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前
近
代
の
日
本
思
想
と
日
本
哲
学
の
境
界

―
―
デ
ュ
ー
イ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
パ
ト
チ
カ
を
手
が
か
り
に
―
―

ダ
ニ
エ
ル
・
バ
ー
ク

「
わ
れ
わ
れ
人
間
存
在
は
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
伝
統
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。」

（
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
『
幾
何
学
の
起
源
』）（

1
）

は
じ
め
に

　

ガ
ダ
マ
ー
が
主
張
す
る
通
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
伝
統
の
中
に
動
く
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
れ
ほ
ど
体
系
的
に
そ
れ
ら
を
研
究
し
よ
う
と

し
て
も
、純
粋
に
客
観
的
な
立
場
を
取
る
こ
と
が
出
来
な
い（

2
）。
何
か
を
語
る
こ
と
は
、そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
解
釈

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
こ
と
で
あ
る
。

解
釈
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
解
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
決
定
的
と
な
り
得
ず
、
新
し
い
側
面
か
ら
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
限
界
の

前
に
立
ち
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
哲
学
」
と
は
何
か
、「
日
本
哲
学
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
も
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
限
界
の
中
で
考
察
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
哲
学
が
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
と
比
べ
て
そ
の
本
質
が
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
し
も
認
め
る
だ
ろ
う
。
こ
の
不
明
瞭

さ
は
、
た
ん
に
一
時
的
な
現
象
で
は
な
く
、「
哲
学
」
の
本
質
に
内
在
す
る
特
徴
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
西
洋
哲
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学
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
と
同
様
に
、
否
、
そ
れ
以
上
に
「
日
本
哲
学
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
き
わ
め
て
難
し
く
、
そ
の
対
象
は

不
明
瞭
で
あ
る
。

　

周
知
の
通
り
、
日
本
に
お
い
て
「
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
伝
統
は
、
明
治
初
期
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
模
倣
に
し
た
エ
リ
ー
ト
大
学

の
建
設
と
同
時
に
初
め
て
輸
入
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
、
思
索
的
な
知
的
活
動
は
、
仏
教
、
儒
教
、
国
学
や
文
学
と
い
う
土
着
の
伝
統
の
中

か
ら
行
わ
れ
た
。
十
九
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
のphilosophia

の
伝
統
が
積
極
的
に
研
究
さ
れ
、
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
に
留

学
し
た
西
周
が
「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
を
考
案
し
た
。「
哲
学
」
は
明
治
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
こ
な
か
っ
た
日
本
の
土
着
的
な
知
的
伝
統
を
、
現
代
の
立
場
か
ら
「
哲
学
」
と
名
づ

け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、「
日
本
哲
学
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
理
論
的
」
な
伝
統
の
導
入
と
「
哲
学
」
と
い
う
言

葉
の
造
語
に
よ
っ
て
始
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
日
本
の
前
近
代
的
な
知
的
・
精
神
的
な
伝
統
は
「
哲
学
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

現
在
の
日
本
で
は
「
中
国
哲
学
」
ま
た
は
「
イ
ン
ド
哲
学
」
と
い
う
言
葉
は
幅
広
く
使
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
国
の
思
想

遺
産
を
「
日
本
哲
学
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
依
然
と
し
て
抵
抗
感
が
残
っ
て
い
る
。
十
九
世
紀
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、「
思

想
」
と
は
前
近
代
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
的
伝
統
で
あ
り
、「
哲
学
」
と
は
第
一
に
大
学
の
中
で
行
わ
れ
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
理
論
的
伝

統
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
大
陸
の
知
的
伝
統
も
、
東
京
帝
国
大
学
の
時
代
よ
り
い
わ
ゆ
る
「
純
粋
哲
学
」

か
ら
峻
別
さ
れ
た（

3
）。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
「
哲
学
者
」
と
し
て
最
初
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
西
田
幾
多
郎
や
田
辺
元
、
京
都
帝

国
大
学
を
中
軸
に
し
た
哲
学
者
で
あ
ろ
う
。
空
海
、
道
元
、
荻
生
徂
徠
や
伊
藤
仁
斎
な
ど
は
「
思
想
家
」
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
「
哲
学

者
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

近
頃
、
こ
の
定
義
の
仕
方
は
考
え
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
呼
び
か
け
る
学
者
が
増
え
て
き
た
。
二
〇
一
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本

哲
学
史
料
集
（Japanese Philosophy: A

 Sourcebook

）』
の
三
人
の
編
者
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
（J.W

. H
eisig

）、
ト
マ
ス
・
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カ
ス
リ
ス
（T.P. K

asulis

）
と
ジ
ョ
ン
・
マ
ラ
ル
ド
（J. C

. M
araldo

）
が
好
例
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
日
本
の
思

想
家
の
文
章
を
英
訳
で
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
れ
ら
の
文
章
を
あ
る
テ
ー
ゼ
の
論
拠
と
し
て
い
る
。
そ
の
テ
ー
ゼ
と
は
、「
十
九

世
紀
に
輸
入
さ
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
領
域
で
あ
るphilosophy

を
指
す
「
哲
学
」
と
い
う
新
語
が
作
ら
れ
る
よ
り
遥
か
前
に
、
日
本

に
は
立
派
な
哲
学
の
伝
統
が
あ
っ
た（

4
）」と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
哲
学
す
る
こ
と（philosophizing

）」を
、正
し
い
生
き
方
と
は
何
か
、

真
実
と
は
何
か
、
他
人
に
対
す
る
義
務
と
は
何
か
な
ど
の
、
深
遠
で
悩
ま
し
い
根
本
的
問
題
の
批
判
的
探
求
で
あ
る
と
定
義
す
れ
ば
、
哲

学
は
地
球
上
で
幅
広
く
み
ら
れ
る
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
、
と
三
人
の
編
者
は
論
じ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
哲
学
」
と
い
う
名
を
持
つ

0

0

0

0

伝
統

0

0

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
由
来
す
る
と
し
て
も
、「
哲
学
す
る
こ
と
」
と
い
う
知
的
活
動
は
世
界
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
の
中
に
見
出

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
理
由
を
も
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
日
本
思
想
」
を
「
日
本
哲
学
（Japanese Philosophy

）」
と

認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
、
と
三
人
は
主
張
す
る
。
三
人
は
、
日
本
の
独
自
な
哲
学
的
貢
献
は
国
内
外
に
お
い
て
よ
り
注
目

さ
れ
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
は
歴
史
的
な
研
究
の
対
象
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
哲
学
に
お
け
る
対
話
に
お

い
て
参
考
と
す
べ
き
源
泉
で
あ
る
、
と
言
う
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
上
述
の
見
解
を
単
な
る
辞
書
的
な
哲
学
の
「
定
義
」
に
関
す
る
意
見
と
し
て
で
は
な
く
、
哲
学
界
の
現
状
に
対
す
る
、

編
者
た
ち
の
反
抗
の
表
明
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
。
彼
等
は
、
哲
学
者
、
も
し
く
は
哲
学
の
歴
史
家
・
研
究
者
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学

的
伝
統
に
対
す
る
無
関
心
を
問
題
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
明
・
文
化
の
哲
学
的
伝
統
か
ら
学
ぶ
こ
と
、
ま
た
は

そ
れ
ら
の
伝
統
に
自
ら
を
「
開
く
」
こ
と
、
言
い
変
え
れ
ば
、
本
当
の
意
味
の
「
対
話
」
に
参
加
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て

い
る
。
こ
の
動
機
が
鮮
明
に
力
説
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
が
二
〇
〇
五
年
に
執
筆
し
た
論
文
「
日
本
の
哲
学
の
場
所
―

―
欧
米
か
ら
み
た
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ハ
イ
ジ
ッ
ク
は
哲
学
の
現
状
を
説
明
す
る
た
め
以
下
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
。
英
語
が
、
普
遍
的

な
も
の
で
あ
る
言
語
の
一
つ
の
特
殊
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
西
洋
哲
学
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
哲
学
の
特
殊
で
あ
っ
て
、
哲
学
そ
の
も
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の
で
は
な
い（

5
）。
そ
の
た
め
、今
ま
で
の
西
洋
哲
学
の「
普
遍
性
」は
、結
局「
歴
史
上
の
特
殊
な
優
勢
の
よ
う
な
も
の
」な
の
で
あ
る
。「
こ

の
優
勢
が
長
く
続
い
た
た
め
、
哲
学
と
西
洋
哲
学
の
区
別
が
不
明
瞭
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
哲
学
的
形
態
の
普
遍
的
意
義
が
排
除
さ
れ
る

と
い
う
傾
向
が
」
生
じ
て
い
た
。
ハ
イ
ジ
ッ
ク
は
こ
こ
で
、「
対
話
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
あ
る
は
ず
の
哲
学
界
に
お
い
て
、
異
な
る
伝
統

の
声
が
な
か
な
か
受
け
入
れ
な
い
姿
勢
を
糾
弾
し
て
い
る（

6
）。
他
の
知
的
伝
統
に
関
し
て
は
哲
学
者
が
無
関
心
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

あ
た
か
も
他
に
対
し
て
「
立
入
禁
止
」
を
命
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
哲
学
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
閉
鎖
す
る
態
度
は
「
意
志
の
欠
如
」

に
由
来
す
る
と
ハ
イ
ジ
ッ
ク
は
考
え
て
い
る（

7
）。

　

筆
者
は
、
上
述
の
学
者
た
ち
の
立
場
に
、
一
面
に
お
い
て
は
、
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
は
哲
学
を
、
真
実
と
は
何

か
、
正
し
い
生
き
方
と
は
何
か
、
義
務
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
深
い
思
想
で
あ
る
と
定
義
す
れ
ば
、
哲
学
と
は
古
代
ギ
リ
シ
ア

の
み
な
ら
ず
、
日
本
を
含
め
て
、
世
界
の
各
文
明
・
文
化
の
中
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
活
動
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
フ
ォ
ー

ラ
ム
を
閉
鎖
す
る
態
度
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、哲
学
を
よ
り
広
く
定
義
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

哲
学
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
他
の
思
想
形
態
と
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
は
必
要
で
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。
西
洋
哲
学
を
「
西

洋
」
の
哲
学
と
位
置
づ
け
、
哲
学
一
般
の
一
つ
の
文
化
的
特
殊
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
解
釈
で
は
、「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、「
哲
学
は
い
か
に
し
て
行
わ
れ
て
き
た
」
と
い
う
問
い
に
ず
ら

さ
れ
た
、
と
い
う
印
象
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
具
体
例
は
、
カ
ス
リ
ス
の
「
前
近
代
日
本
思
想
の
哲
学
的
性
質
」
と
い
う
論
文
の

中
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ス
リ
ス
に
と
っ
て
は
「
前
近
代
日
本
に
哲
学
が
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
自
体
に
は
あ
ま
り
意
味

が
な
い
。
む
し
ろ
「
前
近
代
日
本
に
お
い
て
は
ど
の
様
な

0

0

0

0

哲
学
的
活
動
（
哲
学
す
る
こ
と
）
が
行
わ
れ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
問
う
べ

き
で
あ
る
と
主
張
す
る（

8
）。
カ
ス
リ
ス
は
日
本
哲
学
と
西
洋
哲
学
の
特
徴
を
比
較
し
て
説
明
を
行
う
。
例
え
ば
、
西
洋
で
は
関
係
性
は

主
に
「
外
的
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
日
本
で
は
そ
れ
は
「
内
的
」
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
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の
は
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
疑
問
で
は
な
く
「
い
か
に
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
な
ど
で
あ
る（

9
）。
こ
れ
は
非
常
に
簡
潔
な

説
明
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
カ
ス
リ
ス
は
、「
哲
学
」
の
本
質
を
問
わ
ず
、「
哲
学
的
性
質
」
を
「
思
想
の
一
般
的
特
徴
」
と
し
て
理
解

し
て
い
る
。「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
疑
問
を
出
発
点
に
し
て
、
論
理
的
に
問
題
性
か
ら
問
題
性
へ
進
む
伝
統
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

由
来
す
る
「
哲
学
」
は
、
よ
り
広
く
定
義
さ
れ
て
い
る
「
哲
学
」
の
中
の
一
つ
の

0

0

0

形
態
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、「
哲
学
」
は
「
思
想
」
と
何
も
問
題
な
く
入
れ
替
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
に
、
あ
る
問
題
が
生
じ
て
く
る
。「
哲
学
」

は
世
界
に
対
す
る
、
あ
る
特
定
の
態
度
を
も
つ
知
的
活
動
を
指
し
示
す
も
の
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
他
の
知
的
伝
統
に
お
い
て
見
ら
れ
る

態
度
、
例
え
ば
広
義
の
宗
教
的
態
度
と
区
別
の
な
い
も
の
と
な
る
。

　

し
か
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
現
れ
た
哲
学
と
い
う
名
の
伝
統
は
、
一
つ
の
特
殊
な
知
的
伝
統
で
あ
り
な
が
ら
、
広
義
の
実
践
倫
理
あ
る

い
は
宗
教
思
想
と
比
較
し
て
、
何
か
異
な
る
要
素
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
こ
そ
、
狭
義
の
「
哲
学
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
と
考
え
ら

れ
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
哲
学
的
な
も
の
の
な
い
文
明
は
あ
り
え
な
い
け
れ
ど
も
、「
哲
学
」
と
い
う
活
動
の
領
域
が
現
れ
た

頃
、
そ
れ
は
文
明
の
新
し
い
形
態
の
現
れ
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
思
想
家
が
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
考
え
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心

主
義
と
い
う
、
哲
学
の
対
話
の
遮
り
に
加
担
し
て
し
ま
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
、「
狭
義
の
哲
学
」
の
起
源
が
ギ
リ

シ
ア
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
ふ
ま
え
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
過
去
の
思
想
や
文
明
を
考
え
る
と
き
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
り
わ

け
、
幕
末
あ
る
い
は
明
治
初
期
に
始
ま
る
も
の
と
し
て
日
本
哲
学
を
位
置
づ
け
る
考
え
方
は
、
不
必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
日
本

に
お
い
て
何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
何
が
変
わ
っ
た
の
か
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
デ
ュ
ー
イ
（John D

ew
ey

）、
フ
ッ
サ
ー
ル
（Edm

und H
usserl

）、
パ
ト
チ
カ
（Jan Patočka

）
を
手
が
か
り
と
し
て
、

前
近
代
の
日
本
思
想
と
「
哲
学
」
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
具
体
的
に
展
開
し
た
い
。
第
一
節
で
は
、デ
ュ
ー
イ
の
「
文

化
に
お
け
る
哲
学
」
を
、
第
二
節
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
理
解
、
第
三
節
で
は
パ
ト
チ
カ
の
歴
史
哲
学
を
考
察
し
、
そ
れ
ら
の
見
解
を



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
一
号

二
五
〇

ふ
ま
え
た
上
で
、
第
四
節
で
前
近
代
の
「
日
本
思
想
」
と
「
日
本
哲
学
」
と
の
境
界
を
考
察
す
る
。
と
り
わ
け
パ
ト
チ
カ
の
歴
史
哲
学
は

日
本
哲
学
史
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
有
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

一　

ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
と
「
文
化
に
お
け
る
哲
学
」

　

文
化
の
境
界
線
を
超
越
す
る
対
話
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
哲
学
を
望
む
と
い
う
点
で
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
は
二
十
世
紀
に
活
躍
し
た
ジ
ョ

ン
・
デ
ュ
ー
イ
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ハ
イ
ジ
ッ
ク
は
上
記
の
論
文
の
中
で
、
デ
ュ
ー
イ
の
言
葉
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

隔
離
さ
れ
て
い
る「
文
化
的
ブ
ロ
ッ
ク
」の
存
在
を
否
定
す
る
。
次
の
引
用
は
、デ
ュ
ー
イ
が
一
九
五
一
年
に『
東
西
の
哲
学（Philosophy 

East and W
est

）』
と
い
う
学
術
雑
誌
の
創
刊
号
に
書
い
た
挨
拶
の
辞
で
あ
る
。

東
と
西
で
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
政
治
的
地
域
の
圧
力
の
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に
対
応
す
る
文
化
圏
が
あ
る
も
の
と
考
え
が

ち
で
あ
る
。﹇
し
か
し
、﹈
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
、「
文
化
圏
世
界
（cultural block universes

）」

は
存
在
し
な
い（
10
）。

　
「
西
洋
」「
東
洋
」
な
ど
と
い
う
タ
ー
ム
を
利
用
す
る
ハ
イ
ジ
ッ
ク
は
、
も
ち
ろ
ん
、
異
な
る
文
化
、
異
な
る
伝
統
の
世
界
を
認
め
て
い

る
。
け
れ
ど
も
、
究
極
の
所
で
は
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
同
じ
世
界
（universe

）
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
哲
学
界
に
お
け
る
排
他

的
な
態
度
は
な
か
な
か
消
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
は
嘆
い
て
い
る
。
ま
た
、
上
述
し
た
日
本
に
お
け
る
「
哲
学
」
と
「
思

想
」
と
い
う
用
語
の
区
別
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
哲
学
界
は
「
西
洋
の
哲
学
と
東
洋
の
哲
学
が
互
い
に
孤
立
し
あ
う
構
造
を



二
五
一

前
近
代
の
日
本
思
想
と
日
本
哲
学
の
境
界
〔
バ
ー
ク
〕

と
っ
て
き
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
西
洋
の
立
場
を
西
洋
に
反
映
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
哲
学
界
で
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
希
望
し

た
真
の
対
話
が
成
り
立
た
な
い
だ
け
で
は
な
く
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
異
な
る
精
神
史
に
は「
哲
学
に
相
当
す
る
思
想
が
な
い
と
い
う
印
象
」が
、

強
化
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る（
11
）。

　
「
哲
学
」は
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
な
現
象
で
あ
っ
て
、ま
た
日
本
に
も
哲
学
が
昔
か
ら
存
在
し
た
と
近
頃
主
張
す
る
学
者
は
、ハ
イ
ジ
ッ

ク
、
カ
ス
リ
ス
、
マ
ラ
ル
ド
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、『
日
本
哲
学
史
料
集
』
の
出
版
の
十
年
前
、
二
〇
〇
一
年
に
出
版
さ

れ
た
『
日
本
哲
学
』
に
お
い
て
も
、
近
代
以
前
の
日
本
に
お
け
る
哲
学
の
存
在
は
ジ
ー
ヌ
・
ブ
ロ
カ
ー
（H

. G
ene. B

locker

）
と
ク
リ

ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
（C

hristopher. L. Starling

）
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た（
12
）。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
哲
学
は
「
価
値
観
」

と
形
而
上
学
的
な
思
考
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
科
学
と
異
な
り
文
化
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
彼
ら
が

そ
れ
を
明
示
的
に
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
デ
ュ
ー
イ
に
由
来
す
る
立
場
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
、
何
か
が
「
事
実
」
と
し
て
客
観

的
に
明
ら
か
と
な
る
と
（
例
え
ば
、
物
体
的
証
拠
が
確
保
さ
れ
た
時
な
ど
）、
そ
れ
は
も
は
や
哲
学
と
無
縁
に
な
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

確
証
で
き
な
い
「
意
味
」
も
し
く
は
「
意
義
」
こ
そ
が
、
哲
学
の
扱
う
領
域
で
あ
る
と
デ
ュ
ー
イ
は
言
う
。

意
味
は
真
実
よ
り
幅
の
広
い
、
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
哲
学
は
事
実
で
は
な
く
意
味
を
扱
う（
13
）。

　

わ
れ
わ
れ
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
明
を
考
え
る
時
、
そ
の
文
明
は
「
正
し
か
っ
た
」
か
「
正
し
く
な
か
っ
た
」
か
と
悩
む
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
明
の
意
味
・
意
義
を
理
解
し
た
い
と
考
え
る
。
哲
学
も
そ
う
で
あ
る
と
デ
ュ
ー
イ
は
主

張
す
る
。
存
在
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
感
情
、
ど
の
よ
う
な
思
惟
を
抱
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
の
意
義
は
見

出
さ
れ
る（
14
）。
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ジ
ョ
ー
セ
フ
・
ラ
ト
ナ
ー
（Joseph R

atner

）
に
よ
れ
ば
、
デ
ュ
ー
イ
は
始
終
「
文
化
と0

哲
学
」
で
は
な
く
、「
文
化
に
お
け
る

0

0

0

哲
学
」

を
考
え
よ
う
と
す
る（
15
）。
哲
学
の
目
的
は
普
遍
的
な
真
理
の
探
究
で
は
あ
っ
て
も
、
哲
学
者
は
あ
る
特
定
の
歴
史
に
お
け
る
特
定
の
文

化
の
中
で
、
哲
学
を
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
的
思
考
は
た
と
え
批
判
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
文
化
的
世
界
、

歴
史
的
世
界
の
産
物
な
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
「
哲
学
と
文
明
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、
文
化
と
哲
学
の
切
り
離
せ
な
い
関
係
を
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

政
治
、
文
学
も
し
く
は
視
覚
芸
術
の
よ
う
に
、
哲
学
は
人
間
の
文
明
の
現
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
の
社
会
歴
史
、
文
明
と

の
つ
な
が
り
は
本
質
的
で
あ
る（
16
）。

　

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
デ
ュ
ー
イ
の
考
え
で
は
、
哲
学
は
他
の
人
間
的
活
動
と
同
様
に
文
明
の
発
展
と
共
に
発
展
し
、
文
明
の
変

転
と
同
時
に
変
転
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
哲
学
と
い
う
も
の
は
「
結
晶
さ
れ
た
文
化
」
と
も
言
え
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
あ
る
文
化
の
持
っ
て
い
る
生
へ
の
態
度
、
存
在
の
把
握
が
、
思
惟
的
に
具
現
化
さ
れ
、
系
統
化
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
「
哲
学
」
と

な
る
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ー
イ
と
同
様
に
、『
日
本
哲
学
史
料
集
』
と
『
日
本
哲
学
』
の
著
者
達
は
「
文
化
圏
」
の
考
え
方
を
否
定
し
て
、
文
化
を
越
え
る

哲
学
的
対
話
を
希
望
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
た
デ
ュ
ー
イ
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
ま
た
デ
ュ
ー
イ
の
実
用
的
な
哲
学
理
解
を
一
つ
の
拠

り
所
と
し
て
、
著
者
達
は
哲
学
を
広
く
定
義
し
て
、
文
明
の
産
物
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で
は
な
く
、
日
本

を
含
め
て
、
世
界
中
の
文
化
・
文
明
は
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
の
伝
統
を
持
っ
て
い
る
。「
西
洋
哲
学
」
と
い
う
タ
ー
ム
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
考

え
た
よ
う
に
決
し
て
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
は
な
ら
ず
、「
イ
ン
ド
哲
学
」
や
「
中
国
哲
学
」
と
並
ぶ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
明
と
と
も
に
発
展
し



二
五
三

前
近
代
の
日
本
思
想
と
日
本
哲
学
の
境
界
〔
バ
ー
ク
〕

て
き
た
一
つ
の
哲
学
の
伝
統
で
あ
る
。
こ
の
デ
ュ
ー
イ
的
な
哲
学
理
解
は
、「
日
本
哲
学
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
よ
う

と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
。
つ
ま
り
、『
日
本
哲
学
史
料
集
』
に
お
け
る
定
義
の
よ
う
に
、
日
本
哲

学
と
は
、「
日
本
で
行
わ
れ
て
き
た
、
正
し
い
生
き
方
と
は
何
か
、
真
実
と
は
何
か
、
他
人
に
対
す
る
義
務
と
は
何
か
な
ど
の
、
深
遠
で

悩
ま
し
い
根
本
的
問
題
の
批
判
的
探
求
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
、
筆
者
は
一
つ
の
疑
問
を
投
げ
か
け
た
い
。
な
る
ほ
ど
、
デ
ュ
ー
イ
が
言
う
よ
う
に
、
政
治
や
文
学
と
同
様
に
、
哲
学
と
は
文

明
の
一
つ
の
象
徴
な
い
し
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
わ
れ
わ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
に
現
れ
た
哲
学
伝
統
を
「
哲
学
一
般
」
の
一
つ
の

文
化
的
特
殊
と
し
て
考
え
る
だ
け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
西
洋
哲
学
を
普
遍
的
哲
学
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
何
か

が
不
明
瞭
と
な
っ
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
哲
学
の
広
範
性
を
強
調
し
た
場
合
、
そ
こ
に
は
、
例
え
ば
儒
教
思
想
に
見
ら
れ
る
態
度
、

方
向
性
と
哲
学
思
想
の
そ
れ
と
を
見
分
け
る
こ
と
を
難
し
く
す
る
と
い
う
陥
穽
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
問

い
に
「
然
り
」
と
答
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
上
の
伝
統
の
思
想
の
態
度
や
方
向
性
を
見
分
け
る
こ
と
が
、
そ
の
本
質
を
理
解
す
る
上
で
極

め
て
重
要
で
あ
り
、
哲
学
と
い
う
思
考
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
由
来
で
あ
る
こ
と
を
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。

二　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
理
解

　

以
上
見
て
き
た
通
り
、
文
明
と
哲
学
は
本
質
的
に
繋
が
っ
て
い
る
と
出
張
す
る
デ
ュ
ー
イ
は
、
哲
学
を
広
く
、
実
用
的
に
定
義
し
て
い

る
。
デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
、
あ
る
文
明
の
性
格
、
ま
た
は
特
殊
な
機
能
を
発
見
し
て
定
義
す
る
と
、
そ
れ
は
同
時
に
哲
学
自
体
の
定
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に

も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
別
の
定
義
を
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
、
そ
の
定
義
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
哲
学
者
が
も
っ
て
い
る
先
入

観
の
反
映
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る（
17
）。
た
し
か
に
、
ど
の
文
明
も
政
治
的
で
あ
る
と
同
様
に
、
ど
の
文
明
で
も
自
ら
の
哲
学
的
な
、
あ
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る
い
は
形
而
上
学
的
な
思
想
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
哲
学
を
ギ
リ
シ
ア
に
由
来
す
る
理
論
的
な
伝
統
で
あ
る
と
い

う
従
来
の
定
義
は
か
な
ら
ず
し
も
、
先
入
観
の
反
映
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
。
本
節
で
は
、
こ
の
こ
と
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
現
象
学
者
で
あ
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
を
考
察
し
た
い
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、ギ
リ
シ
ア
に
現
れ
た
哲
学
は
、哲
学
以
前
の
思
想
形
態
と
の
あ
る
種
の
「
決
裂
（rupture

）」
を
表
し
た
。
フ
ッ

サ
ー
ル
の
考
え
で
は
、
哲
学
は
そ
れ
以
前
の
態
度
に
対
し
て
世
界
へ
の
「
新
し
い
態
度

0

0

」
を
も
っ
て
い
る
。「
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人

間
の
危
機
」
と
い
う
講
義
（「
ウ
ィ
ー
ン
講
義
」）
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
伝
統
の
遺
産
の
意
義
を
考
え
よ
う
と

し
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
精
神
の
誕
生
は
紀
元
前
六
、七
世
紀
頃
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
で
あ
る
。
当
時
の

ギ
リ
シ
ア
に
は
新
し
い
何
か
へ
の
「
突
破
・
打
開
（breakthrough

）」
が
見
ら
れ
る
。「
こ
こ
で
、
個
人
を
取
り
巻
く
世
界
に
対
す
る
新

し
い
態
度
が
発
生
す
る
。
そ
の
結
果
は
、
完
全
に
新
し
い
精
神
的
体
系
へ
の
突
破
・
打
開
で
あ
り
、
急
速
に
体
系
的
に
独
立
し
た
文
化
形

態
に
発
展
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
そ
れ
を
「
哲
学
」
と
呼
ん
だ（
18
）」。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
哲
学
の
元
来
の
意
味
を
、
諸
科
学
の

科
学
、
徐
々
に
諸
科
学
に
特
殊
化
す
る
全
体
、
に
対
す
る
関
心
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
哲
学
や
中
国
哲
学
を
哲
学
一
般
の
異
な
る
「
歴
史
的
形
態
」
と
し
て
見
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
間
に
類
似
性
が
あ

る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
指
摘
す
る（
19
）。
イ
ン
ド
哲
学
に
も
、
中
国
哲
学
に
も
世
界
に
つ
い
て
の
普
遍
的
知
識
を
導
く
世
界
全
体
に
向
け
ら

れ
た
関
心
が
あ
る
。「
職
業
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
（vocational com

m
unities

）」
の
中
に
お
い
て
一
般
的
な
成
果
が
広
が
り
、
世
代

か
ら
世
代
へ
と
発
展
す
る
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
お
い
て
の
み
、
こ
の
よ
う
な
世
界
全
体
に
対
す
る
関
心
は
、
純

粋
に「
観テ
オ
リ
ア想

的
」で
あ
る
態
度
を
取
り
、そ
れ
自
体
本
質
的
に
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー（
つ
ま
り
哲
学
者
と
科
学
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
）

を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
と
主
張
す
る（
20
）。

　

ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
新
し
い
態
度
に
導
か
れ
る
新
し
い
伝
統
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
以
前
の
世
界
に
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対
す
る
態
度
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
こ
の
「
前
観テ
オ
リ
ア想
的
態
度
」
は
、
元
来
「
当
然
の
ご
と
く
」
全
て
の
文
化

が
取
る
態
度
で
あ
る（
21
）。
観テ
オ
リ
ア想
的
態
度
の
発
生
以
前
の
す
べ
て
の
文
明
で
は
、
宗
教
的
・
神
話
的
モ
チ
ー
フ
と
宗
教
的
・
神
話
的
実
践

を
持
つ
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
で
は
、
宗
教
的
・
神
話
的
態
度
の
下
で
は
、
世
界
全
体
は
主
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は
「
実
践
的
」
な
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
世
界
」
を
、「
各
文
明
に
と
っ
て
の
具
体
的
、
伝
統
的
に
正
当
な
世
界
、
つ
ま
り
神
話
的
に
認
識
さ
れ

て
い
る
世
界（
22
）」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。「
実
践
的
」
で
あ
る
思
想
は
、
人
間
の
目
的
に
奉
仕
す
る
こ
と
、
人
間
を
諸

悪
か
ら
守
る
こ
と
を
そ
の
究
極
の
目
的
に
す
る
。
こ
の
態
度
の
下
で
は
、
豊
富
な
知
識
は
得
ら
れ
る
が
、
そ
の
知
的
構
造
は
根
本
的
に
実

践
的
あ
る
い
は
実
用
的
な
状
態
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
で
は
、
中
国
文
明
や
イ
ン
ド
文
明
と
そ
れ
ら

の
文
明
の
哲
学
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る（
23
）。

三　

パ
ト
チ
カ
の
歴
史
哲
学

　
『
ウ
ィ
ー
ン
講
義
』
と
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
』
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
自
然
的
態
度
」
と
対
比
さ
れ
る
観テ
オ
リ
ア想

的
態
度
と
は

何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、フ
ッ
サ
ー
ル
は
晩
年
そ
れ
を
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
わ
ゆ
る
自
然
的
態
度
か
ら
観テ
オ
リ
ア想

的
態
度
へ
の
「
裂
け
目
」
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
念
入
り
な
考
察
を
行
わ
な
か
っ
た
。

　

パ
ト
チ
カ
は
、
こ
の
よ
う
な
後
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
注
目
し
た
観テ
オ
リ
ア想
的
態
度
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
問
題
に
対
し
て
大
き
な
関
心
を
寄

せ
、
危
機
に
陥
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
観テ
オ
リ
ア想

伝
統
を
考
え
た
。
彼
の
歴
史
哲
学
は
、『
身
体
・
社
会
・
言
語
・
世
界
』、『
プ
ラ
ト
ン
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
』、『
歴
史
に
お
け
る
異
端
的
論
考
』
と
い
う
三
つ
の
主
要
な
著
作
を
通
し
て
発
展
し
て
き
た
。
最
初
の
一
冊
は
パ
ト
チ
カ
が
ど
の
よ
う

に
人
間
存
在
を
理
解
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
い
に
迫
る
鍵
と
な
る
著
作
で
あ
る
。
後
の
二
冊
は
「
狭
い
」
意
味
で
の
哲
学
と
呼
べ
る
も
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の
の
起
源
に
関
し
て
明
確
な
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
本
節
は
、こ
れ
ら
の
書
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
歴
史
哲
学
に
注
目
し
て
、デ
ュ
ー

イ
的
な
哲
学
理
解
と
対
比
で
き
る
哲
学
理
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
「
哲
学
は
、
現
象
に
基
づ
い
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
原
理
か
ら
成
る
仮
説
的
な
構
成
物
に
基
づ
い
て
で
は
な
い
」
と
パ

ト
チ
カ
は
主
張
す
る（
24
）。
パ
ト
チ
カ
は
こ
の
確
信
を
彼
の
恩
師
で
あ
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
確
信
と
と

も
に
、
パ
ト
チ
カ
は
人
間
が
住
む
も
っ
と
も
基
礎
的
な
意
味
の
「
世
界
」（
場
合
に
よ
っ
て
は
「
自
然
世
界
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
）
と

い
う
問
題
に
対
す
る
関
心
を
も
受
け
継
い
だ
。
こ
の
世
界
と
は
自
然
科
学
の
世
界
の
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
が
自
然
に
生
き
る
世
界
の
こ

と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
然
科
学
が
扱
っ
て
い
る
「
自
然
世
界
」
は
元
来
の
「
自
然
世
界
」
か
ら
発
生
し
、
そ
こ
に
還
元
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
人
間
を
取
り
囲
む
こ
の
本
来
の
自
然
世
界
は
、
も
っ
と
も
根
本
的
な
認
識
論
的
な
土
台
・
基
底
を
成
し
て

い
る
「
生
活
世
界
」（Lebensw

elt

）
と
い
う
意
味
の
自
然
世
界
で
あ
る
。
木
田
元
は
こ
の
「
生
活
世
界
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
生
活
世
界
と
は
、
い
っ
さ
い
の
学
に
先
だ
っ
て
い
つ
も
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
直
接
の
経
験
に
与
え
ら
れ
て
い
る
世
界
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
学
そ
の
も
の
も
こ
の
生
活
世
界
か
ら
出
発
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
真
の
意
味
を
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
の
で
あ
る（
25
）」。
し
か
し
、
直
接

の
経
験
に
与
え
ら
れ
た
世
界
は
、一
切
の
観テ
オ
リ
ア想

の
影
響
に
先
立
つ
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
モ
ラ
ン
が
指
摘
す
る
通
り
、こ
れ
は
「
生

き
る
伝
統
」
と
し
て
の
世
界
、
記
憶
に
残
る
過
去
と
投
影
す
る
未
来
の
世
界
で
も
あ
る
。
こ
の
世
界
は
「
純
粋
」
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
広
い
意
味
の
伝
統
の
沈
殿
・
層
か
ら
成
り
立
つ
の
で
あ
る（
26
）。　
　

　

パ
ト
チ
カ
は
、
人
間
存
在
は
「
基
本
的
に
肉
体
的
で
あ
る
（fundam

entally corporeal

）」
と
言
う
。
人
間
は
石
や
動
物
と
異
な
り
、

す
で
に
自
分
の
有
限
性
を
自
覚
し
て
い
る（
27
）。
そ
う
し
た
人
間
存
在
は
「
運
動
」
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る（
28
）。
そ
れ
は
幾
何
学
的
空
間

に
お
け
る
計
算
可
能
な
物
体
の
運
動
の
概
念
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
見
ら
れ
る
運
動
の
概
念
の
方
に
よ
り
近
い
。
ま
た
、
一
個

の
人
生
は
誕
生
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
、
一
つ
の
「
運
動
」
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
個
人
を
越
え
る
共
同
的
生
も
ま
た
、
い
く
つ
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か
の
間
主
観
的
運
動
と
し
て
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
諸
運
動
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
出
会
い
、

ま
た
は
世
界
自
体
を
何
ら
か
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る（
29
）。

　
『
身
体
・
社
会
・
言
語
・
世
界
』
で
、
パ
ト
チ
カ
は
三
つ
の
「
運
動
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
第
一
に
、
本
能
的
‐
受
容
的
で
あ
る
「
停

泊
（A

nchoring
）」、第
二
に
人
間
の
仕
事
と
い
う
領
域
、道
具
の
世
界
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
うZeuge

）
の
中
で
行
わ
れ
る
「
企
投
（self

‐projection

）、
そ
し
て
第
三
に
「
実
存
（existence

）
で
あ
る
。
前
者
の
二
つ
の
運
動
は
、
有
限
な
わ
れ
わ
れ
の
背
景
と
し
て
機
能

す
る
大
地
に
縛
ら
れ
る
が
、「
実
存
」
と
い
う
運
動
は
「
わ
れ
わ
れ
の
大
地
性
を
突
破
す
る
試
み
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
意
味
に
安
住
す
る
傾
向
を
震
撼
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
の
有
限
性
、
立
脚
性
、
土
着
性
を
自
覚
す
る
こ
と
で

あ
る（
30
）。
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
伝
統
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
伝
統
を
こ
の
運
動
の
具
現
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る（
31
）。 

　

パ
ト
チ
カ
に
よ
れ
ば
、
哲
学
も
ま
た
、
一
つ
の
震
撼
の
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
同
様
に
、
哲
学
を
何
か
の
「
新
し
い
」

も
の
、
過
去
の
考
え
方
と
の
「
裂
け
目
」
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。『
プ
ラ
ト
ン
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
に
お
い
て
、
こ
の

「
裂
け
目
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
考
察
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
『
歴
史
哲
学
の
異
端
的
論
考
』
で
は
、
歴
史
は
一
般
的
に
三
つ
の
「
エ
ポ
ッ

ク
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
パ
ト
チ
カ
は
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
は
、第
一
に
自
然
的
な
周
期
的
運
動
を
持
つ
「
非

‐
歴
史
的
」
な
エ
ポ
ッ
ク
、
第
二
に
文
明
が
現
れ
書
記
を
通
し
て
共
同
的
な
記
憶
を
保
存
す
る
伝
統
を
持
つ
「
前
‐
歴
史
的
」
な
エ
ポ
ッ

ク
、
そ
し
て
第
三
の
「
歴
史
的
」
な
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
は
、
上
述
の
『
身
体
・
社
会
・
言
語
・
世
界
』
で
展
開
し
た
「
生
の

根
本
的
運
動
」
と
あ
る
程
度
対
応
し
て
い
る
。『
歴
史
哲
学
の
異
端
的
論
考
』
で
は
、
こ
の
三
つ
の
「
運
動
」
を
次
の
よ
う
な
概
念
で
表

現
し
て
い
る
。
第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
の
も
っ
と
も
自
然
な
状
態
を
規
定
づ
け
て
い
る
「
受
容
」（acceptance

）、
第
二
に
肉
体
的
苦
痛
と

そ
の
緩
和
を
基
調
し
て
い
る
「
防
御
」（defense

）、
第
三
に
「
真
実
」（truth
）
で
あ
る（
32
）。
パ
ト
チ
カ
に
と
っ
て
は
、
哲
学
が
象
徴
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し
て
い
る
観テ
オ
リ
ア想

的
態
度
へ
の
「
裂
け
目
」
と
は
「
歴
史
的
エ
ポ
ッ
ク
」
へ
の
裂
け
目
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
人
間
の
生
は
「
歴
史
的

生
」
と
な
る
。

　

歴
史
的
エ
ポ
ッ
ク
へ
の
裂
け
目
の
説
明
に
入
る
前
に
、
ま
ず
前
観テ
オ
リ
ア想

的
態
度
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
「
非
歴
史
的
エ
ポ
ッ
ク
」
と
「
前
歴

史
的
エ
ポ
ッ
ク
」
と
の
パ
ト
チ
カ
の
理
解
を
よ
り
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。「
非
歴
史
的
人
間
」
と
「
前
歴
史
的
人
間
」
と
の
違
い
は
、
パ

ト
チ
カ
が
指
摘
し
た
「
共
同
的
記
憶
を
保
存
す
る
書
記
」
の
根
本
に
あ
る
「
仕
事
」
の
発
展
に
あ
る
と
言
え
る
。
前
歴
史
的
人
間
の
世
界

は
、依
然
と
し
て
自
ら
の
生
命
を
そ
の
ま
ま
に
「
受
容
」
し
て
、そ
し
て
そ
れ
を
「
維
持
」
す
る
た
め
に
労
働
す
る
世
界
で
も
あ
り
な
が
ら
、

彼
等
は
壁
を
作
り
、
神
殿
を
立
て
、
魔
術
を
用
い
て
不
思
議
な
も
の
、
脅
威
と
な
る
も
の
か
ら
、
自
己
の
存
在
を
「
防
御
」
す
る
。
仕
事

の
産
物
が
蓄
積
し
て
大
帝
国
・
高
度
文
明
が
現
れ
て
も
、
そ
の
核
を
成
し
て
い
る
の
は
、
生
命
を
維
持
す
る
「
労
働
」
が
行
わ
れ
る
「
家

庭
（oikos

）」
の
ま
ま
で
あ
る
と
パ
ト
チ
カ
は
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
数
え
き
れ
な
い
個
々
の
家
庭
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
家
庭
の
空
間

を
出
た
瞬
間
、
人
が
「
帝
国
」
と
い
う
さ
ら
に
大
き
な
「
家
庭
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る（
33
）。

　

し
か
し
、そ
こ
で
は
、こ
の「
帝
国
」は
人
間
の
政
治
的
な
組
織
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。大
家
庭
で
あ
る「
帝
国
」は
す
で
に「
世

界
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
前
歴
史
的
な
人
間
は
な
ん
ら
か
の
「
存
在
論
的
隠
喩
」
を
通
し
て
自
分
の
生
を
理
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
前

歴
史
的
な
人
間
は
、
果
実
を
実
ら
せ
、
わ
れ
わ
れ
を
養
う
自
然
の
大
地
と
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
背
景
で
あ
る
文
化
的
な
大
地
を
見
分
け
な

い（
34
）。
右
左
、
上
下
、
昼
夜
と
同
様
に
、
人
間
的
存
在
と
対
応
す
る
も
の
は
神
々
、
超
人
間
的
な
力
で
あ
る
。「
天
皇
」
は
人
間
社
会
を

「
支
配
」
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
と
世
界
秩
序
と
の
間
の
「
仲
介
」
の
役
割
を
も
果
た
し
て
い
た（
35
）。
こ
の
意
味
に
お
い
て
原
始
的

な
帝
国
は
す
べ
て
神
聖
国
家
で
あ
り
、
社
会
の
統
制
と
維
持
と
、
自
然
の
秩
序
と
の
明
確
な
境
界
線
は
な
か
っ
た
。
フ
ァ
ラ
オ
は
（
こ
の

言
葉
の
語
源
は
「
大
き
な
家
族
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
）
人
間
に
労
働
を
命
じ
、
ナ
イ
ル
川
の
定
期
的
洪
水
を
も
命
じ

た（
36
）。
ま
た
、
こ
の
時
代
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
生
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
り
、
生
き
る
こ
と
自
体
に
価
値
が
あ
る
の
か
と
疑
う
余
地
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は
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
、
前
歴
史
的
人
間
の
特
徴
が
あ
る（
37
）。

　

上
述
の
よ
う
に
、
人
間
の
生
は
本
能
的
な
「
受
容
」
と
自
己
投
影
的
な
「
防
御
」
と
い
う
生
成
運
動
に
よ
っ
て
大
地
に
根
ざ
し
て
い
る

も
の
と
し
て
、
パ
ト
チ
カ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
前
歴
史
的
生
に
は
「
真
実
」
と
い
運
動
が
も
ち
ろ
ん
あ
り
な
が
ら
、
生
は
こ
と

に
「
防
御
」
と
い
う
運
動
に
基
調
さ
れ
て
い
る
。「
防
御
」
と
い
う
表
現
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
、
人
間
は
外
的
な
も
の
に
よ
っ

て
威
嚇
さ
れ
て
い
る
と
い
う
鋭
い
自
覚
を
持
っ
て
い
る
。自
己
の
存
在
を
そ
の
威
嚇
か
ら
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
信
念
は
、

こ
の
自
覚
か
ら
現
れ
る
。「
確
実
性
へ
の
探
究
（The Q

uest for C
ertainty

）」
と
い
う
論
考
の
中
で
、
デ
ュ
ー
イ
は
パ
ト
チ
カ
と
似
た

よ
う
な
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
、
芸
術
（
技
術
を
包
含
す
る
広
い
意
味
で
のarts

）
も
ま
た
、
儀
式
や
魔
術
と
は
異

な
る
と
い
え
ど
も
、
外
的
な
力
か
ら
安
全
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
。
原
始
的
な
宗
教
は
、
そ
の
危
険
と
不
確
か
さ
の
存
在
す
る
環
境
・

雰
囲
気
の
中
で
発
展
し
た（
38
）。

　

前
歴
史
の
隠
喩
的
な
自
己
理
解
は
、
記
録
（
文
字
）
と
神
話
に
よ
っ
て
強
固
な
も
の
と
な
っ
た
と
パ
ト
チ
カ
は
指
摘
す
る
。
そ
れ
ら
の

「
反
省
的
」
な
活
動
に
よ
っ
て
、
人
間
は
世
界
と
自
ら
と
の
関
係
を
自
ら
に
示
す
こ
と
を
し
始
め
た（
39
）。
神
話
は
隠
喩
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
な
い
隠
喩
だ
と
言
え
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
存
在
の
顕
現
（revealing

）
の
最
初
で
根
本
的
な
モ
ー
ド
で
あ
る
。
ま
た
顕
現
の
形
で

あ
る
神
話
は
、
人
間
存
在
を
限
定
し
た（
40
）。
つ
ま
り
、
神
話
は
「
世
界
」
の
確
立
で
あ
っ
た
の
で
あ
る（
41
）。
そ
し
て
、
こ
の
「
世
界
」

の
確
立
は
、「
真
実
」
と
い
う
第
三
の
運
動
の
基
本
的
な
始
ま
り
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
パ
ト
チ
カ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
神
話
的
な
世

界
は
二
元
的
な
特
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
親
し
い
」「
不
思
議
」
と
い
う
二
元
性
と
、「
盲
目
」「
明
快
」
と
い
う
二
元
性
で
あ
る
。

こ
の
「
盲
目
」「
明
快
」
の
二
元
性
は
、
世
界
へ
の
限
定
さ
れ
て
い
る
視
点
と
す
べ
て
を
包
囲
す
る
視
点
の
区
別
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る（
42
）。
人
間
は
普
通
「
盲
目
的
」
で
あ
る
。
明
快
な
「
真
実
」
を
求
め
る
こ
と
は
、「
あ
の
世
界
」
の
神
秘
的
な
も
の
に
立
ち
入
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
あ
る（
43
）。
こ
の
時
代
に
お
け
る
真
実
へ
の
探
究
は
、
従
っ
て
、
聖
な
る
も
の
へ
の
希
求
、
智
慧
、
小
宇
宙
と
大
宇
宙
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の
合
一
、
安
ら
か
さ
と
死
す
べ
き
運
命
を
冷
静
に
受
け
止
め
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た（
44
）。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
い
く
つ
か
の
神
話
的
な
世
界
に
は
、
あ
る
自
覚
が
現
れ
る
。
パ
ト
チ
カ
が
説
明
す
る
通
り
、
旧
約
聖
書
に
お
け
る

知
恵
の
樹
、
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
と
エ
ン
キ
デ
ュ
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
、
そ
し
て
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
な
ど
は
す
べ
て
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
人
間
と
は
「
真
実
」
の
子
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
「
真
実
」
の
子
で
あ
る
こ
と
は
人
間
へ
の
天
罰

0

0

で
あ
る
、
と
い
う
思
想
で
あ
る
。「
真

実
」
は
人
間
の
不
安
定
な
立
場
を
告
げ
る
。
こ
れ
は
不
安
定
を
自
覚
し
た
「
知
恵
」
の
悲
劇
的
な
性
格
と
い
え
る（
45
）。
こ
こ
で
は
、「
明

快
」
と
は
「
人
間
は
盲
目
と
し
て
生
ま
れ
、
盲
目
と
し
て
生
き
、
そ
し
て
盲
目
と
し
て
死
ぬ
」
と
い
う
悲
劇
的
な
「
シ
ー
レ
ー
ノ
ス
の
知

恵
」
に
化
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
を
育
ん
だ
文
明
で
は
、
そ
れ
は
中
心
的
な
神
話
で
あ
っ
た
。
日
本
の
神
話
に
も
、「
親
し
さ
」「
不
思
議
」

と
い
う
二
元
性
と
と
も
に
、こ
の
悲
劇
的
な
「
知
恵
」
と
い
う
要
素
は
非
常
に
強
く
見
ら
れ
る
と
パ
ト
チ
カ
は
指
摘
す
る（
46
）。
ニ
ー
チ
ェ

は
こ
れ
を
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
知
恵
と
呼
ん
だ
。
ニ
ー
チ
ェ
が
こ
の
よ
う
な
悲
劇
的
な
自
覚
を
仏
教
の
根
本
的
な
態
度
で
あ
っ
た
と
考
え

た
点
は
興
味
深
い（
47
）。
パ
ト
チ
カ
の
考
え
で
は
、
悲
劇
的
な
態
度
は
既
に
歴
史
的
な
エ
ポ
ッ
ク
の
誕
生
を
予
言
し
て
い
る
。

　

以
上
、『
異
端
的
論
考
』
に
お
け
る
「
前
歴
史
的
」
な
エ
ポ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
説
明
を
概
観
し
た
。
で
は
、
パ
ト
チ
カ
の
歴
史
哲
学
に

お
け
る
「
歴
史
的
」
な
エ
ポ
ッ
ク
は
こ
れ
と
ど
う
異
な
る
の
か
。
前
歴
史
的
な
神
話
世
界
の
人
間
は
悲
劇
の
知
恵
を
通
し
て
、
人
間
は
自

分
の
「
盲
目
」
を
自
覚
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
盲
目
」
は
、
人
間
の
「
盲
目
」
と
超
人
間
的
「
明
快
」
と
い
う
二
元
性
を
通
し
て
理
解

さ
れ
た
。
歴
史
的
人
間
は
そ
の
点
に
お
い
て
前
歴
史
的
人
間
と
異
な
る
と
パ
ト
チ
カ
は
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
神
話
的
な
二
元
性
が

人
間
と
い
う
焦
点
で
合
一
す
る（
48
）。

　

歴
史
的
人
間
は
、も
は
や
神
の
立
場
と
異
な
っ
て
悲
劇
的
に
「
盲
目
」
で
あ
る
の
で
は
な
く
、驚
異
的
に
「
無
知
」
に
な
る
。「
私
が
知
っ

て
い
る
こ
と
は
、
私
は
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
す
」
と
言
説
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
歴
史
的
エ
ポ
ッ
ク
の
象
徴

で
あ
る（
49
）。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
新
し
い
生
の
形
態
の
可
能
性
を
自
覚
し
た
と
パ
ト
チ
カ
は
考
え
て
い
る
。
観テ
オ
リ
ア想

的
態
度
の
現
れ
は
人
間
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の
自
由
の
自
覚
と
繋
が
っ
て
い
る
。
人
間
は
「
無
知
」
で
あ
り
、「
死
す
べ
き
」
も
の
で
は
あ
る
が
、
自
由
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ

れ
は
こ
の
状
況
・
境
遇
に
限
定
さ
れ
、
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
省
に
お
い
て
、
そ
の
状
況
・
境
遇
を
超
越
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
無
反
省
な
状
態
と
反
省
さ
れ
た
状
態
は
同
じ
状
態
で
は
な
い
。「
反
省
の
な
い
人
生
は
、
生
き
る
に
値
し
な
い
」
と
ソ
ク

ラ
テ
ス
が
主
張
し
た
の
は
こ
の
知
恵
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

パ
ト
チ
カ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
真
実
」
と
い
う
運
動
は
新
し
い
形
を
と
る
。「
哲
学
」
の
誕
生
は
「
裂
け
目
」
と
し
て
現
れ
る
わ
け

で
あ
る（
50
）。
こ
こ
に
も
、
パ
ト
チ
カ
の
立
場
は
ニ
ー
チ
ェ
の
立
場
と
呼
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
人
物
に

「
観
想
的
人
間
（theoretischen M

enschen

）」
の
誕
生
を
見
た
ニ
ー
チ
ェ
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
「
い
わ
ゆ
る
世
界
史
の
転
換
点
と
渦

（W
endepunkt und W

irbel der sogenannten W
eltgeschichte

）」
と
さ
え
呼
ん
だ（
51
）。
パ
ト
チ
カ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
人
物
に
お

い
て
、
意
味
の
新
し
い
モ
ー
ド
、
意
味
の
不
在

0

0

を
源
泉
と
す
る
意
味
探
究
の
形
成
を
見
て
い
る（
52
）。

　

現
象
を
「
全
体
」
と
い
う
立
場
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
点
で
、
哲
学
は
神
話
と
似
て
い
る
が
、
神
話
と
異
な
り
、
哲
学
は
も
の
の
不
在

が
明
ら
か
と
な
る
場
所
、
問
い
が
発
展
で
き
る
空
間
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
問
い
が
な
け
れ
ば
哲
学
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
哲
学
に

お
い
て
問
い
を
発
し
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
に
は
、
明
示
的
な
空
間
が
不
可
欠
で
あ
る
。
だ
が
神
話
で
は
、
過
去
に
起
こ
っ
た
事
柄
を
通

し
て
世
界
を
説
明
す
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
も
の
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
。
神
話
の
答
え
は
、
何
ら
か
の
問
い
に
先
立
つ
の
で
あ
る
。

　
「
人
間
は
存
在
で
あ
る
か
ら
、
理
解
し
て
い
る
何
物
か
の
中
で
存
在
す
る
」
と
パ
ト
チ
カ
は
述
べ
る（
53
）。
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
、
い
つ
も
あ
る
伝
統
的
地
平
を
背
景
に
し
て
、
何
か
に
「
何
か
と
し
て
」
遭
遇
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
人
間
の
生
活
は
単
な
る
「
事
実
」

を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
。「
何
か
と
し
て
」
を
規
定
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
平
の
「
意
味
の
枠
」
と
言
え
る
。
こ
の
「
意
味
の
枠
」

が
有
し
て
い
る
意
味
を
確
定
す
る
力
が
な
く
な
る
時
に
、
そ
の
枠
自
体
は
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
意
味
の
消
滅
は
従
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
存
在
論
的
差
異
」
と
の
出
会
い
・
発
覚
と
な
り
え
る（
54
）。
言
い
換
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
も
の
に
限
定
を
与
え
る
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次
元
で
あ
る
「
開
放
性
」
あ
る
い
は
「
空
間
」
が
、「
今
」
に
顕
現
す
る
。
世
界
全
体
は
物
語
と
し
て
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
現
れ
、

そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
原
始
的
な
哲
学
者
は
驚
異
を
感
じ
た
の
で
あ
る（
55
）。

　

と
こ
ろ
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
神
話
的
な
世
界
観
の
消
滅
と
い
う
過
程
は
、「
受
容
」
や
「
防
御
」
と
切
り
離
さ
れ
た
「
真
実
」

だ
け
の
た
め
の
新
し
い
生
の
形
態
で
あ
る
と
パ
ト
チ
カ
は
指
摘
す
る
。
哲
学
の
出
現
と
は
、
そ
の
時
点
ま
で
人
間
を
支
配
し
た
意
味
が
動

揺
し
た
そ
の
結
果
で
あ
る
の
だ
。
こ
の
変
容
は
パ
ト
チ
カ
が
理
解
し
て
い
る
「
歴
史
」
の
始
ま
り
で
も
あ
る
。
パ
ト
チ
カ
に
と
っ
て
は
、

伝
統
的
意
味
の
全
体
が
疑
問
視
さ
れ
、
生
が
そ
の
ま
ま
自
分
自
身
と
同
一
で
な
く
な
る
、
す
な
わ
ち
自
己
か
ら
あ
る
距
離
を
と
る
時
に
、

歴
史
は
構
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
歴
史
」
と
は
、
自
己
と
か
つ
て
自
己
が
当
然
の
よ
う
に
住
ん
で
い
た
そ
の
地
平
と
の
全
体
を
見
渡
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
意
識
と
自
己
と
の
新
し
い
関
係
を
作
る
過
程
・
運
動
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

パ
ト
チ
カ
の
歴
史
哲
学
か
ら
見
る
日
本
哲
学
史
の
問
題

　

こ
こ
で
は
、
以
上
に
見
て
き
た
三
人
の
哲
学
者
の
考
察
を
も
と
に
、
日
本
哲
学
と
日
本
思
想
の
境
界
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ハ
イ
ジ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、「
哲
学
者
は
最
初
か
ら
普
遍
性
を
目
指
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
文
化
的
前
提
の
た
め
に
道
は
次
々

と
ふ
さ
が
れ
て
き
た
」。
そ
し
て
、「
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
哲
学
は
、
史
上
初
め
て
普
遍
的
な
哲
学
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
」（
56
）。
ハ
イ
ジ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
本
当
の
意
味
の
「
普
遍
的
」
哲
学
は
全
世
界
か
ら
の
寄
与
を
包
括
的
に
受
け
入
れ
る
哲
学

で
あ
り
、
ま
た
は
文
化
と
の
間
の
対
話
を
遮
る
人
工
的
な
「
文
化
圏
」
を
否
定
す
る
哲
学
で
あ
る
。
こ
の
「
普
遍
的
」
と
い
う
言
葉
の
理

解
は
大
切
で
あ
ろ
う
。
源
了
圓
は
「
近
代
化
」
と
い
う
概
念
を
「
普
遍
化
」
へ
の
運
動
と
し
て
定
義
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
定
義
で
は
、

「
自
己
の
文
化
に
閉
じ
こ
も
る
特
殊
化
の
方
向
と
は
逆
の
方
向
を
普
遍
化
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。そ
の
普
遍
化
と
は
、厳
密
に
言
え
ば
、
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近
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の
日
本
思
想
と
日
本
哲
学
の
境
界
〔
バ
ー
ク
〕

自
己
の
文
化
か
ら
他
の
異
な
っ
た
文
化
に
対
し
て
対
応
す
る
能
力
・
原
理
を
引
き
出
す
過
程
と
定
義
づ
け
し
え
よ
う
」（
57
）。
こ
れ
は
ハ
イ

ジ
ッ
ク
の
言
う
普
遍
性
と
近
い
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
問
と
し
て
の
近
代
西
洋
哲
学
に
対
す
る
ハ
イ
ジ
ッ
ク
の
批
判
は
、そ
の
学
問
の「
閉

じ
こ
も
っ
て
い
る
」
状
態
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
普
遍
性
へ
移
行
す
る
こ
と
は
、
そ
の
閉
じ
ら
れ
た
特
殊
的
世
界
を

出
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
新
た
な
問
題
に
直
面
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
に
現
れ
た
哲
学
の
特
殊
性
だ
け
を
強
調
す
れ
ば
、
そ
の
伝
統
で

は
何
が
根
本
的
に
新
し
か
っ
た
の
か
、
い
か
な
る
意
味
で
そ
の
伝
統
が
普
遍
性
ま
で
突
破
し
た
の
か
を
見
失
う
恐
れ
も
あ
る
。「
哲
学
者

は
最
初
か
ら
普
遍
性
を
目
指
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
ハ
イ
ジ
ッ
ク
は
言
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
哲
学
者
」
は
、
ま
さ
し
く
ギ

リ
シ
ア
に
始
ま
っ
た
伝
統
の
哲
学
者
で
あ
る
。
実
践
倫
理
や
宗
教
の
思
想
家
が
自
ら
「
普
遍
性
」
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
く
、
異
な
る

理
由
、
異
な
る
目
的
を
立
て
て
思
索
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
上
述
の
通
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
は
人
間
の

歴
史
に
お
け
る
あ
る
「
裂
け
目
」
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
「
裂
け
目
」
は
、環
境
世
界
（U

m
w

elt

）
の
有
限
な
地
平
か
ら
の
「
本
当
の
世
界
」

あ
る
い
は
「
科
学
的
世
界
」
へ
の
突
破
と
し
て
見
ら
れ
る
。
観テ
オ
リ
ア想
的
態
度
に
よ
る
「
無
限
な
努
め
」
へ
の
道
の
打
開
が
こ
の
突
破
が
成
し

遂
げ
た
「
普
遍
性
」
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る（
58
）。
ギ
リ
シ
ア
の
自
己
批
判
的
な
哲
学
文
化
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
特
殊
な
文
化
を

越
え
る
普
遍
性
を
見
出
す
。
休
み
な
く
理
由
を
尋
ね
た
り
根
拠
を
探
し
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
文
化
は
自
己
の
文
化
の
今
ま
で

の
包
囲
的
な
特
殊
性
を
超
え
た（
59
）。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
源
了
圓
が
い
う
「
自
己
の
文
化
に
閉
じ
こ
も
る
特
殊
化
の
方
向
と
は
逆
の
方
向
」

へ
の
決
定
的
な
飛
躍
で
あ
っ
た
と
認
識
す
る
べ
き
で
あ
る
と
筆
者
は
主
張
し
た
い
。

　

第
一
節
で
見
た
通
り
、
哲
学
は
ど
の
文
明
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
と
主
張
す
る
学
者
達
の
中
に
は
デ
ュ
ー
イ
を

参
考
に
し
て
論
じ
る
人
が
少
な
く
な
い
。
中
国
を
数
年
訪
問
し
て
講
義
を
各
地
で
行
っ
た
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
、哲
学
は
「
西
洋
」
や
「
東

洋
」
と
い
う
「
文
化
圏
」
に
閉
じ
こ
も
っ
て
は
な
ら
ず
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
人
間
は
同
じ
世
界
（universe

）
に
住
み
、
同
じ
問
題
に
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直
面
す
る
の
で
、
対
話
は
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
必
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
。

　

し
か
し
、文
明
と
哲
学
の
繋
が
り
は
本
質
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
デ
ュ
ー
イ
の
理
解
は
、結
局
、観
想(

テ
オ
リ
ア)

的
態
度
の
発
展
は
、

あ
る
文
明
の
世
界
に
お
け
る
存
在
の
仕
方
の
変
化
を
象
徴
し
て
い
る
、
と
い
う
パ
ト
チ
カ
の
理
解
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
な

い
か
。
現
象
学
の
伝
統
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
ご
と
く
、
人
間
は
物
が
箱
の
中
に
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
世
界
の
中
に
い
る
の
で
は
な

い（
60
）。
パ
ト
チ
カ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
活
世
界
の
問
題
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
哲
学
と
は
、
人
間
の
社

会
が
世
界
の
中
に
い
か
に
存
在
し
て
い
る
の
か
が
根
本
的
に
変
わ
る
時
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
明
治
日
本
に
お
け
る
哲
学
を
含
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
導
入
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
類
似
の
根
本
的
な
変
化
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
、西
洋
哲
学
や
自
然
科
学
は
た
だ
、す
で
に
存
在
し
て
い
た
知
識
や
技
術
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
終
わ
っ

た
の
で
は
な
か
っ
た
。
人
間
の
共
同
的
存
在
の
変
化
、
つ
ま
り
、
文
明
の
変
化
が
こ
の
思
想
の
導
入
に
付
随
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
隔
離
さ
れ
て
い
る
文
化
圏
世
界
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
う
な
現
象
学
者
が
説
明
す
る

通
り
、
人
間
の
生
活
世
界
（Lebensw

elt

）
は
純
粋
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
伝
統
の
沈
殿
か
ら
出
来
上
が
っ
た
も
の
な

の
で
あ
る
。
上
に
見
た
通
り
、
パ
ト
チ
カ
は
こ
の
根
本
的
洞
察
を
異
な
る
表
現
を
使
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
世
界
は
す
で
に
「
何
か

と
し
て
」
現
れ
て
い
る
。
そ
の
「
何
か
と
し
て
」
と
い
う
意
味
の
枠
は
、
エ
ポ
ッ
ク
や
文
明
に
よ
っ
て
異
な
る
。
神
々
と
一
緒
に
住
ん
で

い
た
古
代
人
は
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
生
活
世
界
に
住
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
。

　

哲
学
を
西
洋
哲
学
や
日
本
哲
学
、
中
国
哲
学
や
イ
ン
ド
哲
学
な
ど
を
含
め
る
「
思
想
一
般
」
と
し
て
考
え
て
、
日
本
哲
学
の
長
い
歴
史

を
主
張
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
だ
け
で
は
、
各
エ
ポ
ッ
ク
に
お
け
る
文
明
の
生
活
世
界
の
変
化
と
ギ
リ
シ
ア

に
現
れ
た
哲
学
と
い
う
伝
統
が
い
か
に
そ
の
変
化
と
繋
が
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
、
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
明
治
時
代

の
日
本
人
が
住
ん
で
い
た
生
活
世
界
の
変
化
と
哲
学
と
の
関
係
も
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
代
で
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は
、
観テ
オ
リ
ア想
的
態
度
の
「
学
」
は
、「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
哲
学
」
や
「
自
然
科
学
」
な
ど
の
形
相
に
分
離
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
学
の

根
本
的
性
格
と
は
、
た
だ
単
に
純
粋
に
与
え
ら
れ
た
あ
る
客
観
的
世
界
の
学
で
は
な
く
、
人
間
を
取
り
巻
く
自
然
世
界
に
対
す
る
歴
史
的

に
新
し
い
「
態
度
」
か
ら
生
じ
た
学
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
尚
更
明
ら
か
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
伝
統
と
は
「
何
か
」
と
問
う
こ
と
は
、
解
釈
の
試
み
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
ガ
ダ
マ
ー
の
指
摘
を
考
察
の
糸
口

に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
既
に
決
ま
っ
た
標
準
に
従
っ
て
も
の
を
計
算
し
た
り
、
範
疇
に
入
れ
た
り
す
る
の
と
は
異
な
り
、
解
釈
は
い
つ
も

新
し
い
理
解
、
新
し
い
解
釈
へ
の
開
放
性
を
保
つ
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
「
日
本
哲
学
史
」
と
は
何
を
対
象
に
す
る
歴
史
で
あ
る
か
と

問
う
場
合
に
も
、「
哲
学
と
は
何
か
」
を
解
釈
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、「
日
本
に
存
在
し
て
き
た
知
的
伝
統
と
は
何
か
」
を
解
釈
す
る

必
要
も
あ
る
の
で
あ
る
。
解
釈
が
必
要
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
人
間
の
伝
統
は
自
然
元
素
の
周
期
表
の
よ
う
に
き
れ
い
に
整
理
す
る
こ

と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
範
疇
を
通
し
伝
統
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、

不
可
欠
で
も
あ
る
が
、
辞
書
的
な
便
宜
上
の
定
義
を
超
え
て
考
え
よ
う
と
思
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
範
疇
自
体
を
も
視
野
に
入
れ
て
考

察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

明
治
以
前
の
日
本
に
お
け
る
知
的
伝
統
を
「
思
想
」
と
名
付
け
る
慣
習
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
「
哲
学
」
と
考
え
て
も
良
い
と
主
張
す

る
学
者
達
、
例
え
ば
『
日
本
哲
学
史
料
集
』
の
編
者
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
範
疇
に
つ
い
て
の
考
察
と
、
伝
統
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
こ

の
解
釈
と
考
察
を
通
し
て
彼
ら
は
、哲
学
的
な
思
考
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
由
来
す
る
合
理
性
の
諸
形
態
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、

現
在
の
主
な
仮
説
を
問
題
視
し
て
い
る
。
編
者
た
ち
の
意
図
は
、
儒
教
や
仏
教
、
あ
る
い
は
国
学
の
思
想
家
が
論
理
を
使
い
、
説
明
し
、
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分
析
す
る
と
い
う
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
安
易
な
思
い
込
み
に
、
具
体
例
を
挙
げ
て
反
証
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
知
的

伝
統
ご
と
に
合
理
性
は
異
な
る
形
態
を
と
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
合
理
性
と
し
て
存
在
し
、
世
界
の
普
遍
的
な
問
題

に
取
り
組
む
の
で
あ
る
。
普
遍
的
な
真
理
の
希
求
を
目
的
と
す
る
は
ず
の
哲
学
界
が
、
他
に
対
し
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
閉
鎖
す
る
よ
う
な
態

度
は
、
む
し
ろ
哲
学
の
理
想
を
裏
切
る
行
為
で
さ
え
あ
る
と
指
摘
す
る（
61
）。
こ
の
立
場
を
始
終
一
貫
し
て
い
る
課
題
は
、
異
な
る
伝
統

間
の
真
の
「
対
話
」
の
必
要
性
だ
と
言
え
る
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
「
世
界
哲
学
」
の
発
展
に
は
、
こ
の
よ
う
な
対
話
は
な
く
て
は
な
ら

な
い
要
素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
本
稿
は
彼
ら
と
は
異
な
る
解
釈
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
提
案
し
よ
う
と
し
た
。
十
九
世
紀
に
お
け
る
「
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
哲
学
」
を
含
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
学
の
日
本
へ
の
導
入
は
、
人
間
が
世
界
と
そ
の
世
界
に
お
け
る
自
分
の
立
場
が
ど
の
よ
う
な
も

の
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
点
か
ら
見
て
、
大
き
な
「
裂
け
目
」
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
行
わ
れ
た
観テ
オ
リ
ア想

的
態
度
へ
の
「
裂
け
目
」
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
裂
け
目
」
以
前
の
日
本
で
は
、
哲
学
的
な
も
の
が
扱
わ
れ
る
伝
統
は
存

在
し
た
け
れ
ど
も
、
哲
学
の
「
領
域
」
は
他
の
知
的
伝
統
の
特
定
な
理
解
か
ら
「
分
離
」
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
例
え

ば
「
江
戸
時
代
の
政
治
哲
学
」
と
い
う
表
現
を
使
う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
何
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ
と

は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
。
む
し
ろ
、そ
の
よ
う
な
表
現
を
使
わ
ず
に
論
じ
る
方
が
困
難
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、当
時
の
人
々

の
理
解
の
仕
方
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。「
江
戸
時
代
の
政
治
哲
学
」
と
は
一
種
の
隠
喩
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

パ
ト
チ
カ
は
、
哲
学
の
伝
統
を
、
人
間
の
生
に
意
味
を
与
え
よ
う
と
す
る
「
真
実
の
運
動
」
の
一
つ
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
哲
学
は

意
味
の
「
不
在
」
あ
る
い
は
「
喪
失
」
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
と
い
う
点
で
、
他
の
知
的
伝
統
と
異
な
る
の
で
あ
る
。
意
味
の
不
在
が
開

い
た
問
題
性
の
次
元
、
何
か
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
空
間
に
こ
そ
、
意
味
を
探
究
す
る
新
し
い
観テ
オ
リ
ア想

的
伝
統
が
発
展
す
る
。
意
味
を
探
究

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
は
宗
教
と
同
様
に
、
人
間
を
生
命
の
維
持
と
繋
が
っ
て
い
る
日
常
的
な
態
度
か
ら
「
震
撼
」
さ
せ
よ
う
と
す
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る
。
し
か
し
、観テ
オ
リ
ア想
的
な
態
度
に
お
い
て
こ
の
「
震
撼
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
、目
標
は
実
用
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、フ
ッ

サ
ー
ル
の
い
う
「
無
限
な
努
め
」
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
世
界
の
も
の
ご
と
は
新
し
く
「
顕
現
」
す
る
。
例
え
ば
、
歴
史
的
な
も
の

は
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
、
政
治
的
な
も
の
は
政
治
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
哲
学
的
な
も
の
は
哲
学
的
な
も
の
と
し
て
顕
現
す
る
。

こ
の
ど
ん
ど
ん
進
み
累
積
す
る
観テ
オ
リ
ア想

的
理
解
に
お
い
て
、
人
間
は
自
分
の
文
化
的
環
境
（U

m
w

elt

）
を
突
破
し
て
、
あ
る
種
の

0

0

0

0

普
遍
性

に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

　

哲
学
は
ギ
リ
シ
ア
に
現
れ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
伝
統
は
異
な
る
文
化
的
背
景
を
持
つ
人
々
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
異
な
る
方
向
に
深

め
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
京
都
学
派
の
哲
学
は
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
日
本
の
文
化
世
界
、
知
的
伝
統
の
遺

産
は
、
対
話
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
哲
学
に
お
け
る
一
つ
の
源
泉
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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