
下
村
寅
太
郎
は
、
西
田
幾
多
郎
、
田
辺
元
の
下
で
哲
学
を
学
ん
だ
京
都
学
派
の
思
想
家
の
一
人
で
あ
る
。
一
九
三
○
年
代
か
ら
四
○
年
代

に
か
け
て
の
彼
の
初
期
の
思
索
は
、
京
都
学
派
の
思
想
的
遺
産
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
主
に
科
学
哲
学
や
数
理
哲
学
の
領
域
で
展
開
さ
れ
た
。

そ
れ
ら
の
思
索
は
、
「
精
神
史
」
と
い
う
独
自
の
方
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
従
来
の
科
学
史
・
数
学
史
は
、
「
科
学
」
や
「
数
学
」
と
い
う

学
問
領
域
の
存
在
を
前
提
し
て
お
り
、
「
科
学
」
や
「
数
学
」
と
い
う
営
み
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問

、
、

う
こ
と
は
な
い
の
に
対
し
て
、
下
村
は
、
「
科
学
の
歴
史
」
で
は
な
く
、
「
科
学
へ
の
歴
史
」
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
「
科
学
」
と

い
う
営
み
を
形
成
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
精
神
」
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
（
［
一
・
三
一
四
］
参
照
）
。
「
精
神
史
と
し
て

の
科
学
史
」
と
は
そ
う
し
た
試
み
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
は
、
近
代
科
学
が
追
究
し
て
き
た
「
客
観
的
真
理
」
が
、
歴
史
的
・
社
会
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
実
証
的
文
献
学
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
下
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号

下
村
寅
太
郎
の
科
学
的
認
識
論

１
１
表
現
作
用
と
し
て
の
「
実
験
的
認
識
」
に
つ
い
て
Ｉ

は
じ
め
に

城
阪
真
治

五
四



こ
こ
に
出
て
く
る
「
精
神
」
と
は
、
「
学
の
理
念
」
を
形
成
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
か
え
っ
て
み
ず
か
ら
の
性
格
を
形
作
る
も
の
で
あ
り
、

歴
史
を
貫
い
て
存
在
す
る
実
体
な
ど
で
は
な
い
。
実
体
と
し
て
の
「
精
神
」
が
、
お
の
お
の
の
時
代
の
歴
史
的
・
社
会
的
状
況
に
応
じ
た
「
学

知
」
を
産
み
落
と
し
て
ゆ
く
と
い
っ
た
歴
史
的
相
対
主
義
は
、
下
村
の
「
精
神
史
と
し
て
の
科
学
史
」
に
は
無
縁
で
あ
る
。
「
精
神
史
と
し

て
の
科
学
史
」
は
、
ョ
ｉ
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
学
の
理
念
」
が
ど
の
よ
う
に
見
い
だ
さ
れ
、
追
究
さ
れ
て
き
た
の
か
、
と
り
わ
け
、
「
客
観

と
し
て
の
自
然
」
を
把
握
す
る
と
い
う
近
代
科
学
の
理
念
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
科
学
を
形

成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
性
格
を
形
作
っ
て
き
た
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
「
精
神
」
を
「
自
覚
」
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
下
村
の
「
精
神
史
と
し
て
の
科
学
史
」
の
研
究
の
中
で
、
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
と
い
う
理
念
と
、
そ
れ
を
「
認
識
」
す
る
「
精
神
」

の
形
成
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
そ
の
際
、
近
代
科
学
に
お
け
る
学
問
性
を
典
型
的
に
示
し

て
い
る
と
下
村
が
考
え
て
い
た
「
実
験
的
認
識
」
に
関
す
る
彼
の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
上
の
課
題
に
対
す
る
答
え
を
見
い
だ
し
た
い
。

人
類
が
高
度
な
科
学
を
手
に
し
た
今
日
で
も
、
世
界
に
は
私
た
ち
の
理
解
を
超
え
た
出
来
事
が
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
出
来
事

の
例
と
し
て
、
天
気
予
報
が
し
ば
し
ば
的
中
し
な
い
こ
と
や
、
天
変
地
異
が
突
如
と
し
て
生
じ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
だ
が
今
日
で
は
、

そ
れ
ら
は
私
た
ち
に
は
予
知
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
偶
然
で
は
な
く
何
等
か
の
ま
さ
に
然
か
あ
る
べ
き
法
則

科
学
史
の
第
一
の
問
題
は
科
学
を
形
成
す
る
精
神
の
自
覚
で
あ
る
。
科
学
を
形
成
す
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
を
自
覚
す
る
精
神
の
展
開

で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
形
成
さ
れ
た
科
学
の
歴
史
で
は
な
く
し
て
、
科
学
そ
の
も
の
の
生
成
で
あ
る
。
［
一
・
三
一
三
’
四
］
（
‐
）

下
村
寅
太
郎
の
科
学
的
認
識
論
〔
城
阪
〕

一
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
の
発
見

五
五



客
観
と
し
て
の
自
然
の
認
識
は
、
主
観
の
内
的
原
理
で
あ
る
理
性
に
で
は
な
く
、
外
界
の
現
象
を
受
容
す
る
感
性
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
、
外
的
実
在
の
認
識
は
主
体
の
理
性
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
と
す
る
合
理
主
義
の
立
場
は
否
定
さ
れ
、
非
理
性
的
な
感
性
に

的
原
因
の
存
し
た
こ
と
を
我
々
は
実
際
上
疑
っ
て
は
い
な
い
」
［
一
・
四
五
］
と
下
村
は
言
う
。
こ
こ
に
は
、
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
の
理

解
が
私
た
ち
の
内
に
根
づ
い
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
を
発
見
し
、
近
代
の
自
然

科
学
を
形
成
し
た
の
が
、
「
近
代
精
神
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
自
然
科
学
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
特
色
を
顕
わ
に
し
た
も
の

が
近
代
あ
る
い
は
近
代
精
神
な
の
で
あ
る
」
［
一
・
四
五
］
と
言
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
近
代
精
神
の
特
色
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
近
代

精
神
の
性
格
を
決
定
づ
け
た
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
、

近
世
に
お
い
て
「
自
然
」
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
主
観
」
に
対
す
る
「
客
観
」
で
あ
っ
た
。
「
こ
こ
で
は
自
然
は
外
的
な
る
も
の
で
あ
る
。

、
、
、

、
、

客
観
と
し
て
の
自
然
は
外
な
る
自
然
で
あ
る
。
内
的
な
る
も
の
ｌ
精
神
に
対
立
す
る
外
的
な
る
も
の
ｌ
物
体
で
あ
る
」
［
一
・
五
二
］
。

こ
う
し
た
外
的
な
「
自
然
」
の
形
成
は
、
同
時
に
そ
れ
と
対
立
す
る
内
的
な
「
精
神
」
の
形
成
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
『
省

察
』
の
根
本
問
題
の
一
つ
は
、
精
神
を
物
体
か
ら
引
き
離
す
こ
と
で
あ
っ
た
（
２
）
。
彼
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
、
精
神
を
「
霊
魂
」
と
呼
ば
れ

る
実
体
と
み
な
す
中
世
的
な
思
考
か
ら
、
「
精
神
」
を
内
的
な
意
識
の
状
態
と
み
な
す
近
世
的
な
思
考
へ
の
移
行
が
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

私
た
ち
の
意
識
と
対
立
す
る
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
は
、
い
っ
さ
い
の
内
的
な
本
質
を
捨
象
し
た
単
な
る
「
物
体
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
哲
学
で
問
題
と
さ
れ
た
内
的
な
「
本
質
」
は
存
在
し
な
い
。
単
な
る
「
物
体
」
と
し
て
の
自
然
は
「
延
長
」
と
呼

ば
れ
る
量
的
規
定
し
か
も
た
ず
、
単
に
機
械
論
的
に
考
察
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
物
体
そ
の
も
の
に
属
す
る
「
第
一
性
質
」
と
、
私
た
ち
の

意
識
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
「
第
二
性
質
」
を
区
別
し
、
前
者
に
の
み
客
観
性
を
認
め
る
発
想
が
生
ま
れ
た
。

だ
が
下
村
に
よ
れ
ば
、
近
世
的
な
「
主
観
」
の
概
念
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
を
誰
よ
り
も
は
っ
き
り
と
示

だ
が
下
村
に
よ
れ
ば
、
近
皿

し
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
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依
拠
す
る
経
験
論
の
立
場
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
そ
の
経
験
論
は
主
観
的
経
験
論
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
立
場
は
「
超
越
論
的

観
念
論
」
に
し
て
「
経
験
的
実
在
論
」
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
下
村
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

こ
こ
で
下
村
は
、
カ
ン
ト
の
「
意
識
一
般
」
は
、
「
客
観
」
と
並
び
立
つ
よ
う
な
対
象
的
存
在
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
「
主
観
」
は
「
物
」

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
経
験
的
に
認
識
さ
れ
る
も
の
は
「
自
然
」
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
認
識
の
対
象
を
「
客
観
」

に
限
定
す
る
こ
と
で
、
「
客
観
」
で
は
な
く
「
主
観
」
に
関
し
て
「
形
而
上
学
」
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
を
も
確
立
し
た
と
下
村
は
考
え

、
、

、
、

て
い
る
。
「
近
世
的
な
自
然
概
念
の
自
覚
と
そ
れ
に
よ
る
自
然
の
超
越
に
よ
っ
て
、
近
世
的
自
然
「
科
学
」
の
確
立
と
精
神
の
「
形
而
上
学
」

の
形
成
と
を
同
時
に
準
備
し
た
も
の
は
、
カ
ン
ト
の
先
験
哲
学
で
あ
る
」
［
一
・
五
七
］
。

カ
ン
ト
の
道
徳
形
而
上
学
は
実
践
の
領
域
に
お
い
て
成
り
立
つ
。
実
践
的
存
在
と
は
「
自
由
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
も
の
の
す
べ
て
」
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
な
す
べ
き
が
故
に
な
し
能
う
」
こ
と
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
客
観
と
し
て
「
あ
る
」
存
在
に
対
し

て
、
「
働
く
」
主
体
で
あ
る
と
下
村
は
言
う
（
［
一
・
五
七
－
五
八
］
参
照
）
。
こ
う
し
て
、
客
観
と
し
て
の
実
在
の
認
識
を
め
ざ
す
「
自
然
科

カ
ン
ト
の
「
意
識
一
般
」
は
、
そ
れ
自
身
あ
く
ま
で
対
象
化
さ
れ
得
ず
、
却
っ
て
一
切
の
存
在
を
対
象
と
す
る
所
の
主
観
で
あ
る
。

そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
対
象
的
な
存
在
で
は
な
い
。
そ
れ
は
も
は
や
物
で
は
な
い
。
か
か
る
主
観
に
対
立
す
る
客
観
が

、
、

、
、
、

一
般
に
自
然
と
呼
ば
れ
る
。
自
然
は
こ
こ
に
外
的
な
実
在
的
存
在
一
般
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
。
自
然
は
こ
こ
に
完
全
に
積
極
的

、
、

な
存
在
と
な
る
。
カ
ン
ト
の
先
験
的
観
念
論
が
自
然
を
現
象
で
あ
る
と
い
う
の
は
決
し
て
こ
れ
を
仮
象
で
あ
る
と
す
る
の
で
は
な
い
。

、
、
、

た
だ
自
然
が
意
識
に
対
す
る
自
然
で
あ
り
、
そ
の
限
り
意
識
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
に
止
ま
る
。
カ
ン
ト
の
先
験
的
観
念
論

は
経
験
的
実
在
論
の
認
織
論
で
あ
る
。
［
一
・
五
三
］

下
村
寅
太
郎
の
科
学
的
鵠
職
論
〔
城
阪
〕

五
七



科
学
は
、
哲
学
か
ら
の
分
離
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
と
い
う
領
域
の
内
に
自
覚
的
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
お
い
て
、

哲
学
か
ら
独
立
し
、
み
ず
か
ら
の
領
域
を
確
定
し
た
。
反
対
か
ら
言
え
ば
、
存
在
の
特
殊
な
あ
り
方
と
し
て
の
「
自
然
」
の
概
念
が
成
立
し

て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
哲
学
か
ら
独
立
し
た
「
科
学
」
は
生
ま
れ
な
い
。

下
村
は
、
近
代
科
学
に
お
け
る
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
の
確
立
に
至
る
経
緯
を
、
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
彼
は
、
「
自

然
科
学
」
と
い
う
学
の
営
み
や
そ
こ
で
探
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
自
然
」
の
概
念
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、

そ
の
形
成
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
が
「
精
神
史
」
の
課
題
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
学
的
普
遍
性
や
科
学
的
真
理
で
さ
え
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
・
社
会
的
状
況
の
中
で
構
成
さ
れ
た
恋
意
的
な
規
約
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
議
論
と
は
は
っ
き
り
と
一
線
を
画
し

学
」
の
立
場
と
、
実
践
的
主
体
の
自
己
決
定
を
扱
う
「
形
而
上
学
」
の
立
場
が
、
相
互
に
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
相
互
に
形
成
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

、
、

、
、

自
然
科
学
は
単
に
事
実
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
な
く
正
に
歴
史
的
に
生
成
し
た
。
…
…
今
日
の
自
然
科
学
に
お
い
て
は
哲
学
と
の

分
離
が
既
に
古
く
、
す
で
に
確
定
的
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
し
か
し
科
学
は
果
し
て
真
に
哲
学
か
ら
独
立
で
あ
る
か
。
科
学
が
前
提
し
、

そ
れ
の
上
に
お
い
て
科
学
が
成
立
す
る
根
本
原
理
や
基
礎
概
念
…
…
は
、
科
学
自
身
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
し
か

、
、
、

し
ま
た
単
に
任
意
的
の
も
の
で
も
な
く
、
実
際
上
一
定
の
哲
学
を
予
想
し
て
い
る
。
…
…
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
科
学
が
哲
学
か

ら
独
立
し
自
由
で
あ
る
か
の
ど
と
く
見
え
る
の
は
、
そ
の
基
礎
概
念
や
原
理
が
自
明
の
如
く
確
信
せ
ら
れ
、
事
実
に
お
い
て
保
証
さ

れ
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
の
自
明
性
や
保
証
は
か
つ
て
哲
学
に
よ
っ
て
努
力
し
て
よ
う
や
く
狸
得
さ
れ
た
所
の
も
の

に
外
な
ら
ぬ
。
「
事
実
に
就
く
」
と
い
う
如
き
こ
と
す
ら
「
戦
い
取
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。
［
一
・
六
○
］

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号

五
八



近
代
に
お
い
て
始
め
て
そ
の
理
念
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
は
、
主
観
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
非
合
理
的
な
存

在
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
主
観
の
「
内
」
な
る
理
性
の
原
理
に
基
づ
い
て
、
「
外
」
な
る
客
観
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

客
観
的
自
然
と
主
観
的
認
識
と
の
間
に
「
類
似
性
」
が
存
せ
ず
、
主
観
と
自
然
と
は
ま
っ
た
く
異
質
的
で
あ
る
以
上
、
自
然
を
「
模
写
」
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
の
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
下
村
は
、
客
観
的
実
在
の
内
に
成
立
し
て
い
る
関
係
は
、
「
記
号
」
に
よ
っ

て
対
応
的
に
捉
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
言
う
。
こ
こ
で
彼
は
、
「
模
像
」
と
「
記
号
」
の
区
別
を
導
入
す
る
。
「
模
像
」
は
対
象
に
「
類

似
」
し
て
お
り
、
対
象
の
あ
り
か
た
を
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
記
号
」
は
私
た
ち
が
自
由
に
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

客
観
的
実
在
の
中
に
成
立
し
て
い
る
不
変
的
な
構
造
を
、
間
接
的
・
対
応
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
記
号
」
に
よ
っ
て
客
観
の
中
に

存
す
る
普
遍
的
法
則
性
を
対
応
的
に
示
す
こ
と
が
、
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
の
認
識
で
あ
る
。

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
議
論
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
下
村
が
め
ざ
し
た
の
は
、
「
近
代
科
学
」
に
お
い
て
追
究
さ
れ
て
い
る
「
学

問
」
の
理
念
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
み
ず
か
ら
を
形
作
っ
て
き
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
と
い
う
理
念
が
私
た
ち
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
と
相
即
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

記
号
的
数
学
に
よ
る
客
観
の
規
定
は
直
接
的
に
客
観
の
模
像
た
る
こ
と
を
断
念
し
、
も
っ
ぱ
ら
対
象
と
の
対
応
性
の
定
立
を
期
す
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
客
観
認
識
は
主
観
の
自
由
な
構
成
に
基
づ
き
な
が
ら
し
か
も
そ
れ
を
越
え
た
一
義
的
な
法
則
性
の
形
成
で
あ

下
村
寅
太
郎
の
科
学
的
認
織
論
〔
城
阪
〕

二
客
観
の
表
現
と
し
て
の
「
記
号
的
認
識
」

五
九



下
村
の
こ
う
し
た
考
え
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
近
世
哲
学
の
「
観
念
」
に
つ
い
て
の
理
説
、
と
り
わ
け
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
そ
れ
で
あ
る
。

近
世
哲
学
に
お
け
る
「
観
念
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」
に
由
来
す
る
概
念
で
あ
る
。
た
だ
し
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ

デ
ア
」
は
、
単
な
る
心
的
存
在
で
は
な
く
、
感
覚
を
超
え
た
永
遠
不
変
の
形
相
を
意
味
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
近
世
哲
学
の
祖
デ
カ
ル
ト
は
、
「
観

念
（
匡
舟
）
」
を
、
ヨ
ギ
ト
」
に
よ
っ
て
思
考
さ
れ
る
対
象
と
し
て
規
定
し
、
「
私
」
の
心
の
内
に
位
置
づ
け
た
。
以
後
「
観
念
」
を
神
の
内

の
範
型
で
は
な
く
人
間
の
心
的
状
態
と
み
な
す
考
え
方
は
、
デ
カ
ル
ト
派
の
ア
ル
ノ
ー
や
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
ロ
ッ
ク
な
ど
に
受
け
継
が
れ

て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
、
観
念
を
人
間
精
神
の
内
に
位
置
づ
け
、
魂
の
属
性
な
い
し
変
容
と
し
て
理
解
し
た
。
こ
う
し
た
、
観
念
を

心
理
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
観
念
は
、
個
別
的
・
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
「
観
念
」
と
は
感
覚
か
ら
離
れ
た
純
粋
な
知
性
的
思
惟
の
対
象
だ
と
考
え
た
。
「
観
念
」
は
、
私
た

ち
の
知
覚
作
用
や
知
覚
対
象
と
い
っ
た
一
時
的
・
個
別
的
な
も
の
で
は
な
く
、
永
遠
的
・
不
変
的
な
性
格
を
も
つ
。
そ
の
よ
う
な
「
観
念
」
は
、

私
た
ち
の
心
の
内
に
で
は
な
く
、
神
の
内
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
何
か
を
知
覚
す
る
と
き
、
私
た
ち
の
精
神
は
、
神
の
内

に
あ
る
永
遠
不
変
の
「
観
念
」
と
内
的
に
結
び
つ
く
と
さ
れ
る
。
知
覚
と
は
「
神
の
内
に
お
い
て
観
念
を
認
識
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
知
覚

に
お
い
て
本
質
的
な
の
は
「
神
の
内
な
る
観
念
」
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
の
知
覚
作
用
や
知
覚
対
象
と
い
っ
た
一
時
的
・
個
別
的
な
も
の
は
単

な
る
「
機
会
原
因
」
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ュ
の
「
観
念
」
理
解
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
観
念
」
か
ら
、
ふ
た
た
び
プ
ラ
ト

ン
の
「
イ
デ
ア
」
へ
と
引
き
返
し
た
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
（
３
）
。

以
上
の
よ
う
な
「
観
念
」
を
め
ぐ
る
立
場
の
相
違
か
ら
、
ア
ル
ノ
ー
と
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ュ
の
間
に
瞼
争
が
生
じ
た
。
そ
こ
へ
、
両
者
を
調

る
。
主
観
を
通
し
て
の
客
観
の
認
識
で
あ
る
。
主
観
の
相
対
性
を
通
し
て
の
絶
対
的
な
客
観
の
認
識
で
あ
る
。
可
変
者
に
お
け
る
不

変
者
が
客
観
で
あ
る
。
客
観
と
は
客
観
性
で
あ
る
。
［
一
・
一
○
八
］

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号

六
○



ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
観
念
の
対
象
と
な
る
事
実
そ
の
も
の
に
真
理
を
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
て
「
観
念
の
対
象
の
間
の
関
係
の
う
ち
に

真
理
を
位
置
づ
け
る
ほ
う
が
よ
い
」
（
６
）
と
い
う
考
え
を
示
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
議
論
を
続
け
て
い
る
。
「
こ
の
関
係
は
…
…
神
や
天
使

を
含
め
て
私
た
ち
に
共
通
な
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
神
が
私
た
ち
に
真
理
を
示
す
と
き
、
私
た
ち
は
神
の
知
性
の
う
ち
に
あ
る
真
理
を
獲

得
す
る
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
神
の
も
つ
観
念
と
私
た
ち
の
も
つ
観
念
と
の
間
に
は
、
完
全
性
と
拡
が
り
に
関
し
て
無
限
の
差
異
が
あ
る

と
は
い
え
、
そ
の
同
一
の
関
係
に
お
い
て
一
致
す
る
こ
と
は
常
に
真
実
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
関
係
に
こ
そ
真
理
を
位
置
づ
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
（
７
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
関
係
の
一
致
が
私
た
ち
の
観
念
に
よ
っ
て
「
表
現
（
表
出
）
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
「
記
号
的
認
識
」
と
呼
ぶ
（
８
）
。

下
村
は
、
以
上
の
よ
う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
「
観
念
」
に
関
す
る
思
想
を
、
先
ほ
ど
見
た
模
像
と
記
号
の
区
別
に
言
及
し
な
が
ら
次
の
よ

う
に
敷
術
し
て
い
る
。
「
記
号
が
対
象
の
模
像
で
な
く
、
§
詠
い
ｇ
冨
号
ロ
ー
表
現
の
性
格
を
も
つ
こ
と
は
、
実
は
記
号
に
止
ま
ら
ず
、
我
々

す
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ブ

そ
な
わ
っ
た
能
力
で
あ
る
。

停
す
る
よ
う
な
あ
ら
た
な
「
観
念
」
の
理
解
を
た
ず
さ
え
て
登
場
し
た
の
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
『
形
而
上
学
叙
説
』

（
一
六
八
六
年
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
実
際
に
わ
れ
わ
れ
の
魂
は
、
な
に
か
本
性
と
か
形
相
と
か
い
う
も
の
を
考
え
る
機
会
が

く
る
と
、
そ
れ
を
思
い
起
こ
す
と
い
う
性
質
を
常
に
自
分
の
内
に
も
っ
て
い
る
。
何
ら
か
の
本
性
と
か
形
相
と
か
本
質
を
表
出
し
て
い
る
と

い
う
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
も
つ
こ
の
性
質
が
、
本
当
の
意
味
で
事
物
の
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
…
…
そ
れ
を
考
え
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
常

に
我
々
の
内
に
あ
る
」
（
４
）
。
こ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
私
た
ち
の
精
神
の
内
に
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
本
性
や
形
相
を
表
現
す
る
「
能
力
」

が
「
観
念
」
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
提
出
し
て
い
る
（
５
）
。
つ
ま
り
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
ア
ル
ノ
ー
や
ロ
ッ
ク
と
同
じ
く
、
観
念
を
人
間
精

神
の
内
に
位
置
づ
け
る
が
、
ロ
ッ
ク
の
よ
う
な
心
理
的
な
経
験
論
を
退
け
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
と
も
に
観
念
の
不
変
性
・
合
理
性
を
擁
護

す
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
「
観
念
」
と
は
、
普
遍
的
な
本
質
な
い
し
形
相
を
「
志
向
」
し
「
表
現
」
す
る
、
私
た
ち
自
身
の
内
に

下
村
寅
太
郎
の
科
学
的
認
識
論
〔
城
阪
〕

一
ハ
ー



レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
手
記
に
、
「
経
験
（
実
験
）
は
け
っ
し
て
欺
か
な
い
。
我
々
を
欺
く
の
は
我
々
の
判
断
で
あ
る
、
そ
れ

の
権
限
外
に
あ
る
事
物
を
約
束
す
る
か
ら
で
あ
る
」
、
「
一
般
的
法
則
と
す
る
前
に
、
再
三
実
験
に
よ
っ
て
そ
れ
を
吟
味
せ
よ
、
そ
し
て
経
験

が
同
じ
結
果
を
生
じ
る
か
否
か
を
見
よ
」
と
書
き
と
め
た
。
ま
た
、
「
実
験
的
哲
学
の
父
」
ガ
リ
レ
イ
は
、
「
真
の
哲
学
の
書
は
自
然
の
書
で

あ
る
」
と
述
べ
た
と
い
う
（
［
一
・
六
二
］
参
照
）
。

下
村
は
、
こ
う
し
た
近
世
科
学
の
父
祖
た
ち
に
見
ら
れ
る
「
実
証
主
義
」
的
態
度
は
、
「
彼
ら
の
自
然
に
対
す
る
敬
度
」
［
一
・
六
三
］
の

表
明
で
あ
る
と
考
え
る
。
近
代
科
学
の
先
駆
者
た
ち
は
、
ス
コ
ラ
の
権
威
に
し
た
が
う
の
で
は
な
く
、
客
観
と
し
て
の
「
自
然
」
そ
の
も
の

の
「
観
念
」
の
性
格
で
あ
る
。
観
念
は
事
物
の
映
像
…
…
で
な
く
表
出
（
の
×
胃
冒
の
厨
）
す
る
も
の
で
あ
る
」
［
一
・
三
七
五
］
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ッ
の
「
観
念
」
は
、
精
神
の
「
内
」
な
る
能
力
で
あ
り
な
が
ら
、
個
別
的
・
一
時
的
な
心
的
作
用
や
心
的
対
象
で
は
な
く
、
精
神
に
と
っ
て
「
外
」

な
る
客
観
的
実
在
の
本
質
を
「
表
現
」
す
る
。
下
村
は
こ
の
よ
う
な
観
念
の
あ
り
方
を
、
簡
潔
に
「
他
を
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
を

表
出
す
る
こ
と
」
（
９
）
と
言
い
表
し
て
い
る
。

下
村
は
、
表
現
能
力
と
し
て
の
「
観
念
」
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
思
想
を
援
用
し
つ
つ
、
近
代
科
学
の
方
法
で
あ
る
「
記
号
的
認
識
」
が
、

ま
さ
に
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
表
現
」
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
近
代
科
学
に
お
け
る
実
在
と
は
、
私
た
ち
の
「
内
」

な
る
心
的
存
在
で
は
な
く
、
「
外
」
な
る
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
認
識
に
お
い
て
、
客
観
的
実
在
を
「
志
向
」
し
、

客
観
的
実
在
の
中
で
成
立
し
て
い
る
実
在
相
互
の
普
遍
的
・
法
則
的
な
関
係
を
「
表
現
」
す
る
。
こ
う
し
た
私
た
ち
の
表
現
能
力
の
使
用
に

基
づ
い
て
、
「
客
観
に
つ
い
て
の
認
識
」
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号

三
実
証
主
義
の
批
判

｛
ハ
ー
ー



と
こ
ろ
が
一
九
世
紀
に
な
っ
て
、
外
界
の
存
在
を
認
め
る
「
実
在
論
」
を
廃
棄
す
る
新
し
い
「
実
証
主
義
」
が
、
マ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
提
唱

さ
れ
た
（
叩
）
。
下
村
は
、
論
文
「
新
物
理
学
的
自
然
像
に
お
け
る
実
証
主
義
」
（
一
九
三
三
年
）
の
中
で
、
元
来
の
近
代
科
学
に
そ
な
わ
っ

て
い
た
「
実
証
主
義
」
の
「
精
神
」
を
掘
り
起
こ
し
な
が
ら
、
マ
ッ
ハ
の
実
証
主
義
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

マ
ッ
ハ
は
、
外
的
・
客
観
的
な
物
理
的
実
在
を
認
め
ず
、
色
、
香
り
、
音
、
寒
暖
の
感
覚
、
さ
ら
に
圧
覚
、
空
間
感
覚
（
形
や
大
き
さ
の
感
覚
）
、

時
間
感
覚
と
い
っ
た
感
覚
的
所
与
だ
け
を
世
界
の
構
成
的
要
素
と
し
て
認
め
る
感
覚
的
一
元
論
の
立
場
を
標
傍
す
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
要

に
就
く
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
自
己
の
内
面
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
権
威
か
ら
解
放
さ
れ
、
客
観
と
し
て
の
「
自
然
」
そ
の

も
の
に
問
い
か
け
た
。
そ
の
た
め
の
方
法
が
「
実
験
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
自
然
を
自
然
の
立
場
か
ら
認
識
す
る
に
は
自
然
を
自
然
に
よ
っ

、
、

て
規
定
せ
し
め
る
方
法
ｌ
す
な
わ
ち
実
験
の
外
に
な
い
。
実
験
は
客
観
に
お
け
る
客
観
に
よ
る
認
識
で
あ
る
。
物
に
よ
る
物
の
認
識
で
あ

る
」
［
一
・
六
五
’
六
］
・
目
的
論
的
考
察
は
、
主
観
の
立
場
か
ら
の
理
解
が
入
り
込
む
た
め
に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
客
観
と

し
て
の
自
然
」
を
探
究
す
る
「
近
代
科
学
」
と
い
う
営
み
は
、
こ
う
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

「
実
証
主
義
」
は
、
古
代
・
中
世
の
学
問
に
対
す
る
近
代
科
学
の
方
法
の
特
徴
で
あ
る
。
古
代
の
学
問
に
お
け
る
「
学
問
性
」
と
は
、
ロ

ゴ
ス
に
よ
る
論
証
性
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
公
共
的
な
承
認
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て
は
、
理
性

と
神
的
権
威
の
調
和
的
整
合
が
学
的
真
理
と
し
て
追
究
さ
れ
た
。
近
代
科
学
の
方
法
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
と
き
わ
だ
っ
た
対
照
を
示
し
て
い

、
、
、

る
。
「
近
世
の
科
学
は
そ
の
学
問
性
を
公
共
性
や
整
合
性
に
お
い
て
で
な
く
、
客
観
性
に
お
い
て
認
め
る
。
論
証
で
な
く
実
証
を
そ
の
方
法

と
す
る
。
実
証
は
客
観
に
お
け
る
、
客
観
に
よ
る
証
明
で
あ
る
」
［
一
・
六
四
］
。

内
的
に
確
信
さ
れ
る
権
威
で
は
な
く
、
外
的
な
「
実
在
」
と
し
て
の
自
然
に
し
た
が
お
う
と
す
る
の
が
、
近
代
の
「
実
証
主
義
」
的
態
度

で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
「
実
証
主
義
」
の
精
神
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
が
発
見
さ

れ
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

下
村
寅
太
郎
の
科
学
的
認
織
輪
〔
城
阪
〕

一
ハ
ー
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素
は
、
主
観
的
心
象
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
覚
的
所
与
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
主
観
的
で
も
客
観
的
で
も
な

い
中
性
的
な
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
思
惟
経
済
の
法
則
に
従
っ
て
一
定
の
関
係
の
中
で
連
結
さ
れ
る
こ
と
で
、
通
常
の
自
然
科
学
に
お

い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
物
理
的
実
在
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

下
村
は
、
こ
う
し
た
マ
ッ
ハ
の
思
想
に
お
い
て
は
「
た
ん
に
内
的
あ
る
い
は
内
在
的
な
る
も
の
（
感
覚
）
の
み
が
９
，
蔵
ぐ
①
と
し
て
要
求

さ
れ
る
」
［
二
・
四
二
］
と
述
べ
て
い
る
。
マ
ッ
ハ
の
感
覚
要
素
が
、
単
に
主
観
的
と
い
う
意
味
で
の
「
内
的
」
な
る
も
の
で
は
な
く
、

主
客
分
離
以
前
の
中
性
的
な
要
素
だ
と
い
う
こ
と
は
、
む
ろ
ん
下
村
も
知
っ
て
い
る
。
彼
が
指
摘
す
る
の
は
、
マ
ッ
ハ
が
「
感
覚
を
以
て
世

界
の
「
要
素
」
と
し
、
要
素
の
複
合
の
外
に
積
極
的
に
「
外
界
」
〔
が
存
在
す
る
こ
と
〕
を
否
認
」
［
二
・
四
二
］
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
感
覚
要
素
と
そ
れ
ら
を
結
合
す
る
「
何
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
主
観
の
能
動
的
活
動
」
を
、
科
学
的
な
自
然
理

解
の
本
質
と
み
な
す
マ
ッ
ハ
の
「
科
学
あ
る
い
は
科
学
的
方
法
は
意
味
を
な
さ
な
い
」
［
二
・
四
二
］
と
批
判
す
る
。
彼
は
そ
の
理
由
を
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

下
村
の
批
判
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

マ
ッ
ハ
は
、
感
覚
要
素
か
ら
な
る
直
接
的
事
実
の
世
界
を
、
次
の
よ
う
な
絵
で
表
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
外
的
実
在
と
し
て

の
「
私
の
身
体
」
や
「
長
椅
子
」
や
「
窓
」
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
要
素
が
一
定
の
仕
方
で
関
係
を
取
り

事
実
は
常
に
経
験
せ
ら
れ
た
る
事
実
で
あ
り
、
経
験
は
常
に
客
観
に
関
す
る
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
実
証
主
義
に
お
け
る
ｓ
い

ぎ
碗
冨
ぐ
①
は
た
ん
に
主
観
的
な
る
感
覚
に
あ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
か
え
っ
て
主
観
に
お
け
る
自
然
の
自
己
啓
示
で
あ
る
。
た
ん
に

内
的
あ
る
い
は
外
的
な
る
も
の
で
な
く
、
内
的
に
し
て
外
的
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
［
二
・
四
二
］
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の
窓
が
見
え
る
」
と
い
う
経
験
と
は
、
異
な
っ
た
経
験
内
容
を
意
味
し
て
お
り
、

マ
ッ
ハ
の
想
定
す
る
よ
う
な
人
物
は
、
前
者
の
経
験
し
か
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
（
皿
）
。
先
の
引
用
に
お
け
る
下
村
の
マ
ッ
ハ
批
判
の
焦
点

、
、
、
、
、
、

は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
「
経
験
は
常
に
客
観
に
関
す
る
経
験
」
で
あ
り
、
「
た
ん
に
主
観
的
な
る
感
覚
」
や
そ
の
結
合
体
な
ど
で
は
な
い
と

い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

外
的
な
自
然
に
つ
い
て
の
経
験
は
、
直
接
的
な
内
的
経
験
に
還
元
で
き
な
い
。
私
た
ち
は
経
験
に
お
い
て
、
外
的
実
在
を
「
志
向
」
し
「
表

現
」
し
て
い
る
。
私
た
ち
の
「
内
」
に
は
「
外
」
を
「
志
向
」
し
「
表
現
」
す
る
能
力
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ッ

ハ
の
想
定
す
る
よ
う
な
内
的
経
験
し
か
も
た
な
い
人
間
は
、
こ
う
し
た
外
的
実
在
を
「
表
現
」
す
る
能
力
を
欠
い
て
い
る
。
下
村
は
、
マ
ッ

ハ
の
実
証
主
義
に
お
け
る
「
表
現
」
の
不
在
を
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

下
村
寅
太
郎
の
科
学
的
認
識
論
〔
城
阪
〕

結
ぶ
こ
と
で
、
外
的
実
在
と
し
て
の
「
私
の
身
体
」
「
長
椅
子
」
「
窓
」
が
構
成

や
り
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
マ
ッ
ハ
の
主
張
で
あ
っ
た
。

鋤
》
た
な
い
人
物
を
考
え
て
み
よ
う
。
彼
は
、
他
の
人
か
ら
教
え
ら
れ
れ
ば
、
彼
自

こ
こ
で
マ
ッ
ハ
の
想
定
す
る
よ
う
な
、
感
覚
的
・
直
接
的
経
験
だ
け
し
か
も

ｅ
。
、

岬
吋
身
が
手
に
し
て
い
る
直
接
経
験
の
一
定
の
結
合
パ
タ
ン
が
、
彼
以
外
の
人
間
に

蝿
函
と
っ
て
の
「
（
外
界
の
）
窓
が
見
え
る
」
経
験
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ

“
率
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
彼
は
依
然
と
し
て
、
「
（
外
界
の
）
窓
が
見
え
る
」
と

ｃ
庇蹴
鮭
議
牌
羅
篭
溌
霊
舘
蕊
翠
繊

六
五



近
代
科
学
に
お
け
る
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
と
そ
の
学
的
認
識
の
理
念
は
、
近
世
哲
学
に
お
け
る
「
主
観
」
と
「
客
観
罠
あ
る
い
は
「
観

念
」
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
念
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
覚
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
。
「
観
念
」
と
は
、
「
外
」
な
る
客
観
的
実
在

を
志
向
・
表
現
す
る
私
た
ち
の
「
内
」
な
る
「
表
現
」
の
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

私
た
ち
の
認
識
は
、
外
的
実
在
で
あ
る
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
を
志
向
す
る
。
認
識
は
つ
ね
に
客
観
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
私
た
ち
の
認
識
を
正
当
化
す
る
の
は
、
意
識
の
「
内
」
な
る
明
証
性
な
ど
で
は
な
く
、
「
外
」
な
る
自
然
で
あ
る
。
外
的
な
自
然
が
、

認
識
の
正
し
さ
の
根
拠
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
、
私
た
ち
の
認
識
の
根
拠
と
な
る
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
が
、
そ
れ
を
志
向
・
表
現

、
、
、
、
、

す
る
私
た
ち
の
能
力
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
の
自
然
に
つ
い
て
の
認
識
に

お
い
て
、
外
的
な
世
界
の
存
在
が
単
に
「
要
請
」
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
、
ど
う
し
て
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

下
村
が
マ
ッ
ハ
批
判
の
議
論
の
中
で
鮮
や
か
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
私
は
長
椅
子
に
座
っ
て
い
る
」
と
い
う
知
覚
判
断
が
な
さ
れ
る
と
き

に
は
、
内
的
な
感
覚
与
件
が
一
定
の
結
合
パ
タ
ン
で
成
立
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
外
的
な
客
観
の
世
界
に
お
い
て
、
私
が
身
体
を
長
椅

子
に
横
た
え
て
い
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
私
た
ち
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
十
分
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
現
実
に
お
い
て
私
が
身
体
を
長
椅
子
に
横
た
え
て
い
る
と
い
う
出
来
事
が
、

（
私
の
感
官
を
刺
激
す
る
こ
と
な
ど
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
因
果
的
連
鎖
を
通
じ
た
働
き
か
け
に
よ
っ
て
）
先
の
知
覚
判
断
を
も
た
ら
し
て

い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
「
私
は
長
椅
子
に
座
っ
て
い
る
」
と
い
う
知
覚
判
断
が
成
立
し
て
い
る
と

き
に
客
観
に
お
い
て
私
が
身
体
を
長
椅
子
に
横
た
え
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
私
の
一
方
的
な
要
請
に
す
ぎ
な
い
こ

、
、
、
、

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
現
実
に
私
が
身
体
を
長
椅
子
に
横
た
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
私
は
長
椅
子
に
座
っ
て
い
る
」
と
い
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う
知
覚
判
断
が
成
立
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
を
志
向
し
表
現
す
る
能

力
が
、
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
の
内
に
根
づ
い
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

下
村
は
、
外
的
実
在
の
表
現
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
彼
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
問
題
を
、
カ
ン
ト

の
批
判
哲
学
の
内
に
認
め
、
そ
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

下
村
は
、
カ
ン
ト
哲
学
が
近
代
科
学
の
「
精
神
」
の
形
成
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
が
、
他
方
で
、
カ
ン
ト
の
哲
学
に

お
い
て
は
「
数
学
」
と
独
立
な
営
み
と
し
て
の
「
自
然
科
学
」
が
い
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
近
代
科
学
は
数
学
的
方
法
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
る
。
だ
が
、
明
ら
か
に
数
学
は
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
「
純

粋
思
惟
」
に
基
づ
く
と
下
村
は
い
う
。
「
純
粋
思
惟
」
と
は
、
客
観
な
い
し
自
然
か
ら
独
立
で
自
由
な
思
惟
で
あ
る
。
「
近
世
の
数
学
は
近
世

的
な
こ
の
純
粋
思
惟
に
お
い
て
成
立
す
る
。
数
学
は
し
た
が
っ
て
先
験
性
を
有
し
は
す
る
が
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
何
ら
客
観
的
実
在
性
を

も
た
ず
、
そ
の
限
り
単
に
主
観
的
で
あ
っ
て
、
単
に
可
能
性
ｌ
非
矛
盾
性
を
唯
一
の
制
約
と
し
て
成
立
す
る
」
［
一
・
六
七
］
・
他
方
、
自

然
認
識
は
感
性
的
経
験
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
数
学
と
自
然
科
学
の
あ
い
だ
に
直
接
的
な
つ
な
が
り
は
存
在
し
な
い

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
下
村
は
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
い
て
い
る
。

カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
、
い
ま
だ
数
学
は
自
然
性
を
含
ん
で
お
り
、
自
然
は
合
理
性
を
含
ん
で
い
る
。
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」

本
来
実
証
主
義
的
経
験
論
的
立
場
に
あ
る
自
然
科
学
に
本
来
先
験
的
な
数
学
の
適
用
が
予
め
可
能
と
さ
れ
、
む
し
ろ
必
然
的
と
さ
れ

て
い
る
の
は
ま
だ
実
証
主
義
は
徹
底
せ
ら
れ
ず
、
ま
だ
古
き
理
性
主
義
、
合
理
主
義
が
清
算
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の

予
定
調
和
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
科
学
の
客
観
性
も
ま
た
し
た
が
っ
て
真
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
［
一
・
六
七
］
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郎
の
科
学
的
認
餓
絵
〔
城
阪
〕
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の
、
主
観
に
よ
る
認
識
可
能
性
が
あ
ら
か
じ
め
前
提
さ
れ
、
あ
る
い
は
要
請
さ
れ
て
い
て
、
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
が
い
ま
だ
完
全
に
は

独
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
下
村
は
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
限
界
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
彼
の
カ
ン
ト
批
判
に
さ
ら

に
立
ち
入
っ
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

近
代
科
学
の
認
識
論
に
お
い
て
は
、
客
観
は
主
観
に
対
し
て
外
的
・
超
越
的
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
客
観
の
認
識
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
「
経

験
」
か
ら
主
観
的
要
素
を
で
き
る
か
ぎ
り
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
下
村
は
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
主

観
性
の
消
去
が
直
ち
に
客
観
性
の
増
進
で
あ
る
。
客
観
の
認
識
の
理
念
は
主
観
性
の
除
去
に
あ
り
、
主
観
性
の
除
去
が
直
ち
に
客
観
の
認
識

、
、
、

で
あ
る
」
［
一
・
一
○
こ
。
つ
ま
り
「
主
観
」
と
は
、
そ
れ
の
除
去
が
た
だ
ち
に
「
客
観
」
の
認
識
へ
の
接
近
に
な
る
よ
う
な
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
「
主
観
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
下
村
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
こ
の
立

、
、
、
、

、
、

、
、

、
、

場
に
お
い
て
は
主
観
は
も
は
や
そ
れ
自
身
に
お
い
て
存
在
す
る
物
で
な
く
、
単
な
る
意
識
で
あ
る
。
客
観
に
対
立
す
る
存
在
で
な
く
状
態
で

あ
る
」
［
一
・
一
○
一
］
。
こ
れ
は
、
近
代
科
学
の
認
識
論
が
「
主
客
二
元
論
」
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
通
説
の
否
定
で
あ
る
。
実
在
す
る

も
の
は
「
客
観
」
の
み
で
あ
っ
て
、
「
客
観
」
と
並
び
立
つ
実
体
と
し
て
「
主
観
」
を
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
近
代
科
学
の
認
識
論
を
明
瞭
に
表
現
し
て
い
る
の
が
、
カ
ン
ト
の
「
経
験
」
の
理
説
で
あ
り
、
と
り
わ
け
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
原

、
、

則
論
」
で
あ
る
と
下
村
は
見
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
自
然
と
は
、
普
遍
的
諸
法
則
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
の
、

、
、
、

物
の
現
存
在
で
あ
る
」
危
）
。
自
然
認
識
は
、
普
遍
性
・
必
然
性
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
経
験
が
可
能
で

あ
る
た
め
に
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
が
、
「
純
粋
悟
性
の
原
則
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
掲
げ
て
お
く
と
（
［
一
・
一
○
一

’
三
］
参
照
）
、
（
一
）
直
観
は
つ
ね
に
時
間
的
・
空
間
的
な
外
延
量
と
し
て
与
え
ら
れ
る
（
直
観
の
公
理
）
。
（
二
）
す
べ
て
の
現
象
に
お
け

る
感
覚
の
対
象
は
内
包
量
を
も
ち
、
そ
れ
と
虚
無
と
の
間
に
は
多
く
の
可
能
的
な
中
間
的
感
覚
の
連
続
が
予
料
さ
れ
る
（
知
覚
の
予
料
）
。
（
三
）

「
経
験
」
は
知
覚
に
よ
る
客
観
の
認
識
で
あ
り
、
こ
の
客
観
の
存
在
ｅ
厨
①
旨
）
の
規
定
が
時
間
に
お
け
る
結
合
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
き
、

日
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そ
の
結
合
の
仕
方
に
応
じ
て
「
実
体
性
」
「
因
果
性
」
「
交
互
性
」
が
成
り
立
つ
（
経
験
の
類
推
）
。
（
四
）
こ
の
よ
う
な
立
場
に
お
い
て
、
「
可

能
性
」
と
は
経
験
の
形
式
的
制
約
と
一
致
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
現
実
性
」
と
は
経
験
の
質
料
的
制
約
と
連
結
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
必
然
性
」

と
は
現
実
性
と
の
結
合
が
、
経
験
の
普
遍
的
制
約
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
経
験
的
思
惟
一
般
の
要
請
）
。

主
観
は
、
客
観
に
並
び
立
つ
実
体
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
超
越
論
的
主
観
性
は
、
純
粋
悟
性
概
念
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
私

、
、
、

た
ち
の
認
識
を
制
約
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
の
主
観
と
は
、
〈
認
識
が
ま
さ
に
客
観
の
認
識
で
あ
る
た
め
に
満
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

下
村
は
こ
こ
に
、
古
典
的
物
理
学
の
意
味
に
お
け
る
「
自
然
」
と
そ
の
認
識
で
あ
る
「
経
験
」
が
深
く
究
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な

が
ら
も
、
同
時
に
、
そ
の
限
界
も
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

こ
こ
で
は
自
然
は
…
…
純
粋
な
る
客
観
で
あ
る
。
総
じ
て
か
か
る
自
然
の
認
識
す
な
わ
ち
「
経
験
」
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
一

切
の
感
性
的
所
与
は
我
々
の
意
識
に
お
け
る
先
験
的
統
覚
に
よ
っ
て
総
合
的
に
統
一
さ
れ
得
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
統
覚
の
統
一
は
も

と
よ
り
個
人
的
経
験
的
な
意
識
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
意
識
一
般
」
に
お
け
る
構
成
で
あ
る
。
古
典
物
理
学
の
前
提
た
る
普
遍
的
法

、
、
、
、
、
、
、

則
的
な
純
粋
に
客
観
的
な
自
然
は
確
か
に
か
か
る
意
識
一
般
に
対
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
が
先
験
的
観
念
論
の
立
場
に
ほ

、
、

か
な
ら
ぬ
。
一
切
の
経
験
的
所
与
が
主
観
に
お
け
る
先
験
的
統
覚
の
統
一
に
従
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
客
観
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
〔
に
〕

は
、
ｌ
そ
れ
が
い
か
に
理
念
で
あ
る
に
せ
よ
す
で
に
理
念
で
あ
る
限
り
は
極
限
的
に
実
現
さ
れ
得
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
故

に
’
…
…
主
観
と
客
観
と
は
公
然
異
質
的
で
あ
り
な
が
ら
両
者
の
間
に
は
何
ら
か
の
通
約
性
が
あ
り
、
合
理
性
が
あ
る
こ
と
が
前

提
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
両
者
の
間
に
は
何
ら
か
の
平
行
性
、
対
応
性
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
」
［
一
・
一
○
三
］

下
村
寅
太
郎
の
科
学
的
認
職
論
〔
城
阪
〕

六

九



意
識
で
あ
る
」
［

だ
が
こ
こ
に
、

だ
が
こ
こ
に
、

下
村
は
も
は
や
、
カ
ン
ト
哲
学
の
よ
う
に
主
観
と
客
観
と
の
間
に
合
理
的
な
対
応
を
前
提
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
客
観
の
認
識
を
、
（
近

代
以
前
の
よ
う
な
）
神
的
権
威
で
あ
れ
（
マ
ッ
ハ
の
よ
う
な
）
内
的
経
験
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
（
カ
ン
ト
の
よ
う
な
）
超
越
論
的
主
観
性
で

あ
れ
、
何
ら
か
の
内
的
原
理
に
基
づ
い
て
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
客
観
の
認
識
は
、
徹
頭
徹
尾
、
客
観
の
中
で
客
観
に
問

い
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
得
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
近
代
科
学
の
「
実
証
主
義
」
の
立
場
で
あ
る
。
下
村
は
、
こ
う
し
た
近
代
科
学

に
お
け
る
認
識
の
典
型
は
、
「
実
験
に
よ
る
認
識
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
実
験
と
は
「
客
観
に
お
け
る
客
観
に
よ
る
認
識
」
で
あ
り
、
「
物
に

、
、
、
、

「
主
観
」
は
「
客
観
」
に
並
ぶ
実
在
で
は
な
く
、
「
単
に
「
見
る
」
」
こ
と
、
「
単
に
観
察
す
る
」
こ
と
で
あ
り
（
咽
）
、
〈
ま
さ
に
客
観
に
っ

、
、
、

、
、

い
て
の
認
識
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
状
態
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
経
験
的
実
在
論
は
、
同
時
に
超
越
論
的
観
念
論
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
っ
た
（
［
一
・
五
三
］
参
照
）
。
「
意
識
一
般
」
と
は
単
な
る
形
式
的
な
意
識
で
あ
り
、
「
も
は
や
存
在
す
る
意
識
で
な
く
規
範
的

（
［
一
・
五
三
］

カ
ン
ト
の
認
識
論
の
限
界
も
存
す
る
。
「
自
然
認
識
に
お
い
て
は
主
観
そ
の
も
の
の
立
場
は
実
際
は
不
可
欠
的
に
予
想
さ

れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
単
に
予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
方
法
論
的
に
そ
の
極
限
に
お
い
て
は
無
視
さ
れ
得
る
こ
と
が
仮
定
さ
れ
る
」

［
一
・
一
○
五
］
と
下
村
は
主
張
す
る
。
そ
れ
は
単
に
仮
定
さ
れ
、
要
請
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
が

、
、
、

い
ま
だ
完
全
に
主
観
の
合
理
性
か
ら
独
立
し
て
お
ら
ず
、
合
理
的
に
理
解
さ
れ
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
い
ま
だ
「
自
然
科
学
」
の
「
数
学
」
か
ら
の
独
立
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
下
村
の
批
判
は
、
以
上
の
よ
う
な

と
こ
ろ
に
ま
で
、
そ
の
射
程
が
及
ん
で
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

日
本
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史
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識
の
理
解
で
あ
り
、
こ
こ
』

よ
っ
て
見
る
こ
と
」
で
あ

見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

実
験
に
お
い
て
私
た
ち
は
、
客
観
的
実
在
に
操
作
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
在
の
世
界
の
内
に
あ
ら
た
な
物
を
形
成
す
る
。
し
か
も

こ
の
よ
う
な
操
作
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
客
観
的
実
在
に
つ
い
て
の
認
識
を
猿
得
す
る
。
実
験
に
お
け
る
操
作
は
単
な
る
機
械
の
運
動
と
は
異
な

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
客
観
的
実
在
に
つ
い
て
の
「
認
識
」
が
成
立
す
る
よ
う
な
作
用
で
あ
る
。
下
村
の
考
え
る
「
実
験
的
認
職
」
と
は
、
客
観
の

、
、
、
、

中
に
あ
ら
た
な
客
観
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
の
認
識
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
客
観
と
し
て
の
自
然
の
あ
り
よ
う
を
表
現
す

る
私
た
ち
の
能
力
は
、
客
観
に
お
い
て
客
観
を
操
作
す
る
私
た
ち
の
現
実
の
行
為
の
内
に
根
づ
い
て
い
る
と
い
う
の
が
、
下
村
の
実
験
的
認

識
の
理
解
で
あ
り
、
こ
こ
に
近
代
の
自
然
認
識
の
性
格
が
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
働
く
こ
と
に

よ
っ
て
見
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
表
現
作
用
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
、
）
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
下
村
の
科
学
的
認
識
論
を

よ
る
物
の
認
識
」
で
あ
る
。

主
客
二
元
論
を
否
定
す
る
下
村
の
科
学
的
認
識
論
に
お
い
て
、
「
見
る
こ
と
」
と
い
う
事
態
の
成
立
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

、
、

、
、
、
、

「
見
る
」
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
目
で
見
る
こ
と
で
あ
る
。
：
．
…
し
か
し
見
る
こ
と
は
目
で
の
み
見
る
の
で
あ
る
か
。
否
、
我
々
は
闇
中

、
、
、

で
は
見
る
こ
と
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
見
得
る
に
は
光
を
要
す
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
光
は
単
な
る
物
理
学
的
対
象
と
し
て
の
「
物
」

、
、

と
し
て
の
光
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
目
も
物
と
し
て
見
ら
れ
得
る
け
れ
ど
も
目
と
し
て
働
く
と
き
に
は
単
な
る
物
で
な
く
器
官
で
あ

、
、

、
、

る
が
如
く
で
あ
る
。
目
が
見
る
の
で
な
く
目
で
見
る
の
で
あ
っ
て
も
、
目
な
く
し
て
は
見
得
ぬ
と
同
じ
く
、
我
々
は
光
な
く
し
て
は

、
、

見
得
な
い
と
す
れ
ば
、
光
は
も
と
よ
り
目
で
な
い
に
せ
よ
目
と
同
じ
性
格
、
す
な
わ
ち
器
官
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
。
［
一
・
二
二

’
三
］

下
村
寅
太
郎
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科
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認
識
論
〔
城
阪
〕
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私
た
ち
が
「
見
る
」
と
き
、
眼
や
光
は
「
物
」
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
「
器
官
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
下
村
は
言
う
。
そ
し
て
彼
は
、

こ
の
よ
う
に
「
物
」
が
「
器
官
」
と
し
て
働
く
こ
と
の
ほ
か
に
、
「
見
る
」
主
体
を
考
え
る
必
要
を
認
め
な
い
。
「
我
々
は
常
に
物
を
媒
介

に
し
て
そ
の
物
を
器
官
と
し
て
見
る
。
換
言
す
れ
ば
〔
「
見
る
こ
と
」
と
は
〕
物
に
器
官
の
性
格
を
与
え
る
こ
と
す
な
わ
ち
器
官
化
Ｉ

Ｃ
侭
画
凰
恩
号
自
で
あ
る
」
国
・
二
三
］
。
下
村
は
、
こ
う
し
た
「
器
官
」
に
よ
っ
て
「
見
る
」
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
、
近
代
科
学
の
根

底
に
は
主
客
二
元
論
が
あ
る
と
す
る
通
説
を
退
け
る
。

非
物
質
的
な
「
意
識
」
と
し
て
の
自
己
が
、
物
質
と
し
て
の
自
然
を
眺
め
て
い
る
と
す
る
主
客
二
元
論
が
、
近
代
科
学
の
世
界
観
の
基
礎

と
な
っ
て
い
る
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
理
解
が
生
じ
る
理
由
を
、
下
村
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
私
た
ち
は
ふ
つ
う
、
光
や

眼
球
な
ど
の
「
物
」
を
「
器
官
」
と
し
て
、
器
官
に
よ
っ
て
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
見
る
こ
と
」
が
「
物

に
よ
っ
て
物
を
見
る
こ
と
」
だ
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
の
意
識
は
「
物
」
の
世
界
か
ら
独
立
し
て
お
り
、

客
観
と
し
て
の
自
然
を
外
か
ら
観
察
し
う
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
主
観
と
客
観
が
た
が
い
に
向
き
あ
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
前
提
す
る
認
識
論
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
眼
や
光
と
い
っ
た
「
自
然
的
器
官
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
人
工
的
な
機
械
を
「
器
官
」
と
し
て
認
識
す
る
場
合
に
は
、
「
物
」
に
よ
っ

て
「
見
る
こ
と
」
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
下
村
は
言
う
。
「
肉
眼
に
よ
っ
て
で
な
く
機
械
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
我
々

、
、

に
始
め
て
見
る
こ
と
の
真
の
性
格
を
自
覚
せ
し
め
る
」
［
一
・
二
四
’
五
］
の
で
あ
る
。

望
遠
鏡
も
顕
微
鏡
も
、
一
般
に
道
具
が
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
外
的
な
「
物
」
が
、
身
体
の
先
端
た
る
器
官
の
性
格
を
も
ち
得
る
の

は
、
あ
く
ま
で
我
々
が
こ
れ
を
道
具
と
し
て
行
為
に
お
い
て
主
観
的
に
統
一
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
．
…
：
「
物
」
を
「
道

具
」
と
す
る
こ
と
、
客
観
的
対
象
に
お
い
て
自
己
を
顕
現
す
る
こ
と
が
行
為
で
あ
る
。
［
一
・
三
四
］

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号
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肉
眼
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
も
実
験
装
置
を
介
し
て
観
察
す
る
こ
と
も
、
と
も
に
物
を
「
器
官
」
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
両
者

の
間
に
原
理
的
な
区
別
を
設
定
す
る
必
要
は
な
い
。
さ
ら
に
は
、
実
験
を
介
し
て
客
観
的
実
在
の
あ
り
よ
う
を
認
識
す
る
こ
と
と
、
望
遠

鏡
や
顕
微
鏡
と
い
っ
た
光
学
装
置
を
通
じ
て
観
察
す
る
こ
と
や
肉
眼
で
見
る
こ
と
の
間
に
は
、
本
質
的
な
違
い
は
何
も
存
在
し
な
い
と
下
村

は
言
う
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
客
観
に
お
い
て
客
観
と
し
て
の
物
を
操
作
し
、
あ
ら
た
な
物
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
こ

に
お
い
て
、
客
観
に
つ
い
て
の
認
識
が
成
立
し
て
い
る
。
認
識
は
、
客
観
か
ら
独
立
な
主
観
の
観
察
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

客
観
の
中
で
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
を
対
園
す
る
主
客
二
元
論
も
、
主
観
に
よ
る
認
識
可
能
性
を
客
観
の
中
に
前
提
す
る
カ

ン
ト
的
批
判
哲
学
の
立
場
も
、
近
代
科
学
に
お
け
る
認
識
の
真
に
あ
り
よ
う
を
正
し
く
捉
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
下
村
は
、
客
観
の
中

に
客
観
を
形
成
す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
客
観
の
あ
り
よ
う
が
私
た
ち
に
認
識
さ
れ
る
と
考
え
る
。
客
観
の
中
で
「
働
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
、

客
観
そ
の
も
の
の
あ
り
よ
う
が
「
志
向
」
さ
れ
「
表
現
」
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
彼
の
「
実
験
的
認
識
」
の
理
解
で
あ
っ
た
。

下
村
の
「
精
神
史
と
し
て
の
科
学
史
」
は
、
近
代
科
学
の
形
成
と
と
も
に
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
の
理
解
が
形
作
ら
れ
て
き
た
こ
と
を

近
代
の
我
々
の
経
験
は
単
に
人
間
的
近
傍
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
は
経
験
と
は
単
に
肉
眼
的
に
見
る
こ
と
で
は
な
い
。

今
日
の
我
々
の
経
験
に
お
け
る
「
眼
」
は
肉
眼
で
な
く
、
巨
大
に
し
て
ま
た
精
徴
な
機
械
で
あ
る
。
…
…
近
代
の
観
測
実
験
の
機

オ
ル
ガ
ン

械
装
園
の
驚
異
す
べ
き
発
展
は
我
々
に
精
綾
及
遠
な
る
器
官
を
与
え
た
。
近
代
科
学
に
お
け
る
観
測
主
観
は
真
に
巨
大
な
◎
侭
昌
切
昌

で
あ
る
。
［
一
・
二
五
］

下
村
寅
太
郎
の
科
学
的
認
職
論
〔
城
阪
〕

お
わ
り
に

七
三



客
観
と
し
て
の
自
然
の
中
で
あ
ら
た
な
客
観
を
形
成
す
る
「
実
験
的
認
識
」
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
客
観
に
つ
い
て
の
認
識
が
、
ま
さ
に

客
観
の
た
だ
中
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
。
「
表
現
作
用
」
と
し
て
の
「
実
験
的
認
識
」
は
、
客
観
に
お
け
る
、
客
観
に
よ
る
、
客
観
に
つ
い

て
の
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
下
村
の
「
精
神
史
と
し
て
の
科
学
史
」
は
、
こ
う
し
た
「
自
然
」
の
理
解
と
そ
の
認
識
の
具
体
的
な
あ
り
方

と
が
手
を
た
ず
さ
え
つ
つ
、
近
代
「
精
神
」
の
自
覚
の
歩
み
と
し
て
、
た
が
い
に
形
作
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
を
描
き
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

示
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
近
代
科
学
に
お
け
る
認
識
は
、
私
た
ち
が
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
の
た
だ
中
で
、
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」

そ
の
も
の
に
問
い
か
け
る
「
実
験
的
認
識
」
に
よ
っ
て
典
型
的
に
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
の
発

見
へ
と
私
た
ち
を
導
い
た
近
代
科
学
は
、
「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
の
理
解
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
性
格
を
形
作
っ
て
き
た
と

下
村
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

〔
近
代
科
学
の
〕
認
識
の
確
実
性
は
、
古
代
の
そ
れ
の
如
く
論
証
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
実
証
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
る
。
論
証
は

…
…
結
局
、
人
間
社
会
の
共
同
意
見
に
求
め
る
外
な
い
。
こ
こ
で
は
認
識
の
確
実
性
や
真
理
性
は
社
会
性
に
外
な
ら
ぬ
。
し
か
し
近

代
の
経
験
的
認
織
の
確
実
性
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
人
間
社
会
に
お
け
る
承
認
で
な
く
自
然
に
お
け
る
客
観
的
実
証
で
あ
る
。
た
ん
な
る

観
察
だ
け
で
は
真
に
は
た
し
て
客
観
で
あ
る
か
否
か
の
決
定
は
不
可
能
で
あ
る
。
観
察
は
未
だ
主
観
の
立
場
か
ら
の
観
察
た
る
性
格

を
脱
却
し
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
主
観
的
解
釈
で
な
い
こ
と
の
保
証
は
な
い
。
…
…
こ
れ
は
実
験
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
験

は
我
々
自
身
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
を
再
現
、
再
構
成
し
、
よ
っ
て
以
て
対
象
を
機
械
と
し
て
形
成
し
得
る
こ
と
に
お
い
て
完
成
し
完

、
、
、

結
す
る
。
…
…
か
か
る
実
験
的
認
識
が
近
代
の
科
学
的
認
識
で
あ
り
、
特
に
近
代
的
と
し
て
古
代
中
世
の
認
織
あ
る
い
は
認
識
方
法

と
区
別
さ
れ
る
ゆ
え
ん
の
も
の
で
あ
る
。
二
一
・
二
七
一
’
一
二

日
本
哲
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史
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注（
１
）
下
村
の
著
作
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参
照
は
、
『
下
村
寅
太
郎
著
作
集
』
、

全
一
三
巻
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
八
’
九
九
年
に
よ
り
、
参
照
箇
所
を

本
文
中
に
［
巻
数
、
頁
数
］
の
形
式
で
示
す
。
な
お
、
〔
〕
内
は
引
用
者

に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
強
調
は
す
べ
て
原
文
に
従
っ

た
。 ＊

本
稿
の
第
一
節
か
ら
第
三
節
は
、
平
成
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助

金
助
成
基
盤
研
究
⑥
（
一
九
三
二
○
○
一
九
）
。
作
る
こ
と
の
視
点
に
お

け
る
一
九
一
○
’
四
○
年
代
日
本
近
代
化
過
程
の
思
想
史
的
研
究
」
成
果

論
集
』
（
二
○
○
九
年
）
所
収
の
拙
稿
「
下
村
寅
太
郎
の
科
学
理
解
に
つ

い
て
ｌ
「
世
界
の
形
成
に
参
与
す
る
こ
と
」
と
し
て
の
「
見
る
こ
と
」
」

に
お
い
て
、
試
論
と
し
て
発
表
し
た
溌
論
を
も
と
に
、
そ
の
後
の
筆
者
自

身
の
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
て
新
た
に
樹
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
の
研

究
会
で
の
発
表
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
研
究
代
表
者
の
伊
藤
徹
先
生

と
、
発
表
時
に
有
益
な
助
言
を
寄
せ
て
下
さ
っ
た
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の

方
々
に
、
謹
ん
で
感
謝
申
し
上
げ
る
。

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

下
村
寅
太
郎
の
科
学
的
認
識
論
〔
城
阪
〕

（
２
）
一
般
に
、
近
世
哲
学
は
デ
カ
ル
ト
の
８
四
ｓ
の
自
覚
か
ら
出
発

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
８
哩
ｓ
の
自
覚
は
、

異
怠
畠
さ
が
そ
れ
か
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
表

裏
一
体
の
も
の
と
し
て
進
め
ら
れ
た
。
『
省
察
』
の
根
本
問
題
の
一
つ
は
「
物

体
か
ら
精
神
を
引
き
離
す
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
「
精
神
か
ら

物
体
を
引
き
離
す
こ
と
」
で
あ
る
。
下
村
は
、
こ
こ
に
近
世
科
学
を
特
徴

づ
け
る
「
実
証
主
義
官
営
鳥
目
）
」
の
起
源
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。

（
３
）
む
ろ
ん
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
「
観
念
」
と
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」

と
は
同
じ
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」
は
目
的
論
的
な
形
相
で

あ
っ
た
が
、
近
世
の
哲
学
者
で
あ
る
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
デ
カ
ル
ト
の

自
然
哲
学
か
ら
の
影
響
の
下
に
、
自
然
に
つ
い
て
の
機
械
論
的
な
見
方
を

受
け
入
れ
て
い
る
。
だ
が
、
彼
は
数
学
に
基
づ
く
自
然
理
解
を
支
え
る
「
延

長
」
の
概
念
を
、
神
の
内
な
る
「
叡
智
的
延
長
」
と
し
て
考
え
て
お
り
、

人
間
の
精
神
の
内
に
数
学
的
観
念
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
す
る
デ
カ
ル
ト

と
比
べ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
「
観
念
」
理
解
は
プ
ラ

ト
ニ
ズ
ム
に
傾
い
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、
神
の
内

な
る
永
遠
不
変
の
範
型
と
し
て
の
観
念
が
、
私
た
ち
の
数
学
に
基
づ
く
自

七
五



然
認
識
の
合
理
性
・
普
遍
性
を
保
証
す
る
と
考
え
て
い
た
。

（
４
）
９
一
臣
８
葺
胃
言
庶
冒
演
口
荷
里
一
宮
§
琴
冒
》
§
胃
琴
亀
§
浄
庸
叩
く
９

９
●
３
号
且
Ｆ
国
旦
貸
扇
観
‐
９
．
図
・
貝
豊
望
、
下
村
寅
太
郎
ほ
か
監
修
『
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ッ
著
作
集
』
（
全
一
○
巻
、
工
作
舎
、
一
九
八
八
’
九
九
年
）

第
八
巻
、
一
八
九
頁
。

（
５
）
岡
部
英
男
「
”
世
紀
の
「
観
念
」
諭
争
ｌ
観
念
と
は
何
か
」
（
『
東

京
音
楽
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
七
集
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
６
）
ｏ
呂
獣
且
薑
一
言
盲
Ｆ
－
ｇ
Ｆ
ｍ
冒
三
。
胃
牌
目
需
口
目
口
国
号
静
．
臼
ふ
．

西
屑
．
く
９
号
『
層
冒
冒
淘
。
制
呂
目
囑
鴛
①
扁
烏
『
ご
己
ぐ
①
凰
曽
富
国
易
員
胃
藍
ョ
．

后
ｓ
、
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
著
作
集
』
第
五
巻
、
一
八
二
頁
。

（
７
）
弓
昼
．

（
８
）
岡
部
英
男
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
お
け
る
記
号
的
認
識
と
普
遍
記
号
法
」

（
『
思
想
』
第
九
三
○
号
、
二
○
○
一
年
）
参
照
。

（
９
）
「
表
現
」
と
「
表
出
」
を
区
別
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
下
村
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
「
表
出
」
と
「
表
現
」
の
区

別
を
特
説
し
て
い
な
い
が
、
表
現
（
§
爵
呂
員
。
弓
）
は
他
を
表
現
す
る
こ

と
で
あ
り
、
表
出
（
・
苔
§
の
冒
冒
）
は
自
を
表
出
す
る
こ
と
は
字
義
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
こ
れ
が
区
別
せ
ず
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
他
を
表
現
す
る

こ
と
が
同
時
に
自
を
表
出
す
る
こ
と
（
逆
に
も
）
で
あ
っ
て
、
表
出
と
表

現
は
同
一
の
事
態
の
両
面
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
ろ
う
」
一
七
・
二
九
四
一
。

（
、
）
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
○
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
実
証
主
義
と
実

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号

在
論
と
の
対
立
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
当
時
の
物

理
学
で
は
、
エ
ネ
ル
ゲ
テ
ィ
ー
ク
（
現
象
論
者
）
と
ア
ト
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク

（
原
子
論
者
）
と
の
間
で
激
し
い
論
争
が
戦
わ
さ
れ
て
い
た
。
オ
ス
ト
ヴ
ァ

ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
前
者
は
、
「
仮
説
を
作
ら
ず
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
ト
ン

の
方
法
論
的
原
則
を
文
字
通
り
に
受
け
取
り
、
科
学
の
な
す
べ
き
こ
と
は

あ
る
が
ま
ま
の
現
象
を
記
述
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し

た
。
マ
ッ
ハ
は
こ
う
し
た
潮
流
の
理
論
的
支
柱
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
り
、

直
接
観
察
で
き
な
い
原
子
を
科
学
に
導
入
す
る
ア
ト
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
を
厳

し
く
批
判
し
た
。

（
皿
）
な
お
、
マ
ッ
ハ
の
よ
う
な
要
素
主
義
的
な
直
接
経
験
論
だ
け
で
な
く
、

「
客
観
と
し
て
の
自
然
」
は
私
た
ち
に
直
接
与
え
ら
れ
た
内
的
経
験
を
分

析
・
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
栂
成
さ
れ
る
と
す
る
、
全
体
論
的
な
直
接

経
験
論
に
も
同
様
の
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
直

接
経
験
を
し
か
じ
か
の
仕
方
で
切
り
分
け
る
」
と
い
う
経
験
と
「
外
的
実

在
が
見
え
る
」
と
い
う
経
験
の
内
容
は
異
な
っ
て
お
り
、
前
者
の
経
験
は

も
つ
こ
と
が
で
き
る
が
後
者
の
経
験
は
も
た
な
い
よ
う
な
人
物
を
、
私
た

ち
は
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
妃
）
胃
目
目
星
．
宍
員
．
專
己
狩
恩
言
豊
ロ
豊
島
母
奇
骨
雪
菖
鴬
碕
習
二
詩
曾
言
鼻

ｓ
Ｑ
Ｑ
奇
爵
冒
偏
員
尽
昌
ミ
ミ
Ｑ
ミ
ミ
§
意
冒
§
・
墾
團
や
く
。
国
國
岡
ａ
日
ｇ
Ｐ

胃
毎
弓
房
輔
禺
ロ
ミ
ミ
異
免
瀞
寺
鴬
畠
・
穿
橘
．
く
９
号
『
穴
冒
喧
喜
卑
呂
罵
呂
ｇ

産
§
⑦
目
①
烏
円
乏
冨
ｇ
忠
言
津
昌
圏
．
頁
い
い
没
．
こ
こ
、
有
福
孝
岳
、
久
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呉
高
之
（
訳
）
『
カ
ン
ト
全
集
』
第
六
巻
、
二
四
四
頁
（
岩
波
書
店
、

二
○
○
六
年
）

、
、

、
、

（
喝
）
「
対
象
が
離
れ
て
存
し
、
対
象
は
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
さ

、
、
、

れ
な
い
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
…
…
。
し
た
が
っ
て
対
象
は
直
接
に
、

、
、
、
、
、
、
、

純
粋
に
、
客
観
的
に
見
ら
れ
得
る
こ
と
を
公
理
と
す
る
。
同
時
に
ま
た
主

観
は
単
に
「
見
る
も
の
」
と
し
て
一
般
に
客
観
と
独
立
し
客
観
の
外
に
あ

、
、
、
、

り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
客
観
的
存
在
に
あ
ら
ざ
る
（
非
存
在
と
し
て
の
）

意
識
で
あ
る
」
［
一
・
一
○
五
］
と
下
村
は
述
べ
て
い
る
。

（
皿
）
下
村
の
「
実
験
的
認
識
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
、
西
田
の
「
行
為

的
直
観
」
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
西
田
の
「
行
為
的
直
観
」
が
、

芸
術
の
制
作
や
歴
史
的
社
会
的
行
為
ま
で
包
む
豊
か
な
概
念
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
下
村
の
「
実
験
的
認
識
」
に
関
す
る
議
論
に
は
、
そ
う
し
た
広

が
り
は
含
ま
れ
な
い
。
あ
る
い
は
そ
う
し
た
広
が
り
を
含
む
こ
と
を
は
じ

め
か
ら
拒
否
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
刀
剣
の
練
磨
」
と
い
っ
た
熟
達
し

た
技
術
的
知
識
は
「
い
ま
だ
直
ち
に
科
学
で
は
な
い
」
［
一
・
二
九
九
］
と

下
村
寅
太
郎
の
科
学
的
認
織
論
〔
城
阪
〕

さ
れ
る
。
「
単
に
個
別
的
な
技
術
知
は
到
る
所
に
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
存
す

る
。
し
か
し
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
科
学
が
存
し
た
と
称
し
得
な
い
の
は
、

科
学
が
単
な
る
技
術
知
と
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
科
学
は
一
旦
技
術
知
を

超
え
、
そ
れ
の
よ
っ
て
も
っ
て
成
立
す
る
普
遍
的
な
理
論
を
反
省
し
、
こ

れ
を
自
覚
的
に
形
成
す
る
所
に
成
り
立
つ
。
…
…
そ
れ
は
単
に
現
実
的
な

る
も
の
の
経
験
で
な
く
、
こ
れ
を
越
え
た
理
想
的
な
る
も
の
、
可
能
的
な

る
も
の
の
思
惟
で
あ
り
、
そ
れ
を
原
理
と
し
て
、
追
究
し
形
成
す
る
こ
と

で
あ
る
」
［
一
・
二
九
九
’
三
○
○
］
。
こ
こ
に
下
村
の
科
学
論
の
独
自
性

な
い
し
西
田
哲
学
か
ら
の
逸
脱
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
西
田

の
「
行
為
的
直
観
」
の
思
想
が
も
つ
可
能
性
の
一
面
を
、
科
学
的
認
識
論

の
領
域
に
お
い
て
推
し
進
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
。
な
お
下
村
は
、
『
無
限
論
の
形
成
と
構
造
』
（
一
九
四
四
年
）

に
お
い
て
、
「
記
号
的
直
観
」
と
い
う
概
念
の
下
に
、
西
田
の
「
行
為
的

直
観
」
の
思
想
的
可
能
性
を
い
っ
そ
う
先
鋭
的
な
形
で
展
開
さ
せ
て
い
る
。
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