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五

循
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合
す
る
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念
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〕

循
環
し
、
競
合
す
る
概
念

―
―
プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
デ
ュ
ア
ラ
の
「
対
話
的
超
越
」
と 

　
　

鈴
木
大
拙
の
「
日
本
的
霊
性
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―

中

島
　

隆

博

一　

対
話
的
超
越

　

プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
デ
ュ
ア
ラ
は
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
危
機
―
―
ア
ジ
ア
の
伝
統
と
持
続
可
能
な
未
来
』（
二
〇
一
五
年
）

に
お
い
て
、「
対
話
的
超
越dialogical transcendence

」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
超
越
の
意
義
を
も
う
一
度
考
え

直
そ
う
と
し
た
。

　

超
越
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
複
雑
な
概
念
で
、
神
学
的
な
含
意
を
強
く
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
ア
ジ
ア
の
文
脈
に
置
こ
う

と
す
る
と
、
様
々
な
形
の
ね
じ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
だ
。
循
環
し
、
競
合
す
る
概
念
の
中
で
も
、
よ
り
問
題
含
み
の
概
念
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
ア
ジ
ア
の
文
化
は
、
超
越
的
な
方
向
に
向
か
う
よ
り
は
、
よ
り
内
在
的
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
デ
ュ

ア
ラ
が
問
お
う
と
す
る
の
は
、
で
は
ア
ジ
ア
の
文
化
に
お
い
て
超
越
を
語
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
対

話
的
超
越
」
は
こ
う
し
て
導
入
さ
れ
る
。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
四
号

四
六

ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
い
て
二
つ
の
超
越
の
伝
統
を
区
別
し
た
い
。
一
つ
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
超
越
も
し
く
は
厳
密
な
二
元
論
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
よ
り
対
話
的
な
宗
教
的
伝
統
で
あ
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
超
越
は
内
在
的
で
、
多
神
論
的
で
、
多
神
教
的
で
、
複
数
の

宗
教
的
実
践
の
中
に
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
超
越
は
、
し
ば
し
ば
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
宗
教
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
が
、

わ
た
し
は
東
対
西
と
い
う
本
質
主
義
化
さ
れ
た
議
論
を
避
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
超
越
の
伝
統
を
区
別
す

る
際
に
、
対
話
的
な
傾
向
と
宗
派
を
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
伝
統
に
も
見
出
す
し
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
傾
向
を
非
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
な
超
越
の
考

え
の
中
に
も
見
出
し
た
い
の
だ
。（
プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
デ
ュ
ア
ラ
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
危
機
―
―
ア
ジ
ア
の
伝
統
と

持
続
可
能
な
未
来
』・
一
二
〇
頁
）

歴
史
的
に
は
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
は
な
い
「
対
話
的
超
越
」
が
多
く
の
ア
ジ
ア
社
会
に
広
が
っ
て
い
た
。
究
極
的
な
真
理
と
倫
理

に
は
、
必
ず
し
も
エ
リ
ー
ト
で
は
な
い
達
人
が
、
そ
の
知
恵
と
身
心
の
修
養
を
通
じ
て
特
別
に
た
ど
り
着
く
と
さ
れ
て
い
た
が
、
物

質
的
、
社
会
的
、
精
神
的
な
能
力
を
有
し
た
多
く
の
人
々
に
も
こ
う
し
た
真
理
に
た
ど
り
着
く
可
能
性
は
開
か
れ
て
い
た
。
苛
酷
な

差
別
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
ド
社
会
の
不
可
触
と
さ
れ
た
人
々
や
、
他
の
社
会
に
お
け
る
奴
隷
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ

て
も
、
あ
る
種
の
超
越
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
し
、
そ
れ
ら
を
展
開
で
き
た
の
だ
。
そ
う
し
た
超
越
は
、
彼
ら
を
抑
圧
す
る

よ
り
広
い
世
界
観
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
超
越
が
対
話
的
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
そ
の
超
越
が
、
真
理
の
異
な
る
次
元
と
表
現
の
共
存
を
許
す
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。（
同
・
六
頁
） 

こ
こ
で
デ
ュ
ア
ラ
が
試
み
て
い
る
の
は
、「
対
話
的
超
越
」
を
、
差
別
を
生
み
出
す
世
界
観
の
中
か
ら
、
抵
抗
の
実
践
に
取
り
戻
そ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、い
か
に
し
て
そ
れ
は
可
能
に
な
る
の
か
。
そ
の
例
と
し
て
、デ
ュ
ア
ラ
は
、中
国
古
典
の
一
つ
で
あ
る
『
国



四
七

循
環
し
、
競
合
す
る
概
念
〔
中
島
〕

語
』（
楚
語
下
）
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
読
解
す
る
。

 
古
者
民
神
不
雜
。﹇
中
略
﹈
民
神
雜
糅
，
不
可
方
物
。
夫
人
作
享
，
家
為
巫
史
，
無
有
要
質
。
民
匱
于
祀
，
而
不
知
其
福
。
蒸
享
無

度
，
民
神
同
位
。
民
瀆
齊
盟
，
無
有
嚴
威
。
神
狎
民
則
，
不
蠲
其
為
。
嘉
生
不
降
，
無
物
以
享
。
禍
災
薦
臻
，
莫
盡
其
氣
。
顓
頊
受

之
，
乃
命
南
正
重
司
天
以
屬
神
，
命
火
正
黎
司
地
以
屬
民
，
使
復
舊
常
，
無
相
侵
瀆
，
是
謂
絕
地
天
通
。

古
に
お
い
て
、
民
と
神
は
雑
ざ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。﹇
中
略
﹈
し
か
し
後
に
、
民
と
神
が
混
ざ
り
合
う
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
ま

で
は
巫
が
行
っ
て
い
た
宗
教
的
な
儀
式
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
勝
手
に
自
分
た
ち
の
た
め
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
民

は
神
を
冒
涜
す
る
よ
う
に
な
り
、
神
は
民
の
規
則
を
犯
す
よ
う
に
な
り
、
災
害
が
起
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
少
し
ょ
う

昊こ
う

の
継
承
者

で
あ
る
顓せ
ん

頊ぎ
ょ
くが

、
南
の
支
配
者
で
あ
る
重
に
命
じ
て
、
天
の
こ
と
を
司
ら
せ
て
、
神
の
適
切
な
場
所
を
定
め
た
。
ま
た
火
の
支
配
者

で
あ
る
黎
に
命
じ
て
、
地
の
こ
と
を
司
ら
せ
て
、
民
の
適
切
な
場
所
を
定
め
た
。
こ
れ
は
天
地
の
交
通
を
断
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ

る
。（
同
・
一
六
三
頁
）

こ
れ
は
天
地
を
分
離
し
た
神
話
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
箇
所
だ
が
、
デ
ュ
ア
ラ
は
そ
れ
を
、
中
国
の
皇
帝
が
天
子
と
し
て
特
権
的
に
天
に

ア
ク
セ
ス
で
き
る
と
主
張
す
る
と
し
て
も
、
民
と
神
が
す
で
に
雑
ざ
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
一
般
の
人
々
も
ま
た
同
様
に
ア
ク
セ
ス
で
き

る
と
読
解
す
る
。「
天
地
の
交
通
」を
断
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。「
多
く
の
神
や
祖
先
が
、他
の
人
々
に
よ
っ
て
崇
め
ら
れ
た
の
は
、「
生

き
が
い
」
へ
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
」（
同
・
一
六
四
頁
）。
こ
う
し
て
「
対
話
的
超
越
」
が
万
人
に
共
有
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
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二 　

参
画
的
超
越 

　

デ
ュ
ア
ラ
は
こ
こ
で
、
も
し
「
対
話
的
超
越
」
が
人
々
の
生
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
「
天
地
の
交
通
」「
民
と
神
の
交
雑
」
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
世
界
へ
の
「
参
画
的
超
越Engaged Transcendence

」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

対
話
的
超
越
は
、
信
の
複
数
性
と
開
放
性
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
、
し
ば
し
ば
参
画
的
超
越
と
し
て
翻
訳
さ
れ
も
す
る
。
な
る
ほ
ど
、

こ
の
世
界
へ
の
参
画
と
い
う
考
え
は
、
歴
史
の
近
代
的
な
世
界
観
と
関
連
し
て
い
て
、
そ
こ
で
は
、
変
化
の
真
理
が
超
越
の
真
理
に

勝
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
思
う
に
、
わ
た
し
た
ち
が
い
る
時
代
で
は
も
は
や
、
超
越
の
探
究
が
絶
対
的
で
実
体
的
な
真
理
へ
の
希
求

に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
希
求
は
、
こ
の
地
域
で
の
多
く
の
伝
統
に
と
っ
て
は
馴
染
み
の
な
い
も
の
な
の
だ
。
今

日
、
超
越
は
、
霊
性
、
理
想
、
畏
敬
、
正
義
、
そ
し
て
希
望
と
い
っ
た
、
対
話
的
な
仕
方
で
歴
史
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
願

い
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
て
い
る
。（
同
・
二
三
八
頁
）

「
霊
性
、
理
想
、
畏
敬
、
正
義
、
そ
し
て
希
望
」
の
ま
わ
り
に
集
ま
る
超
越
に
よ
っ
て
、
人
々
は
社
会
的
な
活
動
に
参
加
し
、
市
民
社
会

を
持
続
可
能
な
仕
方
で
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
デ
ュ
ア
ラ
の
中
心
的
な
主
張
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
言
及
さ
れ
た
の

が
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
（
一
八
六
九
― 

一
九
四
八
年
）
で
あ
る
。

ガ
ン
デ
ィ
ー
が
考
え
た
歴
史
を
超
越
す
る
真
理
と
は
何
か
。
そ
れ
は
科
学
的
な
も
の
で
は
な
く
道
徳
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
社
会
と



四
九

循
環
し
、
競
合
す
る
概
念
〔
中
島
〕

世
界
に
お
け
る
道
徳
の
経
験
の
み
が
、『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
に
描
か
れ
た
よ
う
な
戦
争
中
で
あ
れ
、
日
常
の
社
会
活
動
で
あ
れ
、

そ
れ
こ
そ
が
信
頼
に
値
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
経
験
さ
せ
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
に
強
く
根
差
し
て
い
た
と
は
い
え
、
ガ

ン
デ
ィ
ー
に
と
っ
て
人
間
的
で
あ
る
こ
と
の
核
心
は
、
社
会
と
政
治
の
世
界
を
越
え
て
「
真
理
」
を
抱
擁
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
対
話
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
参
画
的
な
超
越
で
あ
っ
た
。（
同
・
二
二
八
頁
）

社
会
に
根
差
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
越
え
る
真
理
を
失
わ
な
い
の
が
、「
参
画
的
超
越
」
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
問
題
な
の
は
、
単
に
ア
ジ

ア
の
伝
統
に
戻
る
こ
と
で
は
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
す
で
に
、近
代
の
宗
教
と
世
俗
の
複
雑
な
関
係
の
な
か
に
い
る
。
近
代
を
経
た
上
で
、

ど
の
よ
う
に
「
対
話
的
超
越
」
や
「
参
画
的
超
越
」
を
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
デ
ュ
ア
ラ
は
こ
こ
で
、「
霊
性
」
を
導
い
て
く
る
。

三 　

霊　

性

　

デ
ュ
ア
ラ
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
霊
性
」
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。

ガ
ン
デ
ィ
ー
が
自
ら
の
思
想
を
、
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
に
あ
る
サ
ウ
ラ
シ
ュ
ト
ラ
と
い
う
故
郷
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
ジ
ャ
イ
ナ
の
ロ
ー
カ
ル

な
伝
統
か
ら
取
り
出
し
て
く
る
際
に
、
同
時
に
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
（
一
元
論
）
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
カ
ナ
ン
ダ
や
十
九
世
紀
の
改
革

者
の
思
想
を
吸
収
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
霊
性
に
近
づ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で

に
イ
ン
ド
に
お
い
て
繰
り
返
し
循
環
し
て
い
た
も
の
だ
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ス
ト
の
考
え
は
、
イ
ン
ド

か
ら
西
洋
に
流
れ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
神
智
学
者
や
そ
の
他
を
経
て
、
再
び
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
元
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
四
号

五
〇

（
同
・
二
二
八-

二
二
九
頁
）

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ス
ワ
ミ
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
カ
ナ
ン
ダ （
一
八
六
三
―
一
九
六
二
年
）
は
、「
霊
性spirituality

」
と
い
う
近
代
的
概

念
を
は
じ
め
て
唱
え
た
一
人
で
あ
る（

1
）。
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
に
参
加
し
た
と
き
に
、
こ
の
概
念
を
用
い
て
多
く
の

参
加
者
に
影
響
を
与
え
た
。
鈴
木
大
拙
が
原
稿
を
翻
訳
し
た
釈
宗
演
（
一
八
六
〇
―
一
九
一
九
年
）
も
こ
の
会
議
に
参
加
し
て
お
り
、
後

に
大
拙
が
「
霊
性
」
を
取
り
あ
げ
る
背
景
に
な
っ
て
い
る
（
鎌
田
東
二
『
宗
教
と
霊
性
』・
三
七
一
頁
）。「
霊
性
」
も
ま
た
、
循
環
し
、

競
合
す
る
概
念
な
の
で
あ
る
。

　

大
拙
の
言
う「
霊
性
」は「
精
神
」か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
で
、天
上
的
と
い
う
よ
り
は
地
上
的
な
普
遍
を
示
し
て
い
る
。『
日
本
的
霊
性
』

（
一
九
四
四
年
）
に
お
い
て
大
拙
は
大
地
と
霊
性
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

天
に
対
す
る
宗
教
意
識
は
、
た
だ
天
だ
け
で
は
生
れ
て
こ
な
い
。
天
が
大
地
に
お
り
て
来
る
と
き
、
人
間
は
そ
の
手
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
天
の
暖
か
さ
を
人
間
が
知
る
の
は
、
事
実
そ
の
手
に
触
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
大
地
の
耕
さ
れ
る
可
能
性
は
、
天
の
光
が

地
に
落
ち
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
宗
教
は
、
親
し
く
大
地
の
上
に
起
臥
す
る
人
間
―
―
即
ち
農
民
の

中
か
ら
出
る
と
き
に
、
最
も
真
実
性
を
も
つ
。（『
日
本
的
霊
性
』・
四
十
五
頁
）

霊
性
と
言
う
と
い
か
に
も
観
念
的
な
影
の
薄
い
化
物
の
よ
う
な
も
の
に
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
こ
れ
ほ
ど
大
地
に
深
く
根
を

お
ろ
し
て
い
る
も
の
は
な
い
、
霊
性
は
生
命
だ
か
ら
で
あ
る
。
大
地
の
底
に
は
、
底
知
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
空
翔
け
る
も
の
、
天
降

る
も
の
に
も
不
思
議
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
外
か
ら
の
も
の
で
、
自
分
の
生
命
の
内
か
ら
の
も
の
で
な
い
。
大
地
と
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自
分
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
大
地
の
底
は
、
自
分
の
存
在
の
底
で
あ
る
。
大
地
は
自
分
で
あ
る
。（
同
・
四
十
七
頁
）

大
拙
は
、
近
代
の
学
者
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
力
を
十
分
理
解
し
た
上
で
、
大
地
に
根
差
し
た
仏
教
の
「
霊
性
」
を
考
え
よ
う
と
し
て

い
る
。
そ
れ
は
決
し
て
、
日
本
に
特
殊
な
「
霊
性
」
で
は
な
く
、
ど
の
国
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
う
る
普
遍
的
な
も
の
で
、
日
本
の
場
合

は
、
日
本
の
経
験
を
通
じ
て
開
か
れ
て
く
る
。

霊
性
は
、
そ
れ
故
に
普
遍
性
を
も
っ
て
い
て
、
ど
こ
の
民
族
に
限
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
漢
民
族

の
霊
性
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
の
霊
性
も
日
本
民
族
の
霊
性
も
、
霊
性
で
あ
る
限
り
、
変
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
し

霊
性
の
目
覚
め
か
ら
、
そ
れ
が
精
神
活
動
の
諸
事
象
の
上
に
現
わ
れ
る
様
式
に
は
、
各
民
族
に
相
異
す
る
も
の
が
あ
る
、
即
ち
日
本

的
霊
性
な
る
も
の
が
話
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。（
同
・
二
十
頁
）

こ
の
こ
と
は
、
内
村
鑑
三
（
一
八
六
一
―
一
九
三
〇
年
）
が
「
日
本
的
基
督
教
」
を
日
本
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
、
日
本
の
経

験
を
通
じ
て
よ
り
普
遍
に
開
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
見
て
い
た
こ
と
と
、
構
造
は
同
じ
で
あ
る
。

日
本
的
基
督
教
と
称
し
て
勿
論
基
督
教
を
変
え
て
日
本
人
の
宗
教
と
化
し
た
者
で
は
な
い
。
日
本
人
独
特
の
見
地
よ
り
し
て
基
督
教

の
真
理
を
闡
明
し
た
る
者
で
あ
る
。
基
督
教
は
世
界
的
宗
教
な
る
が
故
に
、
各
国
民
の
寄
贈
貢
献
を
待
っ
て
初
め
て
完
全
に
世
に
顕

わ
る
る
者
で
あ
る
。
日
本
人
を
通
う
し
て
顕
わ
れ
た
る
基
督
教
、
そ
れ
が
日
本
的
基
督
教
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 

。（
内
村
鑑
三
「
日
本
的
基
督
教

に
就
て
」・
十
二
頁　

な
お
旧
字
は
適
宜
あ
ら
た
め
て
い
る
）
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五
二

そ
し
て
、
デ
ュ
ア
ラ
も
ま
た
こ
の
構
造
を
反
復
す
る
。「
霊
性
」
に
つ
い
て
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

ピ
ー
タ
ー
・
バ
ン
・
デ
ル
・
べ
ー
ル
は
、
近
代
の
霊
性
を
巧
み
に
論
じ
、
世
俗
的
な
も
の
と
制
度
化
さ
れ
た
宗
教
の
相
互
作
用
に
よ
っ

て
生
じ
る
と
し
な
が
ら
も
、
両
者
か
ら
と
も
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
霊
性
は
空
虚
な
概
念
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
近
代

に
と
っ
て
周
辺
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
あ
る
種
の
個
人
化
さ
れ
た
宗
教

選
択
を
許
す
も
の
で
、
近
代
の
宗
教
性
と
り
わ
け
西
洋
に
お
け
る
そ
の
品
質
保
証
で
あ
る
。
同
時
に
、
霊
性
は
国
民
や
よ
り
普
遍
的

な
共
同
体
に
も
繋
ぎ
止
め
ら
れ
う
る
も
の
で
も
あ
る
。（
プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
デ
ュ
ア
ラ
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
危
機
―

―
ア
ジ
ア
の
伝
統
と
持
続
可
能
な
未
来
』、
一
九
六
頁
）

近
代
的
概
念
と
し
て
の
「
霊
性
」
は
「
世
俗
的
な
も
の
と
制
度
化
さ
れ
た
宗
教
」
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、「
霊
性
」
は
「
国

民
や
よ
り
普
遍
的
な
共
同
体
に
」
寄
与
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
も
し
こ
こ
に
大
拙
や
内
村
が
見
た
よ
う
な
地
上
的
普
遍
性
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
な
ら
ば
、
デ
ュ
ア
ラ
が
な
ぜ
長
年
「
救
世
団
体redem

ptive societies

」
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
か
の
理
由
も
わ
か
る
は

ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
救
世
団
体
」
と
は
、「
霊
性
」
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
住
む
世
界
を
よ
り
よ
い

も
の
に
し
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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四　

救
世
団
体

　

戦
後
日
本
に
お
い
て
、
大
拙
は
日
本
の
霊
性
化
を
熱
心
に
唱
え
て
い
た
。「
霊
性
日
本
の
建
設
」（
一
九
四
六
年
）
や
「
日
本
の
霊
性

化
」（
一
九
四
七
年
）
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
張
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
。
デ
ュ
ア
ラ
が
「
救
世
団
体
」
の
研

究
を
通
じ
て
考
え
よ
う
と
し
て
き
た
の
は
、
し
か
し
、
大
拙
の
議
論
と
か
な
り
近
い
も
の
が
あ
る
。
デ
ュ
ア
ラ
が
「
救
世
団
体
」
研
究
の

現
場
と
し
て
選
ん
だ
の
は
中
国
と
旧
満
州
で
あ
る
。「
救
世
」
と
言
っ
た
の
は
、「
救
済
が
彼
ら
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
と
っ
て
不
可
欠
」（
同
・

一
七
六
頁
）
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

多
く
の
救
世
団
体
が
国
家
と
と
も
に
働
こ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
霊
的
な
義
務
を
相
対
的
な
平
和
の
中
で
実
現
す
る
場
所
を

与
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
別
言
す
れ
ば
、
彼
ら
の
超
越
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
世
の
活
動
を
通
じ
て
救
済
を
得
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。（
同
・
一
八
六
頁
）

「
救
世
団
体
」
は
超
越
と
此
世
の
両
方
の
特
徴
を
有
す
る
た
め
に
、
中
国
史
に
お
い
て
は
実
に
複
雑
な
軌
跡
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
た
と

え
ば
、
満
州
国
、
中
華
民
国
、
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い
て
、「
救
世
団
体
」
は
し
ば
し
ば
激
し
く
攻
撃
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
「
超

越
的
な
力
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
論
理
」
を
有
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
同
・
一
八
七
頁
）。
こ
の
点
で
は
日
本
も
例
外
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
日
本
の
方
が
よ
り
厳
し
い
態
度
を
取
っ
て
い
た
。
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対
話
的
超
越
の
多
様
な
伝
統
が
、
明
治
維
新
の
前
後
に
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
国
家
は
こ
う
し
た
運
動
を
「
沈
没
」
さ
せ

る
、
も
し
く
は
自
ら
が
新
し
く
作
り
上
げ
た
帝
国
的
カ
ル
ト
の
告
白
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
従
属
さ
せ
る
よ
う
な
大
き
な
権
能
を
発

揮
し
た
。（
同
・
一
九
三
頁
） 

ア
ジ
ア
、
と
り
わ
け
日
本
は
、
近
代
西
洋
の
啓
蒙
を
受
け
入
れ
た
結
果
、「
告
白
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
世
俗
主
義
」
に
覆
わ
れ
、

宗
教
性
や
超
越
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
国
家
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
た
。「
救
世
団
体
」
の
よ
う
な
宗
教
活
動
は
、
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
啓
蒙

の
敵
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ア
ラ
の
理
解
が
も
し
正
し
い
と
す
れ
ば
、
大
拙
が
「
霊
性
」
を
用
い
て
「
帝
国
的
カ
ル
ト
」
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
意
味
が
理
解

で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
人
々
と
そ
の
社
会
・
団
体
に
対
し
て
超
越
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
回
復
す
る
試
み
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
な
が

ら
、
な
ぜ
大
拙
は
戦
後
日
本
に
お
い
て
、「
日
本
の
霊
性
化
」
を
唱
え
な
が
ら
も
、「
救
世
団
体
」
の
試
み
に
失
敗
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
戦

後
日
本
が
さ
ら
に
世
俗
化
し
た
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
告
白
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
な
お
も
強
力
に
留
ま
っ
て
い
た
か
ら
な
の

か
。
デ
ュ
ア
ラ
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
も
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

デ
ュ
ア
ラ
は
次
の
よ
う
な
重
要
な
問
い
を
問
う
た
。
な
ぜ
中
国
は
日
本
の
よ
う
な
や
り
方
を
取
ら
な
か
っ
た
の
か
。
つ
ま
り
、「
帝
国

的
カ
ル
ト
」
を
発
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
救
世
団
体
」
を
沈
没
さ
せ
る
よ
う
な
や
り
方
で
あ
る
。
中
国
の
伝
統
に
あ
る
国
家
的
な
儀

礼
主
義
を
再
構
築
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
二
つ
の
答
え
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。
一
つ
は
中
国
の
皇
帝
は
神
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
も
の
だ
。
な

ぜ
な
ら
、
中
国
に
は
よ
り
強
力
な
超
越
の
伝
統
が
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
が
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
儒
教
や
儀
礼

主
義
に
基
づ
い
て
「
告
白
的
国
家
」
を
作
り
上
げ
る
コ
ス
ト
が
か
か
り
す
ぎ
た
と
い
う
も
の
だ
。
中
華
民
国
の
よ
う
な
弱
い
国
家
は
そ
の
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コ
ス
ト
を
払
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
同
・
一
九
三
頁
）。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
二
つ
の
答
え
を
、
二
十
世
紀
後
半
以
降
の
中
国
に
も
適
用
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
に
お
け
る
「
救
世
団
体
」

の
周
辺
化
が
、
戦
前
戦
後
の
日
本
と
ど
れ
ほ
ど
違
う
の
か
ど
う
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
多
く
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。
デ
ュ
ア
ラ
は
こ
れ
に

対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

中
国
の
国
家
は
な
お
も
人
民
の
超
越
的
な
希
求
と
格
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
民
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
、
仏
教
で
あ
れ
、
あ

る
い
は
対
話
的
超
越
の
救
世
的
伝
統
で
あ
れ
、
信
仰
に
基
づ
い
た
宗
教
を
求
め
て
い
る
。
香
港
と
台
湾
そ
の
他
の
ケ
ー
ス
が
明
ら
か

に
し
て
い
る
の
は
、
国
家
が
宗
教
を
否
定
せ
ず
、
人
民
が
超
越
の
希
求
を
表
明
す
る
権
利
を
有
す
る
場
合
に
は
、
人
民
は
、
幸
福
に

も
非
政
治
的
な
仕
方
で
社
会
参
画
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
台
湾
で
は
、
一
九
八
七
年
の
後
、
民
主
化
さ
れ
た
国
家
が
、

か
つ
て
排
斥
し
た
一
貫
道
や
そ
の
他
の
宗
教
が
公
に
実
践
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
、
敬
虔
さ
と
社
会
参
画
が
市
民
宗
教
の
モ
デ
ル

に
則
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
華
人
民
共
和
国
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
対
話
的
超
越
の
歴
史
的
な
伝
統
に
適
切
な
余
地
を
与
え
な
い
場

合
に
は
、
公
正
で
持
続
可
能
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
。（
同
・
一
九
四
頁
）

「
持
続
可
能
な
社
会
」
の
た
め
に
、デ
ュ
ア
ラ
は
「
人
民
の
超
越
的
な
希
求
」
の
た
め
の
余
地
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
は
中
国
だ
け
で
な
く
、

世
界
の
ど
こ
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
新
し
い
宗
教
戦
争
が
起
こ
ろ
う
と
し
、
不
寛
容
が
広
が
り
、
極
端
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
再
登

場
し
て
い
る
今
日
、
こ
の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
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ア
ジ
ア
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム

　
「
対
話
的
超
越
」
が
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
や
地
域
的
な
も
の
に
焦
点
を
当
て
る
際
に
、
決
し
て
普
遍
性
を
諦
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

デ
ュ
ア
ラ
は
、「
対
話
的
超
越
は
パ
ー
ソ
ナ
ル
で
経
験
的
な
変
容
に
権
威
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
普
遍
的
な
も
の
へ
の
関
与
に
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
」（
同
・
一
八
六
頁
）
と
述
べ
る
。
し
か
し
、こ
こ
で
は
い
か
な
る
普
遍
性
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
デ
ュ
ア
ラ
が
言
及
す
る
の
が
最
近
の
中
国
の
言
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
趙
汀
陽
が
語
る
「
天
下
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

　

趙
汀
陽
は
中
国
的
普
遍
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

も
し
中
国
が
、
世
界
に
お
い
て
普
遍
化
で
き
る
概
念
体
系
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
体
系
・
知
識
体
系
を
展
開
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
普

遍
的
な
意
味
を
有
し
た
中
国
精
神
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
中
国
精
神
の
根
本
は
、
普
遍
化
し
う
る
思
想
体

系
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
ロ
ー
カ
ル
な
特
徴
を
有
し
た
中
国
文
化
に
満
足
す
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
。「
文
化
」
は
ロ
ー
カ
ル
な
知

識
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
た
め
「
中
国
文
化
」
も
し
く
は
「
文
化
中
国
」
と
い
っ
た
言
い
方
は
、
軽
佻
浮
薄
な
自
己
満
足
を
提
供
す
る
に

す
ぎ
ず
、中
国
の
夢
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
世
界
性
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
、中
国
の
夢
は
成
立
し
え
な
い
の
だ
。（
趙
汀
陽「
ア

メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
、
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
・
ド
リ
ー
ム
、
中
国
の
夢
」、
第
四
節
「
困
難
な
時
代
の
中
国
の
夢
」）

趙
に
よ
れ
ば
、「
中
国
の
夢
」
は
ロ
ー
カ
ル
な
「
文
化
」
を
越
え
た
普
遍
性
を
体
現
し
て
い
て
、「
世
界
に
お
い
て
普
遍
化
し
う
る
概
念
体

系
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
体
系
・
知
識
体
系
を
展
開
」
で
き
る
も
の
だ
。
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と
は
い
え
、
デ
ュ
ア
ラ
は
こ
う
し
た
趙
の
普
遍
性
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
満
足
し
て
い
な
い
。
デ
ュ
ア
ラ
の
批
判
は
こ
う
で
あ
る
。

天
下
の
現
代
的
な
使
用
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
古
代
の
シ
ス
テ
ム
を
、
こ
の
ま
っ
た
く
変
化
し
て
し
ま
っ
た
世
界
に
機
械
的
に
適
用

す
る
こ
と
は
奇
妙
で
あ
る
。
ま
た
、
政
治
シ
ス
テ
ム
が
民
主
的
に
選
ば
れ
た
リ
ー
ダ
ー
に
基
づ
い
て
な
い
以
上
、
誰
が
こ
の
世
界

の
統
治
と
そ
の
巨
大
な
資
源
を
代
表
す
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
趙
が
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
的
、
国
連
的
な
秩
序
に
対
す
る
代
案
の

青
写
真
を
作
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
称
賛
に
値
す
る
と
は
い
え
、
予
見
可
能
な
未
来
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
実
行
不
可
能

に
見
え
る
。（
プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
デ
ュ
ア
ラ
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
危
機
―
―
ア
ジ
ア
の
伝
統
と
持
続
可
能
な
未
来
』・

二
十
五
―
二
十
六
頁
）

「
天
下
」の
よ
う
な
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
シ
ス
テ
ム
の
代
わ
り
に
、デ
ュ
ア
ラ
は「
新
し
い
普
遍
」と
し
て「
天
」に
言
及
す
る
。
と
い
う
の
も
、

次
の
よ
う
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

自
己
形
成
や
自
己
修
養
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
な
か
で
、
儒
教
的
な
理
想
で
あ
る
義
行
・
諫
言
・
自
制
か
ら
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ

ム
的
な
理
想
で
あ
る
霊
的
か
つ
身
体
的
な
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
や
倫
理
的
義
務
に
至
る
ま
で
、「
天
」
は
た
え
ず
強
力
な
も
の
で
あ
っ

た
。
わ
た
し
た
ち
は
自
己
修
養
の
モ
ー
ド
や
方
法
に
お
い
て
、
ま
た
、
そ
れ
を
よ
り
広
い
レ
ベ
ル
で
あ
る
共
同
体
や
世
界
に
拡
張
し

て
い
く
こ
と
に
お
い
て
、新
し
い
普
遍
の
歴
史
的
な
源
泉
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。（
同
・
二
十
六
頁
）

デ
ュ
ア
ラ
は
超
越
の
源
泉
と
し
て
の
「
天
」
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
下
か
ら
の
、
自
己
批
判
的
で
自
制
的
な
ア
ス
ペ
ク
ト
を
、
来
た
る
べ
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き
普
遍
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
来
た
る
べ
き
普
遍
は
、「
対
話
的
超
越
」
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
異
、
他
者
、
自
己
批
判
に

開
か
れ
た
も
の
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、
デ
ュ
ア
ラ
が
「
文
化
的
反
帝
国
主
義
」
と
「
ア
ジ
ア
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
を
唱
え
た
三
人

の
近
代
ア
ジ
ア
の
知
識
人
を
呼
び
出
し
て
い
る
こ
と
だ
（
同
・
二
五
二
頁
）。
す
な
わ
ち
、
岡
倉
天
心
（
一
八
六
三
―
九
一
三
年
）、
ラ
ビ

ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
（
一
八
六
一
―
一
九
四
一
年
）、そ
し
て
章
太
炎
（
一
八
六
八
―
一
九
三
六
年
）
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、タ
ゴ
ー

ル
を
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
比
較
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

タ
ゴ
ー
ル
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
（
不
二
一
元
論
）
や
一
元
論
の
哲
学
伝
統
か
ら
来
て
い
る
。
そ
れ
は
異
な

る
伝
統
か
ら
出
て
来
て
い
る
現
代
の
思
想
家
と
思
わ
ぬ
並
行
関
係
を
有
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
そ
う

で
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
が
理
性
の
普
遍
性
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
、
差
異
を
通
じ
て
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
だ
が
、
そ

れ
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
理
性
が
、
異
な
る
グ
ル
ー
プ
と
共
同
体
が
唱
え
る
様
々
な
価
値
の
主
張
と
の
ネ

ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
出
て
来
て
い
る
の
と
よ
く
似
て
い
る
（
同
・
二
五
二
頁
）

こ
こ
に
、
来
た
る
べ
き
普
遍
性
に
寄
与
す
る
た
め
の
発
見
的
な
可
能
性
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
普
遍
性
は
「
ア
ジ
ア
的
な
コ
ス
モ
ポ

リ
タ
ニ
ズ
ム
」
に
お
い
て
、「
異
な
る
グ
ル
ー
プ
と
共
同
体
が
唱
え
る
様
々
な
価
値
の
主
張
と
の
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
に
基
づ
く
も
の

に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
デ
ュ
ア
ラ
が
言
う
よ
う
に
、「
ア
ジ
ア
的
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
は
、
過
去
に
お
い
て
、
容
易
に

政
治
権
力
に
奪
い
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
考
え
に
は
ど
う
し
て
も
あ
る
種
の
限
界
が
あ
る
の
だ
。
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し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
思
想
は
そ
の
時
代
に
先
駆
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
生
き
た
政
治
社
会
に
よ
っ
て
は
維
持
で
き
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
人
種
、
文
化
、
反
帝
国
主
義
、
そ
し
て
帝
国
主
義
と
い
う
考
え
は
、
汎
ア
ジ
ア
主
義
に
見
出
さ
れ
る
も
の
だ
が
、

す
べ
て
は
致
命
的
な
仕
方
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
大
き
な
傾
向
と
近
い
関
係
を
有
し
て
し
ま
っ
た
。
岡
倉
の
場
合
、
汎
ア
ジ

ア
主
義
は
日
本
帝
国
主
義
に
容
易
に
吸
収
さ
れ
た
し
、
章
の
場
合
も
、
状
況
の
た
め
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
優
先
さ
れ
た
。
タ
ゴ
ー

ル
の
場
合
も
、
そ
の
時
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
彼
の
思
想
と
制
度
を
作
り
上
げ
た
こ
と
で
、
長
期
的
に
は
不
適
切
な
も
の
と
な
っ

た
。

　

ア
ジ
ア
を
空
間
的
に
見
る
見
方
を
、
こ
れ
ら
の
思
想
家
は
有
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
異
な
る
国
の
人
々
が
実
際
に
相
互
交
流

す
る
こ
と
―
―
そ
う
し
た
こ
と
は
多
く
あ
っ
た
わ
け
だ
が
―
―
か
ら
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
西
洋
的
な

文
明
概
念
の
鑑
と
な
る
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
形
成
さ
れ
た
、
抽
象
的
で
本
質
主
義
的
な
文
化
や
文
明
と
い
う
概
念
に
基
づ
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
特
定
の
階
級
や
地
域
か
ら
離
れ
て
、
あ
る
人
種
や
宗
教
が
優
れ
て
達
成
し
た
も
の
を
称
え
る
こ
と
は
、
他
者
を
支
配
す
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
さ
ら
に
働
か
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
っ
た
。
か
く
し
て
ア
ジ
ア
文
明
と
い
う
考
え
は
、
日
本
軍
国
主
義
に
奪
い
取

ら
れ
た
の
で
あ
る
。（
同
・
二
五
二
―
二
五
三
頁
）

も
し
「
ア
ジ
ア
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
を
今
日
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、「
抽
象
的
で
本
質
主
義
的
な
文
化
や
文
明
と
い
う
概
念
に
基

づ
い
て
」
考
え
る
よ
り
は
、「
異
な
る
国
の
人
々
が
実
際
に
相
互
交
流
す
る
こ
と
」
か
ら
考
え
る
ほ
か
な
い
。
そ
れ
を
あ
え
て
言
い
換
え

る
な
ら
、「
天
上
的
普
遍
」
で
は
な
く
「
地
上
的
普
遍
」
を
考
え
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八
九
―
一
九
七
六
年
）
も
ま
た
、
そ
の
哲
学
の
核
心
に
お
い
て
「
大
地
」
に

つ
い
て
語
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
と
、
大
拙
に
体
現
さ
れ
る
よ
う
な
「
地
上
的
普
遍
」
の
差
異
を
ど
う
見
出
し
て
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い
く
の
か
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
、大
拙
の
そ
れ
は
決
し
て
日
本
の
本
質
と
し
て
の
日
本「
精
神
」を
領
有
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、

逆
に
変
形
可
能
で
ト
ラ
ン
ス
・
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
な
次
元
を
開
こ
う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
日
本
的
霊
性
」に
お
い
て
も
、そ
れ
は「
異

な
る
国
の
人
々
が
実
際
に
相
互
交
流
す
る
こ
と
」
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た（

2
）。

結
論

　

い
か
に
し
て
持
続
可
能
な
社
会
を
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
諸
問
題
に
直
面
す
る
中
で
実
現
し
て
い
く
の
か
。
デ
ュ
ア
ラ
が
見
出

そ
う
と
す
る
希
望
は
、「
対
話
的
超
越
」、「
参
画
的
超
越
」、「
霊
性
」、「
救
世
団
体
」、「
ア
ジ
ア
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
等
の
概
念

を
も
う
一
度
洗
練
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。ま
と
め
て
い
う
な
ら
ば
、希
望
は
、既
成
宗
教
と
は
異
な
る「
宗

教
的
な
も
の
」
に
よ
っ
て
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
に
お
い
て
「
宗
教
的
な
も
の
」
は
し
ば
し
ば
多
く
の
政
治
権
力
に
奪
わ

れ
、
再
領
有
化
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
状
況
に
ど
う
責
任
を
果
た
す
の
か
を
考
え
る
際
、
こ
の

「
宗
教
的
な
も
の
」
と
い
う
微
妙
で
弱
い
次
元
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
来
た
る
べ
き
希
望
の
た
め
に
、

最
後
に
デ
ュ
ア
ラ
の
言
葉
を
も
う
一
度
引
用
す
る
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
聖
な
る
場
所
の
守
護
者
と
は
、
結
局
希
望
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
市
民
社
会
、
地

域
社
会
、
そ
し
て
そ
の
連
合
の
協
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
だ
。
そ
の
活
気
に
溢
れ
ぶ
つ
か
り
あ
う
姿
は
、
制
度
化
さ
れ
た
守

護
者
で
あ
る
教
会
、
聖
職
者
、
官
僚
と
い
う
よ
り
は
、
対
話
的
超
越
の
伝
統
に
よ
り
近
い
。
制
度
化
さ
れ
た
守
護
者
で
あ
る
教
会
、

聖
職
者
、
官
僚
は
超
越
の
名
に
よ
っ
て
、
純
化
を
求
め
る
か
ら
だ
。
多
く
の
点
で
、
聖
な
る
場
所
の
守
護
者
は
弱
い
力
を
代
表
し
て
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い
る
が
、
十
分
に
弾
力
的
で
あ
る
た
め
に
、
強
い
も
の
よ
り
も
よ
り
長
く
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
大
き
な
力
の
一
つ
が
道
徳
的

な
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
聖
な
る
も
の
と
合
理
的
な
も
の
を
媒
介
す
る
も
の
だ
。
科
学
や
法
律
そ
し
て
技
術
さ
ら
に
は
ロ
ー
カ
ル
な
知

恵
を
備
え
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
協
力
は
原
理
的
な
希
望
を
現
す
の
で
あ
る
。（
同
・
二
八
八
頁
）

※ 

こ
の
論
文
は
、
拙
稿 "D

ialogical Transcendence and H
ope" (In International Journal of Asian Studies, vol. 14, C

am
bridge: 

C
am

bridge U
niversity Press, 2017)

に
基
づ
き
、
そ
れ
を
翻
訳
の
上
、
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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