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哲
學
研
究
　
第
九
十
入
號

　
カ
ン
華
生
誕
二
百
年
記
愈
會
に
際
し
て

入
入

朝
永
三
十
郎

　
カ
ン
ト
が
思
想
吏
上
に
寄
慣
し
た
業
績
は
、
哲
學
以
外
に
亙
つ
だ
も
の
を
除
外
す
る
こ
し
て
も
，

極
め
て
多
方
面
的
で
あ
っ
て
手
短
か
に
数
へ
墨
げ
る
こ
ご
は
困
難
で
あ
る
。
併
し
概
糊
的
に
哲

學
史
上
に
於
け
る
彼
れ
の
位
置
を
示
し
て
、
之
に
依
て
其
れ
等
の
業
績
を
一
目
に
見
渡
す
に
當
っ

て
の
大
骨
の
方
位
を
定
め
る
こ
ご
は
そ
れ
程
困
難
で
は
な
い
ε
思
ふ
。
か
、
る
意
圖
よ
b
し
て

彼
れ
の
史
的
位
置
を
考
へ
て
吾
々
は
、
彼
れ
の
哲
學
の
中
心
動
機
は
第
十
七
．
入
世
紀
の
哲
學
思
想

が
其
啓
蒙
的
な
る
こ
ご
或
は
自
然
科
筆
墨
悟
性
萬
能
解
義
な
る
こ
ε
の
結
果
ご
し
て
隔
っ
た
窮

地
よ
り
し
て
之
を
救
嚇
す
ご
い
ふ
こ
ご
に
あ
っ
だ
の
で
あ
っ
て
、
彼
れ
の
哲
学
に
於
け
る
種
々
の

革
新
的
思
想
は
此
目
的
・
實
現
の
種
々
の
楼
相
で
あ
っ
だ
ε
言
ふ
こ
ご
が
虚
早
る
ご
思
ふ
。
之
に

就
て
は
私
は
他
の
場
腱
に
於
て
少
し
く
叙
説
し
た
こ
ご
が
あ
る
が
（
雑
誌
恵
想
」
本
年
四
月
號
、
、
其
庭

で
は
主
こ
し
て
啓
蒙
思
想
ご
カ
ン
ト
暫
學
の
問
題
こ
の
開
係
、
啓
蒙
思
想
が
隔
っ
た
等
厚
よ
り
し

て
カ
ン
ト
哲
學
の
問
題
が
如
何
に
し
て
呼
瀧
さ
れ
た
か
に
戯
し
て
述
べ
て
、
其
問
題
の
解
決
の
仕



方
に
は
鰯
れ
て
居
な
い
か
ら
、
審
議
で
は
私
は
後
宮
の
中
重
要
な
り
ご
思
は
る
》
一
二
の
黙
に
就

て
述
べ
て
此
カ
ン
ト
生
誕
二
百
年
記
念
會
の
言
は
や
，
開
會
の
僻
に
代
へ
や
ジ
ご
患
ふ
。
も
ご
カ

．
ン
ト
の
通
俗
的
叙
説
こ
し
て
目
論
ま
れ
た
腹
案
の
一
部
で
あ
っ
て
、
研
究
ε
言
は
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
。
カ
ン
㍗
の
一
般
的
紹
介
の
唄
助
ε
も
な
る
な
ら
ば
幸
で
あ
る
。
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カ
ン
｝
結
瘤
に
は
二
つ
の
最
重
要
な
剣
見
が
あ
っ
て
、
其
れ
が
慮
籐
の
思
想
の
中
軸
ご
な
っ
て

居
う
、
而
し
て
後
代
カ
ン
ト
哲
學
の
磁
歪
者
ご
自
ら
翻
し
若
く
は
訳
せ
ら
る
、
も
の
》
中
最
よ
く

其
奴
精
紳
を
把
捉
し
た
ご
考
へ
ら
る
》
も
の
は
必
ず
此
二
者
の
何
れ
か
、
若
く
は
其
双
方
に
粥
し

て
深
き
理
解
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ε
言
へ
る
ご
思
ふ
。
其
一
は
先
験
的
方
法
で
あ
b
、
他
は

徹
底
し
た
倫
理
的
主
意
設
で
あ
る
。

　
認
識
批
鋼
が
カ
ン
ト
暫
學
の
最
重
要
な
事
業
の
一
で
あ
っ
て
、
下
訳
な
意
味
に
於
け
る
認
識
論

は
彼
れ
を
待
っ
て
初
め
て
成
立
つ
た
ご
考
へ
る
こ
8
は
衆
説
の
｛
致
す
る
ど
こ
ろ
で
あ
る
が
、
併

し
認
識
能
力
の
稜
査
に
墓
い
て
奨
逸
文
ご
限
界
ビ
を
論
究
す
る
ε
い
．
ふ
こ
ざ
は
彼
れ
に
先
っ
て

ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
等
の
英
國
哲
學
饗
に
依
っ
て
既
に
試
み
ら
れ
て
居
り
、
其
身
筋
は
更
に
以
前
に

渤
っ
て
デ
カ
ー
ト
に
あ
る
こ
い
ふ
こ
ご
が
出
癖
る
。
唯
カ
ン
ト
以
前
の
所
謂
認
識
論
は
そ
の
取

　
　
　
　
カ
ン
｝
生
誕
二
百
年
記
念
會
に
際
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
九
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つ
た
ご
こ
ろ
の
方
法
が
其
課
題
に
相
思
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
粧
い
ふ
こ
ご
に
着
眼
し
て
新
方

法
を
提
唱
し
た
黙
に
彼
れ
の
最
重
要
な
創
見
が
あ
り
、
而
し
て
此
新
方
法
の
提
唱
に
曾
て
嚴
密
な

る
意
味
に
於
け
る
認
識
論
は
初
め
て
更
上
に
現
は
れ
た
の
で
あ
り
、
而
し
て
其
新
方
法
が
や
が
て

先
験
的
方
法
な
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
ン
ト
自
ら
が
屡
そ
の
創
見
の
最
重
要
な
も
の
ご
し
て
此
方
法

を
墨
げ
、
後
世
の
二
黒
な
る
カ
ン
ト
織
承
者
が
之
を
是
認
す
る
は
意
業
の
こ
ご
で
あ
る
。

　
認
識
論
は
カ
ン
ト
に
依
れ
ば
認
識
の
歴
史
、
認
識
の
成
立
及
び
過
程
の
心
理
黒
鉱
記
蓮
乃
至
説

明
で
は
な
く
、
認
識
の
豫
想
想
、
約
の
考
査
で
あ
る
。
但
し
カ
ン
｝
は
認
識
の
概
念
を
極
め
て
狡
義

に
限
定
し
た
。
第
一
に
、
認
識
論
の
研
究
に
當
て
常
に
カ
ン
ト
の
眼
中
に
あ
っ
た
認
識
は
自
然
科

學
的
認
識
、
或
は
更
に
狡
く
2
ユ
ー
ト
ン
に
出
て
最
典
型
的
に
代
表
せ
ら
れ
た
数
學
的
，
機
械
的
物

理
學
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
物
理
學
以
外
に
は
科
學
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
い
ふ
彼
の
時
代
よ

り
し
て
、
又
た
啓
蒙
思
想
の
留
め
に
隔
っ
た
窮
地
よ
り
し
て
異
母
を
救
ひ
出
す
ご
い
ふ
彼
れ
の
哲

學
の
一
中
心
動
機
に
欝
し
て
當
面
に
必
要
な
こ
ご
は
爵
然
科
斗
蘭
認
識
の
罐
能
ご
限
界
ご
を
審

査
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
っ
π
ど
い
ふ
こ
ご
よ
う
し
て
、
説
明
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
併
し
カ
ン

ト
に
よ
れ
ば
此
宮
然
科
學
に
於
て
も
一
切
の
命
題
が
興
正
の
認
誠
を
含
ん
で
居
る
の
で
は
な
い
。

た
こ
へ
ば
假
説
や
、
憶
説
や
、
若
く
は
既
知
の
概
念
を
ば
其
内
に
考
へ
ら
る
㌧
内
容
に
從
て
結
付
け
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た
命
題
や
、
の
如
き
も
の
は
眞
の
認
識
で
は
な
い
。
　
眞
の
認
識
は
カ
ン
ト
に
依
れ
ば
二
つ
の
特
徴

を
具
備
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
其
れ
は
一
般
的
必
然
的
に
要
當
す
る
ご
共
に
吾
々
の
知
識
を
籏

逸
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
但
し
経
験
は
從
來
あ
り
し
こ
ご
、
現
在
あ
る
こ
ご
を
示
す
の

み
で
、
「
般
的
必
然
的
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
諏
こ
ご
を
示
し
得
な
い
か
ら
、
知
識
を
踏
張
す
る
こ
ご
は

出
癖
る
が
、
唄
般
戯
画
當
性
ご
必
然
性
ご
を
要
求
す
る
認
識
を
基
礎
づ
け
る
こ
ご
は
出
來
澱
。
從

て
眞
の
認
識
は
籏
張
的
で
あ
る
ざ
共
に
先
天
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
即
ち
カ
ン
ト
が

先
天
的
綜
合
判
断
ご
呼
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
斯
の
如
き
制
断
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
或

は
如
何
・
な
る
豫
交
叉
は
倒
約
に
拘
束
せ
ら
れ
て
居
る
か
を
考
査
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
が
、
彼
れ
の
認

識
論
の
中
心
課
題
で
あ
っ
た
。
斯
の
如
き
意
味
に
於
け
る
認
識
が
或
圏
域
に
出
て
、
或
は
或
封
象

に
銘
し
て
、
果
し
て
可
能
で
あ
る
か
否
か
は
、
斯
の
如
き
制
約
が
其
圏
域
或
は
醤
象
に
於
て
、
充
足
せ

ら
る
、
や
否
や
に
依
て
両
薄
ま
る
○
從
っ
て
此
制
約
〃
が
淡
山
亭
す
る
ε
閣
一
時
に
斯
る
認
一
識
が
｛
到
逡
せ

ら
る
べ
き
圏
域
又
は
限
界
も
決
定
し
．
カ
ン
ト
の
當
面
の
問
題
だ
る
自
然
科
學
的
悟
性
の
灌
能
も

之
に
依
て
定
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
郎
ち
彼
れ
の
先
験
的
方
法
で
あ
っ
た
。

　
但
し
認
識
及
び
認
識
論
の
概
念
を
斯
の
如
く
狡
く
限
定
す
る
こ
ご
の
可
否
は
飼
ほ
疑
問
こ
な

う
得
る
で
あ
ら
う
。
更
に
カ
ン
ト
が
此
方
法
を
活
用
し
た
詳
細
の
黙
に
立
入
b
、
又
た
賭
方
法
を

　
　
　
　
カ
ン
ト
生
誕
ご
百
年
記
念
愈
に
際
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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以
て
到
達
し
た
結
果
に
就
て
見
π
な
ら
ば
、
今
舅
承
認
し
が
た
き
多
く
の
も
の
を
含
ん
で
居
る
で

あ
ら
う
○
殊
に
今
日
の
如
き
廣
さ
に
射
て
籏
大
さ
れ
部
分
的
薫
細
密
ご
な
っ
た
科
學
の
研
究
に

写
し
て
は
、
カ
ン
ト
が
毫
も
考
慮
し
な
か
っ
た
や
う
な
認
識
論
的
の
疑
問
や
問
題
や
・
が
成
立
す
べ

き
で
は
な
い
か
ε
い
ふ
こ
ご
は
、
今
日
の
吾
々
が
鼻
面
羅
に
考
査
せ
ね
ば
な
ら
澱
問
題
で
あ
る
。

併
し
認
識
論
の
問
題
は
彼
れ
に
鞭
て
充
分
正
正
に
示
さ
れ
だ
ご
言
ふ
こ
ご
が
出
懸
る
○
此
先
験

的
方
法
の
適
用
に
甥
し
て
は
輿
へ
ら
れ
た
る
事
事
こ
し
て
の
科
學
が
基
礎
ご
な
る
。
先
験
的
方

法
は
其
綴
込
が
可
能
な
る
か
否
か
は
問
は
な
い
、
唯
如
何
に
し
て
可
能
な
る
か
を
闇
一
ふ
。
科
學
を

創
作
し
や
う
ご
は
し
な
い
、
唯
既
存
の
科
學
の
可
能
制
約
を
探
究
せ
ん
ご
す
る
。
併
し
此
探
究
に

依
で
吾
々
の
理
性
を
「
訓
練
」
し
て
不
注
意
な
る
理
性
使
用
、
即
ち
其
根
本
概
念
や
根
本
命
題
や
の
濫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ノ
と
ン

用
を
愼
ま
し
め
、
叉
だ
科
學
研
究
の
「
法
規
」
を
設
定
し
、
研
究
者
を
し
て
之
に
頼
っ
て
如
何
ほ
ご
認
識

の
理
想
を
實
現
し
た
か
を
知
ら
し
む
べ
き
指
針
を
供
給
す
る
こ
ご
が
出
塗
る
。
斯
く
て
認
識
に

著
す
る
理
説
は
や
が
て
既
得
の
知
識
の
愛
唱
評
、
即
ち
そ
の
卸
値
畳
職
の
標
準
を
示
す
こ
ご
》
な
る
。

　
尤
も
此
先
験
的
方
法
ビ
倫
理
的
主
意
説
ご
は
カ
ン
ト
暫
學
に
於
て
は
孤
立
し
た
も
の
で
な
く
、

緊
密
に
結
村
い
て
居
る
。
先
験
酌
方
法
に
依
て
膚
罪
科
學
の
基
礎
が
綾
査
せ
ら
れ
自
然
科
學
的
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悟
性
の
灌
能
ビ
限
界
ご
が
論
定
せ
ら
れ
て
（
此
方
法
が
適
用
せ
ら
れ
た
の
は
軍
に
認
識
論
に
於
て

の
み
で
な
く
、
道
徳
及
び
趣
味
の
研
究
に
も
適
用
せ
ら
れ
て
居
る
が
、
併
し
そ
れ
が
最
巌
密
に
適
用

せ
ら
れ
た
の
は
後
者
に
於
て
や
あ
る
V
初
め
て
倫
理
的
主
意
説
の
成
立
し
得
べ
き
準
備
が
整
へ
ら

れ
、
そ
れ
の
爲
め
の
蝕
地
が
開
拓
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
而
し
て
認
識
論
の
論
究
に
際
し
て
も
倫
理

的
主
意
説
は
絶
え
ず
カ
ン
ト
の
属
標
ご
し
て
役
立
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
す
、
後
代
の

カ
ン
ト
研
究
者
中
の
有
力
な
一
部
が
憂
し
た
や
う
に
が
の
第
一
號
鋼
車
の
再
版
序
文
に
於
け
る

「
私
は
信
仰
に
除
地
を
與
へ
ん
が
爲
め
に
知
識
を
取
除
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
な
る
文
筆
に
専
ら

重
き
を
蠕
き
て
、
カ
ン
ト
哲
學
の
核
心
を
其
實
践
哲
學
或
は
新
形
彌
上
領
の
建
設
に
概
き
、
そ
の
認

識
論
は
專
ら
啓
蒙
期
の
自
然
毒
學
的
悟
性
の
潜
越
を
打
破
す
る
爲
め
の
も
の
で
あ
っ
て
ヵ
ソ
ト

哲
學
に
於
り
る
其
れ
の
意
義
は
主
ご
し
て
濾
極
的
で
あ
b
、
其
積
極
的
の
雇
ご
見
ら
る
べ
き
は
實

心
髄
學
で
あ
る
、
ご
考
へ
る
乙
に
は
充
分
の
理
が
あ
る
ご
思
ふ
。
カ
ン
ト
の
著
書
中
彼
れ
の
反
形

而
上
學
酌
螢
寒
期
を
最
鮮
か
に
示
し
瞬
時
の
形
而
上
學
を
潮
齢
す
る
こ
ご
を
主
要
題
員
こ
し
た

「
続
盤
者
の
夢
」
に
於
て
彼
れ
は
爾
ほ
、
彼
れ
が
已
み
難
き
形
而
上
静
的
要
求
を
有
す
る
こ
ご
、
「
運
命
」
に

依
っ
て
「
形
而
上
學
に
愛
着
」
す
る
ご
い
ふ
王
を
告
白
し
て
居
る
○
第
一
．
批
中
書
の
再
版
の
序
文
に

於
て
は
辮
謹
論
に
於
け
る
形
而
上
學
帥
ち
超
経
験
封
事
の
形
而
上
學
ご
並
ん
で
分
析
論
に
於
け

　
　
　
　
カ
ン
ト
生
誕
二
百
年
記
念
會
に
伽
除
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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る
其
れ
印
ち
自
然
の
形
而
上
學
を
同
等
に
重
要
な
周
題
ご
し
て
居
る
が
、
初
版
の
序
交
に
於
て
ば

後
潅
に
ぽ
僅
か
に
避
走
は
し
て
居
る
が
大
部
分
前
者
を
問
題
ざ
し
て
居
る
○
是
等
及
び
其
他
の

理
由
に
依
っ
て
…
批
鋼
哲
學
の
面
謁
の
中
心
動
機
が
膚
然
科
學
の
基
礎
づ
け
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ

新
形
而
上
學
の
建
設
に
あ
っ
た
ε
す
る
こ
ご
は
不
當
で
は
な
い
ε
思
ふ
が
、
併
し
さ
れ
ば
と
言
っ

て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
に
甥
し
て
良
然
科
學
の
基
礎
を
救
護
確
立
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
が
彼
れ
の

實
践
的
關
3
5
を
離
れ
て
濁
立
の
欄
心
を
引
い
て
居
な
か
っ
た
ビ
い
ふ
こ
ご
は
、
先
批
鋼
期
の
彼
れ

が
翻
然
科
學
的
研
究
肉
朧
に
深
き
閣
心
を
有
し
、
｝
時
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
数
理
的
物
理
學
の
登
展

者
思
兀
成
者
た
る
こ
ご
を
以
て
自
ら
任
じ
て
居
た
ご
い
ふ
こ
ご
、
叉
た
「
自
然
科
學
の
形
而
上
學
的
基

礎
」
や
、
彼
れ
の
最
晩
年
の
作
に
し
て
聖
像
ご
し
て
獲
さ
れ
た
、
支
離
滅
裂
に
し
て
唯
彼
れ
の
老
衰
の

面
影
を
偲
ぶ
料
ε
な
る
に
す
ぎ
ぬ
ご
憎
般
に
は
考
へ
ら
れ
て
は
居
る
が
併
し
彼
盛
事
は
常
に
之

を
「
圭
著
」
ご
稚
し
て
居
た
ご
い
ふ
「
形
而
上
學
（
帥
ち
⊃
豪
然
胆
嚢
の
形
而
■
上
盤
・
的
基
礎
」
）
よ
り
物
理
學
へ

の
推
移
」
に
間
す
る
著
述
が
あ
る
ご
い
ふ
こ
ご
等
か
ら
推
し
て
も
、
是
認
し
難
き
こ
ご
で
あ
る
○
而

し
て
更
τ
に
カ
ン
ト
細
首
が
後
代
に
及
ぼ
し
た
影
響
ご
い
ふ
黙
よ
り
見
れ
ば
、
一
筆
先
並
走
方
法
に

依
っ
て
の
残
菊
の
基
礎
づ
け
ε
い
ふ
彼
れ
の
事
業
に
濁
立
の
重
き
を
概
か
ね
ば
な
ら
譲
。

　
斯
く
て
カ
ン
ト
が
自
然
科
學
の
基
礎
づ
け
の
問
題
膚
膿
に
深
き
信
心
を
有
し
て
居
た
こ
い
ふ
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こ
ご
に
就
て
は
疑
ふ
霊
地
は
な
い
が
、
併
し
彼
れ
は
認
識
論
の
研
究
の
間
に
も
絶
え
ず
實
践
哲
學

に
於
け
る
新
形
而
上
學
の
建
設
ε
い
ふ
こ
ε
を
念
頭
に
遣
き
、
辮
歳
計
に
於
て
は
奮
形
而
上
學
の

批
評
に
多
く
の
べ
ー
ヂ
を
割
愛
し
て
之
を
完
膚
な
き
ま
で
に
破
壊
し
了
っ
て
、
新
形
而
上
學
の
建

設
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
此
新
形
而
上
學
へ
の
出
血
黙
こ
な
っ
た
も
の
は
實
に
彼
れ
の
徹
底
し

た
倫
理
的
主
意
説
で
あ
っ
た
Q

　
併
し
カ
ン
ト
哲
學
を
斯
か
る
名
欝
を
以
て
特
徴
づ
け
る
こ
ご
に
は
、
主
意
説
な
る
語
の
多
義
的

な
る
こ
ご
に
払
い
て
種
々
の
誤
解
を
件
ふ
恐
れ
が
あ
る
。
今
私
は
カ
ン
ト
の
主
意
説
を
ば
、
屡
，
主

意
説
の
典
型
的
代
表
者
ご
し
て
暴
げ
ら
る
～
シ
．
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
、
及
び
孚
ば
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ゥ
ェ
ル
を
面
諭
し
孚
ば
之
に
反
低
し
て
出
で
た
一
白
ッ
チ
エ
の
其
れ
ざ
謝
比
す
る
こ
ご
に
依
て

温
感
昧
を
明
確
に
し
た
い
。
斯
く
す
る
こ
ご
に
依
て
吾
々
は
カ
ン
ト
の
主
意
説
の
特
殊
性
、
其
れ

が
主
意
説
こ
し
て
最
徹
底
し
π
も
の
で
あ
る
ご
い
ふ
こ
と
、
及
び
其
れ
が
啓
蒙
思
想
に
思
す
る
如

何
に
大
な
る
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
示
し
て
居
る
か
ご
い
ふ
こ
ε
を
最
よ
く
明
か
に
す
る
こ
ご
が
出

來
る
ご
思
ふ
。

　
先
づ
主
意
説
ご
書
へ
ば
（
3
5
理
的
主
意
説
を
除
外
し
て
哲
學
的
主
意
説
ご
解
す
る
ε
し
て
〉
多
く

の
人
は
恐
く
第
一
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ゥ
エ
ル
の
意
志
の
形
而
上
學
を
想
起
す
る
で
あ
ら
う
ご
思

　
　
　
　
力
ζ
生
誕
二
百
年
記
念
會
に
際
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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叛
H
脇
瓢
掛
ぬ
％
　
第
九
十
八
號
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
兀
頭
ハ

ふ
が
、
カ
ン
ト
の
世
界
掘
の
中
心
を
な
す
も
の
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
川
の
場
合
の
機
に
意
志
一

般
で
な
く
し
て
、
遣
徳
的
善
意
志
、
滋
徳
法
に
服
從
す
る
ご
・
こ
ろ
の
意
志
で
あ
る
。
而
し
て
更
に
此

厚
徳
輝
輝
意
志
は
意
志
の
形
而
上
學
に
於
て
の
や
う
に
宇
宙
の
實
膿
又
は
宇
宙
根
祇
で
は
無
い
。

意
志
を
宇
宙
根
側
ご
考
へ
る
意
志
の
形
而
上
學
は
、
知
性
の
上
に
立
て
ら
れ
π
一
の
理
説
又
は
理

論
で
あ
り
、
知
性
に
依
て
の
物
軸
重
の
寵
識
で
あ
り
、
而
し
て
此
認
識
に
認
識
ご
し
て
の
最
高
位
置

を
與
ふ
る
ご
共
に
、
更
に
此
認
識
に
依
て
實
践
問
題
に
關
す
る
吾
々
の
態
度
も
決
定
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
こ
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
寧
ろ
著
し
く
圭
知
的
で
あ
る
と
雷
は
ね
ば
な
ら
濾
。
斯
く
て
此

意
志
の
形
而
上
學
に
於
て
は
主
意
説
は
爾
ほ
極
め
て
不
徹
底
で
あ
る
ε
言
は
ね
ば
な
ら
澱
。
　
カ

ン
ト
は
之
に
反
し
て
其
認
識
論
に
基
い
て
理
論
ε
し
て
の
形
而
上
學
一
般
を
不
可
能
で
あ
る
ξ

し
て
、
進
ん
で
知
性
を
越
え
て
の
意
志
の
優
越
を
説
い
て
華
燭
説
を
微
底
せ
七
め
た
。
尤
も
カ
ン

ト
ε
躍
も
道
徳
的
意
志
に
発
す
る
一
種
の
知
識
は
そ
の
成
立
を
認
め
た
、
其
倫
理
學
は
即
ち
其
れ

で
あ
る
が
、
併
し
其
れ
は
導
爆
的
意
志
に
關
す
る
形
而
上
學
で
は
な
く
、
軍
に
滋
徳
的
意
志
の
意
味

を
理
解
し
、
而
し
て
其
れ
の
承
認
を
ば
存
在
に
關
す
る
自
然
科
學
的
認
識
の
承
語
ε
如
何
に
か
し

て
協
調
す
る
、
ε
い
ふ
こ
ε
に
限
ら
れ
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
カ
ン
ト
に
依
れ
ば
、
意
志
が
形
而
上
學
的
役
冒
を
演
じ
得
る
は
知
性
に
依
で
理
解
せ
ら
れ
得
る
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こ
こ
ろ
の
世
界
の
本
質
又
は
實
瞠
ε
し
て
ト
は
な
く
し
て
唯
、
超
理
解
葡
世
界
に
於
て
善
を
實
現

せ
ん
が
予
め
に
行
動
す
る
，
こ
こ
ろ
の
滋
徳
的
意
志
ざ
し
て
“
あ
る
。
シ
ョ
ー
．
ヘ
ン
ハ
ウ
エ
ル
に

於
て
は
意
志
を
し
て
形
而
上
的
た
ら
し
む
る
も
の
は
意
志
の
作
用
で
な
く
し
て
實
有
で
あ
る
。

意
志
は
一
切
の
意
志
の
働
き
に
先
っ
て
初
め
よ
り
形
而
上
的
で
あ
る
か
ら
、
形
而
上
的
者
を
意
志

す
る
こ
ご
は
出
來
濾
。
而
か
も
哲
學
的
知
識
に
依
て
初
め
て
、
換
言
す
れ
ば
彼
れ
の
形
而
上
學
を

認
識
す
る
者
に
野
し
て
初
め
て
、
形
而
上
的
意
昧
を
有
す
る
こ
ご
が
出
解
る
。
之
に
反
し
て
カ
ン

ト
に
於
て
は
意
志
す
る
こ
ご
に
依
て
、
或
は
更
に
精
…
密
に
言
っ
て
意
志
・
す
る
仕
・
方
に
依
て
初
め
て

形
而
上
的
意
昧
を
有
し
來
る
。
形
而
上
的
世
界
は
吾
々
が
認
識
に
依
て
到
達
し
得
る
ご
こ
ろ
實

有
の
世
界
で
な
く
、
仁
徳
的
意
志
が
自
ら
の
カ
に
依
て
宙
ら
を
其
慮
に
高
め
行
く
べ
き
世
界
で
あ

る
Q
意
志
は
世
界
説
明
の
原
理
で
は
な
い
、
其
自
身
に
於
て
万
有
の
實
膿
で
あ
っ
て
其
れ
が
吾
々

の
認
識
に
重
て
初
め
て
認
め
ら
る
、
ε
い
ふ
の
で
な
く
、
自
己
の
膚
由
に
依
て
善
を
追
求
す
る
こ

ご
に
依
て
己
れ
を
形
而
上
界
に
高
め
行
く
も
の
で
あ
る
。
意
志
を
し
て
形
而
上
的
意
昧
を
有
せ

し
む
る
も
の
は
、
其
翻
身
が
、
而
し
て
唯
其
自
身
の
み
が
、
自
ら
に
與
へ
得
る
こ
こ
ろ
の
…
の
性
質
帥

ち
遭
徳
的
で
あ
る
こ
い
ふ
乙
で
あ
る
。
從
っ
て
又
た
、
形
而
上
的
者
は
軍
に
從
來
⑳
形
而
上
學
者

が
考
へ
た
や
う
に
哲
心
的
に
思
索
す
る
者
の
薬
罐
に
屡
す
る
も
の
で
な
い
の
み
で
な
く
、
全
然
思

　
　
　
　
カ
ン
ト
産
誕
二
百
年
寵
念
會
に
際
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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貸
入

索
の
領
域
以
外
に
上
す
る
も
の
で
め
つ
て
、
唯
戚
性
的
傾
向
性
を
克
服
し
て
道
徳
的
當
爲
に
從
っ

て
意
志
行
動
す
る
も
の
に
、
而
し
て
斯
る
も
の
で
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
如
何
な
る
も
の
に
も
，
現
は
れ

帰
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
無
論
倫
理
學
は
意
志
を
し
て
形
而
上
酌
意
昧
を
有
せ
む
る
所
以
の
此

性
質
を
理
解
す
る
乙
が
幾
來
、
又
だ
理
解
せ
ね
ば
．
な
ら
澱
Q
そ
れ
が
や
が
て
倫
理
學
の
職
分
で
あ

る
が
、
併
し
意
志
が
此
性
質
に
依
て
形
而
上
的
に
高
め
ら
れ
る
こ
い
ふ
こ
ご
、
其
れ
の
儂
値
自
膿
は

毫
も
此
倫
理
學
的
理
解
に
は
依
存
し
な
い
、
唯
斯
く
理
解
せ
ら
る
㌧
こ
こ
ろ
の
も
の
に
依
存
す
る
。

行
に
關
す
る
理
説
に
は
依
存
し
な
い
、
行
其
者
に
依
存
す
る
○
形
而
上
的
者
は
一
切
の
理
論
納
認

識
に
封
し
て
一
般
的
に
し
て
同
一
的
な
る
も
の
で
な
く
し
て
、
意
志
が
意
志
す
る
ご
こ
ろ
の
一
般

的
に
し
て
同
一
的
な
も
の
、
而
し
て
そ
れ
を
倫
理
學
が
蓮
徳
的
意
志
の
形
式
こ
し
て
理
解
す
る
ご

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
隣
郷
畳
的
實
有
の
法
則
で
な
く
し
て
超
戚
畳
的
意
志
の
早
期
で
あ
る
。

形
而
上
的
黙
然
法
な
る
も
の
は
な
い
、
唯
吾
々
の
内
に
於
け
る
湛
穗
法
の
み
が
形
而
上
的
法
期
、
超

戚
畳
早
世
．
界
の
法
則
で
あ
る
。
此
早
期
に
服
從
す
る
も
の
は
、
而
し
て
之
に
服
毒
す
る
も
の
、
み
、

戸
棚
界
を
超
脱
し
資
然
必
然
性
の
糎
楷
を
破
っ
て
現
象
の
彼
岸
に
於
け
る
機
織
の
王
國
に
生
れ

出
る
こ
ご
が
出
滑
る
。
存
在
の
認
識
は
決
し
て
吾
々
を
戚
性
の
圏
域
以
外
に
導
き
行
く
こ
ご
は

出
來
ぬ
。
時
間
塞
問
に
撃
て
簸
切
ら
れ
た
る
有
限
の
量
界
に
限
ら
れ
て
居
る
。
吾
々
を
し
て
此
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限
界
を
越
え
て
時
下
を
超
越
し
た
る
永
遠
的
者
に
到
達
せ
し
む
る
も
の
、
人
を
冑
然
法
の
拘
束
よ

り
解
放
し
て
慮
由
の
天
地
に
導
く
も
の
は
、
唯
當
爲
に
向
け
ら
れ
中
る
善
意
志
で
あ
る
。

　
斯
く
て
、
實
有
の
形
而
上
學
の
⊥
に
道
徳
を
基
づ
け
る
ε
こ
ろ
の
思
想
家
に
取
っ
て
は
、
そ
の
形

而
上
學
を
承
認
す
る
も
の
、
み
が
眞
に
有
徳
的
で
あ
る
こ
ご
が
串
來
る
に
反
し
て
、
カ
ン
ト
に
依

れ
ば
徳
は
早
知
無
知
に
閣
係
な
く
凡
て
の
入
が
同
襟
に
所
有
し
得
る
こ
こ
ろ
の
性
質
で
あ
る
Q

此
黙
…
に
於
て
カ
ン
ト
摩
羅
は
・
王
’
知
主
義
的
な
る
啓
叢
泳
思
想
に
齎
す
・
る
強
き
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
示

す
の
み
な
ら
す
、
古
來
の
哲
學
的
倫
理
説
の
多
く
が
貴
族
主
義
的
な
る
に
謝
し
て
全
然
逸
民
主
義

的
で
あ
る
。
而
し
て
吾
々
は
カ
ン
ト
が
川
ン
ー
よ
り
し
て
受
け
得
た
影
響
の
最
大
な
る
も
の
を

此
慮
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
　
彼
れ
宿
ら
の
記
す
ε
こ
ろ
に
依
れ
ば
（
遺
稿
断
片
）
、
彼
れ
も
亦
最
初
は

古
墨
の
哲
學
考
、
殊
に
啓
蒙
期
の
思
想
家
ビ
同
舟
學
問
を
遍
重
し
，
良
ら
學
者
を
以
て
誇
り
無
知
の

俗
衆
を
輕
蔑
し
て
居
た
が
、
此
誤
っ
た
卓
越
戚
は
ル
ソ
ー
に
依
て
打
破
せ
ら
れ
た
，
ル
ソ
ー
よ
り
し

て
彼
は
初
め
て
「
人
間
を
奪
敬
す
る
こ
ε
を
學
ん
だ
」
。
入
閥
に
於
て
第
一
に
高
貴
な
る
も
の
は
其

知
的
激
養
で
な
く
し
て
、
其
内
に
存
す
る
入
間
性
、
或
は
滋
徳
的
債
値
で
あ
る
、
此
道
徳
的
領
値
を
有

す
る
が
爲
め
に
人
は
軍
に
入
ε
し
て
李
等
に
奪
敬
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
れ
が
彼
れ
が
ル
ソ
r
よ

り
し
て
受
け
得
た
隷
属
で
あ
っ
た
が
、
併
し
彼
れ
は
更
に
此
思
想
を
諫
止
的
に
精
上
し
て
自
己
の

　
　
　
　
カ
ン
卦
血
誕
二
百
年
認
念
脅
口
に
．
際
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
九
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哲
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實
践
哲
學
の
核
心
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

輔
○
○

　
斯
く
て
シ
臼
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
意
志
の
形
而
上
學
は
、
第
嚇
に
そ
れ
が
知
の
上
に
立
つ
ε
い

ふ
黙
に
於
て
圭
知
的
で
あ
、
る
ご
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
輩
に
そ
れ
の
み
に
止
ま
ら
す
、
更
に
其
意

志
の
形
而
上
學
其
者
の
内
樋
に
就
て
見
て
も
主
意
尊
重
は
不
徹
底
に
撃
っ
て
居
っ
て
、
其
黙
に
於

て
も
亦
カ
ン
ト
の
倫
理
的
主
意
説
ピ
著
し
き
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
示
し
て
居
る
。
カ
ン
ト
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
タ
け
ト

翼
誠
な
る
形
而
上
外
的
業
は
意
志
で
あ
っ
た
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
に
於
て
は
其
れ
は
知
ら

る
㌧
如
く
意
志
の
否
定
で
あ
っ
た
。
前
者
に
依
れ
ば
入
は
滋
徳
的
に
意
志
す
る
こ
ご
に
依
て
、
行

の
カ
に
依
て
、
理
性
の
王
國
の
樹
立
に
合
力
す
る
ビ
き
に
、
自
然
必
然
性
よ
り
解
放
せ
ら
れ
て
形
而

上
的
．
尊
嚴
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
に
依
れ
ば
、
意
志
の
無
意
味
な
る
こ
ご
を
知
っ
て
全
然

之
を
放
棄
す
る
ご
き
に
、
鳳
切
の
行
よ
）
解
放
せ
ら
る
、
時
に
、
現
象
界
の
拘
束
よ
り
解
脱
し
て
形

而
上
飽
歌
態
に
自
ら
を
高
め
る
こ
ε
が
出
來
る
。
斯
く
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
は
最
後
に
至

て
、
物
自
傷
或
は
奪
権
の
本
膿
を
ば
意
志
こ
す
る
立
場
を
徹
底
し
て
維
持
す
る
こ
ご
が
出
馬
す
、
物

転
層
は
意
志
た
る
こ
ビ
も
得
、
叉
た
、
た
ら
ざ
る
こ
ご
を
も
得
る
ご
こ
ろ
の
不
可
理
解
的
の
思
者
《
浬

市
川
で
あ
る
、
之
を
意
志
ご
名
づ
く
る
は
唯
そ
れ
の
顯
現
の
黒
陶
著
な
る
性
質
を
取
っ
た
結
果
、
卸
ち
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「
秀
性
命
名
」
に
過
ぎ
澱
、
ビ
自
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
斯
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ゥ
エ
ル
の
主
意
説
に
比
す
れ
ば
、
二
ー
ッ
チ
ェ
の
圭
意
説
は
遙
か
徹
底
し

た
も
の
で
あ
る
。
な
せ
な
れ
ば
、
第
一
に
彼
れ
は
最
初
よ
り
し
て
意
志
の
形
而
上
學
を
説
か
な
い
、

意
志
を
ば
世
界
の
本
、
質
又
は
二
心
者
で
あ
る
な
ご
、
考
へ
な
い
。
而
し
て
又
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
エ
ル
に
反
し
て
飽
く
ま
で
も
意
志
を
肯
定
す
る
。
意
志
否
定
を
説
法
し
浬
繋
を
憧
憬
し
た
シ

ョ
1
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
に
反
野
し
て
、
徹
底
的
に
意
志
其
者
の
占
め
の
意
志
に
最
高
債
値
を
認
め
、
其

結
果
と
し
て
灌
力
へ
の
意
志
を
説
法
す
る
。
彼
れ
に
よ
れ
ば
、
感
力
へ
の
意
志
は
意
志
肯
定
の
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
レ
こ
ト
ヒ
ン

高
表
現
で
あ
る
。
な
ぜ
か
な
れ
ば
、
絶
面
的
に
意
志
す
る
者
は
意
志
せ
ら
る
、
こ
ご
が
何
等
の
障

碍
も
な
く
し
て
實
現
せ
ら
る
、
ご
い
ふ
カ
を
意
志
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
椹
力
へ
の
意
志
は
無
制
限

な
る
意
欲
へ
の
意
志
で
あ
っ
て
、
分
量
上
最
高
度
の
意
志
で
あ
る
。
併
し
こ
》
に
一
の
疑
問
が
超
・

る
で
あ
ら
う
。
灌
力
へ
の
意
志
は
人
間
の
自
然
的
傾
向
性
で
は
な
い
か
。
若
し
然
う
と
す
れ
ば

之
を
拗
逸
し
説
法
す
る
必
要
は
何
庭
に
あ
る
か
Q
蓋
し
二
！
。
チ
ェ
が
此
必
要
を
認
め
た
理
由

は
入
間
の
自
然
的
傾
向
性
は
從
來
の
誤
れ
る
形
而
上
學
i
一
撮
戚
臨
界
は
眞
在
の
世
界
で
は
な

い
、
界
面
の
世
界
、
吾
々
の
理
想
が
充
た
さ
る
べ
き
世
界
は
彼
岸
に
あ
る
こ
す
る
形
而
上
學
に
依
て

阻
遂
せ
ら
れ
て
居
る
、
吾
々
は
斯
の
如
き
謬
想
を
斐
除
し
て
純
眞
な
る
人
性
の
青
青
に
自
由
の
天

　
　
　
　
カ
ン
塵
誕
二
百
年
寵
念
倉
に
際
し
て
　
　
　
　
．
、
　
　
　
　
　
．
　
δ
日
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一
〇
二

地
を
開
拓
し
輿
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
こ
い
ふ
に
あ
る
。
此
戚
畳
界
が
唯
一
の
眞
な
る
世
界
で
あ
る
、
超

戚
畳
酌
の
世
界
、
形
而
上
酌
の
世
界
は
な
い
、
從
っ
て
汝
の
獲
得
し
得
る
…
切
の
も
の
は
、
此
戚
豊
界

に
点
て
の
み
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
、
超
威
昼
界
を
説
く
形
而
上
學
の
歪
面
に
迷
は
さ
る
、
こ
ご

な
く
此
面
畳
世
界
よ
り
し
て
汝
が
獲
得
せ
ん
ご
欲
す
る
一
切
の
も
の
を
か
き
集
め
よ
、
必
要
の
場

合
に
は
之
を
強
翻
せ
よ
、
ご
彼
れ
は
説
く
の
で
あ
る
。
斯
の
如
く
し
て
彼
れ
の
横
力
へ
の
意
志
の

説
法
の
本
浦
に
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
．
エ
ル
の
彼
岸
の
形
而
上
學
に
反
醤
し
た
此
土
の
形
而
上
學
、

シ
．
ー
ペ
ソ
ハ
ウ
エ
川
の
虚
無
を
神
化
す
る
ご
こ
ろ
．
の
形
而
上
學
に
反
心
し
た
、
陸
士
界
h
及
び
現

實
的
な
る
一
切
を
電
化
す
る
ご
ろ
の
形
而
上
學
が
存
す
る
。
師
ち
彼
れ
も
亦
一
種
の
形
而
上
學
、

謂
は
い
排
形
而
上
的
形
而
上
學
こ
も
聡
せ
ら
る
べ
き
一
種
の
形
而
上
學
を
説
一
軸
で
あ
っ
て
、
彼

れ
の
徹
底
的
意
志
肯
定
説
は
此
形
而
上
學
ご
共
に
立
ち
共
に
倒
れ
る
も
の
で
あ
る
ご
言
は
ね
ば

な
ら
漁
。
翼
の
聖
意
主
義
4
5
裾
に
取
っ
て
は
如
何
な
る
意
志
ご
錐
も
無
意
志
i
ー
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
エ
ル
が
説
法
す
る
こ
こ
ろ
の
意
志
の
否
定
に
優
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
鎗
以
上
、
如
何
な

る
行
ε
錐
も
行
な
き
ー
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
が
憧
憬
す
る
こ
こ
ろ
の
無
爲
の
浬
繋
よ
り
も

便
値
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
諏
以
上
、
二
二
ヅ
チ
エ
の
主
意
説
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の

主
意
説
に
比
す
れ
ば
掻
か
に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
ご
言
は
ね
ば
な
ら
鍛
が
、
併
し
そ
れ
は
此
形
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而
奇
霊
説
ご
超
朴
を
共
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
ε
す
れ
ば
、
彼
れ
は
其
れ
轟
け
圭
知
主
義

に
護
黒
し
だ
ご
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
士
爵
形
而
上
學
が
意
志
の
要
求
で
あ
る
ご
考
へ
ら
れ
る
時

に
初
め
て
彼
れ
の
圭
意
説
は
徹
底
す
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
果
し
て
さ
う
考
へ
ら
れ
得
る
で
あ
ら

う
か
。
寧
ろ
生
滅
旗
章
の
此
の
誠
昼
界
に
識
し
て
恒
常
不
墾
の
意
味
ご
慣
値
㌶
の
世
界
が
あ
る
、

威
…
畳
界
に
一
於
け
る
成
功
結
果
を
…
離
れ
隔
た
、
超
戚
壁
的
な
る
弓
田
．
膿
的
な
る
霊
園
が
あ
る
こ
い
ふ
事
が
、
出
芯

志
の
根
本
要
求
で
は
な
い
か
。
無
論
こ
れ
は
理
論
の
問
題
で
な
く
し
て
意
志
の
問
題
で
あ
る
以

上
、
論
謹
に
依
て
之
を
肯
遣
す
る
は
不
可
能
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
併
し
斯
る
要
求
を
有
つ
以
上
、

人
は
二
一
。
チ
エ
説
に
賛
同
す
る
こ
ご
は
出
來
な
い
で
あ
ら
う
。
而
し
て
カ
ン
ト
は
之
を
肯
定

し
て
出
令
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
此
手
は
意
志
の
根
本
要
求
こ
し
て
何
人
ご
錐
も

承
認
す
る
で
あ
ら
う
、
唯
哲
學
酌
知
性
が
此
承
認
を
廻
識
し
若
く
は
非
認
し
得
る
ご
誤
信
す
る
の

み
で
あ
る
。
　
カ
ン
ト
の
實
蹟
哲
學
の
精
魂
を
最
よ
く
最
早
く
理
解
諦
訳
し
た
一
人
で
あ
る
シ
ル

レ
ル
が
「
カ
ン
ト
哲
學
の
實
践
的
部
分
を
支
配
す
る
ご
こ
ろ
の
魏
念
に
癒
し
て
異
見
を
有
す
る
は

唯
哲
學
者
の
み
、
人
間
は
古
式
常
に
一
致
し
て
房
る
」
ご
言
っ
た
の
は
カ
ン
ト
の
熱
意
を
最
よ
く
言

表
は
し
た
も
の
で
あ
る
。
斯
く
て
カ
ン
ト
が
最
後
の
訴
庭
ε
し
て
訴
へ
た
も
の
は
意
志
の
直
接

要
求
．
其
れ
が
直
接
に
吾
々
に
迫
り
來
る
こ
こ
ろ
の
こ
ご
で
あ
っ
て
、
意
志
に
…
關
す
る
何
等
か
の
形

　
　
　
　
カ
ン
｝
盈
誕
二
百
年
認
念
會
に
際
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
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哲
學
研
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第
九
十
入
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

而
上
學
説
で
は
な
や
。
無
論
最
後
の
南
庭
が
意
志
の
要
求
で
あ
っ
て
そ
の
理
論
的
讃
明
は
不
可

能
で
あ
る
以
上
，
此
要
求
を
要
求
ご
し
て
非
認
す
る
も
の
を
理
論
的
に
説
服
す
る
術
は
無
い
、
斯
る

者
は
カ
ン
ト
の
倫
理
説
に
取
っ
て
は
無
縁
の
衆
生
で
あ
る
こ
す
る
外
は
無
い
。
併
し
此
非
認
を

理
論
的
に
基
礎
づ
け
ん
こ
す
る
哲
學
説
は
ま
た
理
論
の
武
器
に
穿
て
之
を
説
破
す
る
こ
ご
が
出

來
る
．
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
實
に
之
を
窮
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
但
し
カ
ン
ト
の
認
識
論
ご
無
意
的
倫
理
説
ε
の
關
係
を
解
し
て
、
超
威
畳
堺
の
知
識
は
限
ら
れ

た
る
入
間
認
識
の
権
能
を
隙
越
す
る
が
故
に
已
む
を
得
す
之
に
棄
塗
し
て
意
志
の
直
接
要
求
の

上
に
形
而
上
學
を
建
設
す
る
外
は
な
い
ど
い
ふ
に
あ
る
ご
見
る
は
全
然
カ
ン
ト
哲
學
の
精
棘
に

背
反
す
る
こ
ご
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
雨
意
は
道
徳
的
意
志
に
於
て
現
示
せ
ら
る
、
超
戚
畳
界
の

存
在
の
直
接
的
確
索
性
が
や
が
て
此
確
實
性
を
越
え
て
斯
る
知
識
を
求
む
る
乙
を
禁
止
す
る
、
換

言
す
れ
ば
吾
々
は
超
戚
心
界
の
知
識
を
有
ち
得
な
い
ε
い
ふ
の
み
で
な
く
、
如
斯
知
識
を
求
め
て

は
な
ら
漁
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。
若
し
吾
々
の
知
ら
ぬ
ご
い
ふ
こ
ご
が
軍
に
知
り
得
ぬ
こ
い
ふ
こ

ε
に
基
く
ε
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
圭
意
説
は
主
知
主
義
的
諦
ら
め
の
結
果
に
過
ぎ
譲
で
あ
ら
う
○

知
に
重
て
形
而
上
學
を
求
め
て
得
ら
れ
ざ
る
結
果
の
窮
策
的
代
用
物
に
過
ぎ
鎗
ご
言
は
ね
ば
な

ら
滋
で
あ
ら
う
。
併
し
カ
ン
ト
哲
學
の
精
帥
に
從
へ
ば
、
吾
々
の
形
而
上
野
畑
不
知
は
不
能
知
に
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基
く
の
で
は
な
く
し
て
不
當
二
叉
は
不
許
知
に
基
く
の
で
あ
る
。
而
し
て
斯
く
考
へ
る
こ
ご
に

依
て
カ
ン
ト
の
主
意
説
、
狸
論
的
理
性
を
越
え
て
の
實
践
的
理
性
の
優
越
の
思
想
は
初
め
て
完
全

に
徹
底
す
、
る
ご
言
ふ
こ
ご
が
出
認
る
。
カ
ン
ト
に
依
れ
’
ば
當
爲
は
最
絡
者
、
絶
封
者
で
あ
る
。
之

を
制
約
す
る
何
者
も
な
い
。
若
し
其
れ
が
示
す
ご
こ
ろ
の
確
實
性
を
ば
何
等
か
の
他
の
根
擦
よ

り
し
て
説
明
し
若
し
く
ば
導
出
せ
ん
ε
す
る
な
ら
ば
、
其
れ
の
巌
粛
ε
鯨
嚴
ε
不
可
侵
性
と
は
失

は
れ
る
。
の
み
な
ら
す
、
世
界
を
一
の
完
了
し
た
も
の
ε
し
て
在
り
の
儘
に
之
を
認
識
す
る
と
考

ふ
る
こ
こ
ろ
の
形
而
上
學
は
、
笑
劇
を
し
て
無
意
味
な
ら
し
め
ね
ば
な
ら
澱
。
二
二
的
眞
理
を
有

す
ろ
ご
信
ず
る
も
の
に
封
し
て
は
、
そ
れ
は
た
ε
へ
ば
ス
ピ
ノ
ー
ザ
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
如
く
世

界
は
其
実
瀞
的
で
あ
る
、
紳
に
依
て
與
へ
ら
れ
た
る
法
則
に
從
ふ
ご
考
ふ
る
こ
し
て
も
、
若
く
は
シ

ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
如
く
全
然
憲
目
的
に
し
て
三
徳
的
乃
至
宗
激
的
慣
値
に
醤
し
て
全
然
無

頓
着
で
あ
る
ご
考
ふ
る
こ
し
て
も
、
道
徳
的
戦
闘
は
全
然
無
意
味
で
あ
る
。
意
志
の
否
定
を
至
高

状
態
ご
考
へ
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
寂
静
主
義
も
、
一
切
の
是
非
の
分
別
を
離
れ
渥
二
永
遠
的

實
腱
の
観
想
を
至
高
歌
意
と
考
へ
た
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
静
掘
主
義
も
、
其
形
而
上
學
、
或
は
一
般
的
に

實
有
の
知
識
ご
し
て
の
形
而
上
學
の
正
當
の
結
果
ご
言
は
ね
ば
な
ら
澱
。
斯
く
て
カ
ン
ト
は
形

而
上
量
的
意
昧
に
於
て
の
世
界
の
不
可
認
識
性
を
ば
滋
徳
的
當
爲
の
無
制
約
至
要
當
の
必
然
的

　
　
　
　
カ
ン
ト
生
誕
二
百
年
記
念
會
に
際
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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結
果
ご
し
て
導
出
し
た
。
實
有
の
知
識
ご
し
て
の
形
而
上
學
の
不
可
能
は
軍
に
理
論
的
に
必
然

的
な
る
（
こ
れ
は
認
識
論
に
於
て
謹
明
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
が
〉
の
み
な
ら
す
、
叉
た
道
徳
的
に
必
然
…

的
で
あ
る
。
斯
る
形
而
上
學
は
知
性
の
迷
想
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
又
た
道
徳
的
當
爲
の
奪
巌
を

鍛
損
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
カ
ン
ト
哲
學
中
に
於
け
る
最
重
要
な
る
創
見
こ
思
は
る
＼
も
の
、
二
つ
に
就
て
叙
説
し

た
が
、
併
し
此
創
見
に
は
爾
ほ
多
く
の
啓
蒙
思
想
の
獲
津
を
混
じ
て
居
た
。
此
獲
海
を
淘
汰
し
て

カ
ン
ト
哲
學
の
精
神
を
純
な
る
形
を
以
て
現
は
す
闘
い
ふ
こ
ε
が
後
代
縫
承
者
の
重
な
事
業
ご

し
て
残
さ
れ
た
。

　
カ
ン
ト
直
後
の
カ
ン
ト
租
述
者
の
事
業
は
一
見
多
岐
に
亙
っ
て
居
る
が
、
併
し
其
有
力
者
の
關

心
癖
は
先
験
的
方
法
に
依
て
の
科
學
の
基
礎
づ
け
で
は
な
く
し
て
實
践
哲
學
で
あ
っ
た
Q
蓋
し

啓
蒙
期
の
長
き
閥
自
然
科
毒
断
悟
性
が
跳
梁
を
極
め
た
結
果
、
宗
激
ご
・
道
徳
と
は
存
立
の
基
礎
を
．

失
な
ひ
、
ブ
イ
ヒ
プ
の
謂
ゆ
る
［
滋
徳
の
根
祇
は
破
報
せ
ら
れ
義
務
の
概
念
は
凡
て
の
野
曝
よ
）
抹

殺
せ
ら
れ
了
り
た
る
此
時
代
」
に
於
て
カ
ン
ト
の
實
践
暫
學
は
實
に
學
酌
墓
礎
の
上
に
翼
摯
な
る

道
徳
的
及
び
宗
敷
的
意
識
に
満
足
を
與
ふ
る
唯
一
の
事
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
シ
ル
レ
ル
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が
第
二
批
早
書
の
心
心
者
で
あ
っ
た
こ
ご
は
周
知
の
事
實
で
あ
る
。
　
カ
ン
ト
宣
傳
期
の
ラ
イ
ン

ホ
ー
ル
ド
の
カ
ン
ト
宣
傳
の
動
機
は
實
に
、
啓
蒙
期
の
理
解
論
、
汎
憩
論
．
懐
疑
論
、
等
を
あ
さ
b
盤
し

て
而
か
も
彼
れ
の
心
胸
の
求
む
る
ε
こ
ろ
の
も
の
を
得
る
能
は
す
、
最
後
に
カ
ン
ト
哲
學
に
接
し

て
其
れ
が
滋
徳
及
び
宗
至
上
の
信
念
に
不
動
の
基
礎
を
供
給
し
吾
々
の
精
憩
を
高
め
且
つ
浮
め

る
偉
大
な
る
カ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
い
ふ
こ
ご
を
見
田
し
た
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
っ
た
○
而

し
て
彼
等
の
後
を
承
哲
て
カ
ン
ト
の
倫
理
的
主
意
説
よ
り
し
て
不
純
の
附
着
物
を
淘
汰
し
て
充

分
に
之
を
純
化
し
、
之
を
以
て
脅
己
の
鷹
野
の
串
獲
黙
こ
し
た
も
の
は
フ
イ
ヒ
ー
グ
で
あ
っ
た
。

　
カ
ン
ト
哲
學
が
先
験
的
方
法
に
重
き
を
置
い
て
復
活
さ
れ
た
の
は
前
世
紀
七
十
年
代
以
後
で

あ
る
。
前
世
紀
後
雫
に
於
け
る
カ
ン
ト
復
興
は
カ
ン
ト
直
後
に
於
け
る
カ
ン
ト
の
租
述
又
は
宣

傳
に
反
し
て
自
然
二
黒
ご
固
く
結
附
い
て
居
る
。
最
初
其
れ
が
復
讐
さ
れ
穴
動
機
は
主
こ
し
て
，

一
方
ロ
マ
ン
グ
ィ
ッ
ク
期
の
思
携
的
想
念
論
諸
講
説
が
膚
然
科
學
を
輕
親
し
だ
反
動
こ
し
て
、
他
方

主
こ
し
て
前
世
紀
初
期
以
後
に
於
て
異
常
の
進
歩
を
な
し
た
生
物
學
的
良
然
警
士
（
第
十
七
、
八
世

紀
に
於
け
る
目
無
科
學
は
主
ご
し
て
二
二
、
天
文
で
あ
っ
た
に
醤
し
て
前
世
紀
孚
前
後
よ
b
し
て

最
深
き
勲
章
を
惹
い
た
も
の
は
生
物
現
象
の
研
究
で
あ
っ
た
）
の
勢
援
を
得
て
勃
興
し
た
唯
物
論

に
饗
し
て
、
之
に
正
鵠
の
意
義
を
與
ふ
る
ビ
共
に
其
潜
越
を
論
駁
す
る
武
器
ε
し
て
や
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
カ
ン
｝
幽
誕
二
百
年
記
念
會
に
際
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
δ
七
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其
れ
が
登
端
ご
な
っ
て
種
々
の
カ
ン
ト
の
租
判
者
又
は
研
究
者
が
出
で
た
中
に
、
整
然
科
學
其
者

の
基
礎
づ
け
が
カ
ン
ト
哲
學
の
最
重
要
な
事
業
、
或
は
少
く
ご
も
其
一
で
あ
っ
た
こ
ご
に
着
眼
せ

ら
れ
て
、
其
方
法
の
本
性
を
明
か
に
し
、
之
を
純
化
し
、
或
は
更
に
進
ん
で
其
適
用
の
範
園
を
国
大
す

る
こ
ε
を
・
以
て
重
も
な
仕
事
ご
・
す
る
、
所
謂
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
派
、
バ
ー
ゲ
ン
涙
等
が
出
る
に
至
っ
た
。

ム
雇
日
の
巾
㍗
尿
が
此
二
涙
を
以
て
初
め
て
嚴
密
な
蝉
声
の
新
カ
ン
ト
派
ご
堕
す
る
に
足
る
ご
す
る

所
以
は
實
に
主
ε
し
て
、
此
カ
ン
ト
の
方
法
に
托
す
る
深
き
理
解
ご
其
れ
の
純
化
ご
が
あ
る
が
故

で
あ
・
る
。
而
し
て
更
に
登
慨
す
る
に
連
れ
て
先
験
的
方
法
ε
倫
理
的
主
意
説
の
主
要
男
呼
こ
の

緊
密
な
る
結
合
が
成
立
っ
て
摩
た
。
而
し
て
斯
く
カ
ン
ト
哲
學
の
至
聖
が
把
捉
さ
れ
た
こ
と
が

機
縁
ご
な
っ
て
前
世
紀
の
割
り
に
進
み
現
世
紀
に
入
る
に
從
っ
て
カ
ン
ト
の
理
解
は
猛
深
め
ら

れ
る
ご
共
に
普
及
さ
れ
て
來
た
。
固
よ
り
多
少
の
除
外
例
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
現
代
猫
逸
哲

學
の
主
流
は
大
幅
カ
ン
峯
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
中
に
動
い
て
居
る
ご
言
へ
る
。
此
カ
ン
ト
「
ル
、
矛
ッ

ー
サ
ン
ス
」
の
隆
盛
を
最
よ
く
表
示
す
る
も
の
は
「
カ
ン
ト
協
會
」
が
一
八
九
七
年
に
創
設
せ
ら
れ
、
其
庭

で
猫
、
佛
米
、
以
の
代
表
的
哲
學
者
の
協
同
の
下
に
「
カ
ン
ト
研
究
」
が
獲
刊
せ
ら
れ
以
．
て
今
田
に
及
ん

で
居
る
こ
ご
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
最
初
の
傳
記
者
の
一
人
と
し
て
有
名
な
ボ
質
i
ス
キ
ー
は
言
っ
た
。
「
彼
れ
（
カ
ン
↓



　
の
哲
學
、
少
く
こ
も
学
名
は
逐
ひ
の
け
ら
れ
る
こ
ご
が
出
埋
る
で
あ
ら
う
。
併
し
彼
れ
が
規
律
を

　
業
曝
し
た
こ
ご
、
及
び
敷
職
に
忠
實
な
り
し
こ
ご
に
峙
て
無
数
の
人
に
輿
へ
た
善
き
印
象
は
決
し

　
て
抹
殺
せ
ら
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。
此
印
象
は
既
に
カ
ン
ト
の
模
範
に
倣
ふ
や
う
種
々
の
官
職
及
び

　
位
置
に
於
け
る
幾
多
の
人
々
を
鼓
舞
し
だ
が
、
更
に
ま
た
是
等
の
人
々
を
池
じ
て
域
化
を
後
世
に

　
及
ぼ
す
で
あ
ら
う
」
ご
。
　
こ
れ
ば
實
に
カ
ン
ト
易
学
の
年
に
彼
れ
の
厚
き
崇
敬
者
こ
し
て
知
ら
れ

　
た
遺
弟
の
筆
に
成
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
帥
ち
彼
れ
は
カ
ン
ト
に
於
て
強
き
薫
化
を
後
世
に
與
へ

　
る
ご
確
實
に
信
せ
ら
れ
得
惹
も
の
は
彼
れ
の
實
践
躬
行
で
あ
る
こ
し
て
、
「
彼
れ
の
哲
學
」
其
者
が
不

　
朽
の
憤
値
を
有
す
る
こ
い
ふ
こ
ビ
．
「
少
く
ご
も
其
名
」
を
標
榜
し
て
租
述
者
や
唱
道
者
が
出
で
る
こ

　
い
ふ
こ
ご
に
辛
し
て
は
強
き
確
信
を
有
す
る
こ
ご
が
出
來
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ

　
は
恐
く
當
時
に
於
て
は
彼
れ
一
入
の
意
見
た
る
に
止
ま
ら
す
又
た
多
数
の
カ
ン
ト
の
友
の
意
見

　
で
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
何
ご
な
れ
ば
、
此
時
シ
ュ
ル
ツ
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
、
シ
ュ
ッ
ツ
、
フ
ー
フ
ェ

　
ラ
ン
ー
3
等
の
カ
ン
ト
哲
學
宣
傳
の
時
期
は
既
に
去
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
ヲ
は
「
ヰ
．
セ
ン
シ
ャ
フ
ッ
レ
ー

　
レ
」
の
旗
織
を
樹
立
し
、
而
か
も
そ
の
最
ロ
マ
ン
一
7
イ
ッ
ク
の
傾
向
に
富
ん
だ
伯
林
期
の
思
想
を
登
表

　
し
始
め
、
シ
ェ
ソ
ン
グ
は
其
下
欄
な
る
美
的
掘
念
論
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
其
宗
激
哲
學
の

響
思
想
を
既
に
公
け
に
き
，
ゲ
ル
5
笈
、
。
ナ
の
講
壇
醤
家
の
見
を
立
て
始
め
つ
、
あ
っ
た

　
　
　
　
　
カ
ン
塾
生
誕
二
｝
臼
年
記
念
命
n
に
際
し
て
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時
で
あ
り
、
而
し
て
一
般
黒
海
は
諸
芸
「
ロ
マ
ン
プ
ィ
ヅ
ク
」
の
時
代
思
潮
に
投
じ
た
是
等
の
哲
學
思
想

の
邊
迎
に
忙
は
し
く
、
是
等
の
思
想
の
共
通
の
母
胎
た
る
カ
ン
ト
哲
學
を
忘
却
せ
ん
ε
し
つ
、
あ

わ
、
而
し
て
カ
ン
ト
膚
身
は
是
等
の
思
想
上
の
子
孫
が
背
丈
け
の
延
び
る
に
從
っ
て
次
第
に
生
み

の
親
の
意
志
を
奪
重
せ
す
し
て
各
良
そ
の
好
め
る
道
を
取
り
行
く
を
見
て
憂
慮
し
、
老
の
一
徹
の

結
果
時
に
は
苦
々
し
き
男
爵
を
さ
へ
洩
ら
し
て
居
た
時
期
で
あ
っ
た
。
多
く
の
カ
ン
ト
崇
敬
者

も
亦
、
彼
れ
の
入
善
的
帯
化
の
カ
を
ば
確
信
し
つ
、
も
彼
れ
の
野
饗
其
者
．
少
く
こ
も
罪
名
が
永
久

に
他
の
哲
學
の
罷
め
に
追
ひ
の
け
ら
れ
回
る
こ
ご
の
可
能
を
否
定
す
る
確
信
を
湿
せ
な
か
っ
た

の
は
自
然
の
勢
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
諏
。

　
併
し
カ
ン
ト
は
彼
れ
の
友
よ
り
も
遙
か
に
よ
く
早
早
身
の
興
優
を
知
っ
て
居
た
。
而
し
て
同

時
に
ま
た
翼
に
債
値
あ
る
も
の
は
決
し
て
永
く
忘
却
の
裡
に
葬
う
去
ら
る
、
も
の
で
な
い
ε
い

ふ
強
き
確
信
を
有
っ
て
居
た
。
而
し
て
其
確
信
は
適
中
し
た
。
彼
れ
が
一
七
九
九
年
に
「
百
年
の

後
に
入
は
初
め
て
私
の
著
述
を
充
分
に
理
解
す
る
で
あ
ら
う
、
而
し
て
然
る
後
に
私
㊨
書
を
新
た

に
研
究
し
且
つ
承
認
す
る
で
あ
ら
う
」
ざ
言
っ
た
豫
言
は
ま
さ
し
く
筆
墨
ご
な
っ
て
現
は
れ
た
。

前
世
紀
孚
ば
に
學
海
の
一
隅
に
蓮
つ
た
「
カ
ン
ト
に
館
れ
」
の
呼
聲
は
世
紀
末
に
近
く
に
從
っ
て
徐

々
に
併
し
確
説
に
そ
の
強
さ
を
多
し
つ
、
籏
が
b
行
き
、
カ
ン
ト
哲
學
は
其
名
を
標
榜
し
て
、
堂
々



ε
復
活
し
て
來
た
の
で
あ
る
Q
而
か
も
か
の
「
カ
ン
ト
協
愈
」
の
創
設
ご
「
カ
ン
ト
研
究
」
の
創
刊
ご
は
、

此
カ
ン
ト
の
豫
言
後
あ
た
か
も
百
年
目
の
一
八
九
七
年
で
あ
っ
た
Q

　
　
琵
一
篇
匡
維
誌
「
思
想
」
本
年
四
月
號
に
蜴
載
ぜ
ら
れ
し
「
啓
蒙
思
想
宣
カ
ン
ト
嫌
嫌
の
中
心
問
題
」
の
綾
篇

　
　
の
一
部
定
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
侮
ほ
本
篇
、
カ
ン
下
の
倫
理
的
主
意
説
に
閥
す
ろ
論
蓮
に
就
て

　
　
に
｝
（
き
回
μ
2
図
餌
三
。
。
ノ
ノ
『
。
胃
§
巴
難
葺
お
塗
照
。
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