
日
本
の
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
○
’
一
九
四
五
）
も
、
台
湾
や
香
港
の
新
儒
家
も
、
生
命
の
問
題
が
一
切
の
学
問
の
始
ま
り
で
あ
り

終
わ
り
で
あ
る
と
明
白
に
述
べ
て
い
る
。
生
命
の
問
題
は
、
東
ア
ジ
ア
の
哲
学
に
お
い
て
最
も
関
心
を
集
め
た
問
題
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
生
命
の
問
題
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
方
法
的
な
入
り
口
な
の
で
あ
っ
て
、
個
人
、
集
団
ま
た
は
人
類
全
体
の
生
命
が

「
究
極
の
実
在
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
西
田
の
い
わ
ゆ
る
「
内
的
人
間
言
ョ
。
冒
凰
。
『
の
学
」
（
畠
Ｒ
ａ
ｓ
（
１
）

の
道
に
し
て
も
、
主
観
的
世
界
の
説
明
に
止
ま
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
真
の
自
己
、
歴
史
的
世
界
、
宇
宙
の
本
源
或
は
神
に
対
す
る
認

識
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
に
お
い
て
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
究
極
の
実
在
」
に
関
わ
っ
て
い
る
。
新
儒
家

も
西
田
幾
多
郎
も
、
い
ず
れ
も
問
題
の
究
極
的
な
解
決
を
宗
教
的
世
界
の
中
に
置
い
て
い
る
と
い
え
る
。
宗
教
自
身
は
生
命
の
根
源
に
対
す

る
自
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
生
命
の
根
源
に
お
い
て
宇
宙
の
根
源
に
接
触
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
儒
家
と
京

都
学
派
の
哲
学
は
、
と
も
に
東
洋
世
界
に
お
け
る
宗
教
的
世
界
観
を
表
し
た
も
の
と
い
え
る
。

宗
教
そ
の
も
の
か
ら
見
れ
ば
、
真
の
信
仰
は
必
ず
し
も
主
観
的
な
意
欲
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
客
観
的
な
事
実
で
あ
り
、
生
命
、
世

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号

西
田
幾
多
郎
の
宗
教
的
世
界
の
論
理

ｌ
新
儒
家
の
宗
教
観
と
の
比
較
を
兼
ね
て
ｌ
Ｌ

一

黄
文
宏

二

四



界
、
神
の
基
本
的
構
造
に
対
す
る
論
理
的
な
探
求
を
包
含
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
直
面
し
た
と
き
、
西
田
や
新
儒
家
の
学
者
ら
は
し

ば
し
ば
、
「
内
在
即
超
越
」
「
超
越
即
内
在
」
と
い
っ
た
「
諭
諮
」
（
２
）
の
表
現
を
も
っ
て
、
究
極
の
実
在
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
を
表

し
て
い
る
。
「
諭
誘
」
の
表
現
あ
る
い
は
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
、
必
ず
し
も
こ
の
両
者
が
創
造
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
双
方
の

文
化
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
共
通
の
現
象
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
洋
哲
学
が
究
極
の
実
在
を
表
す
と
き
に
は
、
必
然
的
に
こ
こ
に
関
わ
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
中
国
哲
学
に
基
づ
い
て
い
え
ば
、
「
生
死
即
浬
藥
」
、
「
煩
悩
即
菩
提
」
、
「
迩
本
円
融
」
（
迩
本
冥
）
、
「
和
光
同
塵
」
、
「
福

徳
一
致
」
、
「
極
高
明
而
道
中
庸
（
高
明
を
極
め
中
庸
に
道
（
よ
）
る
）
」
と
い
っ
た
言
葉
が
表
し
て
い
る
の
は
、
宇
宙
や
人
生
の
最
高
原
理

或
い
は
究
極
の
実
在
の
認
識
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
惟
の
構
造
は
儒
、
釈
、
道
の
三
家
を
貫
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
共
通
の
思
惟
形
態
を
な

し
て
い
る
。
当
代
の
新
儒
家
は
そ
う
し
た
思
惟
形
態
を
「
即
」
と
い
う
字
の
使
用
に
よ
っ
て
総
括
し
、
論
議
の
言
葉
と
し
て
の
「
即
」
を
も
っ

て
「
内
在
」
と
「
超
越
」
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
「
内
在
即
超
越
」
、
「
超
越
即
内
在
」
と
い
っ
た
表
現
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
「
内

在
即
超
越
」
お
よ
び
「
超
越
即
内
在
」
は
、
人
間
と
天
道
と
の
間
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
、
新
儒
家
の
哲
学
と
宗
教
に
お
け
る
核
心
的

な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
即
」
の
重
要
性
は
、
一
般
的
に
言
え
ば
、
『
般
若
心
経
』
の
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
に
遡
っ
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

『
般
若
心
経
』
の
「
即
是
」
か
ら
検
討
す
る
に
し
て
も
、
『
金
剛
経
』
の
「
即
非
」
か
ら
検
討
す
る
に
し
て
も
、
問
題
は
常
に
、
い
か
に
「
即
」

の
意
義
を
理
解
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
「
反
対
の
一
致
」
（
８
冒
昏
昌
色
◎
弓
。
ｍ
旨
日
日
）
の
構
造
が

問
題
で
あ
る
。
中
国
仏
教
は
特
に
こ
の
問
題
に
関
心
を
も
っ
て
き
た
。
「
即
」
の
意
義
は
、
天
台
と
華
厳
と
の
論
争
の
み
な
ら
ず
、
天
台
宗

内
部
に
お
け
る
山
家
と
山
外
と
の
争
い
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
更
に
言
え
ば
、
「
即
」
と
い
う
字
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

か
に
よ
っ
て
、
空
宗
、
天
台
、
華
厳
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
学
者
も
い
る
（
３
）
。
現
代
新
儒
家
の
創
始
者
熊
十
力
（
一
八
八
五

’
一
九
六
八
）
や
そ
の
後
継
者
牟
宗
三
（
一
九
○
九
’
一
九
九
五
）
も
、
伝
統
儒
家
の
思
想
を
再
構
築
す
る
際
に
頻
繁
に
仏
教
の
資
源
を
用
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い
て
お
り
、
両
者
と
も
相
当
に
こ
の
問
題
を
意
識
し
て
い
る
。

同
じ
く
東
ア
ジ
ア
の
哲
学
で
あ
る
京
都
学
派
に
お
い
て
も
、
同
じ
状
況
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
創
始
者
西
田
幾
多
郎
は
「
即
」
と
い
う
字
を

頻
繁
に
用
い
る
。
と
り
わ
け
西
田
は
、
そ
の
最
晩
年
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
自
ら
の
宗
教
観
を
総
括
す
る
際

に
も
、
「
内
在
即
超
越
」
「
超
越
即
内
在
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
西
田
は
言
う
、
「
宗
教
は
何
処
ま
で
も
内
在
的
に
超
越

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
逆
に
超
越
的
に
内
在
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
在
即
超
越
、
超
越
即
内
在
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
立

場
に
於
て
、
宗
教
と
云
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
畠
目
房
念
巴
。
西
田
は
こ
こ
で
い
う
「
即
」
の
意
味
を
「
即
非
」
、
「
絶
対
矛
盾
的
自

己
同
一
」
、
「
非
理
の
理
」
と
し
て
理
解
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
生
命
、
世
界
、
神
を
め
ぐ
る
自
ら
の
思
想
を
展
開
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

生
命
或
い
は
実
在
自
身
が
含
む
「
自
己
否
定
性
」
を
際
立
た
せ
た
の
で
あ
る
。
「
即
」
と
い
う
字
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
る
相
対
立
す
る

二
つ
の
も
の
は
、
こ
こ
に
お
い
て
「
矛
盾
」
と
し
て
尖
鋭
化
さ
れ
た
。
実
在
の
動
的
な
構
造
は
か
く
し
て
際
立
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
比
べ
る
と
、
新
儒
家
は
、
確
か
に
「
即
」
が
包
摂
す
る
矛
盾
の
側
面
を
意
識
し
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、
言
葉
の
使
用
を
見
る
か
ぎ
り
、
「
同

体
依
即
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
即
」
に
お
け
る
「
相
即
（
不
離
）
」
と
「
同
体
」
の
意
義
を
強
調
す
る
こ
と
が
多
く
、
対
立
し
た
両
者
を
「
同
一
」

の
事
態
の
方
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
も
と
で
彼
ら
は
、
宋
明
儒
者
以
来
の
本
体
論
と
工
夫
論
の
伝
統

を
継
承
し
て
、
身
体
や
気
な
ど
の
問
題
を
議
論
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
当
機
指
点
」
、
「
当
下
即
是
」
と
い
う
説
明
の
仕
方
に
傾
い
て
お
り
、
「
即
」

の
中
に
含
ま
れ
る
矛
盾
的
自
己
同
一
の
構
造
や
、
そ
れ
が
包
含
す
る
動
的
な
論
理
構
造
を
重
視
す
る
こ
と
は
比
較
的
少
な
い
。
生
死
と
浬
桑
、

無
明
と
法
性
、
本
体
と
現
象
と
い
っ
た
対
立
す
る
概
念
に
関
し
て
も
、
新
儒
家
の
思
想
の
展
開
は
矛
盾
対
立
の
方
向
に
は
進
ま
な
い
し
、
西

田
の
よ
う
に
「
矛
盾
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
対
立
を
際
立
た
せ
る
こ
と
も
な
い
。
思
想
上
、
「
両
可
」
（
両
方
と
も
よ
い
）
と
「
全
収
」
（
す

べ
て
を
収
め
る
）
と
に
傾
い
て
お
り
、
両
方
を
肯
定
す
る
立
場
に
立
っ
て
本
体
と
現
象
の
相
即
不
離
を
語
っ
た
り
、
主
体
の
内
在
即
超
越
、

自
律
性
、
真
の
自
己
、
絶
対
善
、
有
限
に
し
て
無
限
た
り
う
る
こ
と
を
論
じ
た
り
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
あ
る
種
の
同
一
性
哲
学
も
し
く
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は
汎
神
論
の
一
形
態
が
現
れ
て
い
る
。

表
面
的
に
見
れ
ば
、
新
儒
家
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
西
田
が
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
強
調
し
て
い
る
他
力
、

非
連
続
の
連
続
、
人
間
の
根
本
悪
と
い
っ
た
思
想
と
は
完
全
に
背
反
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
新
儒
家
と
西
田
哲
学
と
の
根
本
的
な
差
異

は
、
お
そ
ら
く
道
徳
と
宗
教
と
の
差
異
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
儒
家
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
宗
教
と
道
徳
は
連
続
的
で
あ

り
、
道
徳
的
善
の
発
展
（
人
道
）
の
究
極
は
宗
教
的
な
「
天
道
」
に
到
達
す
る
。
超
越
的
な
天
道
と
内
在
的
な
人
道
と
の
合
一
は
、
ま
さ
し

く
儒
家
の
追
求
し
よ
う
と
す
る
理
想
の
境
地
で
あ
る
と
い
え
る
。
儒
家
は
、
人
の
性
は
天
よ
り
出
で
た
も
の
で
あ
り
、
己
の
性
を
尽
く
す
こ

と
に
よ
っ
て
上
に
お
い
て
天
に
通
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
側
面
か
ら
性
善
を
語
り
、
有
限
に
し
て
無
限
た
り
う
る
こ
と
や
自
律
性
を
論

ず
る
。
内
在
即
超
越
、
超
越
即
内
在
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
る
の
も
こ
う
し
た
側
面
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
儒
家
に
特
有
の
汎
神

論
と
同
一
哲
学
の
傾
向
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
西
田
の
道
徳
と
宗
教
と
の
関
係
に
対
す
る
見
方
は
、
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た

段
階
を
経
て
い
る
。
小
坂
国
継
氏
の
研
究
に
基
づ
け
ば
、
初
期
の
西
田
は
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
道
徳
と
宗
教
の
「
連
続
性
」
と
「
同
質
性
」

を
強
調
し
て
お
り
、
宗
教
は
道
徳
の
「
根
源
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
道
徳
の
「
極
致
」
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
の
発
展

の
極
致
は
宗
教
で
あ
り
、
宗
教
は
道
徳
の
完
成
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
期
或
い
は
「
場
所
」
論
の
時
期
の
西
田
は
、

逆
に
、
宗
教
の
道
徳
に
対
す
る
「
断
絶
性
」
と
「
超
越
性
」
を
強
調
し
始
め
て
い
る
。
道
徳
的
な
自
己
或
い
は
叡
智
的
な
自
己
は
自
己
矛
盾

的
な
自
己
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
否
定
を
通
じ
て
叡
智
的
な
世
界
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
宗
教
的
な
自
己

に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
た
だ
宗
教
的
意
識
の
み
が
「
絶
対
無
」
の
意
識
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
宗
教
は
道
徳
の
極
致
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
極
致
の
達
成
は
道
徳
的
な
自
己
の
否
定
を
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
後
期
の
西

田
の
「
弁
証
法
的
世
界
」
の
思
想
に
お
い
て
は
、
西
田
は
道
徳
と
宗
教
と
の
「
本
質
上
の
差
異
性
」
を
強
調
し
て
い
る
。
道
徳
的
行
為
は
「
自

己
か
ら
」
の
行
為
で
あ
り
、
自
己
の
行
為
の
善
悪
に
関
わ
っ
て
お
り
、
「
相
対
的
選
択
」
に
属
し
て
い
る
が
、
宗
教
的
行
為
は
す
な
わ
ち
「
自
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道
徳
と
宗
教
と
の
関
係
に
対
す
る
西
田
の
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
我
々
は
以
上
の
区
分
か
ら
、

両
者
の
関
係
に
関
す
る
西
田
の
「
言
葉
の
上
で
の
変
遷
」
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
変
遷
の
過
程
を
一
貫
し
て
、
宗
教
は
道
徳
の

根
源
で
あ
り
、
根
本
的
な
事
実
で
あ
り
、
真
の
自
己
の
内
容
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
道
徳
的
な
自
己
が
宗
教
的
な
自
己

に
転
換
す
る
と
き
、
両
者
に
お
け
る
元
来
の
連
続
性
の
関
係
は
棄
却
さ
れ
、
両
者
の
異
質
性
と
非
連
続
性
が
際
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
宗
教
上
の
回
心
は
自
己
の
根
源
か
ら
出
て
お
り
、
道
徳
的
な
自
己
は
そ
こ
で
は
無
力
で
あ
る
。
道
徳
の
基
礎
が
自
己
に
あ
る
の

に
対
し
て
、
宗
教
は
自
己
の
成
立
の
根
源
に
関
わ
っ
て
お
り
、
道
徳
よ
り
根
本
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
想
の
転
換
を
促
し
た
契
機
は
、
小

坂
氏
に
よ
れ
ば
、
「
宗
教
に
お
け
る
罪
の
意
識
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
ま
た
、
自
己
の
根
源
に
対
す
る
意
識
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
（
５
）
。
中
・
後
期
の
西
田
の
考
え
方
は
、
新
儒
家
の
言
葉
を
用
い
て
い
え
ば
、
道
徳
が
表
す
人
道
は
直
ち
に
天
道
に
通
ず
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
主
張
は
、
新
儒
家
の
樹
立
し
よ
う
と
す
る
道
徳
の
形
而
上
学
に
と
っ
て
、

特
に
牟
宗
三
の
哲
学
に
と
っ
て
根
本
的
な
批
判
と
な
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
我
々
は
は
た
し
て
、
こ
こ
に
新
儒
家
（
特
に
牟
宗

三
の
哲
学
）
と
京
都
学
派
と
の
差
異
を
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
儒
家
は
性
善
を
語
る
が
、
そ
こ

で
言
わ
れ
る
善
と
は
、
一
般
に
い
う
個
人
の
善
や
集
団
の
善
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
の
善
悪

と
い
う
区
別
を
超
越
し
た
「
絶
対
善
」
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
一
種
の
「
絶
対
有
」
の
思
惟
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
（
６
）
。
こ
う
し
た
新
儒

家
の
「
絶
対
有
」
と
は
反
対
に
、
西
田
は
「
絶
対
無
」
と
い
う
概
念
を
出
し
て
い
る
。
小
坂
氏
は
西
田
の
「
絶
対
無
」
に
つ
い
て
、
「
絶
対
無

の
世
界
な
い
し
は
弁
証
法
的
世
界
そ
れ
自
身
は
「
善
悪
の
彼
岸
」
に
あ
る
世
界
で
あ
る
」
？
）
と
論
じ
て
い
る
。
我
々
は
こ
こ
か
ら
、
二
つ
の

形
態
の
「
善
悪
の
彼
岸
」
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
一
方
は
絶
対
有
を
主
張
し
、
も
う
一
方
は
絶
対
無
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

己
の
根
源
か
ら
」
の
行
鶉

て
い
る
も
の
で
あ
る
（
４
）
。

の
行
為

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号

で
あ
り
、
自
己
の
存
在
が
由
来
す
る
本
源
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
。
両
者
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
次
元
に
属
し
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新
儒
家
と
西
田
哲
学
、
更
に
は
京
都
学
派
の
哲
学
と
の
比
較
は
、
問
題
が
広
範
に
わ
た
る
た
め
、
筆
者
の
能
力
に
よ
っ
て
処
理
し
う
る
と

こ
ろ
で
は
な
い
。
新
儒
家
を
い
か
に
定
義
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
京
都
学
派
を
い
か
に
定
義
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
同
様
、
非

常
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
本
論
で
は
ま
ず
、
何
よ
り
も
西
田
哲
学
を
理
解
す
る
た
め
に
、
西
田
の
宗
教
的
世
界
の
論
理
、
と
り
わ
け
新
儒

家
の
思
想
に
は
欠
落
し
て
い
る
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
こ
の
論
理
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
さ
ら
に
、
新
儒
家
の
も
っ
と
も

代
表
的
な
哲
学
で
あ
る
熊
十
力
の
哲
学
と
牟
宗
三
の
哲
学
と
の
対
比
に
お
い
て
西
田
哲
学
の
特
色
を
解
明
す
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、

新
儒
家
と
対
立
す
る
い
く
つ
か
の
主
張
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
こ
で
は
た
と
え
ば
、
「
根
本
悪
」
、
「
他
力
」
な
ど
と
い
っ
た
思
想

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
本
論
は
主
と
し
て
西
田
の
『
善
の
研
究
』
（
一
九
二
年
）
と
「
場
所
的
論
理
と

宗
教
的
世
界
観
」
（
一
九
四
五
年
）
に
基
づ
い
て
西
田
の
宗
教
的
世
界
の
論
理
を
開
陳
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
二
つ
の
文
献
は
、
そ
れ
ぞ
れ

西
田
の
初
期
と
最
晩
年
の
著
作
で
あ
り
、
時
間
の
差
は
三
十
四
年
間
も
あ
る
。
こ
の
三
十
四
年
の
間
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
的
な
変
遷
が

あ
る
の
だ
が
、
こ
の
二
著
は
西
田
の
宗
教
思
想
を
代
表
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
宗
教
を
思
想
の
根
底
と
す
る
西
田
の
立
場
は

終
始
一
貫
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
の
論
述
で
は
、
ま
ず
二
に
お
い
て
、
西
田
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
基
本
的
な
考
え
方
に

つ
い
て
論
ず
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
西
田
が
宗
教
的
世
界
或
い
は
歴
史
的
世
界
の
形
成
を
論
ず
る
際
の
根
本
的
な
論
拠
だ
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、

三
に
お
い
て
、
西
田
の
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
的
事
実
」
の
「
事
実
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
西
田
は
い
か
に
こ
の
「
宗
教
的
事
実
」

を
説
明
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
ず
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
西
田
の
「
逆
対
応
」
と
「
平
常
底
」
と
い
う
概
念
に
関
わ
っ
て
く
る
。
西

田
は
こ
こ
に
お
い
て
「
立
場
な
き
立
場
」
或
い
は
「
絶
対
自
由
の
立
場
」
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
自
由
の
立
場
な
の

か
、
と
い
う
問
題
も
こ
こ
で
論
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
も
し
宗
教
の
立
場
が
「
絶
対
自
由
の
立
場
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
西
田
は
い
か

な
る
意
義
に
お
い
て
根
本
悪
、
自
力
と
他
力
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
最
後
に
、
四
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
仏
教
に
由
来
す
る
「
権
実
」
の
問
題
が
、
西
田
哲
学
の
表
現
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

西
田
幾
多
郎
の
宗
教
的
世
界
の
論
理
ｌ
新
儒
家
の
宗
教
観
と
の
比
較
を
兼
ね
て
ｌ
〔
黄
〕
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西
田
哲
学
の
主
要
な
関
心
は
「
実
在
」
に
あ
る
の
だ
が
、
他
の
哲
学
者
と
異
な
る
の
は
「
実
在
」
の
探
求
に
お
い
て
、
西
田
が
そ
れ
を
主

客
未
分
以
前
の
「
純
粋
経
験
」
に
訴
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
善
の
研
究
』
は
、
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
構
築
さ

れ
た
哲
学
で
あ
る
。
こ
こ
で
西
田
は
、
純
粋
経
験
を
通
じ
て
知
識
、
道
徳
、
宗
教
な
ど
の
問
題
に
答
え
、
さ
ら
に
宗
教
の
立
場
を
も
っ
て
一

切
の
立
場
の
根
本
と
し
た
。
し
か
し
、
宗
教
の
立
場
と
は
い
か
な
る
立
場
な
の
か
。
そ
れ
は
な
ぜ
一
切
の
立
場
の
立
場
で
あ
り
う
る
の
か
。

こ
れ
は
西
田
の
宗
教
に
対
す
る
理
解
に
関
わ
っ
て
い
る
。
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
、
西
田
は
、
「
凡
て
の
宗
教
の
本
に
は
神
人
同
性
の
関
係

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
三
弓
自
匡
圃
）
と
い
い
、
「
最
深
の
宗
教
は
神
人
同
体
の
上
に
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
、
宗
教
の
真
意
は
神
人
合
一

の
意
義
を
獲
得
す
る
に
あ
る
の
で
あ
る
三
富
§
》
さ
）
と
い
う
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
「
神
人
同
性
」
、
「
神
人
同
体
」
な
い
し
「
神
人
合
一
」

の
意
義
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
の
宗
教
思
想
を
解
明
し
た
い
。

ま
ず
、
西
田
は
こ
う
考
え
る
。
神
は
宇
宙
の
創
造
者
で
あ
る
が
、
神
と
宇
宙
と
の
関
係
は
芸
術
家
と
作
品
と
の
関
係
で
は
な
く
、
「
本
体

と
現
象
と
の
関
係
」
（
昌
目
自
巴
で
あ
る
、
と
。
し
か
も
、
西
田
は
か
か
る
関
係
を
「
我
々
の
意
識
現
象
と
そ
の
統
一
者
」
（
畠
Ｒ
ご
望
）

と
の
関
係
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
「
神
は
宇
宙
の
統
一
者
で
あ
り
宇
宙
は
神
の
表
現
で
あ
る
」
（
三
目
匡
思
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、

西
田
は
純
粋
経
験
の
「
統
一
者
」
と
そ
の
「
内
容
表
現
」
に
基
づ
い
て
「
本
体
」
と
「
現
象
」
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、

本
体
と
現
象
は
純
粋
経
験
の
内
部
に
お
け
る
関
係
で
あ
り
、
神
と
世
界
は
純
粋
経
験
の
内
部
に
お
け
る
統
一
と
分
化
で
あ
る
。
純
粋
経
験
の

統
一
者
は
神
で
あ
り
、
純
粋
経
験
の
内
部
に
起
こ
っ
た
活
動
は
す
な
わ
ち
世
界
で
あ
る
。
世
界
は
持
続
的
能
動
的
な
世
界
で
あ
る
。
宇
宙
の

を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
新
儒
家
が
西
田
哲
学
か
ら
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号
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無
限
な
る
活
動
の
根
本
と
し
て
の
神
は
宇
宙
以
外
の
超
越
的
な
創
造
者
で
は
な
く
、
万
物
の
統
一
力
で
あ
り
、
純
粋
経
験
の
発
展
す
る
体
系

の
統
一
者
で
あ
り
、
意
識
経
験
内
部
の
統
一
力
で
あ
る
。
神
と
は
、
「
直
接
経
験
の
事
実
即
ち
我
々
の
意
識
現
象
の
根
底
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

（
黒
目
匡
望
）
。
し
か
も
、
「
神
は
我
々
の
意
識
の
最
大
最
終
の
統
一
者
で
あ
る
、
否
、
我
々
の
意
識
は
神
の
意
識
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
の

統
一
は
神
の
統
一
よ
り
来
る
の
で
あ
る
」
（
畠
Ｒ
Ｅ
恩
）
。
し
か
し
、
神
が
最
大
の
統
一
者
で
あ
る
こ
と
と
、
意
識
現
象
が
被
統
一
者
で
あ

る
こ
と
と
は
異
な
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
「
同
一
実
在
の
両
方
面
」
（
昌
圓
国
呂
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
西
田
は
人
間
が
純
粋
経
験
を

通
じ
て
神
に
接
触
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
、
神
は
純
粋
経
験
の
外
に
あ
る
別
の
実
在
で
は
な
く
、
ま
た
、

人
間
と
神
と
が
二
つ
の
独
立
し
た
実
体
と
し
て
関
係
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
西
田
は
、
人
間
と
神
、
或
い
は
神
と
世
界
と
い
う
対
立
は
具

体
的
な
純
粋
経
験
の
抽
象
面
に
す
ぎ
ず
、
人
間
と
神
は
唯
一
の
実
在
、
或
い
は
具
体
的
な
純
粋
経
験
の
両
側
面
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
う
し

た
意
味
に
お
い
て
、
実
在
の
問
題
は
意
識
経
験
の
問
題
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
純
粋
経
験
の
問
題
で
あ
る
。
神
と
人
間
、
神
と
世
界
、
本

体
と
現
象
、
神
人
同
体
の
関
係
は
、
た
だ
純
粋
経
験
の
自
己
差
異
化
か
ら
の
み
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
を
説
明
す
る
た

め
に
は
、
自
己
の
問
題
が
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
西
田
か
ら
見
れ
ば
、
神
は
超
越
的
に
し
て
自
己
自
身
に
よ
っ
て
存
在

す
る
実
体
で
は
な
く
、
自
己
の
根
底
に
深
く
立
ち
入
っ
た
と
こ
ろ
で
出
会
わ
れ
る
実
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
西
田
が
「
最
も
根
本
的
な
る
説
明

は
必
ず
自
己
に
還
っ
て
く
る
。
宇
宙
を
説
明
す
る
秘
鎗
は
此
自
己
に
あ
る
の
で
あ
る
三
畠
良
匡
篁
と
い
う
よ
う
に
、
生
命
の
問
題
は
一

切
の
問
題
の
根
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
本
体
と
現
象
」
は
中
国
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
往
々
に
し
て
、
各
々
異
な
っ
た
哲
学
を
区
別
す

る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
上
の
論
述
か
ら
、
西
田
は
そ
れ
を
純
粋
経
験
の
内
部
に
お
け
る
自
己
差
異
化
の
問
題
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
こ
に
は
、
西
田
に
特
有
の
「
否
定
性
の
論
理
」
が
あ
る
。
生
命
の
存
在
に
含
ま
れ
る
否
定
性
を
際
立
た
せ
る
の
は
西
田
哲
学
の
も
っ

と
も
特
色
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
８
）
。
西
田
の
こ
の
考
え
方
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
西
田
の
純
粋
経
験
に
対
す
る
思
索
に
戻
ら
な
け
れ
ば

西
田
幾
多
郎
の
宗
教
的
世
界
の
論
理
１
１
新
儒
家
の
宗
教
観
と
の
比
較
を
兼
ね
て
ｌ
〔
黄
〕

一
一
一
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な
ら
な
い
。
西
田
は
、
純
粋
経
験
を
考
え
る
と
き
、
我
々
の
日
常
的
な
経
験
か
ら
出
発
し
て
い
る
（
９
）
。
日
常
の
感
覚
経
験
と
知
覚
経
験
は

純
粋
経
験
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
事
実
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
は
単
一
の
感
覚
に
限
ら
れ
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
一
種
の
複
合
的
、
連
続
的
、
全
体
的
な
直
覚
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
、
情
、
意
の
統
一
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
純
粋
経
験
は
静

的
状
態
で
も
な
け
れ
ば
安
定
し
た
統
一
体
で
も
な
く
、
動
的
な
状
態
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
純
粋
活
動
で
あ
る
。
純
粋
経
験
は
す
な
わ
ち
「
存

在
即
活
動
」
で
あ
り
、
そ
の
最
終
的
な
形
式
は
主
客
相
没
し
、
物
我
相
忘
れ
た
「
知
的
直
覚
」
で
あ
る
。
純
粋
経
験
の
能
動
性
に
つ
い
て
、

西
田
は
個
人
の
生
命
は
必
ず
外
界
と
の
衝
突
に
お
い
て
自
己
矛
盾
に
陥
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
の
生
命
の
根
底
に
お
い
て

は
必
然
的
に
一
種
の
統
一
の
要
求
が
発
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
一
切
の
生
命
が
求
め
る
最
終
的
な
要
求
は
す
な
わ
ち
宗
教
的
要
求
と
い
う
形

で
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
西
田
は
言
う
、
「
宗
教
的
要
求
は
自
己
に
対
す
る
要
求
で
あ
る
、
自
己
の
生
命
に
就
い
て
の
要
求

で
あ
る
…
…
真
正
の
宗
教
は
自
己
の
変
換
、
生
命
の
革
新
を
求
め
る
の
で
あ
る
」
（
畠
自
国
＄
）
。
こ
う
し
た
要
求
は
自
己
の
生
命
の
根
底

か
ら
発
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
が
自
己
の
有
限
を
認
識
し
て
完
全
に
無
限
者
に
委
ね
て
現
れ
た
生
命
の
革
新
で
あ
る
。
二
点
尚
自

己
を
信
ず
る
の
念
あ
る
間
は
未
だ
真
正
の
宗
教
心
と
は
い
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
」
（
昌
圃
ご
＄
）
。

以
上
に
基
づ
け
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
西
田
は
確
か
に
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
「
神
人
合
一
」
を
主
張
し
て
い
る
が
、
人
間
と
神
と
が
直

ち
に
合
一
す
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
や
は
り
、
「
無
我
」
或
い
は
「
自
己
否
定
」
の
媒
介
を
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
問
題
は
生
命
の
中
に
お
け
る
こ
う
し
た
自
己
否
定
の
構
造
と
は
い
か
な
る
構
造
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、

人
間
存
在
の
根
本
的
な
要
求
は
神
、
或
い
は
実
在
の
根
抵
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
意
識
の
中
に
あ
る
矛
盾
や
衝
突
は
、

ま
さ
に
純
粋
経
験
の
推
移
の
過
程
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、
意
識
経
験
に
お
け
る
対
立
は
対
立
項
と
対
立
項
と

の
間
の
関
係
で
は
な
い
。
そ
れ
は
純
粋
経
験
の
内
部
に
お
け
る
問
題
で
あ
り
、
純
粋
経
験
そ
れ
自
身
の
自
己
差
異
化
の
問
題
で
あ
る
。
純
粋

経
験
の
内
部
の
対
立
項
は
純
粋
経
験
の
自
己
差
異
化
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
「
個
人
あ
っ
て
経
験
あ
ら
ず
、
経
験
あ
っ
て
個
人
あ
る
の
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西
田
の
そ
う
し
た
考
え
方
は
、
「
場
所
」
論
の
時
期
に
な
る
と
か
な
り
顕
著
に
な
る
。
西
田
は
論
文
「
場
所
」
に
お
い
て
、
西
洋
の
認
識

論
に
お
け
る
超
越
の
問
題
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
主
観
の
「
認
識
作
用
」
が
如
何
に
し
て
自
ら
を
超
え
て
客
観
的
な
「
超
越
的
対
象
」
に
関

わ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
解
決
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
、
二
つ
の
独
立
し
た
実
体
の
関
係
に

で
は
な
く
、
対
立
し
た
も
の
の
関
係
を
成
り
立
た
せ
る
「
場
所
」
（
ｚ
雷
里
画
呂
）
に
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
田
は
対
立
（
矛
盾
）
し

た
両
者
を
場
所
（
同
一
）
に
置
い
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
、
）
．
場
所
そ
れ
自
身
は
顕
現
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
顕
現
し
て
い
る

関
係
を
成
り
立
た
せ
る
媒
介
者
と
し
て
は
た
ら
く
。
そ
れ
は
三
段
論
法
に
お
け
る
媒
介
の
役
割
に
類
似
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
場
所
は
媒
介
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
西
田
の
後
期
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
ご
の
論
理
は
ま
さ
し
く
、
『
善
の
研
究
』
以

来
の
考
え
方
に
沿
っ
て
展
開
し
た
論
理
で
あ
り
、
純
粋
経
験
の
事
実
の
論
理
で
あ
る
。
後
期
の
西
田
哲
学
で
は
、
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」

の
論
理
は
入
神
関
係
の
論
述
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
的
世
界
の
論
述
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
西
田
の

思
想
は
『
善
の
研
究
』
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
な
っ
た
段
階
を
経
て
い
る
。
各
段
階
に
お
い
て
強
調
し
た
と
こ
ろ
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
自
覚
、
場
所
、
絶
対
無
の
自
覚
限
定
、
弁
証
法
的
一
般
者
、
行
為
的
直
観
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の
冒
頭
で
西
田
が
若
干
自
己
の
思
想
の
軌
跡
を
回
顧
し
て
い
る
箇
所
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
真
の

自
己
」
と
「
生
命
の
自
己
差
異
化
」
は
終
始
西
田
哲
学
の
根
本
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
我
々
は
こ
の
観
点
か
ら
、
「
場
所
的
論
理

と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
構
造
を
見
て
み
た
い
。

西
田
は
、
「
我
々
の
自
己
は
働
く
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
る
。
「
働
く
も
の
と
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
」

れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
あ
る
」
（
胃
Ｒ
ｚ
）
。
人
間
と
神
、
本
体
と
現
象
は
決
し
て
二
つ
の
独
立
し
た
実
体
の
間
の
関
係
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
一
つ
の
共
通
し

た
世
界
、
或
い
は
場
所
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
に
お
け
る
人
神
関
係
も
ま
た
そ
う
し
た
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
な
け

西
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ヲ
戻
圃
屋
い
ゞ
）
。
西
田
は
「
働
く
と
は
相
互
否
定
者
の
結
合
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
両
者
が
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
矛

盾
的
自
己
同
一
の
性
質
を
も
つ
「
媒
介
者
」
を
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
明
し
て
い
る
。
し
か
も
、
「
か
か
る
媒
介
者
の
立
場
か
ら
は
、

相
互
対
立
的
に
相
働
く
も
の
と
云
う
も
の
は
、
媒
介
者
の
自
己
限
定
の
両
端
と
云
う
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
相
互
限
定
に
よ
っ
て
一

つ
の
結
果
が
生
ず
る
と
云
う
こ
と
は
、
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
る
媒
介
者
自
身
の
自
己
変
形
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
雷
園
三
い
囹
）

と
西
田
は
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
西
田
は
、
ま
ず
相
互
に
「
対
立
」
す
る
者
、
た
と
え
ば
個
体
と
個
体
、
或
い
は
主
観
と
客
観
を
「
矛
盾
」

し
た
両
者
に
尖
鋭
化
し
、
さ
ら
に
両
者
を
「
媒
介
者
の
自
己
限
定
の
両
端
」
と
み
な
し
て
い
る
。
両
者
は
媒
介
者
と
し
て
の
場
所
の
自
己
限

定
に
よ
る
自
己
形
成
で
あ
る
。
媒
介
者
と
し
て
の
場
所
は
自
己
否
定
的
に
二
」
か
ら
「
多
」
に
、
再
び
自
己
否
定
の
否
定
或
い
は
自
己
肯

定
の
形
を
通
じ
て
「
多
」
か
ら
「
一
」
に
至
る
。
こ
れ
は
矛
盾
的
自
己
同
一
の
場
所
そ
れ
自
身
が
も
つ
弁
証
法
の
動
態
性
で
あ
る
（
皿
）
。
こ

う
し
た
否
定
性
の
働
き
に
つ
い
て
、
新
田
義
弘
氏
は
こ
う
指
摘
す
る
。
「
両
契
機
を
引
き
裂
く
否
定
性
の
機
能
が
矛
盾
律
を
破
る
よ
う
な
仕

方
で
両
者
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
運
動
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
」
（
吃
）
、
と
。
西
田
は
こ
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
る
媒
介
者
の
自
己
形

成
を
「
場
所
的
有
」
或
い
は
「
自
覚
的
有
」
と
い
い
、
「
す
べ
て
の
も
の
を
、
場
所
的
有
の
自
己
限
定
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
考

え
る
（
畠
周
匡
画
題
）
。
こ
こ
で
い
う
媒
介
者
と
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
で
あ
り
、
世
界
の
自
己
限
定
と
は
世
界
が
自
己
否
定
的

に
自
己
を
形
成
し
、
或
い
は
自
己
表
現
的
に
自
己
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
新
田
氏
の
指
摘
し
た
と
お
り
、
こ
の
事
態

は
「
現
象
学
に
よ
る
経
験
の
基
底
構
造
へ
の
考
察
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
く
る
も
の
に
深
く
通
底
し
て
い
る
」
（
咽
）
。
以
上
に
基
づ
け
ば
、
我
々

は
こ
の
自
己
限
定
に
よ
る
自
己
形
成
の
過
程
を
次
の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
の
自
己
限
定
と
は
、
世
界
が
自
己
超

越
を
通
じ
て
自
己
否
定
的
に
自
己
に
戻
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
に
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
形
成
し
、
自
己
を
肯
定
す
る
と
い
う

の
は
、
つ
ま
り
世
界
の
自
己
形
成
で
あ
る
。
世
界
の
自
己
限
定
に
よ
る
自
己
形
成
の
力
動
は
、
要
す
る
に
、
「
否
定
即
肯
定
」
と
い
う
動
的

弁
証
法
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
」
は
「
否
定
即
肯
定
の
世
界
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
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絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
は
自
己
と
相
対
立
す
る
世
界
で
は
な
く
、
自
己
を
も
内
包
す
る
世
界
で
あ
る
。
西
田
は
そ
れ
を
「
絶
対
者
」

と
い
う
。
そ
れ
は
西
田
哲
学
に
お
け
る
絶
対
の
神
で
あ
り
、
場
所
的
有
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
「
本
体
と
現
象
」
、
「
現
象
と
実
在
」

の
関
係
は
「
場
所
的
有
の
自
己
限
定
」
に
転
ず
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
後
期
西
田
哲
学
の
特
色
は
「
世
界
」
の
視
点
か
ら
自
己
を

考
え
る
こ
と
に
あ
る
。
我
々
が
生
き
る
歴
史
的
世
界
の
論
理
構
造
は
す
な
わ
ち
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
動
的
世
界

で
あ
り
、
純
粋
な
る
活
動
で
あ
り
、
場
所
的
有
で
あ
る
。
場
所
的
世
界
に
お
い
て
は
、
一
切
は
動
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
基
底
な
き
創
造
的
世

界
で
あ
る
。
世
界
は
常
に
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
と
、
無
基
底
的
に
、
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
形
成
し
行
く
、
創
造
的
世
界

で
あ
る
」
（
留
日
臣
い
獣
）
。
西
田
は
こ
の
創
造
的
世
界
を
「
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
の
世
界
」
（
畠
自
巨
い
計
）
と
い
い
、
そ
れ
は
我
々
が
そ

の
中
に
生
き
る
「
歴
史
的
世
界
」
（
畠
Ｒ
こ
い
獣
）
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
」
は
西
田
の
時
間
論
と
歴
史
観
の
核
心
概

念
で
あ
り
、
彼
が
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
「
真
の
純
粋
経
験
は
何
等
の
意
味
も
な
い
、
事
実
其
儘
の
現
在
意
識
あ
る
の
み
で
あ
る
」
（
畠
日
匡
ｅ

と
述
べ
た
の
と
同
じ
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
純
粋
経
験
の
世
界
と
は
、
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
い
う
形
で
理
解
さ
れ
た
創
造
的
世
界
で
あ

自
己
超
越
的
に
自
己
否
定
的
に
自
己
に
戻
る
自
己
形
成
の
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
西
田
は
こ
う
い
う
。

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
は
、
自
己
否
定
的
に
、
何
処
ま
で
も
自
己
に
於
て
自
己
を
表
現
す
る
と
共
に
、
否
定
の
否
定
と
し
て

自
己
肯
定
的
に
、
何
処
ま
で
も
自
己
に
於
て
自
己
自
身
を
形
成
す
る
、
即
ち
創
造
的
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
、
私
は
屡
々
世
界
と
い

う
語
を
用
い
る
。
併
し
そ
れ
は
通
常
、
人
が
世
界
と
い
う
語
に
よ
っ
て
考
え
る
如
き
、
我
々
の
自
己
に
対
立
す
る
世
界
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
。
絶
対
の
場
所
的
有
を
表
そ
う
と
す
る
に
外
な
ら
な
い
、
故
に
そ
れ
を
絶
対
者
と
云
っ
て
も
よ
い
。
（
畠
闇
屋
塁
ｓ
～

心
つ
い
）

西
田
幾
多
郎
の
宗
教
的
世
界
の
論
理
ｌ
新
儒
家
の
宗
教
観
と
の
比
較
を
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ね
て
ｌ
〔
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『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
西
田
は
、
「
真
の
宗
教
的
覚
悟
」
は
一
種
の
「
知
的
直
観
」
で
あ
り
、
「
深
き
生
命
の
捕
捉
」
（
ｚ
穴
凶
哉
）
で
あ

る
と
主
張
す
る
。
こ
う
し
た
宗
教
的
覚
悟
に
つ
い
て
、
初
期
の
西
田
は
そ
れ
ぞ
れ
儒
家
の
「
至
誠
」
、
仏
教
の
「
無
我
」
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
更

生
」
を
も
っ
て
そ
う
し
た
我
々
の
身
の
上
に
生
起
し
た
事
実
を
解
釈
し
て
い
る
（
Ｍ
）
。
か
か
る
事
実
は
ま
た
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」

に
い
う
「
心
霊
上
の
事
実
」
で
も
あ
る
。
西
田
の
宗
教
に
対
す
る
理
解
は
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
事
実
を
基
礎
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
発
展
し
て

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
的
事
実
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
い
か
に
こ
の
事
実
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
或
い
は
い

か
に
し
て
宗
教
的
事
実
を
論
理
化
し
う
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
明
は
、
西
田
の
宗
教
観
を
理
解
す
る
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
繋
が
る
。

西
田
は
、
宗
教
が
起
こ
る
の
は
我
々
が
神
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
考
え
、
「
神
は
我
々
の
自
己
に
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
現

れ
る
の
で
あ
る
」
（
ｚ
穴
圃
旨
い
目
）
と
い
う
。
自
己
は
自
己
の
心
霊
に
お
い
て
神
と
出
会
う
の
で
あ
る
か
ら
、
神
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、

論
理
上
の
こ
と
が
ら
で
も
道
徳
上
の
こ
と
が
ら
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
対
象
論
理
で
思
考
し
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
と
西
田

は
考
え
る
。
対
象
論
理
の
思
惟
形
態
に
お
い
て
は
、
我
々
は
神
に
接
触
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
の
問
題
す
ら
も
生
じ
て

来
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
心
が
起
こ
る
の
は
、
「
我
々
の
自
己
が
問
題
と
な
る
と
き
」
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
自
己
が
問
題
と
な
る
時
と

は
い
か
な
る
場
合
か
。
西
田
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
我
々
が
、
我
々
の
自
己
の
根
抵
に
、
深
き
自
己
矛
盾
を
意
識
し
た
時
、
我
々
が
自
己
の

自
己
矛
盾
的
存
在
た
る
こ
と
を
自
覚
し
た
時
、
我
々
の
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
」
（
ｚ
尻
目
冒
呂
）
と
い
う
。
我
々

る
。
そ
れ
は
西
田
が
理
解
し
た
歴
史
的
世
界
、
或
い
は
宗
教
的
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
場
所
的
有
に
外
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
西
田
が
い
か

に
場
所
的
有
の
自
己
限
定
を
通
じ
て
人
間
存
在
の
根
底
と
し
て
の
宗
教
的
事
実
を
説
明
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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の
自
己
の
根
本
は
矛
盾
的
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
我
々
が
自
己
を
超
越
し
て
真
の
自
己

に
戻
っ
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
宗
教
の
問
題
は
、
こ
の
と
き
必
ず
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
上
の
「
自
己
転
換
」
と
「
回
心
」

も
こ
れ
に
随
っ
て
生
ず
る
。
西
田
は
こ
う
し
た
自
己
存
在
の
根
本
性
に
対
す
る
自
覚
を
「
死
の
自
覚
」
（
畠
Ｒ
房
患
今
と
い
う
。

「
死
の
自
覚
」
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
「
死
」
と
は
、
生
物
的
な
意
味
で
の
死
で
は
な
く
、
自
己
の
永
遠
の
死
で
あ
り
、
自
己
の
永
遠
の

無
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
は
、
た
だ
自
己
が
絶
対
者
と
直
面
す
る
と
き
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
西
田
は
、
「
自

己
の
永
遠
の
死
を
自
覚
す
る
と
云
う
の
は
、
我
々
の
自
己
が
絶
対
無
限
な
る
も
の
、
即
ち
絶
対
者
に
対
す
る
時
で
あ
ろ
う
」
（
畜
目
一
国
圏
）

と
い
う
。
絶
対
者
は
相
対
者
の
絶
対
否
定
で
あ
る
た
め
、
相
対
者
が
絶
対
者
に
直
面
す
る
こ
と
は
相
対
者
の
絶
対
的
な
死
を
意
味
す
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
神
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
自
己
否
定
に
お
い
て
自
己
の
永
遠
の
死
を
自
覚
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
西
田
は

こ
う
し
た
自
覚
が
ま
た
自
己
超
越
を
意
味
す
る
と
考
え
、
「
我
々
が
自
覚
す
る
と
云
う
時
、
自
己
は
既
に
自
己
を
超
え
て
居
る
の
で
あ
る
」

（
昌
自
房
ご
巴
と
述
べ
る
。
死
の
自
覚
に
お
け
る
自
己
否
定
は
自
己
超
越
を
意
味
す
る
。
自
己
が
自
己
の
永
遠
の
死
を
自
覚
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
永
遠
の
死
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
直
ち
に
永
遠
の
生
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
己
超
越
は
自
己

肯
定
で
あ
り
、
生
命
は
自
己
否
定
に
お
い
て
自
己
肯
定
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
死
の
自
覚
に
含
ま
れ
る
「
自
己
否
定
ｌ
自
己
肯
定
」

の
構
造
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
わ
れ
る
自
己
超
越
と
は
意
識
的
自
己
を
超
越
す
る
こ
と
で
あ
り
、
意
識
的
自
己
を
超
越
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち

真
の
自
己
に
戻
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
自
己
超
越
は
自
己
を
離
れ
て
ほ
か
の
他
者
に
出
会
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
己
に
お
い
て
真

の
自
己
に
出
会
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
に
お
い
て
起
っ
て
い
る
死
の
自
覚
、
或
い
は
自
己
に
お
い
て
起
っ
て
い
る
「
不
離
の
離
」
と
い
う
関

係
に
つ
い
て
、
西
田
は
、
も
し
我
々
が
対
象
論
理
の
立
場
か
ら
自
己
を
実
体
と
し
て
思
惟
し
た
と
す
れ
ば
、
全
く
上
述
の
事
実
を
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
。
我
々
は
こ
こ
で
は
、
場
所
の
論
理
を
も
っ
て
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
つ
ま
り
、
我
々
は
否
定
即
肯
定
の
構
造

を
も
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
自
己
と
云
う
も
の
は
、
論
理
的
に
は
否
定
即
肯
定
と
し
て
、
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
把

西
田
幾
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郎
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宗
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的
世
界
の
論
理
ｌ
新
儒
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の
宗
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と
の
比
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を
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ね
て
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周
知
の
よ
う
に
、
死
の
自
覚
に
含
ま
れ
る
「
否
定
即
肯
定
」
の
事
実
は
対
象
論
理
の
立
場
か
ら
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
り
厳

密
に
い
え
ば
、
対
象
論
理
に
お
い
て
は
、
我
々
は
全
く
宗
教
的
事
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
死
の
自
覚
は
単

に
理
知
的
に
自
己
の
死
を
知
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
一
般
に
い
う
肉
体
の
死
や
精
神
の
生
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も

し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
理
性
的
道
徳
的
自
己
に
対
す
る
論
述
に
す
ぎ
な
い
。
普
遍
的
理
性
、
或
い
は
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
「
意

識
一
般
」
、
「
統
覚
」
は
現
実
世
界
の
存
在
者
で
は
な
い
。
普
遍
的
理
性
を
も
つ
と
さ
れ
る
者
は
生
き
て
い
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
自
己
の

死
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
も
の
は
あ
く
ま
で
一
度
的
で
あ
り
、
個
体
的
で
あ
り
、
死
に
際
し
て
も
代
替
不

可
能
な
も
の
で
あ
る
。
自
己
は
、
死
の
代
替
不
可
能
性
を
通
じ
て
、
死
の
自
覚
に
お
い
て
は
じ
め
て
自
己
が
一
度
的
で
代
替
不
可
能
な
個
体

で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
死
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
者
は
徹
底
的
に
一
般
者
を
否
定
す
る
個

体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
も
の
の
み
が
、
真
に
自
己
の
個
た
る
こ
と
を
知
る
も
の
」
（
畠
届
巨
叩
患
巴
な
の
で

あ
る
。
絶
対
の
否
定
に
直
面
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
換
言
す
れ
ば
永
遠
の
否
定
に
直
面
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
自
己
は
真
の
自
己

握
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
舅
Ｒ
重
い
ｇ
）
。
そ
れ
は
我
々
が
対
象
的
な
言
語
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
我
々
は
言
語
の
表
現
に
お
い
て
、
常
に
論
議
の
言
葉
と
し
て
の
「
即
」
或
い
は
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。
論
誘
の
言
葉
と
し
て
の
「
即
」
や
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
対
象
論
理
か
ら
見
れ
ば
、
取
り
除
か
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
、

場
所
の
論
理
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
か
え
っ
て
弁
証
法
的
な
動
性
の
所
在
で
あ
る
。

自
己
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
死
を
自
覚
す
る
と
き
、
「
生
き
る
も
の
は
、
死
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
実
に
矛
盾
で
あ
る
」

（
昌
自
屋
喚
温
）
。
西
田
は
自
己
の
根
底
に
お
い
て
生
即
死
、
死
即
生
と
い
う
事
実
を
見
出
し
、
こ
う
し
た
矛
盾
に
お
い
て
我
々
の
自
己
の
存

在
を
思
索
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
宗
教
の
心
霊
的
事
実
」
（
畜
圓
匡
亀
ｅ
で
あ
り
、
ま
た
「
自
己
存
在
の
事
実
」
（
畠
圓
匡
い
誤
）
で

も
あ
る
。
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の
唯
一
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
場
所
の
論
理
か
ら
見
れ
ば
、
自
己
の
永
遠
の
死
を
自
覚
す
る
こ
と
は
、
自
己
の
真
の
個
体
性

や
真
の
人
格
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。

自
己
が
自
己
の
永
遠
の
死
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
自
己
が
絶
対
な
る
無
限
者
に
直
面
す
る
と
き
、
或
い
は
自
己
が
神
に

出
会
う
と
き
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
翻
っ
て
い
え
ば
、
た
だ
死
の
自
覚
に
お
い
て
の
み
、
神
は
現
れ
る
の
で
あ
る
。
「
我
々
の
自
己
は
、
唯
、

死
に
よ
っ
て
の
み
、
逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
の
で
あ
る
」
（
畠
目
匡
亀
ｅ
・
自
己
の
側
面
か
ら
い
え
ば
、
自
己
は
た
だ
個
体
の
極
限
、
つ

ま
り
自
己
が
一
度
的
で
あ
り
個
体
的
で
あ
る
と
き
に
お
い
て
の
み
、
「
逆
対
応
的
」
に
絶
対
者
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

自
己
の
根
底
に
お
い
て
出
会
わ
れ
た
絶
対
者
は
、
自
己
の
外
に
あ
る
存
在
で
は
な
く
、
「
真
の
自
己
」
に
外
な
ら
な
い
。
自
己
は
自
己
否
定

に
お
い
て
真
の
自
己
に
戻
る
と
い
う
の
は
、
自
己
の
自
己
否
定
と
自
己
と
が
同
根
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
と
同
様
に
西
田
も
、
真

の
絶
対
者
或
い
は
絶
対
の
神
が
、
自
己
に
お
い
て
絶
対
の
自
己
否
定
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
「
自
己
を
否
定
す
る
も
の
は
、

何
等
か
の
意
味
に
於
て
自
己
と
根
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
畠
目
胃
賂
己
。
真
の
自
己
と
絶
対
の
神
は
い
ず
れ
も
絶

対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
「
徳
行
は
三
角
形
に
お
い
て
存
在
し
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
空
間
に
あ
る
存
在
は
必
ず
空

間
の
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
。
於
て
あ
る
も
の
」
は
自
己
の
あ
る
場
所
の
性
質
を
分
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
畠
同
心
隠
己
。

こ
う
し
た
意
味
で
、
我
々
は
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
の
神
と
自
己
と
は
、
共
に
絶
対
矛
盾
的

自
己
同
一
の
性
質
を
分
有
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
「
絶
対
は
、
自
己
の
中
に
、
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
（
畠
Ｒ
再
思
己
。
絶
対
の
自
己
否
定
を
通
じ
て
、
絶
対
者
は
「
絶
対
無
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
神
は
…
…
絶
対
の
無
な
る
が

故
に
絶
対
の
有
で
あ
る
の
で
あ
る
。
絶
対
の
無
に
し
て
有
な
る
が
故
に
、
能
わ
ざ
る
所
な
く
、
知
ら
ざ
る
所
な
く
、
全
智
全
能
で
あ
る
」

ヲ
戻
目
届
湯
）
。
絶
対
の
神
は
自
己
否
定
に
お
い
て
の
み
絶
対
の
神
で
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
、
自
己
が
自
己
否
定
に
お
い
て
の
み
真
の
自
己

で
あ
り
う
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
西
田
は
こ
う
し
た
関
係
を
「
逆
対
応
」
と
い
う
。
か
か
る
神
は
西
田
の
い
う
「
弁
証
法
的
な
る
神
」
或

西
田
幾
多
郎
の
宗
教
的
世
界
の
論
理
ｌ
新
儒
家
の
宗
教
観
と
の
比
較
を
兼
ね
て
ｌ
〔
黄
〕
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自
己
存
在
の
根
源
は
自
己
を
し
て
真
の
自
己
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
自
己
否
定
で
は
な
い
。
ま
た
、
自
己
を
し
て
神

或
い
は
仏
た
ら
し
め
る
こ
と
も
な
い
し
、
自
己
を
神
或
い
は
仏
に
近
づ
け
る
こ
と
も
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
神
と
自
己
と
の
間
は
非
連

続
的
で
あ
る
。
よ
り
適
切
に
い
え
ば
、
神
と
対
象
論
理
的
に
思
索
さ
れ
る
意
識
的
自
己
と
の
間
は
非
連
続
で
あ
る
。
宗
教
上
の
回
心
は
、
か

く
し
て
神
や
仏
の
呼
声
よ
り
出
て
く
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
は
、
自
己
の
根
源
は
意
識
的
自
己
で
は
な
く
、
回
心
は
意
識
的

絶
対
の
無
に
し
て
有
で
あ
る
。

い
は
「
真
の
絶
対
」
（
昌
日
屋
い
ｇ
）
で
あ
る
。

「
逆
対
応
」
は
、
西
田
が
宗
教
に
お
け
る
神
人
関
係
を
表
す
た
め
に
用
い
る
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
宗
教
へ
の

適
用
で
あ
る
と
い
え
る
。
西
田
の
そ
う
し
た
理
解
は
、
「
仏
あ
っ
て
衆
生
あ
り
、
衆
生
あ
っ
て
仏
が
あ
る
」
（
畜
自
屋
唾
湧
）
と
い
う
と
こ
ろ
と
、

「
創
造
者
と
し
て
の
神
あ
っ
て
創
造
物
と
し
て
の
世
界
あ
り
、
逆
に
創
造
物
と
し
て
の
世
界
あ
っ
て
神
が
あ
る
」
（
胃
園
二
陪
巴
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
仏
は
衆
生
の
根
底
で
あ
り
、
衆
生
は
仏
の
根
底
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
田
か
ら
見
れ
ば
、

宗
教
的
世
界
に
い
う
「
そ
の
根
底
に
」
は
羅
対
の
否
定
の
肯
定
」
（
畠
目
玉
こ
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
仏
あ
っ
て
衆
生
あ

り
」
と
は
、
仏
は
衆
生
の
根
底
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
衆
生
が
真
の
衆
生
で
あ
る
た
め
に
は
、
衆
生
の
自
己
否
定
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
仏
の
呼
声
或
い
は
名
号
を
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
西
田
は
浄
土
真
宗
の
思
想
を
通
じ
て
仏
は

仏
の
名
号
の
外
に
あ
る
別
の
実
体
で
は
な
い
と
い
い
、
「
名
号
即
ち
仏
で
あ
る
」
（
昌
圃
匡
量
巴
と
い
う
。
「
衆
生
あ
っ
て
仏
あ
り
」
と
は
、

衆
生
は
仏
の
根
底
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
仏
が
真
の
仏
で
あ
る
た
め
に
は
、
仏
の
自
己
否
定
と
し
て
の
衆
生
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
は
真
の
絶
対
者
と
し
て
衆
生
（
相
対
者
）
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
衆
生
の
媒
介

な
き
単
な
る
超
越
し
た
仏
は
真
の
仏
で
は
な
い
。
仏
と
衆
生
は
絶
対
の
否
定
即
肯
定
的
に
相
互
を
根
底
と
す
る
の
で
あ
る
。
西
田
の
理
解
し

た
と
お
り
、
仏
教
の
言
葉
で
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
応
無
所
住
而
生
其
心
（
ま
さ
に
住
す
る
所
な
く
し
て
そ
の
心
を
生
ず
べ
し
）
」
で
あ
り
、
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自
己
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
、
「
元
来
、
自
力
的
宗
教
と
云
う
も
の
が
あ
る
べ
き
で
な
い
」
（
畠
目
匡
苓
巳
と
言
う
。
対

象
論
理
的
に
理
解
し
た
自
己
に
つ
い
て
い
え
ば
、
衆
生
は
み
な
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
で
あ
り
、
回
心
は
た
だ
「
神
の
力
」
（
昌
目
置
圏
）

に
よ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
西
田
は
、
宗
教
は
み
な
「
他
力
」
で
あ
り
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
を
通
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
と
神
と
の
関
係
は
円
満
な
る
事
物
と
円
満
な
ら
ざ
る
事
物
と
の
間
の
関
係
で
は
な
い
。
両
者
は
一

直
線
に
お
け
る
両
端
で
は
な
い
た
め
、
有
限
者
と
無
限
者
と
の
無
限
な
る
距
離
の
関
係
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
意
識
的
自

己
や
道
徳
的
自
己
か
ら
宗
教
心
が
出
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
道
徳
に
よ
っ
て
は
、
自
己
の
根
源
に
接
触
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
如
何
に
鋭
敏
な
る
良
心
と
云
え
ど
も
、
自
己
そ
の
も
の
の
存
在
を
問
題
と
な
せ
な
い
」
（
昌
圃
巨
陪
己
。
道
徳
は
自
己
の

上
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
は
自
己
の
根
源
に
関
わ
る
。
も
し
自
己
の
根
源
に
接
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
意
識
的
自
己
に

対
す
る
否
定
を
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
識
的
自
己
は
真
の
自
己
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
西
田
は
、
真
の
自
己
は

意
識
的
自
己
を
離
れ
て
別
に
存
在
す
る
も
の
で
も
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
藤
田
正
勝
氏
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
変

る
こ
と
な
く
あ
り
つ
づ
け
て
い
た
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
（
脂
）
。

も
し
回
心
の
事
実
を
否
定
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
自
己
は
た
だ
自
己
否
定
に
お
い
て
の
み
真
の
自
己
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
我
々
の
自
己
の
奥
底
に
は
、
何
処
ま
で
も
我
々
の
意
識
的
自
己
を
越
え
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
三
昌
園
房
全
②
。
自
己
が
意
識
的
自

己
の
否
定
に
お
い
て
真
の
自
己
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
「
自
己
の
立
場
の
絶
対
的
転
換
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
西
田
は
そ
こ
に
仏
教
の
「
解
脱
」

（
畠
目
屋
學
ら
）
の
真
意
が
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
自
己
の
立
場
の
転
換
は
自
己
の
根
源
を
見
る
こ
と
に
徹
す
る
こ
と
や
真
の
自
己
を
見

る
こ
と
に
徹
す
る
こ
と
に
お
い
て
発
生
す
る
。
一
旦
自
己
の
真
実
に
立
ち
入
っ
た
な
ら
ば
、
神
或
い
は
仏
は
そ
れ
に
よ
っ
て
立
ち
現
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
宗
教
信
仰
の
成
立
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
肯
定
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
信
仰
は
自
己
を
否
定
す
る
中
で

獲
得
し
た
自
己
肯
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
場
所
の
自
己
否
定
は
即
ち
自
己
肯
定
で
あ
る
。
自
己
の
存
在
根
源
は
自
己
を
し
て
真
の

西
田
幾
多
郎
の
宗
教
的
世
界
の
鎗
理
ｌ
新
儒
家
の
宗
教
観
と
の
比
較
を
兼
ね
て
ｌ
〔
黄
〕
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平
常
底
と
は
、
西
田
が
回
心
後
の
「
宗
教
的
立
場
」
に
対
し
て
用
い
る
表
現
で
あ
り
、
自
己
が
自
己
の
立
場
の
絶
対
的
転
換
を
経
て
獲
得

し
た
立
場
を
表
す
（
略
）
。
回
心
後
の
自
己
は
現
実
世
界
を
離
れ
た
存
在
で
は
な
く
、
「
歴
史
的
個
体
」
で
あ
る
。
か
か
る
個
体
は
単
な
る
無

分
別
の
、
無
関
心
の
個
体
で
は
な
く
、
真
の
歴
史
的
個
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
を
忘
れ
て
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
生
き
、
情
理
を
尽
く
し

て
日
常
世
界
に
お
い
て
生
き
、
特
定
の
形
式
に
と
ら
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
（
畠
Ｒ
ご
婆
圏
～
合
令
を
参
照
）
。
自
己
を
忘
れ
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
真
に
無
私
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
物
に
な
っ
て
見
、
物
に
な
っ
て
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
真
の
「
行
為
的
直
観
」

で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
自
由
に
対
し
て
西
田
は
、
「
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
」
と
い
う
思
想
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
随
処
作
主
、
立
処

皆
真
（
随
所
に
主
と
作
（
な
）
れ
ば
、
立
処
皆
真
な
り
）
」
と
い
う
「
絶
対
自
由
の
立
場
」
（
昌
日
二
量
。
～
台
。
を
参
照
）
を
提
示
し
て
い
る
。

「
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
」
は
西
田
の
時
間
論
の
核
心
概
念
で
あ
る
。
西
田
は
、
普
通
の
時
間
概
念
に
お
け
る
現
在
、
過
去
、
未
来
の
実

在
性
は
、
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
「
時
は
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
理
解
せ
ら
れ

す
る
の
で
あ
る
。

自
己
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
的
自
己
の
根
源
で
あ
り
、
意
識
的
自
己
の
離
脱
で
は
な
い
。
信
仰
は
決
し
て
無
意
識
的
或

い
は
本
能
的
に
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
が
自
己
の
決
断
に
よ
っ
て
神
に
従
う
決
断
で
あ
り
、
個
体
の
神
の
呼
声
に
対
す
る
応
答
で

あ
る
。
し
か
し
、
神
の
決
断
に
従
う
こ
と
は
必
ず
し
も
個
体
の
消
滅
を
意
味
し
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
一
切
が
無
分
別
と
な
る
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
も
な
い
。
西
田
は
こ
こ
に
お
い
て
鈴
木
大
拙
の
言
葉
を
借
り
て
、
宗
教
的
事
実
或
い
は
「
霊
性
の
事
実
」
を
「
無
分
別
の
分
別
」

（
昌
日
二
》
お
ｅ
と
言
い
表
す
。
「
分
別
智
を
絶
す
る
と
云
う
こ
と
は
、
無
分
別
と
な
る
こ
と
で
は
な
い
」
（
三
ｓ
胃
合
金
・
回
心
に
お
い
て
、

「
我
々
の
自
己
が
生
命
を
脱
し
て
不
生
不
滅
の
世
界
に
入
る
と
云
う
の
で
は
な
い
。
最
初
か
ら
不
生
不
滅
で
あ
る
の
で
あ
る
」
（
三
厨
房
合
二
。

生
き
て
い
る
う
ち
に
永
遠
の
死
を
経
験
す
る
こ
と
は
、
自
己
が
真
の
自
己
と
な
っ
て
永
遠
の
生
の
中
に
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
我
々
の
永

遠
の
生
命
は
即
今
即
永
遠
的
で
あ
る
。
こ
の
「
即
今
即
永
遠
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
、
我
々
は
西
田
の
「
平
常
底
」
と
い
う
概
念
に
接
触
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ね
ば
な
ら
な
い
」
（
畜
目
匡
筌
食
）
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
我
々
は
絶
対
現
在
が
現
在
、
過
去
、
未
来
を
含
ん
で
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

各
々
の
今
こ
の
瞬
間
は
絶
対
的
で
あ
り
、
「
絶
対
的
現
在
」
は
す
な
わ
ち
「
永
遠
の
今
」
で
あ
る
。
我
々
は
今
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
世
界
の

始
ま
り
と
終
わ
り
に
接
触
し
て
い
る
。
歴
史
的
世
界
は
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
か
ら
出
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
永
遠
の
過
去
と
未
来
、
人

間
の
始
ま
り
と
終
わ
り
は
み
な
永
遠
の
今
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
田
は
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
を
借
用
し
て
こ
う
し
た
考
え
方
を
「
終

末
論
的
」
な
世
界
観
と
い
う
。
こ
う
し
た
世
界
は
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
に
よ
っ
て
持
続
的
に
創
造
し
て
い
く
世
界
で
あ
る
。
西
田
は
絶
対

現
在
の
自
己
限
定
を
も
っ
て
生
死
の
瞬
間
に
お
け
る
転
換
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
の
仕
方
は
一
種
の
「
刹
那
生
滅
」
の
論
法
で
あ
る
。

西
田
は
そ
う
し
た
論
法
に
よ
っ
て
、
自
己
お
よ
び
一
切
の
実
体
的
な
存
在
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
西
田
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

歴
史
的
世
界
の
自
己
形
成
の
創
造
性
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
平
常
底
」
或
い
は
「
絶
対
自
由
の
立
場
」
が
た
だ

否
定
的
な
働
き
を
も
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ま
た
、
実
体
的
思
惟
を
成
立
さ
せ
る
働
き
を
も
も
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
平
常
底
の
立
場
に
つ
い
て
、
西
田
は
、
「
そ
こ
に
は
、
す
べ
て
の
立
場
が
否
定
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
こ
か
ら
、
す
べ

て
の
立
場
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
、
立
場
な
き
立
場
で
あ
る
」
（
冒
届
屋
婆
殿
）
と
い
う
。
平
常
底
の
「
立
場
な
き
立
場
」
は
無
分
別
、
無

関
心
の
立
場
で
も
な
け
れ
ば
、
純
然
た
る
主
観
的
な
心
境
で
も
な
い
。
そ
れ
は
真
の
行
為
的
直
観
の
立
場
で
あ
る
。
西
田
は
「
平
常
心
の
根

底
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
そ
れ
を
表
し
た
言
園
匡
婆
望
を
参
照
）
。
そ
れ
は
平
常
に
お
け
る
一
切
の
分
別
か
ら
出
て
い
る
た
め
、
も
っ
と

も
具
体
的
な
立
場
で
も
あ
る
。
絶
対
自
由
の
立
場
は
も
っ
と
も
平
常
の
立
場
で
あ
り
、
「
最
深
に
し
て
最
浅
、
最
遠
に
し
て
最
近
、
最
大
に

し
て
最
小
の
立
場
」
（
〕
室
眉
匡
學
圃
）
で
あ
る
。

上
述
の
平
常
底
は
、
西
田
が
キ
リ
ス
ト
教
の
「
終
末
論
」
と
禅
宗
の
「
平
常
心
」
と
を
参
照
し
つ
つ
思
索
し
た
宗
教
的
立
場
で
あ
る
。
既

述
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
に
よ
っ
て
一
切
の
立
場
を
否
定
し
て
一
切
の
立
場
の
根
本
に
戻
り
、
さ
ら
に
分
別
の
立
場
を

成
り
立
た
せ
る
「
無
分
別
の
分
別
」
の
立
場
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
場
所
的
論
理
の
立
場
は
絶
対
自
由
の
立
場
で
も
あ
り
、
真
の
行
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西
田
の
宗
教
的
世
界
の
論
理
に
関
す
る
論
述
か
ら
、
我
々
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
の
い
わ
ゆ
る
宗
教
の
立
場

は
一
切
の
立
場
の
立
場
で
あ
り
、
特
定
の
宗
教
を
扱
う
も
の
で
は
な
い
。
宗
教
の
立
場
は
む
し
ろ
「
立
場
な
き
立
場
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
一
切
の
立
場
を
混
同
し
た
も
の
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
一
切
の
立
場
を
成
立
さ
せ
る
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
、
場
所
の
論
理
は
一
種
の
「
有
ら
し
め
る
」
命
①
言
一
農
の
ｇ
）
立
場
で
あ
る
。
西
田
は
、
表
現
と
し
て
は
、
性
々
に
し
て
「
含

む
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
場
所
の
論
理
の
そ
う
し
た
働
き
を
説
明
し
て
い
る
。
場
所
の
論
理
が
も
つ
「
含
む
」
と
い
う
作
用
は
、
西
田
が
「
根

本
悪
」
の
問
題
を
論
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
、
西
田
は
し
ば
し
ば
悪
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
自
己
の
表
現
し
よ
う
と
す

る
世
界
が
、
「
何
処
ま
で
も
個
の
働
く
世
界
で
あ
る
。
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
と
、
人
格
的
自
己
の
世
界
で
あ
る
。
絶
対
的
意
志

の
世
界
で
あ
る
。
故
に
一
面
に
絶
対
悪
の
世
界
で
も
あ
る
」
（
昌
自
二
基
Ｓ
～
さ
ら
と
述
べ
る
と
こ
ろ
や
、
理
神
論
者
が
自
然
の
秩
序
か

ら
神
の
創
造
を
見
る
の
に
対
し
て
、
「
真
に
神
の
絶
対
的
自
己
否
定
の
世
界
と
は
、
悪
魔
的
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
昌
自
邑
率
さ
全

と
主
張
し
、
「
我
々
の
自
己
は
、
か
か
る
世
界
の
個
物
的
多
と
し
て
、
悪
魔
的
な
る
と
共
に
神
的
で
あ
る
」
（
畠
Ｒ
旨
き
ｅ
と
述
べ
る
と
こ

ろ
な
ど
で
あ
る
。
西
田
は
宗
教
に
お
け
る
善
巧
方
便
に
つ
い
て
、
「
真
の
絶
対
者
は
悪
魔
的
な
る
も
の
に
ま
で
自
己
自
身
を
否
定
す
る
も
の

為
的
直
観
の
立
場
で
も
あ
る
。
宗
教
は
歴
史
的
現
実
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。
日
常
的
な
事
物
は
即
ち
根
源
的
な
事
物
で
あ
り
、
そ
の
基
本

的
な
動
的
構
造
は
「
否
定
即
肯
定
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
切
の
実
体
的
思
惟
を
否
定
し
て
の
ち
に
猫
得
し
た
自
由
で
あ
り
、
西
田
の
い
う
「
即
」

の
根
本
的
な
意
味
は
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
。
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
に
宗
教
的
方
便
の
意
義
が
あ
る
」
（
冨
届
二
塁
鵲
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
も
、
「
絶

対
悪
」
の
実
在
性
を
肯
定
す
る
た
め
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
絶
対
悪
が
一
種
の
便
宜
的
な
言
い
方
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
西
田
が
仏
教
の
言
葉
、
つ
ま
り
「
方
便
」
を
借
用
す
る
の
は
、
絶
対
悪
と
い
う
言
い
方
が
真
実
の
言
説
で
は
な
い
こ
と

を
表
す
た
め
で
あ
る
。
実
際
、
仏
教
（
特
に
天
台
）
に
お
け
る
「
権
実
」
の
区
別
は
真
と
偽
と
の
区
別
で
は
な
く
、
本
源
的
な
も
の
と
派
生

的
な
も
の
と
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
派
生
的
な
言
説
や
方
便
説
は
絶
対
的
な
実
在
性
を
も
た
な
い
。
「
権
」
の
実
在
性
は
「
実
」
よ
り
出

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
西
田
は
場
所
的
論
理
の
立
場
を
、
仏
教
の
「
慈
悲
」
或
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
ア
ガ
ペ
ー
」
に
唇
え
て
、
仏
が
慈
悲

に
よ
っ
て
衆
生
の
た
め
に
魔
道
に
陥
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
や
、
絶
対
の
神
が
悪
魔
的
な
も
の
に
ま
で
陥
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。
神
の
ア
ガ
ペ
ー
は
、
自
己
を
否
定
し
て
絶
対
的
な
悪
人
に
ま
で
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
は
た
だ
こ
の
よ
う
に
し
て
は

じ
め
て
絶
対
の
神
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
神
が
愛
に
よ
っ
て
世
界
を
創
造
し
、
自
己
否
定
的
に
受
肉
す
る
の
も
神
の
絶
対
的
な
表
現
な
の

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
絶
対
の
神
は
そ
れ
自
身
に
お
け
る
対
立
の
側
面
を
「
含
む
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ガ
ペ
ー
を
も
つ

神
や
慈
悲
を
も
つ
仏
に
と
っ
て
、
一
般
に
い
う
善
悪
や
分
別
は
も
は
や
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
や
仏
が
表
し
て
い
る
絶
対

悪
は
絶
対
善
と
対
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
一
般
の
善
悪
や
分
別
を
超
越
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

場
所
的
論
理
の
世
界
は
一
般
の
善
悪
や
分
別
を
超
越
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
無
分
別
の
世
界
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
西
田
は
、

「
無
分
別
の
分
別
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
一
般
の
善
悪
や
分
別
を
否
定
す
る
こ
と
に
止
ま
っ
て
い
な

い
。
そ
れ
は
同
時
に
一
般
の
善
悪
や
分
別
を
成
り
立
た
せ
る
世
界
で
も
あ
る
。
単
純
な
無
分
別
は
主
観
的
な
心
境
に
お
け
る
無
関
心
で
も
あ

り
う
る
た
め
、
歴
史
的
世
界
に
関
わ
ら
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
が
、
西
田
の
宗
教
的
世
界
の
論
理
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
歴
史
的
世
界
を
形

成
す
る
論
理
で
あ
る
（
畠
目
玉
ｇ
を
参
照
）
。
歴
史
的
世
界
に
は
常
に
善
悪
や
分
別
が
あ
る
の
で
あ
る
。
場
所
の
論
理
に
宥
ら
し
め
る
」

と
い
う
働
き
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
西
田
の
考
え
方
は
、
西
田
が
「
場
所
の
論
理
」
と
「
対
象
論
理
」
と
の
関
係
を
論
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
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も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
場
所
の
論
理
と
対
象
論
理
と
の
関
係
に

言
及
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
彼
が
「
私
は
対
象
論
理
を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
。
対
象
論
理
は
、
具
体
的
論
理
の
自
己
限
定
の
契
機
と

し
て
之
に
含
ま
れ
て
居
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ぱ
、
具
体
的
と
云
っ
て
も
論
理
で
は
な
い
」
（
畠
Ｒ
房
全
ｅ
と
述
べ

る
と
こ
ろ
や
、
「
私
は
対
象
論
理
を
迷
の
論
理
と
云
う
の
で
は
な
い
…
…
唯
、
対
象
論
理
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
、
考
え
ら
れ
た
も
の
を
、

実
在
と
し
て
之
に
執
着
す
る
所
に
迷
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
冨
日
房
合
ご
と
述
べ
る
と
こ
ろ
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
西
田
は
、
仏
教
の
思

想
に
従
っ
て
一
切
の
執
着
を
我
執
に
集
約
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
彼
が
「
否
定
す
べ
き
は
、
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
自

己
の
独
断
、
断
ず
べ
き
は
対
象
的
に
考
え
ら
れ
た
自
己
へ
の
執
着
で
あ
る
の
で
あ
る
」
（
畠
目
二
塁
里
）
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
論
理
が
執
着
や
迷
い
と
な
る
の
は
、
そ
れ
自
身
が
自
ら
を
対
象
化
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
対
象
論
理
そ
れ
自
身
は
迷
い
の
論
理
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
我
々
が
そ
れ
を
絶
対
的
で
確
実
な
も
の
と

み
な
す
と
き
に
、
そ
れ
が
は
じ
め
て
迷
い
の
論
理
と
な
る
の
で
あ
る
。
場
所
の
論
理
は
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
対
象
論
理
か
ら
執
着
や

迷
い
を
取
り
除
き
、
そ
の
真
実
を
顕
わ
に
さ
せ
る
論
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
場
所
の
論
理
は
対
象
論
理
を
「
含
む
」
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
い
え
ば
、
場
所
の
論
理
は
対
象
論
理
を
し
て
そ
の
真
実
の
論
理
を
明
ら
か
に
さ
せ
る
一
種
の
「
有
ら
し
め
る
」
論
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

西
田
の
こ
う
し
た
否
定
即
肯
定
の
論
法
は
、
か
な
り
仏
教
に
お
け
る
「
権
実
」
の
区
別
に
類
似
し
て
い
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
真
実
の
言

説
（
実
）
は
理
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
方
便
の
言
説
（
権
）
は
状
況
や
対
象
の
違
い
に
応
じ
て
便
宜
的
に
説
か
れ
た
り
す
る
も

の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
状
況
や
対
象
は
固
定
し
て
い
な
い
た
め
、
方
便
の
言
説
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
方
便
の
言

説
が
表
そ
う
と
す
る
「
理
」
は
明
か
さ
れ
た
り
、
覆
わ
れ
た
り
す
る
面
も
あ
る
。
か
く
し
て
、
真
実
は
方
便
と
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
む
し
ろ
方
便
は
真
実
の
展
開
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
権
が
実
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
便
宜
的
に
変
化
す
る
実
在
性
が

真
実
か
ら
出
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
状
況
に
応
じ
て
便
宜
的
に
説
か
れ
る
言
葉
は
主
客
対
立
の
形
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
す
べ
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て
方
便
の
言
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
言
説
は
み
な
部
分
的
に
真
実
を
顕
わ
に
し
つ
つ
も
、
部
分
的
に
真
実
を
覆
っ
て
い
る
。
真
実

そ
れ
自
身
は
対
立
の
中
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
対
立
の
中
に
あ
る
の
は
す
べ
て
方
便
で
あ
る
。
問
題
は
、
い
か
に
真
実
を
把
握
す
る
か
、

或
い
は
真
実
に
相
応
す
る
言
説
が
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

香
港
の
学
者
震
諾
晦
氏
は
『
絶
対
与
円
融
』
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
仏
教
学
と
中
国
仏
教
学
と
の
差
異
性
に
対
し
て
か
な
り
詳
細
で
綴
密
な

研
究
を
行
っ
て
い
る
。
雷
氏
は
イ
ン
ド
仏
教
学
で
は
、
最
高
の
実
在
は
一
切
の
文
字
表
現
や
言
説
を
離
れ
た
「
絶
対
」
で
あ
り
、
語
る
こ
と

の
で
き
な
い
実
在
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
仏
教
が
中
国
に
伝
わ
っ
た
と
き
、
中
国
仏
教
学
は
一
歩
ず
つ
仏
教
の
経
典
に
対
す
る
解

釈
を
通
じ
て
、
元
来
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
界
と
語
る
こ
と
の
で
き
る
現
実
界
を
一
つ
に
融
合
さ
せ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
円
融
で
あ

る
。
別
の
言
い
方
で
い
う
と
、
儒
家
で
い
う
「
極
高
明
而
道
中
庸
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
仏
教
理
解
の
変
転
か
ら
見
れ
ば
、
実
在
を
表
現
す

る
こ
と
の
で
き
る
言
説
の
一
つ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
論
誘
の
言
説
」
を
発
展
さ
せ
た
の
が
中
国
仏
教
学
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ

の
中
で
も
も
っ
と
も
代
表
的
な
言
葉
は
「
即
」
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
（
面
）
。
中
国
哲
学
で
は
、
真
実
は
文
字
や
言
説
か
ら
離
れ
て
存

在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
言
説
に
お
い
て
の
み
現
れ
る
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
既
述
の
よ
う
に
、
い
か
な
る
言
説
で
あ
っ
て
も
方
便
と
し

て
の
言
説
で
し
か
な
い
た
め
、
真
実
を
覆
い
か
ね
な
い
危
険
性
が
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
何
よ
り
も
、
方
便
の
中
で
真
実
を
観

照
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
く
る
。
仏
教
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
た
だ
、
執
着
の
除
去
と
即

刻
な
さ
れ
る
頓
悟
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
中
国
哲
学
で
は
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
生
死
と
浬
藥
の
「
同
体
」
や
「
相
即
不
離
」
を

説
く
の
が
常
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
西
田
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
西
田
は
対
象
論
理
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
対
象
論
理
に
適
切
な
位
置
を
与
え
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
人
間
の
自
然
的
素
質
と
い
う
観
点
か
ら
根
本
悪
を
論
ず
る
の
に
対
し
て
、
西

田
は
「
方
便
」
の
角
度
か
ら
根
本
悪
を
論
ず
る
。
つ
ま
り
、
相
対
的
な
善
悪
の
世
界
を
否
定
し
た
上
で
、
絶
対
無
に
し
て
絶
対
有
の
世
界

を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
に
な
る
の
は
、
西
田
は
、
根
本
悪
、
他
力
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で

西
田
幾
多
郎
の
宗
教
的
世
界
の
論
理
ｌ
新
儒
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兼
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て
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も
な
く
、
ま
た
善
悪
、
自
力
他
力
と
い
う
分
別
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
の
宗
教
は
善
悪
、
自
力
他
力
と

い
う
分
別
を
自
己
の
う
ち
に
内
包
す
る
宗
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
に
あ
る
宗
教
の
中
で
も
っ
と
も
包
容
力
を
持
つ
の
は
キ
リ
ス
ト
教

の
「
ア
ガ
ペ
ー
」
や
仏
教
の
「
慈
悲
」
で
あ
る
。
真
の
神
は
悪
魔
的
な
世
界
に
ま
で
降
る
こ
と
の
で
き
る
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
の

愛
は
絶
対
的
な
悪
人
に
ま
で
及
ぶ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
仏
教
で
い
え
ば
仏
の
悲
願
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
で

い
え
ば
神
の
受
肉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
け
る
言
葉
の
表
現
は
他
力
宗
教
で
あ
る
浄
土

真
宗
に
傾
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
西
田
は
、
「
真
の
他
力
宗
は
、
場
所
的
論
理
的
に
の
み
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」

ヲ
只
国
房
金
巴
と
言
う
。
つ
ま
り
、
西
田
に
お
け
る
真
の
他
力
宗
は
既
存
の
他
力
宗
教
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
真
の
自
力
と
他
力
、
道
徳

と
宗
教
の
内
容
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
場
所
の
論
理
を
通
じ
て
の
み
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

西
田
幾
多
郎
と
新
儒
家
と
は
、
言
葉
の
表
現
に
お
い
て
は
大
き
な
差
異
性
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
「
存
在
即
活
動
」
と
い
う

思
想
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
肥
）
。
こ
の
思
想
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
決
し
て
決
ま
っ
た
実
在
で
は
な
く
、
純

然
た
る
力
動
の
世
界
で
あ
る
。
西
田
の
「
永
遠
の
今
」
が
神
学
を
背
景
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
新
儒
家
の
熊
十
力
は
、
世
界
の
創
造
性

を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
主
に
彼
自
身
の
唯
識
学
に
依
拠
し
て
い
た
。
熊
十
力
は
「
現
象
」
の
本
源
を
「
本
体
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て

い
る
が
、
彼
は
決
し
て
、
そ
の
本
体
を
超
越
的
な
実
体
、
或
い
は
何
ら
か
の
不
動
の
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
「
恒
転
」

と
「
能
変
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
本
体
の
無
限
な
る
創
造
性
を
言
い
表
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
熊
十
力
は
、
イ
ン
ド
仏
教
の
「
刹
那
生

滅
」
と
い
う
考
え
方
を
も
借
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
仏
教
学
が
そ
れ
に
よ
っ
て
現
象
世
界
の
空
と
夢
幻
と
を
強
調
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
熊
十
力
は
、
刹
那
生
滅
の
世
界
は
常
住
の
実
体
を
持
た
な
い
と
は
い
え
、
必
ず
し
も
夢
幻
の
世
界
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
世
界
が
刹
那
生
滅
に
お
い
て
も
な
お
「
舎
故
生
新
（
故
き
を
舎
（
す
）
て
て
新
し
き
を
生
ず
）
」
の
生
々
た
る
発
展
を
含
ん
で

い
る
か
ら
で
あ
る
。
熊
十
力
が
強
調
し
た
い
の
は
純
粋
活
動
の
世
界
に
お
け
る
い
き
い
き
と
動
き
続
け
る
創
造
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
体
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或
い
は
真
実
の
世
界
は
、
常
住
の
実
体
を
も
た
な
い
世
界
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
い
き
い
き
と
動
き
続
け
る
創
造
の
世
界

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
熊
十
力
に
お
い
て
、
本
体
は
無
形
で
あ
り
、
現
象
は
有
形
で
あ
る
。
現
象
は
無
形
の
本
体
の
「
形
‐
成
」

で
あ
り
、
本
体
が
時
間
に
お
い
て
一
つ
の
「
形
」
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
体
の
顕
現
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
の
現
象
世

界
は
夢
幻
の
世
界
で
は
な
く
、
実
事
や
実
理
を
自
ら
の
う
ち
に
も
つ
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
本
体
の
創
造
性
は
、
熊
十
力
の
後
継
者
牟

宗
三
の
「
儒
釈
道
」
に
対
す
る
教
相
判
釈
の
理
論
の
主
な
依
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。
本
体
に
は
自
性
が
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ
純
然
た
る
創

造
活
動
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
存
在
即
活
動
で
あ
る
。
熊
十
力
に
せ
よ
牟
宗
三
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
現
在
、
過
去
、
未
来
、
さ
ら

に
広
範
的
に
い
え
ば
時
間
や
空
間
お
よ
び
対
象
論
理
の
世
界
を
夢
幻
の
存
在
と
は
み
な
さ
な
い
。
両
者
と
も
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
、
本
体
に

由
来
す
る
実
在
性
を
も
つ
と
考
え
て
い
る
。
熊
十
力
は
、
唯
識
学
を
再
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
か
な
る
実
体
性
を
も
超
越
し
た
存
在
を

否
定
し
つ
つ
も
、
本
体
の
「
能
動
性
」
を
も
っ
て
世
界
の
生
成
と
創
造
を
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
依
拠
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
存
在
即
活
動
」

と
い
う
考
え
方
は
、
ま
さ
に
新
儒
家
の
理
論
の
根
幹
で
あ
る
と
い
え
る
。

新
儒
家
の
思
想
は
し
ば
し
ば
、
「
絶
対
有
」
の
思
想
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
新
儒
家
自
身
の
言
葉
の
使
い
方
に
由
来
す
る

も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
既
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
、
状
況
や
対
象
の
違
い
に
応
じ
て
便
宜
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
熊
十
力
の
哲
学
そ
の
も
の
に
即
し
て
見
れ
ば
、
「
本
体
」
或
い
は
「
実
体
」
と
い
っ
て
も
、
そ

れ
は
対
象
的
な
超
越
者
で
は
な
く
、
仏
教
の
「
空
」
に
対
し
て
取
り
出
さ
れ
た
「
実
」
で
あ
り
、
仏
教
の
「
寂
」
、
「
静
」
、
「
減
」
に
対
し
て

提
出
さ
れ
た
「
生
」
、
「
動
」
、
「
創
」
で
あ
り
、
仏
教
の
主
観
的
な
心
境
の
「
用
」
に
対
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
歴
史
的
現
実
の
世
界
に
役
立
つ
「
用
」

で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
新
儒
家
の
用
い
る
言
葉
が
産
み
出
さ
れ
た
背
景
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
新
儒
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
が
表
現
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
は
、
純
粋
活
動
の
世
界
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
新
儒
家
の
後
継
者
牟
宗
三
も
こ
の
伝
統
を
継
承
し
て
、
良
知
を
「
存

在
即
活
動
」
の
角
度
か
ら
一
種
の
動
的
実
在
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
言
語
と
実
在
と
の
間
に
は
確
か
に
一
定
の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
あ

西
田
幾
多
郎
の
宗
教
的
世
界
の
論
理
ｌ
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る
が
、
言
語
に
は
そ
れ
が
形
成
さ
れ
た
歴
史
的
背
景
が
あ
る
。
「
絶
対
有
」
と
い
う
言
葉
に
は
確
か
に
実
体
化
の
恐
れ
が
と
も
な
う
の
だ
が
、

そ
れ
は
「
絶
対
無
」
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
究
極
的
な
実
在
は
、
絶
対
有
と
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
絶
対
無
と
呼
ば
れ
た

と
し
て
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
実
体
化
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
我
々
が
「
絶
対
無
」
と
「
絶
対
有
」
と
の
対
立
と
い
う
観

点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
新
儒
家
と
京
都
学
派
の
「
異
」
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
も
し
「
存
在
即
活
動
」
と
い
う

観
点
か
ら
見
れ
ば
、
我
々
は
両
者
の
「
同
」
を
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
を
比
較
す
る
仕
事
は
、
ま
ず
そ
の
「
同
」

か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
真
の
「
異
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
西
田
哲
学
に
対
す
る
理
解
に
基
づ
け
ば
、
場
所
の
論
理
は
「
私
の
世
界
」
を
取
り
扱
う
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
主

観
的
な
心
境
を
説
明
す
る
も
の
で
も
な
く
、
歴
史
的
世
界
の
形
成
の
論
理
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
西
田
の
指
摘
し
た
と
お
り
、
世
界
の
自

己
表
現
は
単
に
意
味
の
問
題
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
現
実
世
界
の
自
己
形
成
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
畠
自
巨
量
。
を

参
照
）
．
絶
対
無
の
哲
学
は
こ
う
し
た
意
味
で
、
具
体
的
な
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
い
き
い
き
と
動
き
続
け
る
創
造
性
に
対
す
る
説
明
に
深

く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
西
田
は
、
実
在
そ
れ
自
体
が
含
む
「
自
己
否
定
性
」
に
気
付
か
さ
れ

て
の
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
具
体
的
な
世
界
に
対
す
る
説
明
を
展
開
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
そ
の
哲
学
は
、
新
儒
家
と
同

じ
く
、
牟
宗
三
の
教
相
判
釈
に
お
け
る
「
縦
貫
縦
講
」
（
ぬ
）
の
円
教
哲
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
熊
十
力
が
「
大
海
水
（
大
海
原
）
」

と
「
衆
湛
（
カ
モ
メ
の
群
れ
）
」
を
比
嶮
と
し
て
体
用
関
係
を
説
明
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
「
能
変
」
、
「
恒
変
」
、
「
転
変
」
を
も
っ
て
本
体
の
「
全

体
在
用
（
全
体
は
用
に
あ
り
）
」
を
説
明
す
る
と
き
、
彼
は
本
体
の
変
動
す
る
「
相
反
相
成
」
の
理
や
、
宗
教
的
世
界
と
歴
史
的
世
界
の
自

己
表
現
と
し
て
の
自
己
形
成
に
対
し
て
論
理
的
な
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
こ
こ
は
新
儒
家
の
よ
く
批
判
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま

た
新
儒
家
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
い
ず
れ
も
一
つ
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
問
題
に

関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
純
粋
活
動
の
世
界
に
お
け
る
「
力
動
」
の
構
造
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
お
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＊
本
論
は
財
団
法
人
住
友
財
団
の
二
○
○
六
年
「
ア
ジ
ア
諸
国
に
お

け
る
日
本
関
連
研
究
助
成
」
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
こ
こ
に
謹
ん
で
住
友

財
団
に
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
る
。

注（
１
）
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
第
二
版
）
か
ら
の
引
用
に
際

し
て
は
、
（
昌
自
巻
号
“
頁
数
）
と
略
記
し
、
旧
漢
字
と
旧
仮
名
遣
い
は

新
字
に
改
め
た
。

（
２
）
「
読
議
の
即
」
ま
た
は
「
読
讃
の
相
即
」
（
「
論
議
」
は
奇
怪
、
奇
異
の
意
。

訳
者
註
）
は
新
儒
家
の
学
者
牟
宗
三
が
天
台
の
教
相
判
釈
の
論
理
か
ら
借

用
し
た
言
葉
で
あ
る
。
牟
宗
三
は
、
天
台
円
教
の
究
極
の
「
即
」
を
も
っ

と
も
よ
く
言
い
表
す
表
現
が
「
瀧
識
の
即
」
で
あ
る
と
考
え
た
。
「
鮠
讃

の
即
」
の
反
対
概
念
は
「
分
析
の
即
」
で
あ
る
。
分
析
の
「
即
」
は
矛
盾

だ
ろ
う
か
。

そ
ら
く
新
儒
家
は
、
西
田
幾
多
郎
の
「
否
定
即
肯
定
」
の
場
所
の
論
理
か
ら
、
い
く
ら
か
の
思
索
の
糧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

西
田
幾
多
郎
の
宗
教
的
世
界
の
論
理
ｌ
新
儒
家
の
宗
教
観
と
の
比
較
を
兼
ね
て
ｌ
〔
黄
〕

（
鹿
欽
彬
訳
、
訳
文
の
作
成
に
当
っ
て
杉
本
耕
一
氏
の
協
力
を
得
た
）

律
に
依
拠
し
、
論
理
上
の
矛
盾
律
に
背
か
な
い
こ
と
を
最
優
先
と
す
る
。

誰
議
の
「
即
」
は
矛
盾
律
よ
り
根
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
矛
盾
律
に
束
縛

さ
れ
な
い
。
天
台
の
円
教
に
よ
れ
ば
、
「
無
明
」
が
「
無
明
」
で
あ
る
か

ぎ
り
、
そ
れ
は
「
法
性
」
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
「
法
性
」

が
「
法
性
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
「
無
明
」
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
ゆ
え
に
、
「
無
明
」
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
必
ず
「
無
明
即

法
性
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
法
性
」
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、

必
ず
「
法
性
即
無
明
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
円
教
の

説
で
あ
り
、
究
極
の
論
法
で
あ
る
。
「
煩
悩
即
菩
提
」
、
「
生
死
即
浬
桑
」

も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
台
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
煩

悩
を
断
ち
て
菩
提
を
証
す
」
或
い
は
「
生
死
を
断
ち
て
浬
藥
を
証
す
」
と

い
う
の
は
い
ず
れ
も
円
教
の
表
現
で
は
な
く
、
「
理
を
縁
じ
て
九
を
断
つ
」

別
教
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
天
台
宗
は
「
九
法
界
を
離
れ
ず
」
し
て

煩
悩
を
断
つ
こ
と
を
強
調
し
、
こ
の
よ
う
な
断
を
「
不
断
の
断
」
或
い
は

五
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「
円
断
」
と
言
う
。
牟
宗
三
に
よ
れ
ば
、
「
談
議
の
相
即
」
は
、
仏
教
に
だ

け
で
は
な
く
、
中
国
哲
学
一
般
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
は
儒
釈
道
三
家
に

共
通
の
法
で
あ
る
。
「
儒
家
の
円
教
」
、
「
道
家
の
円
教
」
、
「
仏
教
の
円
教
」

な
ど
と
い
っ
た
言
い
方
が
な
さ
れ
る
の
も
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

が
二
つ
の
も
の
を
同
じ
と
こ
ろ
に
掻
い
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

そ
の
二
つ
の
も
の
が
矛
盾
対
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
底

に
は
必
ず
共
通
の
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
新
儒
家
の
学
者
は
こ
れ
ら

の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
、
特
に
無
明
と
法
性
と
の
「
同
体
」
を
重
視
し
、

「
同
体
依
即
」
の
観
点
か
ら
「
誰
識
の
相
即
」
を
論
ず
る
。
一
般
的
に
言
っ

て
、
理
論
理
性
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
「
誰
議
」
は
一
つ
の
矛
盾
し
た
現

象
を
表
し
て
い
る
た
め
、
論
理
上
解
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

る
に
、
智
慧
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
高
度
な
智
慧
の
表
現
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
「
強
調
」
と
い
う
言
葉
は
、
当
代
新
儒
家
の
学
者
牟
宗
三
の

解
釈
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
当
代
の
中
国
哲
学
界
に
お
い
て
そ
の
哲
学
に

お
け
る
積
極
的
な
意
義
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
拙
稿
「
海

徳
格
的
「
共
風
」
（
旨
い
“
ヨ
ョ
の
品
の
ｇ
『
の
己
與
天
台
宗
的
「
即
」
ｌ
試
論

論
議
之
説
法
」
『
中
國
文
哲
研
究
集
刊
』
第
一
六
期
、
二
○
○
○
年
三
月
、

四
六
七
’
四
八
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

（
３
）
陳
栄
灼
「
「
即
」
之
分
析
Ｉ
簡
別
仏
教
「
同
一
性
」
哲
学
諸
型
態
ｌ
」

『
国
際
仏
学
研
究
』
年
刊
、
創
刊
号
（
台
北
二
九
九
一
年
）
、
一
’
二
○
頁
。

（
４
）
小
坂
国
継
『
西
田
幾
多
郎
ｌ
そ
の
思
想
と
現
代
ｌ
』
（
ミ
ネ
ル

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号

ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
五
年
）
、
一
四
八
’
一
五
四
頁
。

（
５
）
小
坂
国
継
、
前
掲
書
、
一
五
一
頁
。

（
６
）
儒
家
に
お
け
る
絶
対
有
の
思
惟
形
態
に
つ
い
て
は
、
呉
汝
鉤
『
純

粋
力
動
的
現
象
学
』
（
台
北
”
商
務
印
書
館
、
二
○
○
五
年
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
７
）
小
坂
国
継
、
前
掲
番
、
二
九
三
頁
。

（
８
）
大
峯
顕
「
西
田
幾
多
郎
の
宗
教
思
想
」
、
『
日
本
の
哲
学
』
第
一
号
（
昭

和
堂
、
二
○
○
○
年
）
、
三
三
頁
を
参
照
。

（
９
）
こ
れ
に
つ
い
て
、
西
田
が
「
・
…
：
『
善
の
研
究
』
で
述
べ
た
純
粋

経
験
と
い
う
も
の
は
つ
ま
り
我
々
の
日
常
の
経
験
か
ら
出
発
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
日
常
の
経
験
で
あ
る
」
（
ｚ
闇
匡
息
忠
）
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
す
る

論
説
は
、
藤
田
正
勝
『
現
代
思
想
と
し
て
の
西
田
幾
多
郎
』
（
識
談
社
、

一
九
九
八
年
）
四
五
頁
以
降
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
ｍ
）
上
田
閑
照
「
逆
対
応
と
平
常
底
ｌ
西
田
哲
学
の
「
宗
教
」
理

解
に
つ
い
て
」
、
『
没
後
五
十
年
記
念
論
文
集
西
田
哲
学
』
（
創
文
社
、

一
九
九
四
年
）
、
三
六
七
’
八
頁
を
参
照
。

（
皿
）
上
田
閑
照
、
前
掲
書
、
三
六
八
頁
。

（
、
）
新
田
義
弘
著
・
拙
訳
「
西
田
哲
学
中
的
「
哲
学
遜
輯
」
ｌ
特
論

其
後
期
思
想
中
的
「
否
定
性
遜
輯
上
、
『
掲
諦
』
第
五
期
（
二
○
○
三
年

六
月
）
、
二
四
八
頁
。
新
田
義
弘
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
哲
学
の
論
理
」

五
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ｌ
と
く
に
後
期
思
惟
に
お
け
る
「
否
定
性
」
の
論
理
」
、
上
田
閑
照
編
『
没

後
五
十
年
記
念
論
文
集
西
田
哲
学
』
（
創
文
社
、
一
九
九
四
年
）
、
三
七
頁
。

（
Ｂ
）
新
田
義
弘
著
・
拙
訳
、
前
掲
論
文
、
二
四
八
頁
。
新
田
義
弘
、
前

掲
文
章
、
三
七
頁
。
新
田
氏
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
考
察
に
つ
い
て
、
氏

の
『
現
象
学
と
近
代
哲
学
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
脚
）
浅
見
洋
『
二
人
称
の
死
ｌ
西
田
・
大
拙
・
西
谷
の
思
想
を
め
ぐ
っ

て
』
（
春
風
社
、
二
○
○
三
年
）
、
八
四
’
八
八
頁
を
参
照
。

（
崎
）
藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
１
１
生
き
る
こ
と
と
哲
学
』
（
岩
波
櫓
店
、

二
○
○
七
年
）
、
一
五
七
頁
。

（
随
）
小
坂
国
継
、
前
掲
書
、
二
三
一
頁
を
参
照
。

（
”
）
溌
籍
晦
『
絶
対
与
円
融
ｌ
仏
教
思
想
論
集
』
（
台
北
叩
東
大
図
書

公
司
、
一
九
八
九
年
）
、
三
四
○
頁
以
降
を
参
照
。

（
肥
）
黄
文
宏
「
西
田
幾
多
郎
與
熊
十
力
」
、
『
清
華
學
報
』
新
三
十
七
巻

第
二
期
（
二
○
○
七
年
十
二
月
）
。

西
田
幾
多
郎
の
宗
教
的
世
界
の
論
理
ｌ
新
儒
家
の
宗
教
観
と
の
比
較
を
兼
ね
て
ｌ
〔
黄
〕

（
旧
）
「
縦
貫
縦
謂
」
は
新
儒
家
の
学
者
牟
宗
三
の
哲
学
の
言
葉
で
あ
る
。

そ
れ
の
反
対
の
言
葉
は
「
縦
者
横
講
」
で
あ
る
。
簡
潔
に
い
え
ば
、
「
縦
貫
」

と
い
う
言
葉
は
無
限
な
る
智
心
（
天
道
、
良
知
、
天
命
な
ど
）
が
上
よ
り

下
へ
と
直
ち
に
貫
い
て
万
物
を
あ
ま
ね
く
創
生
す
る
こ
と
を
指
す
。
そ
う

し
た
「
創
生
」
の
観
点
か
ら
天
命
の
運
行
と
万
物
の
生
成
と
存
在
の
理
と

の
論
理
を
説
明
す
る
こ
と
が
「
縦
調
」
で
あ
る
。
こ
の
「
縦
貫
縦
調
」
は

熊
十
力
の
哲
学
に
お
け
る
本
体
宇
宙
論
の
考
え
方
に
由
来
し
て
い
る
。
「
縦

者
横
講
」
は
「
創
生
」
を
語
ら
ず
、
た
だ
平
面
的
に
一
切
法
の
存
在
を
説

明
す
る
の
み
で
あ
る
。
牟
宗
三
の
哲
学
か
ら
見
れ
ば
、
仏
教
と
道
家
が
「
創

生
」
を
論
じ
な
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
無
限
な

る
智
心
（
究
極
の
実
在
）
が
「
創
生
」
の
意
義
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
儒
釈
道
は
み
な
円
教
に
属
し
て
い
る
の
だ
が
、
た
だ

儒
家
だ
け
は
「
縦
貫
縦
講
」
に
属
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
た
だ
儒
家

の
み
が
真
の
円
教
で
あ
り
、
こ
こ
に
儒
家
の
す
ぐ
れ
た
点
が
あ
る
。

五
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