た
新
し
い
歴
史
の
浅
い
学
問
分
野
と
思
わ
れ
て
い
る
ふ
し
（
皿
）
も
あ
る

が
、
そ
れ
は
日
本
語
と
し
て
の
生
命
科
学
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
て
、
生
命
科
学
は
ギ
リ
シ
ャ
の
時
代
か
ら
生
理
学
（
フ
ィ
ジ
オ
ロ
ギ
ァ
）
と

し
て
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
本
来
「
生
命
と
は
何
か
」
「
魂
と
は
何
か
」
の
問
い
は
人
間
の
素
朴
な
問
い
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
哲
学
や

宗
教
の
問
い
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
の
多
く
の
哲
人
や
イ
ン
ド
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
お
け
る
宇
宙
や
生
命
の
根
源
、
そ
し
て
物

質
の
存
在
の
根
源
に
対
す
る
問
い
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

現
在
我
々
が
目
に
す
る
よ
う
な
生
命
に
関
す
る
機
械
論
的
な
物
質
変
化
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
科
学
的
解
析
は
、
一
六
、
一
七
世

紀
の
近
代
自
然
科
学
の
萌
芽
の
時
代
に
始
ま
る
。
こ
の
時
代
に
は
突
出
し
た
多
く
の
哲
学
者
、
科
学
者
が
生
ま
れ
活
躍
し
た
。
ブ
ル
ー
ノ
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
、
ガ
リ
レ
オ
な
ど
、
天
と
地
が
逆
転
す
る
発
想
法
と
自
然
法
則
で
現
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
態
度
が
生
ま
れ
た
。
そ
し
て

世
界
像
の
機
械
化
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
時
代
が
始
ま
っ
た
。
こ
こ
で
は
ア
ラ
ビ
ア
文
化
の
影
響
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
時
計
や
さ

ま
ざ
ま
な
自
動
機
械
に
興
味
が
も
た
れ
、
生
命
も
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
み
る
動
き
が
で
て
き
た
。
Ｗ
・
ハ
ー
ヴ
ェ
ー
は
天
体
の
マ
ク
ロ
コ

西
谷
啓
治
に
お
け
る
「
科
学
と
宗
教
」
の
現
代
的
意
義
ｌ
生
命
科
学
の
危
機
的
な
諸
問
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か
の
デ
カ
ル
ト
は
、
ハ
ー
ヴ
ェ
ー
の
仕
事
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
、
新
し
い
哲
学
を
生
み
だ
し
、
近
代
生
理
学

の
基
礎
を
築
く
こ
と
に
な
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
生
命
を
延
長
（
物
体
）
と
思
惟
（
精
神
）
の
二
つ
の
立
場
か
ら
み
よ
う
と
し
た
。
物
体
は
、

も
の
と
し
て
取
り
上
げ
た
時
、
延
長
と
い
う
広
が
り
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
延
長
が
あ
る
か
ら
こ
そ
我
々
は
そ
の
物
体
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
血
管
が
管
で
あ
り
パ
イ
プ
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
そ
れ
が
延
長
を
も
っ
た
存
在
で
あ
り
、
物
質
、
物
体
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
生
体
は
物
体
つ
ま
り
部
品
の
寄
せ
集
め
の
よ
う
な
も
の
と
い
え
る
。
ち
ょ
う
ど
時
計
の
部
品
が
集
ま
っ
て
一

つ
の
全
体
を
作
り
、
全
体
が
時
計
と
し
て
働
い
て
い
る
よ
う
に
、
生
命
を
も
つ
生
体
も
そ
れ
ぞ
れ
の
器
官
や
臓
器
と
し
て
の
部
品
が
与
え
ら

れ
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
全
体
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
デ
カ
ル
ト
は
、
人
間
に
は
そ
れ
と
と
も
に
思

惟
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
他
の
生
物
に
は
そ
れ
が
な
い
と
い
っ
た
。
つ
ま
り
人
間
を
除
く
す
べ
て
の
生
物
は
機
械
に
他
な
ら
な
い
と
宣
言

し
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
精
神
や
霊
魂
の
所
持
者
を
人
間
に
の
み
限
定
し
、
動
物
を
自
動
機
械
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
断
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
世
界
像
の
機
械
化
を
完
成
し
た
と
い
え
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
こ
の
機
械
論
的
自
然
観
は
、
地
動
説
に
よ
る
思
想
が
旧
秩

序
の
根
底
か
ら
の
動
揺
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
、
コ
ギ
ト
に
よ
っ
て
人
間
を
回
復
し
、
そ
し
て
瓦
解
し
た
コ
ス
モ
ス
に
代
っ
て
法
則
に
支
配
さ

れ
る
自
然
を
定
礎
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
を
再
出
発
さ
せ
た
。
そ
の
意
味
で
、
デ
カ
ル
ト
は
一
七
世
紀
科
学
革
命
の
中
で
最
も
重
要
な

学
者
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
胴
）
。

ス
モ
ス
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
人
体
の
世
界
で
も
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
か
ら
『
血
液
循
環
論
』
を
書

い
た
。
そ
こ
で
人
体
に
も
天
体
と
同
じ
よ
う
な
循
環
運
動
が
あ
る
だ
ろ
う
と
の
立
場
か
ら
、
体
循
環
の
存
在
を
提
唱
し
た
。
つ
ま
り
心
臓
は

血
管
を
誘
い
込
ん
で
送
り
出
し
て
い
る
ポ
ン
プ
の
役
割
り
を
果
た
し
て
い
て
、
血
管
は
全
身
を
巡
っ
て
最
後
に
心
臓
に
戻
っ
て
く
る
血
液
を

送
る
た
め
の
パ
イ
プ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
医
学
界
の
み
な
ら
ず
、
思
想
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え

‐
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さ
ら
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
や
ケ
プ
ラ
ー
、
ガ
リ
レ
オ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
は
じ
ま
る
数
学
や
物
理
学
の
発
展
は
科
学
革
命
を
さ
ら
に
つ
き
進
め
、

生
命
に
関
し
て
以
前
に
は
す
べ
て
の
人
が
受
け
入
れ
て
い
た
神
と
い
う
超
自
然
的
な
信
条
を
排
斥
し
、
機
械
論
を
天
体
や
地
球
の
運
動
を
説

明
す
る
の
と
同
じ
物
理
主
義
へ
と
発
展
さ
せ
、
一
九
世
紀
の
物
理
学
と
化
学
の
目
覚
し
い
発
展
を
経
て
生
命
現
象
の
還
元
的
な
解
析
に
花
開

か
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
反
動
と
し
て
起
こ
っ
た
の
が
生
気
論
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
生
命
現
象
に
は
物
理
化
学
的
過
程
を
超
え
た
も

の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
物
質
過
程
を
制
御
し
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
生
命
現
象
の
説
明
に
つ
い
て
の
機
械
論
と
生
気
論
の
激
し
い

論
争
は
、
時
と
し
て
ど
ち
ら
か
が
優
位
に
な
っ
た
り
、
劣
位
に
な
っ
た
り
し
て
一
七
世
紀
か
ら
二
○
世
紀
の
は
じ
め
ま
で
三
○
○
年
に
わ
た
っ

て
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
を
演
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
○
世
紀
に
な
り
、
生
命
の
機
械
論
も
生
気
論
も
ど
ち
ら
も
部
分
的
に
正
し
く
、
部
分
的
に
間
違
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

今
日
の
生
命
科
学
の
成
果
か
ら
み
る
と
、
機
械
論
者
の
い
う
よ
う
に
、
生
命
現
象
が
分
子
レ
ベ
ル
で
物
理
化
学
的
な
原
因
で
説
明
で
き
る
こ

と
は
正
し
か
っ
た
し
、
生
気
論
の
主
張
す
る
生
命
力
と
い
っ
た
も
の
が
暖
昧
で
証
明
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
物
は

非
生
物
と
は
異
な
っ
て
、
非
生
物
に
は
な
い
遺
伝
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
っ
た
自
律
的
な
特
性
を
も
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
点
で
は
正
し
か
つ

一
九
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
二
○
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
生
気
論
と
機
械
論
の
対
立
を
乗
り
越
え
る
試
み
と
し
て
、
有
機
体
論
が
登
場
し
て

き
た
。
こ
れ
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
生
命
の
躍
動
」
や
、
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
タ
ラ
ン
フ
ィ
ー
の
「
シ
ス
テ
ム
理
論
」
隠
あ
る
い
は
プ
リ
ゴ
ジ
ン
の
「
散

逸
構
造
」
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
た
マ
ト
ゥ
ラ
ー
ナ
の
「
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
生
命
を
シ
ス
テ

ム
（
系
）
の
全
体
と
し
て
捉
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ス
テ
ム
の
重
層
す
る
働
き
に
一
般
法
則
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
生
命
の
特
質
は
生
命
を
形
づ
く
る
構
成
要
素
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
有
機
構
成
と
い
う
重
層
的
な
自
己
組
織
化
で
あ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
（
咽
〉
・
有
機
体
論
で
は
生
物
が
組
織
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
て
、
生
物
は
物
質
と
し
て
の
分
子
の
集
合
体
で
あ
る
ば
か
り

た
一
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（
二
）
生
命
科
学
の
限
界
と
そ
の
危
機
的
な
問
題

し
か
し
ょ
く
考
え
て
み
る
と
、
生
命
を
機
械
論
的
に
そ
し
て
物
理
学
的
法
則
で
物
質
に
還
元
で
き
る
と
い
う
方
法
論
に
は
、
非
常
に
重
要

な
限
定
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
機
械
論
で
あ
れ
有
機
体
論
で
あ
れ
、
生
命
科
学
に
で
き
る
こ
と
は
、
物
質

と
物
質
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
か
と
い
う
物
質
的
条
件
を
、
数
学
的
認
識
や
物
理
化
学
的
法
則
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
み

で
あ
る
と
、
明
確
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
九
世
紀
後
半
、
有
名
な
生
理
学
者
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
、
「
生
気
論
と
物
質
論
の
論
争
を
い
く
ら
し
て
も
全
生
命
と
い
う
も
の
が
わ
か
ら
な

い
」
と
言
っ
た
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ッ
な
ど
と
と
も
に
機
械
論
に
た
っ
て
生
命
論
を
展
開
し
た
が
、
実
際
に
今
日
の
医
学
・
生
理
学
、

生
命
科
学
の
分
野
で
研
究
し
、
そ
れ
を
応
用
し
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
、
彼
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
は
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
彼
は
彼
の
書
い
た
有
名
な
『
実
験
医
学
序
説
』
と
い
う
書
の
中
で
、
生
命
を
研
究
す
る
生
理
学
は
、
生
命
の
か
ら
く
り
に
つ
い
て
、
「
物

質
と
物
質
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
か
を
物
理
化
学
法
則
で
明
ら
か
に
す
る
学
問
」
（
胸
）
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

ベ
ル
ナ
ー
ル
は
生
理
学
を
「
生
命
現
象
を
研
究
し
、
そ
の
現
象
の
発
現
に
関
す
る
物
質
的
条
件
を
決
定
す
る
事
を
目
的
と
す
る
科
学
」
と

定
義
し
た
あ
と
、
「
我
々
に
と
っ
て
現
象
を
研
究
し
、
そ
れ
が
発
現
の
物
質
的
条
件
を
知
り
、
さ
ら
に
こ
の
間
の
法
則
を
決
定
す
る
だ
け
で

十
分
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
「
物
の
第
一
原
因
は
科
学
の
領
域
を
超
越
し
た
問
題
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
無
機
物
の
科
学

で
な
く
、
そ
の
機
能
は
各
分
子
の
組
織
化
、
相
互
関
係
、
相
互
作
用
、
相
互
性
に
依
存
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

生
命
の
有
機
体
論
は
、
生
気
論
と
機
械
論
の
矛
盾
を
克
服
す
る
形
で
シ
ス
テ
ム
の
自
己
組
織
化
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
き
た
。
有
機
体
論

は
現
代
生
物
学
の
主
流
で
あ
り
生
命
科
学
、
医
学
は
今
後
も
こ
の
流
れ
に
沿
っ
て
発
展
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
有
機
体
論
も
あ
く

ま
で
も
機
械
論
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
生
命
の
基
本
が
物
質
の
組
織
化
に
還
元
で
き
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
こ
と
は
変
わ
り
な
い
。
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に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
生
物
の
科
学
に
お
い
て
も
ま
た
永
遠
に
補
足
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
、
「
物
の
本
質
は
永
遠
に
我
々

に
知
ら
れ
な
い
。
我
々
は
単
に
こ
れ
ら
の
事
物
の
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
現
象
と
は
こ
れ
ら
の
関
係
の
結
果
に

他
な
ら
な
い
」
と
明
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
生
理
学
者
に
で
き
る
こ
と
は
、
物
質
と
物
質
が
ど
の
よ
う
な
動
き
を
し
て
い
る
か
、
物
質
と
物

質
が
ど
の
よ
う
な
条
件
関
係
に
あ
る
か
、
そ
の
と
き
に
ど
の
よ
う
な
生
命
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
、
客
観
的
に
研
究
す
る
こ
と
と
限
定

し
て
い
る
。
物
質
の
存
在
す
る
意
味
や
、
そ
の
物
質
を
動
か
し
て
い
る
も
の
は
何
か
を
問
う
こ
と
は
、
生
理
学
者
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、

た
だ
で
き
る
こ
と
は
、
物
質
と
物
質
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
条
件
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
あ

こ
の
限
定
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
科
学
、
少
な
く
と
も
生
命
科
学
は
精
神
や
魂
の
束
縛
か
ら
自
由
と
な
り
、
た
と
え
ば
遺
伝
子
・
細
胞
か
ら

生
命
の
分
子
レ
ベ
ル
の
性
質
に
至
る
ま
で
、
生
命
の
物
質
・
機
械
と
し
て
の
特
性
が
す
さ
ま
じ
い
ス
ピ
ー
ド
で
解
析
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
物
質
と
し
て
の
生
命
の
還
元
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
生
命
が
ど
の
よ
う
な
物
質
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
か
、

ど
の
よ
う
な
物
質
が
関
係
し
合
っ
て
生
命
と
い
う
現
象
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
か
の
研
究
が
行
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
。
生
命
の
起
源
を
追
求
す
る
中
で
、
ア
ミ
ノ
酸
が
ど
の
よ
う
に
結
合
し
て
タ
ン
パ
ク
質
が
合
成
さ
れ
る
か
、
そ
し
て
タ
ン
パ
ク
質
か

ら
生
命
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
か
の
研
究
は
、
細
胞
核
の
染
色
体
遺
伝
子
の
解
析
へ
と
進
み
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
構
造
の
発
見
に
つ
な
が
っ
た
。
一

方
で
は
、
生
命
の
系
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
体
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
細
胞
や
器
官
ど
う
し
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
を
通
し

て
器
官
や
細
胞
の
疾
病
に
対
す
る
新
し
い
治
療
法
や
薬
物
が
開
発
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
工
学
や
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
と
の
提
携
に
よ
っ
て
そ
の

発
展
は
益
々
幅
広
く
な
り
、
人
類
に
多
大
の
貢
献
を
し
て
い
る
。
こ
の
一
○
○
年
の
生
命
科
学
の
進
歩
は
、
細
菌
感
染
や
ウ
イ
ル
ス
感
染
に

対
す
る
対
応
、
抗
生
物
質
の
発
見
、
殺
虫
剤
や
農
薬
、
人
工
呼
吸
法
、
移
植
医
療
、
遺
伝
子
組
換
え
、
遺
伝
子
治
療
、
遺
伝
子
工
学
、
人
工

授
精
、
再
生
医
療
、
画
像
解
析
技
術
な
ど
、
以
前
で
は
想
像
で
き
な
か
っ
た
す
さ
ま
じ
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
（
釦
）
。

る
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れ
て
い
な
い
。

し
か
し
一
方
で
は
、
こ
の
物
質
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
め
ざ
ま
し
い
成
果
の
裏
に
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
な
問
題
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。

た
と
え
ば
こ
の
三
○
～
五
○
年
の
間
に
生
命
科
学
の
発
展
に
伴
っ
て
高
度
医
療
技
術
の
進
歩
が
「
生
死
」
「
生
命
」
の
意
味
を
一
変
さ
せ
た
。

そ
こ
で
は
機
械
論
的
生
命
観
に
影
響
さ
れ
る
に
至
っ
た
「
生
死
」
と
い
う
人
間
の
直
面
す
る
深
刻
な
問
い
に
大
き
な
と
ま
ど
い
が
生
じ
て
い

る
。
特
に
生
命
の
「
は
じ
ま
り
」
と
「
お
わ
り
」
そ
し
て
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
惹
起
さ
れ
て
い
る
。
「
は

じ
ま
り
」
の
問
題
に
対
し
て
は
人
工
授
精
、
体
外
受
精
、
遺
伝
子
操
作
、
ク
ロ
ー
ン
人
間
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
生
命
の
誕
生
を
人
工
的
に
、

し
か
も
甘
や
か
さ
れ
た
人
間
の
欲
求
に
沿
っ
て
操
作
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
Ｅ
Ｓ
細
胞
（
胎
性
幹
細
胞
）
に
お
い
て
は
明
ら

か
な
生
命
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
「
脳
始
（
脳
の
形
成
）
」
を
も
っ
て
生
命
の
始
ま
り
と
す
る
と
い
う
理
由
の
も
と
に
、
そ
の
生
命
を
他
の

治
療
目
的
に
利
用
す
る
こ
と
さ
え
可
能
に
な
っ
た
。

ま
た
生
命
の
「
お
わ
り
」
に
つ
い
て
も
以
前
に
は
経
験
し
な
か
っ
た
深
刻
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
脳
死
は
心
臓
死
に
お
け
る
死
の
概
念

か
ら
の
移
行
で
あ
り
、
死
の
時
点
そ
し
て
そ
の
意
味
を
大
き
く
ゆ
さ
ぶ
る
も
の
と
も
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
少
な
く
と
も
移
植
と
い
う
問
題
が

背
後
に
あ
り
、
こ
こ
に
も
人
間
理
性
の
欲
望
や
功
利
主
義
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
ま
た
臓
器
移
植
で
は
、
拒
否
反
応
と
い
う
自
然
に
備
わ
っ

た
力
を
無
力
化
し
て
、
他
人
の
臓
器
を
ま
る
で
機
械
の
パ
ー
ツ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
取
り
替
え
る
こ
と
や
、
「
生
き
る
」
と
は
何
か
に

つ
い
て
も
大
き
な
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
高
度
医
療
、
衛
生
概
念
の
普
及
に
よ
り
、
我
々
は
生
命
の
目
を
み
は
る
よ
う
な
延
命
化

に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
高
齢
化
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
認
知
症
や
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
問
題
を
含
め
て
、
生
と
は
何
か
、

死
と
は
何
か
に
つ
い
て
根
元
的
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
罰
）
。
こ
れ
ら
の
生
死
の
問
題
は
宗
教
で
い
わ
れ
る
生
死
一
如
と
い
っ
た
言
葉
に

お
け
る
生
死
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
る
が
、
生
命
の
物
質
機
械
化
、
人
間
の
機
械
化
、
人
間
性
の
喪
失
の
際
だ
っ

た
表
わ
れ
で
あ
り
、
宗
教
や
哲
学
側
か
ら
の
強
い
議
論
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
哲
学
者
や
宗
教
家
の
確
固
た
る
発
言
は
あ
ま
り
な
さ

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号
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こ
の
よ
う
な
生
命
科
学
が
一
面
に
お
い
て
生
み
出
す
危
機
的
と
も
い
う
べ
き
状
態
に
対
し
て
、
我
々
に
は
次
の
よ
う
な
諸
点
に
留
意
、
反

省
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
生
命
科
学
に
で
き
る
こ
と
は
物
質
と
物
質
の
条
件
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
と
限
定
し
た
時
、
決
し
て
そ
れ
は
生
命
が
窮
極
的
に
物
理
化
学
的
な
物
質
過
程
に
還
元
可
能
で
あ
る
こ
と
を
科
学
的
に
実
証
す
る

次
元
に
お
い
て
証
明
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
科
学
の
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
四
）
。
こ
れ
は

科
学
が
物
質
還
元
論
的
な
生
命
科
学
の
本
質
を
自
ら
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
分
子
生
物
学
が
め
ざ
ま
し
く

進
展
す
る
今
日
で
も
、
生
命
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
次
元
へ
の
問
い
は
依
然
と
し
て
不
明
瞭
の
ま
ま
閉
ざ
さ
れ
、
生
命
概
念
は
な
お
動
揺

を
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
命
科
学
が
生
み
出
す
物
質
科
学
的
な
成
果
が
絶
対
的
な
も
の
と

し
て
受
け
と
ら
れ
、
科
学
的
に
「
で
き
る
」
こ
と
は
正
し
い
も
の
、
そ
し
て
「
や
っ
て
も
良
い
」
も
の
と
受
け
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
は
自
ら
の
生
命
が
物
質
的
過
程
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
扱
う
科
学
者
も
、
そ
れ
を
享
受
す
る
利
用
者
も
と
も
に
よ
る
べ
な
き
実
存

的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
に
生
命
科
学
を
基
礎
と
す
る
医
学
、
医
療
を
考
え
る
時
、
ハ
ー
ヴ
ェ
ー

や
デ
カ
ル
ト
に
始
ま
る
機
械
論
の
確
立
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
科
学
的
医
療
が
著
し
い
進
歩
を
遂
げ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス

の
時
代
か
ら
医
学
、
医
療
の
中
軸
で
あ
っ
た
生
命
の
「
生
き
る
」
と
い
う
要
素
が
脱
落
し
、
物
質
と
し
て
の
生
命
の
科
学
的
・
機
械
的
医
療

が
今
や
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

私
に
は
あ
た
か
も
現
代
が
、
核
の
研
究
が
原
子
爆
弾
や
水
素
爆
弾
を
生
み
出
し
た
と
き
の
状
況
に
類
似
し
て
い
る
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

科
学
者
は
将
来
の
核
の
応
用
を
考
え
つ
つ
、
何
の
意
識
も
な
く
そ
の
研
究
に
没
頭
し
た
。
そ
の
結
果
、
科
学
者
の
努
力
が
一
面
で
は
人
類
の

平
和
に
大
き
な
貢
献
を
も
た
ら
し
た
が
、
他
面
で
は
核
兵
器
に
よ
っ
て
地
球
を
破
壊
に
追
い
込
む
ほ
ど
の
危
機
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
現
代
の
生
命
科
学
者
も
ま
っ
た
く
同
様
に
、
科
学
が
生
み
だ
す
危
機
的
な
状
況
に
直
面
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
事
実
や
そ
こ
か
ら

起
こ
っ
て
く
る
問
題
を
自
問
す
る
こ
と
な
く
、
生
命
機
序
の
物
質
的
神
秘
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
み
に
興
味
を
も
ち
、
そ
れ
が
社
会
や
自

西
谷
啓
治
に
お
け
る
「
科
学
と
宗
教
」
の
現
代
的
意
義
ｌ
生
命
科
学
の
危
機
的
な
諸
問
題
を
前
に
し
て
ｌ
〔
岡
田
〕
一
五



（
一
）
科
学
の
特
徴
と
限
界

第
一
章
に
於
い
て
既
に
西
谷
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
自
然
科
学
は
機
械
論
的
自
然
観
に
立
脚
し
，
従
来
の
宗
教
に
お
け
る
目
的

論
的
自
然
観
を
打
破
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
目
的
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
人
格
神
を
も
つ
宗
教
を
無
力
化
し
た
。
こ
の
こ
と
は
従
来

の
宗
教
が
基
盤
と
し
て
い
た
人
間
存
在
の
場
、
な
か
ん
ず
く
存
在
可
能
の
場
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
間
が
生
物
学
的
な
存
在
者

と
し
て
合
目
的
に
、
ま
た
理
性
を
も
つ
存
在
者
と
し
て
目
的
意
思
的
に
現
存
在
し
て
い
る
場
は
機
械
論
的
な
法
則
に
支
配
さ
れ
た
無
目
的
に

し
て
無
意
味
な
存
在
と
な
り
、
人
間
の
生
は
い
わ
ば
底
な
き
死
の
上
に
立
っ
て
い
る
。

自
然
的
世
界
に
対
す
る
目
的
観
の
否
定
は
単
に
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
然
的
世
界
と
神
と
の
間
の
目
的
論
の
全
体
系
を
も
否
定
し
、

ニ
ー
チ
ェ
を
し
て
「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
到
来
と
呼
ば
せ
た
の
で
あ
る
（
狸
）
。
し
か
も
近
代
科
学
自
身
は

そ
の
発
展
を
通
し
て
生
ま
れ
て
来
た
重
大
な
帰
結
を
自
ら
は
突
き
と
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
科
学
が
自
然
世
界
を
そ
れ
自
身
の
法
則
性

を
も
っ
て
そ
れ
自
身
だ
け
で
存
在
す
る
も
の
と
見
倣
し
た
時
、
科
学
は
単
に
自
然
の
世
界
を
外
化
し
た
の
み
で
な
く
、
そ
の
外
化
は
生
命
や

精
神
、
魂
の
よ
う
な
内
的
な
も
の
の
成
立
の
場
に
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
な
生
命
科
学
の
目
覚

し
い
発
展
は
生
命
の
あ
り
方
の
物
質
的
な
か
ら
く
り
を
明
ら
か
に
し
、
生
命
が
生
き
る
こ
と
は
機
械
の
働
き
で
あ
り
、
生
命
現
象
は
物
質
ど

う
し
の
化
学
反
応
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ま
や
、
遺
伝
子
操
作
や
生
体
に
お
け
る
パ
ー
ツ
と
し
て
の
臓
器
移
植
が
お

然
に
と
っ
て
、
そ
し
て
未
来
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
を
考
え
る
余
地
を
持
た
な
い
。
し
か
し
今
、
科
学
者
た
ち
は
自
ら
の
よ
っ
て
立
つ

方
法
論
の
基
盤
に
明
確
な
限
界
の
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
だ
と
思
う
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号

三
西
谷
に
お
け
る
「
科
学
と
宗
教
」
の
現
代
的
意
義

一
一
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こ
な
わ
れ
、
さ
ら
に
生
物
学
的
に
み
て
生
命
の
原
基
で
あ
る
筈
の
Ｅ
Ｓ
細
胞
（
胎
性
幹
細
胞
）
や
遺
伝
子
操
作
に
よ
る
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
（
人
工

多
能
性
幹
細
胞
）
も
再
生
医
療
の
治
療
目
的
に
応
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
脳
研
究
に
お
い
て
は
、
神
経
機
能
が
神
経
細
胞
や
シ
ナ
プ
ス

の
受
容
体
と
物
質
と
の
結
合
と
し
て
理
解
が
進
め
ら
れ
、
精
神
現
象
も
単
な
る
物
質
変
化
の
投
影
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。

西
谷
は
、
自
然
法
則
と
人
間
の
も
つ
知
と
し
て
の
技
術
の
働
き
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
機
械
と
人
間
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
人
間
が
機
械

化
さ
れ
、
人
間
性
の
喪
失
を
招
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
麹
）
、
今
日
の
科
学
技
術
の
進
展
に
よ
る
多
く
の
成
果
を
み
る
時
、
人
間
の

、
、
、

、
、

機
械
化
の
問
題
以
上
に
人
間
自
身
が
機
械
で
あ
り
、
病
気
は
身
体
の
機
構
部
分
の
故
障
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
生
命
が
物
質
過
程
で
あ
る
こ
と

を
我
々
に
痛
切
に
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
は
科
学
的
な
機
械
論
に
立
脚
し
、
動
物
機
械
論
に
お
い
て
は
、
ラ
ジ
カ
ル
な
意

味
で
動
物
が
機
械
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
た
が
、
彼
は
な
お
人
間
が
そ
の
上
に
思
惟
を
も
ち
松
果
体
を
通
し
て
神
に
触
れ
る
と

考
え
た
。
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
人
間
が
な
お
神
の
存
在
の
証
明
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
自
然
論
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し

今
日
の
状
況
は
人
間
も
他
の
生
物
と
同
様
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
す
る
も
の
と
同
様
に
、
す
べ
て
が
物
質
と
機
械
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
が

徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
鯉
）
。
こ
の
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
「
形
相
」
が
無
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

一
方
、
科
学
の
特
徴
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
科
学
法
則
を
数
学
的
認
識
あ
る
い
は
物
理
的
認
識
で
も
っ
て
客
観
的
に
明
確
に
す
る

こ
と
、
そ
し
て
物
質
と
物
質
の
間
の
条
件
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
科
学
の
中
に
は
科
学
が
生
み
出
す

も
の
、
あ
る
い
は
科
学
そ
の
も
の
の
本
質
に
つ
い
て
の
問
い
と
答
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
科
学
の
求
め
る
と
こ
ろ
は
事
実
性
、
確
実

性
の
世
界
で
あ
っ
て
、
真
理
性
の
立
場
で
は
な
い
（
距
）
。
そ
の
意
味
で
現
在
の
科
学
の
大
き
な
成
果
と
同
時
に
そ
こ
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
さ

ま
ざ
ま
な
矛
盾
に
対
し
て
科
学
は
、
そ
の
性
質
上
無
関
心
で
あ
り
、
す
べ
て
を
物
質
に
還
元
す
る
立
場
は
、
人
間
の
あ
く
な
き
衝
動
欲
求
と

あ
い
ま
っ
て
ま
す
ま
す
激
し
さ
を
増
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

科
学
に
は
本
来
科
学
自
身
を
考
え
る
機
序
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
既
に
述
べ
た
生
命
科
学
に
お
け
る
危
機
的
な
諸
問
題
の
み
な
ら
ず
、
科

西
谷
啓
治
に
お
け
る
「
科
学
と
宗
教
」
の
現
代
的
意
義
ｌ
生
命
科
学
の
危
機
的
な
諸
問
題
を
前
に
し
て
ｌ
〔
岡
田
〕
一
七



学
の
生
み
出
し
た
核
兵
器
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
科
学
の
立
場
か
ら
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
で
き
る
と
す
れ
ば
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を

撃
墜
す
る
新
た
な
ミ
サ
イ
ル
を
作
っ
た
り
、
環
境
汚
染
物
質
の
一
部
を
バ
ク
テ
リ
ア
に
よ
っ
て
消
化
無
毒
化
す
る
程
度
の
こ
と
が
で
き
る
だ

け
で
あ
る
。
科
学
は
自
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
自
己
の
周
辺
に
様
々
な
作
用
を
及
ぼ
し
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
で
は
そ
の
こ
と
を
気
が
つ
か
な
い

で
い
る
。
い
や
そ
の
こ
と
が
科
学
そ
の
も
の
本
来
の
立
場
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
科
学
を
扱
う
科
学
者
は
一
方
で
は
目
的
論
的
な
世
界
を
破

り
、
そ
れ
自
身
全
く
目
的
も
意
味
も
存
在
し
な
い
物
質
的
過
程
を
自
然
の
世
界
の
実
相
と
し
て
提
示
し
つ
つ
、
一
方
に
お
い
て
科
学
者
自
身

は
生
命
環
境
的
な
世
界
の
中
に
生
き
実
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

科
学
は
常
に
一
切
の
自
然
現
象
に
よ
っ
て
実
験
的
解
析
が
原
理
的
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
確
か
さ
の
上
に
立
っ
て
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
は

根
本
的
に
は
確
実
性
に
立
脚
し
て
い
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
科
学
は
哲
学
や
宗
教
が
担
っ
て
い
る
真
理

性
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
科
学
の
中
に
は
そ
の
両
面
が
同
時
的
に
成
立
す
る
所
に
可
能
根
擦
を
問
う
立
場
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ

の
意
味
で
は
科
学
の
立
場
は
哲
学
的
に
み
る
と
素
朴
の
ま
ま
で
あ
り
、
科
学
的
真
理
に
は
限
界
が
あ
り
確
実
性
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
妬
）
。

し
か
し
危
倶
す
べ
き
大
き
な
問
題
は
今
日
の
よ
う
な
信
仰
と
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
科
学
万
能
の
時
代
の
中
で
、
こ
の
確
実
性
が
真
理
性
の
立

場
と
し
て
受
け
と
ら
れ
、
そ
の
事
実
性
に
無
反
省
な
絶
対
的
な
価
値
が
与
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

生
命
科
学
の
分
野
で
い
う
な
ら
ば
、
機
械
論
者
の
代
表
の
一
人
で
あ
っ
た
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
科
学
が
明
ら
か
に
で
き
る

こ
と
は
た
だ
生
命
現
象
の
物
質
的
条
件
の
み
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
生
命
を
形
成
す
る
物
質
相
互
の
関
係
性
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
命
の
本
質
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
科
学
は
「
も
の
が
如
何
に
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
に
あ
る
か
」
の
事
実

性
の
問
い
の
み
で
あ
っ
て
、
「
な
ぜ
」
と
い
う
真
理
性
の
立
場
に
立
っ
て
は
い
な
い
。
現
在
で
は
科
学
の
め
ざ
ま
し
い
大
き
な
発
展
の
故
に

こ
の
事
実
性
が
あ
た
か
も
真
理
性
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
今
科
学
に
お
け
る
こ
の
限
界
と
虚
無
性
に
つ
い
て
反
省

す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号

一

八



近
代
科
学
は
自
然
界
の
研
究
に
輝
か
し
い
成
果
を
求
め
な
が
ら
、
科
学
の
も
つ
性
質
上
人
間
そ
の
も
の
の
究
明
に
は
触
れ
得
な
か
っ
た
。

人
間
と
は
何
か
、
我
々
が
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
答
は
科
学
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
た
だ
科
学
に

お
い
て
は
我
々
の
生
命
も
世
界
も
物
質
的
過
程
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
生
命
の
生
死
も
単
な
る
物
質
的
な
変
化
と
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
人
間
存
在
の
本
質
が
上
の
よ
う
に
問
題
化
さ
れ
る
と
同
じ
次
元
で
科
学
の
本
質
を
問
う
と
い
う
立
場
、
科
学
の
基
本
的
態
度
そ
の
も
の

を
実
存
の
問
題
と
し
て
受
け
と
る
立
場
か
ら
は
、
自
然
や
生
物
の
生
死
は
全
く
別
な
受
け
取
り
方
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
科
学
に
お

け
る
深
く
底
な
き
死
の
相
の
現
実
が
、
「
大
死
」
と
い
う
宗
教
的
実
存
の
現
実
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
お
い

て
科
学
の
本
質
が
人
間
の
本
質
と
と
も
に
一
体
的
に
問
わ
れ
る
よ
う
な
一
層
高
い
次
元
へ
と
還
さ
れ
、
科
学
の
本
質
が
人
間
本
質
の
転
換
と

同
様
な
宗
教
的
な
実
存
と
し
て
受
け
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
自
然
科
学
的
な
機
械
論
的
宇
宙
が
、
科
学
に
お
い
て
よ
り
も

よ
り
真
実
に
顕
わ
に
な
る
処
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
そ
こ
で
は
宗
教
的
実
存
の
生
死
か
ら
の
解
脱
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
呪
術
の
医
療

西
谷
は
ニ
ー
チ
ェ
が
近
代
科
学
に
つ
い
て
語
っ
た
「
そ
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
の
は
本
当
の
深
み
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
は
科
学
的

良
心
の
深
淵
が
語
っ
て
い
な
い
。
…
…
と
い
う
の
は
科
学
的
良
心
は
一
つ
の
深
淵
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
科

学
の
基
本
的
態
度
そ
の
も
の
を
実
存
の
問
題
と
し
て
受
け
と
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
（
”
）
。
科
学
的
良
心
と
い
う
の
は
一
般
的
に
い
う

道
徳
的
な
意
味
で
の
良
心
で
は
な
い
。
科
学
的
良
心
の
深
淵
化
は
、
む
し
ろ
科
学
の
成
立
発
展
か
ら
招
来
さ
れ
る
帰
結
を
あ
く
ま
で
回
避
す

る
こ
と
な
く
追
求
す
る
こ
と
、
し
か
も
科
学
の
本
質
（
こ
の
本
質
は
も
は
や
科
学
的
で
は
な
い
本
質
）
に
つ
い
て
の
次
元
に
ま
で
下
っ
て
追

求
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
人
間
存
在
の
本
質
が
問
題
と
な
る
と
同
様
な
次
元
で
科
学
の
本
質
を
問
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ

る
◎

西
谷
啓
治
に
お
け
る
「
科
学
と
宗
教
」
の
現
代
的
意
義
１
１
生
命
科
学
の
危
機
的
な
諸
問
題
を
前
に
し
て
ｌ
〔
岡
田
〕
一
九

（
二
）
科
学
の
実
存
化
と
宗
教



を
廃
し
科
学
的
医
療
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
か
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
が
言
っ
た
「
医
師
に
し
て
宗
教
家
た
る
も
の
は
神
に
等
し
い
」
と
い
う
言

葉
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
の
時
代
の
医
学
・
医
療
は
近
代
自
然
科
学
を
基
礎
に
し
た
科
学
的
医
療
か
ら
比

べ
る
と
極
め
て
未
発
達
の
医
療
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
医
学
の
中
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
病
気
と
い
う
悩
み
を
患
者
か
ら
取
り
除

く
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
存
在
を
そ
の
根
源
に
た
っ
て
見
つ
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
泌
）
。

生
命
科
学
の
直
面
す
る
危
機
的
な
問
題
の
中
で
重
要
な
も
の
の
一
つ
に
生
命
倫
理
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
既
に
多
く
の
倫
理
学
者
や

多
方
面
か
ら
の
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
が
弱
）
、
そ
の
軸
と
な
る
判
断
の
基
礎
に
は
最
大
多
数
の
幸
福
と
功
利
主
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
基
準
に
照
ら
し
て
生
命
科
学
が
生
み
出
す
成
果
に
つ
い
て
「
で
き
る
こ
と
」
が
正
し
い
こ
と
と
な
り
「
や
っ
て
も
良
い
」
と
い

う
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
上
述
の
よ
う
に
科
学
そ
の
も
の
を
実
存
的
に
受
け
と
る
と
同
時
に
科
学
す
る
人
も
、
そ
の
成
果
を

享
受
す
る
人
も
同
時
に
実
存
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
自
覚
か
ら
出
発
し
た
生
命
倫
理
の
確
立
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま

り
西
谷
の
い
う
科
学
的
な
生
命
観
と
実
在
の
究
明
と
い
う
宗
教
的
生
命
観
の
両
方
の
立
場
が
同
時
に
成
り
立
つ
場
か
ら
の
生
命
倫
理
へ
の
発

科
学
の
中
で
も
特
に
生
命
科
学
と
い
う
分
野
は
、
生
命
そ
の
も
の
を
直
接
的
に
取
り
扱
う
立
場
に
あ
り
、
同
時
に
人
間
そ
の
も
の
に
触
れ

る
立
場
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
中
で
生
命
を
物
質
と
し
て
科
学
し
な
が
ら
、
常
に
「
生
き
る
と
は
何
か
」
と
い
う
命
題
を
担
っ
て
い
る
。

生
命
科
学
は
文
字
ど
お
り
物
質
に
基
づ
い
た
機
械
的
生
命
と
、
「
生
き
る
」
と
い
う
人
間
存
在
と
し
て
の
生
命
に
直
面
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
の
科
学
的
成
果
は
常
に
人
間
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
か
か
わ
り
社
会
的
責
任
も
大
き
い
。
そ
の
中
で
生
命
科
学
そ
の
も
の
を
実
存

の
立
場
で
と
ら
え
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
そ
の
内
容
に
詳
し
く
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
西
谷
は
科
学
の
実
存
化
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
道
は
「
空
の
立
場
」
で
あ
る
と
い

う
。
我
々
に
残
さ
れ
た
課
題
は
、
個
々
の
レ
ベ
ル
で
物
質
的
生
命
を
扱
い
、
生
命
的
環
境
の
中
に
い
る
人
間
に
接
し
、
そ
し
て
自
ら
も
生
命

言
が
望
ま
れ
る
。
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注（
１
）
た
と
え
ば
西
谷
は
『
宗
教
と
は
何
か
』
（
創
文
社
、
一
九
六
一
）
の

第
一
章
「
宗
教
と
は
何
か
」
の
結
語
と
し
て
「
神
の
人
格
性
と
非
人
格
性

の
対
立
を
越
え
る
こ
と
は
、
実
は
宗
教
と
科
学
と
い
う
問
題
に
触
れ
る
地

平
を
求
め
る
こ
と
が
少
な
く
と
も
一
つ
の
理
由
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い

る
し
、
「
宗
教
に
お
け
る
人
格
性
と
非
人
格
性
」
の
最
初
の
節
は
「
宗
教

と
科
学
の
問
題
は
現
代
の
人
間
の
最
も
根
本
的
な
課
題
で
あ
る
」
と
い
う

言
葉
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
最
終
節
で
は
「
科
学
と
宗
教
」
の
問
題
も
絶
対

的
な
有
即
無
、
無
即
有
、
あ
る
い
は
絶
対
的
な
生
死
一
如
の
基
礎
か
ら
見

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
ん
で
い
る
。
ま
た
「
虚
無
と
空
」
で
は
最

初
の
書
き
出
し
か
ら
「
現
在
逢
着
し
て
い
る
深
刻
な
根
本
問
題
の
一
つ
は

宗
教
と
科
学
の
関
係
で
あ
る
」
と
明
言
さ
れ
、
そ
れ
を
命
題
と
し
て
虚
無

や
空
の
立
場
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
他
「
禅
の
立
場
」
に
お
け
る
「
科
学

的
人
間
で
あ
る
科
学
者
自
身
が
、
そ
の
科
学
的
成
果
を
享
受
す
る
人
も
含
め
て
ど
の
よ
う
に
虚
無
に
立
向
か
う
か
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

生
命
実
存
の
問
題
を
「
空
」
に
転
換
を
す
る
の
か
詞
）
、
「
空
」
を
通
し
て
生
死
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
越
え
る
の
か
今
後
に
残
さ
れ
た
大
き

な
課
題
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

西
谷
啓
治
に
お
け
る
「
科
学
と
宗
教
」
の
現
代
的
意
義
ｌ
生
命
科
学
の
危
機
的
な
諸
問
題
を
前
に
し
て
Ｉ
〔
岡
田
〕
二
一

と
禅
」
、
あ
る
い
は
「
行
と
い
う
こ
と
」
な
ど
の
宗
教
論
集
、
あ
る
い
は

さ
ま
ざ
ま
な
講
義
、
講
話
な
ど
に
お
い
て
も
現
代
に
お
け
る
最
も
う
憂
う

べ
き
根
本
的
な
問
題
と
し
て
「
科
学
と
宗
教
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
２
）
（
注
ｌ
）
に
同
じ
。

大
峯
顕
「
無
の
問
題
」
、
『
渓
聟
西
谷
啓
治
（
思
想
編
）
』
燈
影
社
（
一
九
九
三
）
。

斉
藤
義
一
「
体
験
と
思
惟
の
相
即
性
」
、
『
情
意
に
お
け
る
空
』
（
上
田
閑

照
編
）
創
文
社
（
一
九
九
二
）
。

ｏ
前
冒
巨
凰
。
Ｐ
『
胃
ｇ
島
貫
。
扇
凰
ｇ
８
目
旦
戸
堅
喧
。
ロ
旨
。
百
画
目
。
碗
目
意
冨
．

胃
里
偽
記
亀
宮
○
昌
票
胃
号
ミ
ミ
ミ
墨
ミ
ミ
寄
芦
巖
一
ｇ
要
目
昌
露
綴
勺
尉
協
．

一
℃
ロ
つ
。

陣
函
．
鴎
①
画
８
Ｆ
国
①
望
。
園
己
碗
凰
①
ロ
８
四
口
・
目
応
。
百
国
◎
さ
、
〕
・
由
少
冨
。
旨
毎
両
目
冒
冒
⑱
鵲
．

冒
亀
瀞
記
亀
碕
さ
畠
、
ミ
９
ｓ
ミ
ミ
ミ
暮
言
ミ
寄
嘗
．

（
３
）
西
谷
啓
治
『
宗
教
と
は
何
か
』
創
文
社
（
一
九
六
一
）
四
頁
。

西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
岩
波
書
店
（
一
九
九
九
）
二
○
九
’
二
一
三
頁
。



（
４
）
西
谷
啓
治
『
宗
教
と
は
何
か
』
創
文
社
（
一
九
六
一
）
九
頁
。

（
５
）
西
谷
啓
治
「
科
学
と
宗
教
」
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
六
巻
創
文

社
（
一
九
九
三
）
。

（
６
）
西
谷
啓
治
『
宗
教
と
は
何
か
』
創
文
社
（
一
九
六
一
）
五
七
頁
。

（
７
）
同
書
六
○
頁
。

（
８
）
同
番
六
一
’
六
五
頁
。

（
９
）
同
書
九
七
頁
。

（
畑
）
同
書
九
五
頁
。

（
Ⅲ
）
同
書
九
七
’
一
○
○
頁
。

（
吃
）
西
谷
啓
治
『
宗
教
と
は
何
か
』
創
文
社
（
一
九
六
こ
九
七
頁
。

西
谷
啓
治
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
ア
テ
ネ
新
番
（
一
九
五
八
）
一
’
一
七
。

佐
々
木
徹
『
西
谷
啓
治
ｌ
そ
の
思
索
へ
の
道
標
』
法
蔵
館
（
一
九
八
六
）

一
四
一
頁
。

（
脇
）
岡
田
安
弘
『
生
命
・
脳
・
い
の
ち
ｌ
生
き
る
と
い
う
こ
と
』
東

京
化
学
同
人
（
一
九
九
六
）
。

岡
田
安
弘
『
ｍ
世
紀
の
生
命
を
考
え
る
』
金
芳
堂
（
二
○
○
一
）
。

（
卿
）
中
村
桂
子
『
生
命
科
学
と
人
間
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ッ
ク
ス
（
二
○
○
○
）

一
九
頁
。

（
喧
）
伊
藤
幸
郎
（
編
）
『
医
学
と
人
間
ｌ
医
療
と
歴
史
』
メ
デ
ィ
カ
出

版
（
一
九
九
四
）
七
七
頁
。

（
肥
）
川
喜
多
愛
郎
『
近
代
医
学
の
近
代
的
基
盤
』
岩
波
雷
店
（
一
九
九
八
）

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号

二
五
四
’
二
六
六
頁
．

（
Ⅳ
）
Ｅ
・
マ
イ
ア
、
八
杉
貞
雄
・
松
田
学
訳
『
こ
れ
が
生
物
学
だ
』

普
目
鴇
１
二
○
○
○
）
三
’
二
九
頁
。

（
岨
）
安
藤
恵
崇
「
生
命
論
へ
の
展
望
Ｉ
哲
学
と
科
学
の
狭
間
か
ら
」
『
欲

望
・
身
体
・
生
命
』
藤
田
正
勝
・
松
九
寿
雄
編
、
昭
和
堂
（
一
九
九
八
）
。

河
本
英
夫
『
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
・
第
三
世
代
シ
ス
テ
ム
』
青
土
社

（
一
九
九
五
）
。

（
⑲
）
Ｃ
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
、
三
浦
栄
訳
『
実
験
医
学
序
説
』
岩
波
書
店

（
一
九
八
一
）
一
二
一
’
一
一
四
頁
。

（
ｍ
）
岡
田
安
弘
『
創
世
紀
の
生
命
を
考
え
る
』
金
芳
堂
（
二
○
○
一
）

二
二
八
’
二
四
六
頁
。

丸
山
工
作
・
丸
山
敬
『
夢
創
世
紀
の
生
命
科
学
』
丸
善
（
二
○
○
○
）
。

（
訓
）
岡
田
安
弘
『
創
世
紀
の
生
命
を
考
え
る
』
金
芳
堂
（
二
○
○
一
）

二
四
七
’
二
六
二
頁
。

（
辺
）
西
谷
啓
治
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
弘
文
堂
ア
テ
ネ
新
書
（
一
九
五
八
）

五
四
’
一
三
○
頁
。

（
羽
）
西
谷
啓
治
『
宗
教
と
は
何
か
』
創
文
社
（
一
九
六
一
）
九
六
頁
。

（
塑
）
Ｒ
・
デ
カ
ル
ト
、
谷
川
多
佳
子
訳
『
方
法
序
説
』
岩
波
書
店
（
一
九
九
七
）

五
七
’
七
九
頁
。

川
喜
多
愛
郎
『
近
代
医
学
の
近
代
的
基
盤
』
岩
波
書
店
（
一
九
九
八
）

二
六
二
’
二
六
六
頁
。

一
一
一
一



（
お
）
西
谷
啓
治
「
科
学
と
禅
」
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
二
巻
創
文

社
二
九
九
三
）
二
二
七
’
二
三
○
頁
。

（
お
）
同
書
二
三
○
頁
。

（
刀
）
同
書
二
三
三
’
二
三
四
頁
。

（
羽
）
今
裕
訳
編
『
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
全
集
』
岩
波
書
店
（
一
九
三
一
）
。

西
谷
啓
治
に
お
け
る
「
科
学
と
宗
教
」
の
現
代
的
意
義
ｌ
生
命
科
学
の
危
機
的
な
諸
問
題
を
前
に
し
て
Ｉ
〔
岡
田
〕
二
三

（
”
）
Ｄ
・
ロ
ス
マ
ン
、
酒
井
忠
訳
『
医
療
倫
理
の
夜
明
け
』
昌
文
社

（
二
○
○
○
）
。

関
根
清
三
（
編
）
『
死
生
観
と
生
命
倫
理
』
東
大
出
版
会
（
一
九
九
九
）
。

（
犯
）
西
谷
啓
治
「
空
の
立
場
」
『
宗
教
と
は
何
か
』
創
文
社
（
一
九
六
一
）

一
三
五
’
一
八
七
頁
。


