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学
問
を
数
学
的
自
然
科
学
と
歴
史
的
精
神
科
学
、
す
な
わ
ち
索
然
と
輔
響
神
と
の
二
部
門
に
分
け
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
区
分
は
、
自
己
に
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つ
い
て
意
識
を
も
つ
人
間
と
、
み
ず
か
ら
に
つ
い
て
は
何
ら
知
る
こ
と
の
な
い
自
然
的
世
界
と
の
原
理
的
区
分
に
還
元
さ
れ
る
。
こ
の
区

　
　
分
は
、
近
世
の
初
頭
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
立
せ
ら
れ
た
。
キ
ー
ー
ス
ト
教
的
な
自
然
科
学
者
で
あ
り
形
蒲
上
学
者
で
あ
る
と

　
　
見
な
さ
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
世
界
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
自
然
的
コ
ス
モ
ス
そ
れ
自
体
が
ロ
ゴ
ス
を
持
つ
と
考
え
た
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
学
者

　
　
た
ち
の
考
え
と
は
ま
た
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
世
界
の
疑
わ
し
き
真
理
を
み
ず
か
ら
再
構
成
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
初

　
　
め
に
、
膚
己
自
身
や
富
己
の
思
惟
に
、
反
省
を
む
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
儘
じ
た
。
お
の
ず
か
ら
存
在
す
る
一
切
の
一
に
し
て
全
な
る
も
の

　
　
を
究
明
す
る
た
め
に
、
人
間
の
自
己
意
識
な
い
し
は
自
己
自
身
の
環
存
在
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
考
え
に
、
思
い
つ
い
た
ギ
リ

711　
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一
　
シ
ャ
の
哲
学
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
世
界
に
つ
い
て
、
更
に
数
学
的
・
物
理
学
的
視
点
か
ら
、
哲
学
的
に
思
索
を
つ
く
し
た
最
後
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
は
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　
　
そ
れ
以
後
、
自
然
的
世
界
に
関
与
す
る
学
問
的
な
理
解
は
、
哲
学
か
ら
厳
密
な
る
自
然
科
学
へ
と
変
移
し
て
ゆ
き
、
他
方
、
哲
学
は
へ
…

　
　
ゲ
ル
以
後
ま
す
ま
す
自
己
の
歴
史
の
反
省
に
汲
々
と
し
て
、
歴
史
的
精
神
科
学
に
支
持
を
も
と
め
る
に
い
た
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
以
後
、

　
　
勿
論
、
世
界
観
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
歴
史
的
な
意
味
の
「
世
界
」
は
、
自
然
の
世
界
で
は
な
く
、
自
然
界
に
対
立
す

　
　
る
人
間
の
世
界
，
、
い
わ
ゆ
る
入
間
の
歴
史
的
世
界
な
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
…
ル
や
や
ス
パ
…
ス
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
お
い
て
も
そ
こ
で
問

　
　
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
自
然
的
世
界
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
志
向
的
意
識
・
や
そ
の
「
は
た
ら
き
」
　
・
の
「
全
体
地
平
」

　
　
で
あ
る
か
、
惣
己
の
実
存
の
開
示
に
関
す
る
「
世
界
定
位
」
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
各
自
の
「
世
界
－
内
一
存
在
」
で
あ
る
か
な

　
　
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
す
べ
て
は
か
れ
ら
の
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
）

　
　
統
の
中
で
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
よ
れ
ば
、
　
一
切
を
包
括
す
る
も
の
は
、
コ
ス
モ
ス
で
は
な
く
、

　
　
人
間
の
た
め
に
天
地
を
創
造
し
た
、
世
界
を
超
越
せ
る
神
で
あ
り
、
そ
し
て
結
局
は
、
世
界
を
構
成
せ
ん
と
す
る
人
間
の
意
志
で
あ
る
と

　
　
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
「
ギ
リ
シ
ャ
的
に
考
え
ら
れ
た
コ
ス
モ
ス
は
、
す
で
に
人
間
の
現
存
在
と
散
弾
的
で
あ
り
、
世
界
の
も
つ
原
初
的
な

　
　
性
格
は
、
　
「
…
…
の
ゆ
え
に
」
¢
ヨ
葱
罵
鶏
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」
と
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
説
も
ま
た
、
キ
り
ス
ト
教
的
伝
統
に
曲
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
す
る
人
間
神
学
的
な
批
界
概
念
の
遠
い
帰
結
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
近
代
的
世
界
像
の
創
始
者
た
ち
に
お
い
て
、
近
代
世
界
概
念
が
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
代
の
形
而
上
学
や

　
　
物
理
学
に
お
け
る
よ
り
も
よ
り
一
層
顕
著
で
あ
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
や
ケ
プ
ラ
ー
、
ガ
リ
レ
イ
や
デ
カ
ル
ト
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ラ
イ
プ
ニ

　
　
ッ
ッ
や
カ
ン
ト
等
は
、
た
だ
綴
人
的
に
、
信
仰
深
い
、
な
い
し
は
理
性
信
仰
に
あ
つ
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

　
　
学
問
的
思
索
に
お
い
て
も
、
か
れ
ら
は
、
世
界
の
内
在
的
法
則
性
の
超
越
的
根
拠
が
、
超
幽
界
的
・
外
世
界
的
な
る
創
造
神
の
中
に
あ
る

　
　
と
い
う
前
提
を
、
竪
持
し
て
い
た
秘
露
な
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ニ
ュ
…
ト
ン
と
お
な
じ
く
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
と
っ
て
も
、
…
徴
界



　
　
は
超
世
界
的
創
造
者
の
営
業
と
し
て
の
み
、
最
高
の
水
準
を
そ
な
え
た
工
場
と
機
械
⑳
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⑦
｛
〔
二
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覧
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）

　
　
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
も
の
が
、
最
も
簡
単
な
手
段
で
実
現
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
近
世
的
世
界
一
「
体
系
」
は
、

　
　
ガ
リ
レ
イ
の
対
話
篇
『
二
つ
の
最
高
の
世
界
体
系
に
つ
い
て
』
．
．
伍
○
箕
鑓
一
篇
鐸
⑦
ヨ
霧
も
。
圃
属
目
。
・
貯
肯
①
二
陣
匙
既
ヨ
。
⇔
匙
。
．
、
以
来
い
わ
れ
て
い
る

　
　
様
に
、
神
的
な
る
も
の
を
入
墨
的
創
造
神
と
し
て
で
は
な
く
、
コ
ス
モ
ス
と
い
う
無
名
な
る
述
語
と
し
て
考
え
、
そ
れ
故
に
そ
の
コ
ス
モ

　
　
ス
は
神
聖
さ
を
蟹
濃
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
と
考
え
た
ギ
リ
シ
ャ
人
の
宇
宙
論
か
ら
は
原
理
的
に
区
携
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
が
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
は
「
神
聖
を
冒
漢
す
る
世
界
知
」
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
、
概
に
予
感
し
た
近
代
的
自
然
科
学
の
神
を
失
え
る
宇
宙
は
、
か
っ
て
は
外
世

　
　
界
的
神
が
そ
の
宇
宙
の
超
世
界
的
劇
造
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ギ
リ
シ
ャ
的
に
考
え
ら
れ
た
コ
ス
モ
ス
は
、
神
的
な
い
し
は
人
間
的
梧
性
が
、
そ
の
コ
ス
モ
ス
に
予
か
じ
め
設
定
し
あ
る
い
は
挿
入
し

　
　
た
様
な
法
羅
に
よ
っ
て
、
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
コ
ス
モ
ス
と
し
て
、
「
よ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
た
」
と
い
う
意
味
で
、
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の

　
　
そ
れ
惣
体
秩
序
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ス
モ
ス
は
世
界
秩
序
と
し
て
、
同
時
に
「
善
」
で
あ
り
「
美
臨
で
あ
る
ば
か
り
か
、
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
は
＝
切
の
生
成
物
の
中
で
最
も
善
き
も
の
で
あ
り
、
最
も
美
し
き
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
道
徳
的
、
美
学
的
意
味
に
お
い
て
で

　
　
は
な
く
、
ゲ
ー
テ
が
コ
ス
エ
、
ス
を
掌
義
通
り
に
訳
し
た
様
に
マ
永
遠
な
る
装
飾
篇
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
よ
き
秩
序
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
な

　
　
用
語
法
に
お
い
て
は
、
全
く
種
々
な
る
こ
と
が
ら
に
適
用
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
庭
園
の
極
め
て
芸
術
的
な
構
成
と
か
、
一

　
　
切
の
装
飾
物
と
か
、
法
秩
序
・
軍
隊
秩
序
と
か
、
良
き
躾
け
を
受
け
た
入
閥
の
内
面
的
精
神
状
態
と
か
に
も
あ
て
は
ま
り
得
る
。
こ
れ
ら

　
　
す
べ
て
は
「
秩
序
に
従
っ
て
』
開
㊤
欝
犀
。
ω
ヨ
8
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
篇
臨
の
中
で
書
わ
れ
て
い
る
様
に
、

　
　
天
と
地
と
神
々
と
人
間
と
を
一
つ
に
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
と
岡
一
の
よ
き
秩
序
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
的
コ
ス
モ
ス
に
属
し

　
　
て
い
る
秩
序
は
、
主
と
し
て
天
体
、
特
に
太
鵬
の
規
團
的
な
運
行
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
太
陽
の
運
行
に
よ
っ
て
、
昼
と
夜
や
四
季

　
　
の
交
替
が
定
め
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
一
切
の
地
上
の
生
活
が
、
従
っ
て
人
間
の
生
活
も
制
約
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
オ
ス

　
　
は
、
コ
ス
モ
ス
と
し
て
、
混
沌
と
区
別
さ
れ
、
身
様
に
で
は
な
く
、
ま
さ
に
か
く
あ
る
べ
く
存
在
す
る
必
然
的
な
秩
序
で
あ
り
、
そ
れ
は
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1
　
嗣
時
に
死
す
べ
き
人
間
を
し
て
、
一
定
の
、
す
な
わ
ち
従
属
的
な
立
場
を
、
そ
こ
で
と
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
質
的
に
規
定
せ
ら
れ
た
位
階

　
　
の
秩
序
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
え
ば
、
人
間
に
関
す
る
篤
学
も
、
星
辰
界
の
探
究
と
較
べ
る
と
き
、
こ
れ
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
属
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
に
従
属
す
る
人
間
世
界
す
な
わ
ち
ポ
リ
ス
と
い
う
、
小
さ
な
領
域
に
お
け
る
無
統
制
、
公

　
　
事
た
る
無
秩
序
も
一
切
を
包
括
す
る
世
界
全
体
の
秩
序
に
服
し
て
い
る
。
コ
ス
モ
ス
は
、
万
物
に
と
っ
て
簡
一
の
も
の
で
あ
り
、
い
か
な

　
　
る
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
の
で
も
、
い
か
な
る
人
間
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
　
（
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
・
断
篇
三
〇
）
。
　
し
か
し

　
　
人
間
は
、
自
分
も
こ
の
全
体
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
こ
の
全
体
の
た
め
に
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
の
も
の
の
生
命
に
、
至
福
な
る
本
質
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
同
じ
様
な
意
味
の
こ
と
が
、
　
『
世
界
に
つ
い
て
』

　
　
と
い
う
擬
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
中
で
は
次
の
様
に
言
わ
れ
て
い
る
。
　
「
す
で
に
し
ば
し
ば
、
私
に
は
哲
学
が
超
地
上
的
な
仕
事
で

　
　
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
特
に
哲
学
が
世
界
全
体
と
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
真
理
の
観
察
へ
と
高
め
ら
れ
る
時
、
そ
う
で
あ
る
。

　
　
こ
の
最
大
に
し
て
最
高
な
る
も
の
の
認
識
が
、
哲
学
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
哲
学
に
似
て
い
る
が
故
で
あ
る
。
」

　
　
存
在
す
る
も
の
の
聖
体
に
つ
い
て
の
最
高
の
知
識
と
し
て
の
哲
学
は
、
量
空
の
天
界
…
空
間
的
な
意
味
で
も
階
位
か
ら
書
っ
て
も
最
高

　
　
か
つ
最
大
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
哲
学
の
（
そ
の
課
題
は
、
こ
の
自
に
晃
え
る
世
界
の
隠
れ
た
る
真
理
を
探
究
す
る
こ
と
で

　
　
あ
る
が
）
偉
大
に
し
て
当
然
な
る
テ
…
マ
で
あ
る
星
空
の
天
界
一
へ
と
そ
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
上
と
塩
切
の
地

　
　
上
的
な
る
も
の
と
人
閥
に
も
っ
と
も
密
接
な
る
環
境
世
界
と
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
同
書
で
は
更
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
雷
わ
れ
て
い

　
　
る
。
　
「
こ
の
身
を
以
っ
て
天
空
へ
突
入
し
、
こ
の
地
上
を
離
れ
、
か
の
聖
な
る
領
域
を
じ
か
に
観
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
故
に
、

　
　
入
間
の
精
神
は
最
高
の
知
識
へ
の
愛
の
翼
に
た
よ
っ
て
敢
え
て
旅
を
試
う
み
、
空
間
的
に
は
最
も
遠
く
彼
方
に
あ
る
も
の
で
さ
え
、
精
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
の
て
も
と
に
引
き
寄
せ
た
」
と
。
な
お
も
う
一
冊
の
キ
リ
ス
ト
紀
元
輔
世
紀
の
著
作
ー
プ
リ
ー
ニ
ウ
ス
の
自
然
史
1
は
世
界
に
つ
い
て
、

　
　
讃
歌
の
意
味
あ
い
を
こ
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
世
界
は
神
聖
に
し
て
、
永
遠
で
あ
り
灘
り
得
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
全

　
　
体
が
風
体
の
中
に
あ
り
、
い
な
む
し
ろ
実
に
全
体
そ
の
も
の
で
あ
り
、
翌
翌
で
あ
り
か
つ
筆
管
に
見
え
、
す
べ
て
の
事
物
に
つ
い
て
確
実



　
　
で
あ
り
か
つ
不
確
実
に
見
え
、
外
な
る
も
の
と
内
な
る
も
の
の
一
切
を
自
己
の
中
に
包
括
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
又
事
物
の
本
挫
の
作
品
で

　
　
あ
り
か
つ
事
物
の
本
性
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
」
．
．
糞
戸
§
瓢
¢
ω
。
・
鶯
8
憎
①
ω
♂
献
δ
樽
Φ
窮
霧
凱
露
露
。
謬
乏
い
ε
ε
ω
貯
ε
｛
P
貯
変
事
。
＜
銭
。
も
ω
0

　
　
8
貯
美
い
言
踏
巳
ε
。
。
簿
類
⇔
一
ε
均
・
一
葦
葭
駅
○
難
鐸
貯
ヨ
窓
鑓
奪
8
慧
彦
簿
乙
。
｝
一
蝕
翻
貯
8
麩
9
㊦
難
冨
堕
陣
一
身
鑓
》
2
糞
窮
8
露
覧
の
〆
¢
。
・
貯

　
　
。
・
⑦
い
鷺
①
諺
ρ
¢
①
壇
①
憲
無
謬
簿
書
眉
。
◎
℃
駕
ω
魚
増
Φ
籍
ヨ
弼
ω
節
づ
簿
掌
用
箋
．
ご
こ
の
ロ
…
マ
的
に
理
解
せ
ら
れ
た
世
界
露
鷹
⇔
仙
鐸
ω
ほ
、
な
お

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
ギ
リ
シ
ャ
的
な
コ
ス
モ
ス
と
同
様
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
不
変
に
存
続
す
る
も
の
の
神
的
に
し
て
永
遠
な
る
全
体
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
コ
ス
モ
ス
な
い
し
は
ム
ン
ド
ゥ
ス
と
い
う
語
は
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
の
時
代
以
降
に
は
、
既
に
、
主
と
し
て
人
言
世
界
と
か
、

　
　
翼
翼
の
住
ま
う
地
上
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
人
々
が
こ
の
冤
ゆ
る
世
界
に
身
を
そ
む
け
て
、
地
下
の
密
儀
礼
拝
に
魂
の
救
済

　
　
を
、
も
と
め
ん
と
し
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
は
、
コ
ス
モ
ス
は
も
う
愛
せ
ら
れ
る
こ
と
も
、
尊
と
ば
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
し
ま
つ

　
　
て
い
る
。
紀
元
一
・
二
世
紀
頃
か
ら
伝
わ
る
あ
る
断
篇
は
、
か
か
る
世
界
喪
失
を
預
言
的
に
次
の
よ
う
に
告
げ
て
い
る
。
　
「
コ
ス
モ
ス
は
、

　
　
い
っ
か
は
人
間
の
倦
鞍
の
た
め
に
讃
嘆
さ
れ
る
こ
と
も
、
尊
崇
に
値
い
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
全
体
か
ら

　
　
言
っ
て
最
も
大
い
な
る
財
宝
、
か
つ
て
存
在
し
、
現
に
存
在
し
、
未
来
に
も
冤
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
最
善
の
も
の
、
そ
れ
が
危
殆
に
瀕
す

　
　
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
間
に
と
り
一
つ
の
重
荷
と
な
り
、
軽
蔑
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
こ
の
コ
ス
モ
ス
全
体
は
も
は
や
愛
せ

　
　
ら
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
顧
る
人
々
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
尊
と
ば
れ
、
讃
え
ら
れ
、
か
つ
愛
せ
ら
れ
得
る
こ
の
栄
光
の
建
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
み

　
　
物
、
　
こ
の
一
な
る
も
の
、
唯
一
な
る
も
の
、
様
々
に
形
づ
く
ら
れ
た
る
も
の
が
。
」
古
代
後
期
の
も
つ
世
界
嫌
忌
の
気
分
に
桐
見
え
た
の

　
　
が
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
芸
界
放
棄
で
あ
る
。
照
約
、
新
約
聖
書
は
、
コ
ス
モ
ス
に
つ
い
て
何
ら
関
知
し
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
人
の
様
に
、

　
　
晃
か
つ
観
想
す
る
こ
と
、
テ
ォ
レ
イ
ン
鋏
8
器
ぢ
す
る
こ
と
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
神
の
雷
葉
と
意
志
へ
の
敬
慶
な
る
聴
従
に
生
き

　
　
る
者
に
と
っ
て
は
、
世
界
は
た
だ
、
目
的
に
十
分
か
な
っ
た
創
造
物
と
し
て
、
結
局
は
一
傳
の
機
械
物
陰
9
0
露
質
餌
と
し
て
し
か
考
え
る

　
　
こ
と
が
出
来
な
い
。
確
か
に
も
し
世
界
が
、
唯
一
の
神
人
に
お
い
て
た
っ
た
一
度
き
り
自
己
を
啓
示
し
た
、
世
界
の
外
に
あ
り
世
界
を
超

　
　
え
た
神
に
よ
っ
て
、
人
間
を
園
窪
し
て
つ
く
ら
れ
た
創
造
物
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
永
遠
不
断
の
世
界
と
し
て
の
力
を
奪
わ
れ
、

恥　
　
　
　
　
　
近
世
暫
学
の
世
界
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
哲
愚
ず
研
究
　
　
鱗
叩
四
百
八
牽
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

照　
　
本
性
を
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
自
然
の
も
つ
全
棒
性
の
上
金
さ
や
、
自
然
は
自
己
を
自
ら
を
生
み
出
す

　
　
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
い
か
な
る
製
作
者
を
も
必
要
と
し
な
い
自
然
の
も
つ
自
己
運
動
の
「
自
己
自
身
か
ら
の
存
在
」
諺
器
・
ω
一
。
7
ω
Φ
浮
ω
？

　
　
ω
①
8
と
い
う
完
全
性
の
性
格
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
に
つ
い
て
の
自
然
的
な
見
方
と
信
仰
に
よ
る
見
方
と
の
間
の
二
者
択

　
　
一
を
』
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
上
も
な
く
明
晰
に
書
い
現
わ
し
て
い
る
。
　
「
す
べ
て
の
目
に
見
え
る
も
の
の
中
で
は
、
批
界
が
最
大

　
　
の
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
膳
に
見
え
な
い
も
の
の
中
で
は
、
神
が
最
大
の
も
の
で
あ
る
。
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
目

　
　
で
冤
、
神
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
信
ず
る
。
し
か
し
ど
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
神
の
声
を
聞
い
た
の
か
？
　
そ
れ
は
神
の
預

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
雪
者
が
、
は
じ
め
に
神
、
天
地
を
つ
く
り
給
え
り
、
と
雷
っ
て
い
る
聖
書
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
。
し
神
に
よ
っ
て
意
志
せ
ら
れ
た
創
造

　
　
物
と
し
て
の
世
界
は
、
も
し
神
が
こ
れ
を
別
様
に
意
志
し
た
も
の
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
世
界
は
あ
り
得
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
別
様

　
　
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
自
然
的
創
成
で
は
な
い
、
聖
書
的
な
創
成
論
は
、
薩
接
に
世
界
へ
関
係
す
る
の
で
は
な
く
、
特
別
な
る
被

　
　
造
物
、
神
の
唯
一
の
似
姿
、
人
間
に
関
わ
る
。
も
し
磨
然
的
な
コ
ス
モ
ス
が
も
は
や
最
大
、
最
高
の
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
あ
る
い
は

　
　
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
霞
に
見
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
の
中
で
の
最
大
な
る
も
の
と
し
て
で
し
か
な
く
、
従
っ
て
も
し
最
高
、
最

　
　
善
な
る
も
の
が
欝
に
奔
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
儒
ず
る
に
値
い
す
る
創
造
神
で
あ
り
、
神
の
世
界
全
体
は
独
立
に
存
し
な
い
が
故
に
無

　
　
常
な
る
創
造
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
聖
書
的
な
神
を
克
服
し
て
ゆ
く
途
上
に
、
人
置
学
的
批
界
概
念
す
な
わ
ち
入
閥
の
た
め
の
世

　
　
界
が
展
開
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
人
海
の
コ
ス
モ
ス
に
対
す
る
、
ま
た
コ
ス
モ
ス
の
自
己
自
身
に
対
す
る
愛
弓
げ
濠
効
は
、
世
界
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ス
モ
ス

　
　
棄
や
世
界
克
服
に
変
じ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
、
こ
の
世
へ
の
愛
は
神
へ
の
敵
意
で
あ
る
（
『
ヤ
コ
ブ
書
』
第
四
輩
第
四
節
）
が
故
に
、
世
界
蔑

　
　
視
8
簿
Φ
ヨ
℃
貯
ω
ヨ
§
象
に
ま
で
転
じ
る
の
で
あ
る
。
「
世
と
世
に
あ
る
も
の
と
を
愛
し
て
は
い
け
な
い
。
も
し
世
を
愛
す
る
も
の
が
あ

　
　
れ
ば
、
父
へ
の
愛
は
彼
の
う
ち
に
は
な
い
。
す
べ
て
世
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
肉
の
欲
、
目
の
欲
…
…
は
父
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
、

　
　
世
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
世
と
世
の
欲
は
過
ぎ
揺
る
。
し
か
し
紳
の
御
書
を
行
な
う
も
の
は
永
遠
に
な
が
ら
え
る
。
」
（
隅
、
ヨ
ハ
ネ
第

　
　
一
書
翰
』
第
二
輩
第
十
五
節
）
パ
ウ
ロ
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
ル
タ
ー
、
パ
ス
カ
ル
に
い
た
る
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
そ
れ



　
　
自
体
で
愛
す
る
に
値
い
す
る
も
の
は
世
界
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
そ
れ
自
身
愛
で
あ
る
神
と
、
神
に
お
い
て
愛
せ
ら
る
べ
き
隣
入
の
み
で

　
　
あ
る
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
一
致
し
て
い
る
。
神
と
人
間
と
の
間
に
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
魂
の
救
済
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
か
、
さ
も

　
　
な
く
ば
そ
れ
に
無
関
係
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
か
れ
の
『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
の
中
で
、
自
分
は
神
と
自
分
自
身
の
魂
を
知
る
こ
と

　
　
の
み
を
欲
す
る
と
遠
い
、
そ
れ
以
上
な
に
も
欲
し
な
い
か
昌
開
露
『
Φ
覚
器
”
と
い
う
問
に
対
し
て
、
な
に
も
欲
し
な
い
嵐
露
囲
○
営
蝕
ヨ
。

　
　
と
答
え
た
時
、
彼
は
こ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
は
っ
き
り
と
表
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。
パ
ウ
ロ
と
ヨ
ハ
ネ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
宇
宙
論
的

　
　
世
界
概
念
の
紳
挙
的
・
人
間
学
的
盤
界
概
念
へ
の
変
化
、
顛
倒
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
後
世
に
永
く
確
立
せ
ら
れ
た
。
世
界

　
　
を
愛
す
る
こ
と
⇔
曄
⇔
器
讐
二
ゆ
疑
諺
は
、
神
を
認
め
な
い
こ
と
8
雛
8
σ
q
8
ω
o
費
①
U
窪
き
と
團
義
に
な
る
。
キ
リ
ス
ト
は
世
界
を
世

　
　
界
か
ら
解
放
し
た
Q
O
簿
岡
6
a
欝
。
。
旨
離
⇔
島
雌
影
篇
Φ
ヨ
鋸
質
鮎
O
嬬
ぴ
の
舜
く
罫

　
　
　
こ
の
世
界
の
非
世
界
化
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
第
一
の
根
本
的
な
る
確
実
性
が
、

　
　
も
は
や
自
に
見
え
る
世
界
の
明
証
さ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
存
在
に
つ
い
て
の
内
的
な
る
知
、
「
自
己
自
身
」
。
。
Φ
ぢ
。
。
綜
管
へ
の
自

　
　
己
関
係
、
す
な
わ
ち
自
己
が
現
に
そ
こ
に
存
在
し
か
っ
生
き
て
い
る
と
い
う
確
実
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の

　
　
「
自
分
が
生
き
て
い
る
の
を
知
る
」
の
。
凶
◎
導
①
＜
ぞ
興
Φ
と
い
う
こ
と
は
、
幸
福
な
る
生
活
に
対
す
る
人
間
的
垂
心
存
在
に
生
来
な
る
欲
求

　
　
⇔
毛
の
蜂
同
○
を
包
含
し
て
お
り
、
そ
の
真
に
幸
福
な
る
生
活
が
到
達
せ
ら
れ
る
の
は
、
人
間
が
神
を
も
と
め
神
を
見
出
す
時
だ
け
で
あ
る
。

　
　
神
へ
向
っ
て
超
越
し
て
ゆ
く
こ
の
各
々
の
現
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
共
逓
な
普
遍
的
な
世
界
の
存
在
は
、
い
か

　
　
な
る
超
人
間
的
な
、
永
遠
の
世
界
秩
序
で
も
な
く
、
一
つ
の
外
的
世
界
、
あ
る
外
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
主
観
と
客
観
と
の
分
裂

　
　
が
、
全
く
克
服
さ
れ
た
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
外
的
異
界
が
、
わ
れ
わ
れ
の
一
般
的
意
識
に
と
っ
て
、
今
B
ま
で
世
界
で
あ
り
続
け

　
　
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
神
を
信
じ
る
と
か
、
魂
の
救
い
を
考
え
る
と
か
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
依
然
と
し
て
キ
リ
ス
ト

　
　
教
徒
で
あ
る
（
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
と
か
、
フ
ラ
ン
ス
入
で
あ
る
と
か
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
で
し
か
な
い
と
は
い
え
）

　
　
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
自
己
自
身
ほ
ど
親
密
に
欝
導
ぎ
甑
ヨ
⑦
感
じ
る
も
の
は
何
も
な
い
、
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
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多
ニ
ノ
て
ジ
ツ
至

1　
　
は
考
え
る
し
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
そ
う
考
え
る
。
こ
の
親
密
な
る
自
己
は
、
形
騰
上
学
蘭
、
に
考
え
る
と
、
デ
カ
ル
ト
の
「
わ
れ
は
姦
婦
が

　
　
思
考
す
る
こ
と
を
考
え
る
」
o
O
σ
q
搾
。
節
①
o
o
σ
q
に
鎚
の
と
か
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
自
我
と
か
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
純
粋
霞
我
と
か
、
ハ
イ
デ
ッ

　
　
ガ
ー
の
環
存
筏
（
そ
こ
で
は
そ
の
存
在
に
あ
っ
て
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
）
と
か
に
再
び
現
わ
れ
て
い
る
が
、
ア
ウ
グ
ス

　
　
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
寄
食
に
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
「
他
の
一
切
の
も
の
」
I
o
臨
鋤
ヨ
8
0
8
鑓
…
を
も
感
覚
す
る
そ
の
も
の
で
あ

　
　
る
。
批
判
的
反
省
哲
学
の
書
葉
で
欝
え
ば
、
世
界
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
意
識
や
世
界
へ
の
我
々
の
態
度
に
よ
っ
て
「
構
成

　
　
せ
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
哲
学
的
に
は
既
に
デ
カ
ル
ト
を
以
て
始
ま
っ
て
い
る
こ
の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
革
命
篇
の
根
源
は
、
　
一
切
を
変

　
　
化
せ
し
め
る
キ
リ
ス
ト
教
的
自
己
経
験
で
あ
り
、
そ
の
経
験
に
と
っ
て
は
、
世
界
こ
そ
は
「
余
計
な
も
の
」
、
わ
れ
わ
れ
の
自
我
…
自
身

　
　
の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
に
、
死
す
べ
き
人
間
が
世
界
金
体
の
中
の
一
現
象
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
世
界
を
観
察
し
探
究
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
ユ
）

　
　
と
が
、
彼
に
与
え
ら
れ
た
栄
誉
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
世
界
か
ら
自
己
へ
の
こ
の
顧
倒
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト

　
　
教
的
と
見
ら
れ
て
い
る
人
醗
が
、
自
分
自
身
世
界
全
体
の
中
に
い
る
と
は
考
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
世
界
の
方
か
ら
富
己
を
理
解

　
　
し
ょ
う
と
し
な
い
で
、
自
己
自
身
の
中
で
自
己
重
心
に
よ
っ
て
霞
己
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
器
智
。
。
煽
導
℃
興
ω
o
督
ψ
③
〈
冠
の
醜
㊦
意
志
で

　
　
あ
る
。
批
界
か
ら
自
己
へ
舞
い
戻
っ
た
人
問
は
、
自
己
を
最
大
の
奇
羅
で
あ
り
謎
で
あ
る
と
感
じ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
り
最
も

　
　
驚
ろ
く
べ
き
も
の
は
世
界
で
は
な
く
、
自
己
自
身
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
不
注
意
に
も
こ
の
偉
大
な
る
深
淵
σ
脅
罠
旨
鎚
①
鷲
◎
㌘
謬
匙
慈
質

　
　
を
仕
過
し
、
そ
れ
に
代
え
て
物
好
き
に
、
そ
の
像
の
記
億
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
体
は
わ
れ
わ
れ
の
外
な
る
ひ
ろ
が
り
の
中
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
　
よ
う
な
世
界
の
蟹
に
兇
え
る
事
物
を
問
い
尋
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
様
な
人
間
の
内
面
性
へ
の
進
入
に
は
、
人
間
を
包
括
す
る
世
界
の
秩
序
か
ら
の
脱
出
、
と
い
う
こ
と
が
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る

　
　
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二
通
り
の
こ
と
が
ら
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
酔
は
世
界
全
体
の
中
で
そ
の
場
所
を
な
く
し
故
郷
を
失
い
、
又
如

　
　
何
に
し
て
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
ら
、
世
界
の
中
へ
投
げ
こ
ま
れ
た
の
か
も
分
ら
な
い
よ
う
な
、
偶
然
的
な
そ
し
て
所
詮
不
合
理
な
脱
自
存

　
　
在
国
腰
試
珍
。
§
と
な
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
人
間
は
正
し
く
、
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
に
と
っ
て
は
、
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
こ
の
様
な
特
殊



　
　
な
立
場
に
よ
っ
て
、
全
く
独
特
な
仕
方
で
重
要
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
霞
己
自
身
」
。
・
¢
ぞ
。
・
¢
ヨ
と
い
う
意
味
が
、
デ
カ
ル
ト
か

　
　
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
い
た
る
キ
リ
ス
ト
教
以
後
の
哲
学
に
お
い
て
、
い
か
に
様
々
に
解
釈
せ
ら
れ
よ
う
と
も
、
世
界
の
理
解
に
対
す
る
帰

　
　
結
は
依
然
と
し
て
同
一
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
は
最
早
や
最
初
に
し
て
最
後
の
も
の
、
　
一
切
を
包
括
す
る
も
の
、
絶
対
的
に
独
立
し
た

　
　
も
の
で
は
な
く
、
神
を
超
え
て
人
聞
へ
関
連
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
先
ず
最
初
は
創
造
の
栄
冠
と
し
て
の
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら

　
　
自
覚
を
持
っ
た
主
観
と
し
て
の
、
そ
の
人
聞
に
関
わ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
、
，
ヌ
ス
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
徹
底
的

　
　
に
考
え
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
自
我
の
経
験
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
以
後
の
形
繭
上
学
と
晦
然
学
の
す
べ
て
の
根
本
概
念
は
変
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
し
ま
っ
た
。
神
は
最
早
や
全
体
に
し
て
完
全
な
る
も
の
と
し
て
の
コ
ス
モ
ス
の
述
語
で
あ
る
、
多
義
的
な
「
神
性
」
ε
象
魚
。
⇒
で
は

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
へ

　
　
な
い
。
世
界
は
最
早
や
超
入
間
的
な
世
界
秩
序
、
即
ち
紳
や
人
間
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
の
で
な
い
様
な
世
界
秩
序
で
は
な
い
。
そ
し
て
人

　
　
へ

　
　
間
は
最
早
や
地
上
の
生
物
た
ち
の
階
位
の
中
で
の
一
つ
の
特
殊
な
る
形
態
で
は
な
く
、
独
立
し
た
自
我
、
神
と
の
根
源
的
な
る
関
係
を
超

　
　
え
た
と
こ
ろ
に
慮
己
を
独
立
せ
し
め
、
そ
し
て
今
や
自
ら
世
界
の
構
築
を
構
成
的
に
設
計
し
、
神
に
な
ら
っ
て
世
界
の
諸
計
画
を
立
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・

　
　
自
我
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
か
ら
世
界
を
一
と
い
っ
て
も
、
現
実
の
こ
の
一
つ
の
世
界
で
は
な

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
く
、
あ
る
一
つ
の
考
え
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
…
構
成
す
る
た
め
に
は
、
処
理
で
き
る
一
片
の
物
質
と
、
そ
の
一
般
的
な
運
動
法
則
を
知
っ

　
　
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
一
そ
れ
は
ギ
リ
シ
漉
、
の
農
然
学
に
お
い
て
は
、
原
子
論
者
た
ち
に
お
い
て
さ
え
、
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
命

　
　
題
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
自
然
的
な
る
も
の
の
特
性
は
、
ま
さ
に
、
そ
れ
が
造
ら
れ
得
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
お
の
ず
か
ら
に
生
成
す
る

　
　
と
い
う
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
様
な
計
颪
、
ど
の
様
な
モ
デ
ル
が
世
界
自
体
に
適
合
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
そ
れ
自
体

　
　
が
人
間
の
知
識
の
世
界
と
な
る
時
、
つ
ま
り
理
想
的
な
場
合
に
は
一
切
の
直
観
性
を
、
従
っ
て
又
モ
デ
ル
の
表
象
を
も
必
要
と
し
な
い
様

　
　
な
惟
界
形
式
に
な
る
時
に
は
、
見
せ
か
け
の
問
題
と
な
る
。
近
代
の
数
学
的
物
理
学
者
は
、
賢
聖
の
学
問
の
外
で
の
み
な
お
隠
に
晃
え
る

　
　
　
（
一
3
）

　
　
世
界
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
世
界
の
光
は
光
な
き
光
ざ
。
霧
簿
鎧
9
回
ξ
8
簗
一
〇
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー

　
　
｝
ン
に
対
す
る
ゲ
ー
テ
の
た
た
か
い
は
、
光
と
色
彩
と
に
つ
い
て
の
如
何
な
る
誤
解
で
も
な
け
れ
ば
、
物
理
的
光
学
の
理
解
を
た
す
け
ん
と
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80
1
　
し
た
一
種
の
見
解
で
も
な
く
、
そ
れ
は
「
感
覚
の
証
明
」
と
現
象
と
を
救
わ
ん
と
す
る
最
後
の
試
み
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
本
質
も
現

　
　
象
の
中
に
の
み
出
現
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
近
代
の
す
べ
て
の
物
理
学
の
よ
う
に
、
感
覚
の
保
証
に
頼
ら
ず
、
現
象
の
背
後
に
本
質
を
も

　
　
と
め
る
も
の
は
、
た
と
え
彼
が
光
と
闇
に
つ
い
て
語
り
、
天
と
地
に
つ
い
て
語
り
、
大
空
に
星
影
を
み
と
め
、
日
々
の
太
陽
の
急
心
に
他

　
　
の
太
陽
系
に
対
す
る
優
位
を
与
え
、
ま
た
そ
の
感
覚
的
な
外
観
の
背
後
に
最
善
の
場
合
に
は
蓋
然
姓
の
法
則
が
妥
当
す
る
「
コ
ス
モ
ス
」

　
　
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
も
、
彼
は
た
だ
余
り
に
も
人
聞
的
な
る
不
整
合
を
演
じ
ザ
、
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
し
て
、
入
江
が
見
通
し
も
な
ら
ぬ

　
　
混
乱
の
「
調
和
」
に
従
属
し
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
書
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
。

　
　
　
近
代
的
世
界
概
念
の
特
色
は
、
総
じ
て
世
界
と
そ
の
秩
序
が
最
早
や
直
接
的
に
直
観
せ
ら
れ
ず
、
あ
る
特
定
の
実
験
指
令
に
よ
っ
て
実

　
　
験
的
に
検
討
さ
れ
、
数
学
的
・
計
算
的
に
計
画
さ
れ
る
、
と
い
う
様
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
決
定
的
な
転
圓
点
が
起

　
　
つ
た
の
は
、
ま
だ
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
や
ケ
プ
ラ
…
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
人
間
の
福
祉
の
た
め
に
惣
然
を
科
学
的
な
知
識
に
よ
っ
て
支
配
可

　
　
能
な
ら
し
め
ん
と
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
。
ベ
ー
コ
ン
の
「
知
は
力
な
り
」
類
冨
。
蔭
Φ
づ
1
1
ζ
p
。
o
窪
と
い
う
考
え
、
及
び
デ
カ
ル
ト
の
長
潟
な
意

　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
（
謁
）

　
　
味
の
意
図
が
初
め
て
で
あ
る
。
ケ
プ
ラ
ー
は
た
し
か
に
敬
慶
な
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
、
世
界
は
人
間
の
た
め
に
創
造
さ
れ
た
と
い
う

　
　
僑
念
を
も
持
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
隣
時
に
古
代
の
現
世
信
仰
に
篤
く
、
世
界
を
な
お
「
囲
に
見
ゆ
る
神
篇
○
①
霧
く
醒
ぴ
鱒
脇
と
考
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
な

　
　
太
陽
を
「
神
の
似
姿
」
冒
峯
σ
q
o
O
鉱
、
地
球
を
「
記
億
と
想
像
を
具
え
た
こ
こ
ろ
」
餌
鼠
ヨ
⇔
謡
講
糞
Φ
ヨ
。
肘
貯
霞
乙
一
ヨ
⇔
σ
q
ヨ
⇔
臨
。
と
考
え

　
　
て
い
た
程
で
あ
っ
た
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
と
ケ
プ
ラ
ー
の
欲
し
た
こ
と
は
、
自
然
と
い
う
「
書
物
」
の
中
に
、
神
の
思
考
を
追
思
す
る
こ
と

　
　
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
た
と
え
ケ
プ
ラ
ー
が
、
わ
れ
わ
れ
は
神
を
讃
え
る
た
め
に
は
、
自
然
と
い
う
書
物
を
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ

　
　
と
儒
じ
、
ま
た
神
は
幾
何
学
を
営
む
と
慢
じ
得
た
と
し
て
も
、
そ
の
儒
仰
の
中
に
は
、
ま
た
他
の
可
能
姓
、
す
な
わ
ち
人
は
自
然
を
聖
書

　
　
と
い
う
書
物
を
用
い
ず
と
も
、
純
粋
に
自
然
そ
の
も
の
か
ら
把
握
出
来
る
と
い
う
可
能
性
、
神
の
営
む
輝
北
幾
何
学
は
神
か
ら
独
立
し
て
、

　
　
も
は
や
神
を
必
要
と
し
な
い
数
学
的
物
理
学
に
な
る
と
い
う
可
能
性
も
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
世
界
知
識
の
解

　
　
放
は
、
ガ
リ
レ
イ
を
以
っ
て
始
ま
り
、
カ
ン
ト
が
宇
密
論
的
な
神
の
証
明
と
自
然
神
学
的
な
神
の
証
明
と
を
破
壊
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
終



　
　
つ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
二
．
一
ー
ト
ン
は
依
然
と
し
て
重
力
法
則
の
中
に
自
然
的
な
神
の
証
明
を
見
て
お
り
、
　
『
冷
然
哲
学
の
数
学
的
原

　
　
理
』
と
共
に
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
や
ダ
ニ
エ
ル
書
の
中
の
預
言
へ
の
解
説
を
も
書
い
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
場
合
は
全
く
別
で
あ
る
。
彼
の
世

　
　
界
構
築
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
が
神
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
そ
れ
自
体
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
と
に
か
く
一
つ
の
よ
き
秩
序
を

　
　
も
っ
た
世
界
と
い
う
確
儒
を
方
法
的
に
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
自
然
学
的
世
界
構
築
の
原
理
は
人
間
…
そ
れ
も
思
考
し
、

　
　
特
定
の
数
学
的
「
理
念
」
を
持
つ
限
り
の
人
間
1
で
あ
る
。
世
界
に
つ
い
て
の
唯
一
の
科
学
的
な
理
解
は
、
世
界
の
示
す
外
観
を
根
本
的

　
　
に
懐
疑
す
る
こ
と
で
始
ま
っ
た
。
そ
の
懐
疑
に
よ
っ
て
爵
に
見
え
る
世
界
は
、
「
延
長
あ
る
も
の
」
話
ω
①
×
8
⇔
鶏
と
し
て
「
思
推
す
る
も

　
　
の
」
器
。
。
8
σ
毎
一
欝
塁
か
ら
再
構
成
せ
ら
れ
る
た
め
に
、
数
学
的
慰
霊
学
の
世
界
と
し
て
非
感
性
化
せ
ら
れ
、
非
世
界
化
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
と
類
比
的
な
仕
方
で
デ
カ
ル
ト
で
は
、
彼
が
自
己
自
身
の
不
完
全
な
思
考
存
在
の
中
に
這
出
し
た
完
金
性
の
理
念
か
ら
、
神
の
存
在

　
　
証
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
神
と
世
界
へ
の
通
路
を
発
見
す
る
た
め
に
、
自
己
自
身
へ
還
帰
す
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
「
方
法
」
の
帰
結
の

　
　
最
近
の
も
の
は
、
エ
デ
ィ
ン
ト
ン
の
書
う
、
　
「
物
理
学
者
は
、
彼
が
先
ず
も
っ
て
自
然
の
中
に
投
費
し
た
も
の
だ
け
を
、
自
然
か
ら
取
り

　
　
戻
す
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
説
で
あ
る
。
そ
の
説
は
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
に
よ
っ
て
「
現
代
物
理
学
の
本
質
的
冤
解
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て

　
　
は
い
る
が
、
そ
の
現
代
物
理
学
の
新
し
さ
は
、
そ
れ
が
自
然
そ
の
も
の
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
従
っ
て
又
わ
れ
わ
れ
自
身
へ
の
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
三
）

　
　
的
交
渉
に
の
み
関
わ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
自
然
を
歪
曲
す
る
自
然
科
学
で
あ
ろ
う
。
同
様
な
思
想
は
、
　
「
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
様
な
現
代
の
世
界
体
系
に
よ
っ
て
、
世
界
を
把
捉
的
な
主
観
へ
と
変
貌
さ
せ
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
形
而
上
学
の
安
死
術
で
あ
る
し
と
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
タ
の
フ
イ
ジ
　
ク

　
　
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
形
而
上
学
」
］
≦
黛
写
る
ξ
ω
障
の
終
末
に
つ
い
て
の
説
の
根
底
に
も
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
カ
ン
ト
の
批
判
が
キ
リ

　
　
ス
ト
教
的
「
意
識
態
度
」
の
遠
い
帰
結
で
あ
る
様
に
、
カ
ン
ト
の
批
籾
の
一
つ
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
も
し
、
カ
ン
ト
の
前
批
判
期
の
著
作
『
天
体
の
一
般
的
自
然
史
と
理
説
』
を
度
外
視
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
世

　
　
界
の
問
題
は
次
の
よ
う
に
総
括
さ
れ
う
る
。
世
界
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
す
で
に
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
最
早

　
　
や
最
初
に
し
て
最
後
の
い
っ
か
ら
と
も
分
ら
ぬ
よ
う
な
存
在
で
は
な
く
一
　
わ
れ
わ
れ
は
無
で
さ
え
も
た
だ
慢
界
に
お
い
て
の
無
と
し
て

捌　
　
　
　
　
　
近
世
哲
学
の
世
界
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
、
、

1
　
だ
け
し
か
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
i
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
認
識
と
か
世
界
慧
識
と
か
へ
還
光
さ
れ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
｝
が
お

　
　
の
ず
か
ら
存
在
す
る
世
界
に
関
し
て
、
先
ず
第
一
に
闘
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
り
、
如
何
に
し
て
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
は

　
　
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
世
界
に
つ
い
て
何
を
知
り
又
、
如
何
に
し
て
知
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
の
三
つ
の
閥
い
、

　
　
「
私
は
何
を
知
り
得
る
か
」
、
「
私
は
梅
を
為
す
べ
き
か
」
、
「
私
は
轄
を
望
み
得
る
か
」
は
、
す
べ
て
自
我
へ
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、

　
　
彼
は
そ
れ
ら
の
問
を
、
　
「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
？
扁
と
い
う
か
の
一
つ
の
根
本
聞
題
に
、
総
括
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
で
は
入
間
の
認
識
能
力
は
世
界
と
い
か
な
る
閣
係
に
あ
る
の
か
。
人
聞
の
認
識
能
力
に
は
二
通
り
、
す
な
わ
ち
感
性
的
悟
性
と
あ
ら
ゆ

　
　
る
対
象
の
経
験
を
超
え
た
理
性
と
が
あ
る
。
世
界
問
題
に
つ
い
て
の
、
カ
ン
ト
の
最
初
の
批
判
的
著
作
の
書
名
は
『
感
性
界
及
び
．
司
想
界

　
　
の
形
式
と
原
理
と
に
つ
い
て
』
と
い
う
。
一
一
通
り
の
認
識
の
形
式
に
従
っ
て
、
世
界
は
内
容
的
に
も
購
様
に
二
通
り
に
、
す
な
わ
ち
制
約

　
　
さ
れ
た
諸
現
象
か
ら
な
る
現
象
界
と
、
そ
れ
自
体
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
超
越
し
た
無
制
約
的
な
る
物
自
体
と
に
分
れ
る
。
　
「
世
界
一
般
の

　
　
概
念
に
つ
い
て
篇
と
い
う
第
一
章
に
お
い
て
、
世
界
は
形
式
的
に
一
つ
の
「
全
体
」
…
そ
の
「
綜
合
」
レ
鼠
窯
薙
は
い
か
な
る
部
分
で
も

　
　
な
い
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
童
体
の
「
分
析
」
　
諺
ぴ
ぴ
簿
g
は
そ
の
全
体
を
複
合
構
成
し
て
い
る
成
分
に
い
た
る
よ
う
な
一
と
し
て
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
義
さ
れ
て
い
る
。
「
し
か
し
、
複
合
体
に
は
部
分
の
多
数
盤
竃
窪
α
q
①
が
、
全
体
に
は
（
部
分
の
）
総
体
性
》
¢
ψ
①
謬
が
必
要
と
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
が
故
に
、
分
析
も
綜
合
も
東
金
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
従
っ
て
ま
た
、
前
身
に
よ
っ
て
簡
単
な
る
も
の
の
概
念
が
生
じ
る
こ
と
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
後
者
に
よ
（
、
て
身
体
の
概
愈
が
生
じ
る
こ
と
も
、
も
し
そ
れ
ら
両
者
が
あ
る
有
限
な
定
め
得
る
時
間
の
中
で
完
成
せ
ら
れ
得
る
の
で
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
ば
、
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
全
体
か
ら
そ
の
与
え
ら
れ
得
る
諸
部
分
へ
の
潮
行
は
連
続
量
に
お
い
て
、
又
反
対
に
、
諸
部
分
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ら
与
え
ら
れ
た
全
体
へ
の
進
行
は
無
隈
量
に
お
い
て
、
共
に
隈
界
が
な
く
、
従
っ
て
一
方
分
析
も
、
他
方
綜
合
も
共
に
耳
金
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
故
に
、
直
観
の
法
翔
に
従
え
ば
離
考
の
場
合
に
は
全
体
は
、
そ
の
複
会
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
後
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
場
合
に
は
複
合
体
は
、
そ
の
全
体
姓
と
い
う
こ
と
に
齢
し
て
、
共
に
完
全
に
認
識
せ
ら
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
」

　
　
　
こ
の
論
文
の
十
年
後
に
、
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
覇
』
に
お
い
て
、
世
界
の
問
題
を
字
所
論
的
理
念
の
分
析
の
中
で
、
新
し
く
と
り



　
　
上
げ
た
。
と
こ
ろ
が
、
批
覇
は
理
性
そ
の
も
の
を
扱
か
う
の
で
は
な
く
、
経
験
の
可
能
な
る
自
然
世
界
の
認
識
の
た
め
の
理
性
「
汗
雫
」

　
　
を
扱
か
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
論
議
は
カ
ン
ト
麟
身
の
笹
書
に
よ
れ
ば
、
著
作
全
体
の
中
で
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
あ

　
　
る
。
宇
窟
論
的
理
念
の
批
判
に
続
い
て
、
存
在
論
的
な
神
の
証
明
、
宇
宙
論
的
な
神
の
証
明
そ
し
て
自
然
・
神
学
的
な
神
の
誰
明
の
批
覇

　
　
が
続
く
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
ら
す
べ
て
の
証
明
を
放
棄
し
て
、
神
の
証
明
の
中
で
最
も
薄
弱
な
錦
鶏
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
証
明
を
支
持
す
る

　
　
の
で
あ
る
。
彼
は
「
世
界
篇
と
「
自
然
」
と
を
、
「
数
学
的
」
全
体
、
「
力
学
的
」
全
体
と
し
て
区
別
す
る
。
「
世
界
」
は
、
世
界
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ひ
タ
ワ
に
ア
　
ト

　
　
存
在
す
る
諸
現
象
の
．
積
分
舗
難
な
ら
び
に
可
複
合
憔
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
み
れ
ば
、
　
「
現
象
の
綜
含
の
総
体
性
」
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
現

　
　
象
の
全
体
を
意
味
す
る
。
し
か
し
そ
の
局
じ
数
学
的
慮
然
科
学
の
徴
界
は
、
単
に
自
然
現
象
の
可
分
舗
性
や
西
蔵
合
性
の
み
な
ら
ず
、
現

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
象
の
現
実
の
存
在
に
お
け
る
統
一
性
と
い
う
点
も
考
慮
せ
ら
れ
る
と
、
ま
た
「
慮
然
」
と
も
名
づ
け
ら
れ
よ
う
。
カ
ン
ト
は
、
存
在
す
る

　
　
す
べ
て
の
事
物
の
金
冠
に
関
わ
る
「
珊
念
」
を
、
「
世
界
概
念
」
と
か
「
字
宙
論
的
理
念
」
と
か
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
範
疇
」

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
異
な
っ
て
、
無
制
約
挫
の
中
の
金
体
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
宇
宙
論
的
理
念
が
、
　
「
超
越
的
」
理
念
で
あ
る
の
は
、
そ
れ

　
　
ら
が
す
べ
て
の
個
々
の
自
然
物
や
自
然
現
象
の
感
姓
的
経
験
を
超
え
て
い
る
が
故
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
「
世
界
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の

　
　
は
、
こ
の
様
な
超
越
的
理
念
で
あ
る
。
侮
故
な
ら
ば
、
徴
界
の
全
体
は
、
そ
の
個
々
の
環
象
の
も
つ
複
合
さ
れ
た
り
、
分
翻
さ
れ
た
り
出

　
　
来
る
多
様
盤
の
よ
う
に
は
、
感
性
的
調
性
で
以
っ
て
理
解
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
世
界
の
綜
合
的
全
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
に
つ
い
て
、
理
牲
的
に
論
議
せ
ら
れ
る
も
の
を
徹
底
的
に
思
考
し
た
末
、
解
決
不
．
司
露
な
る
矛
盾
、
あ
る
い
は
二
律
背
反
に
逢
着
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
イ
ン

　
　
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
…
と
は
理
性
が
世
界
全
体
の
構
造
に
つ
い
て
の
根
本
問
題
に
独
断
的
な
「
諾
〕
な
い
し
は
「
否
」
で

　
　
以
っ
て
断
定
を
与
え
ん
と
す
る
時
、
理
牲
が
必
然
的
に
捲
き
こ
ま
れ
る
矛
盾
の
謂
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
騰
組
の
定
立
と
反
定
立
の
中
に
、

　
　
四
個
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
…
を
た
て
、
そ
れ
ら
四
つ
の
定
立
す
べ
て
が
そ
の
反
定
立
と
と
も
に
、
各
々
の
反
定
立
の
論
駁
に
よ
っ
て
証
明
さ

　
　
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
講
定
立
は
、
そ
れ
ら
の
前
提
と
な
る
世
界
概
念
そ
の
も
の
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
、
そ
の

　
　
世
界
概
念
が
、
実
は
い
か
な
る
実
在
性
に
も
対
応
し
な
い
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
の
単
な
る
統
制
的
理
念
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
発
見
さ
れ
る

鵬　
　
　
　
　
　
近
世
哲
学
の
世
界
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
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84
1
　
時
に
の
み
、
解
決
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
定
立
と
反
定
立
と
の
第
一
の
矛
露
は
、
世
界
の
時
間
的
始
源
と
空

　
　
間
的
限
界
か
ら
見
ら
れ
た
世
界
全
体
に
関
わ
る
。
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
世
界
が
時
聞
的
始
源
と
空
間
的
限
界
を
も
つ
と
い
う
こ
と
も
、
世

　
　
界
が
い
か
な
る
始
源
も
限
界
も
も
た
な
い
と
い
う
そ
の
反
対
の
場
合
も
、
同
様
に
証
明
可
能
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
意
図
は
、
そ
の
註
張
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
反
対
主
張
も
、
世
界
の
全
体
が
一
般
に
わ
れ
わ
れ
の
「
経
験
」
の
中
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
た
だ
単
に
「
理
念
」
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
も

　
　
の
で
は
な
い
、
と
い
う
誤
ま
っ
た
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
す
べ
て
の
矛
盾
が
対
象
な
き
幻
影
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

　
　
と
を
示
す
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
精
巧
に
し
て
明
敏
な
る
証
明
の
運
び
に
つ
い
て
、
個
々
に
わ
た
っ
て
立
入
る
こ
と
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ま
た
へ
…
ゲ
ル
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
批
覇
に
立
入
る
こ
と
も
慮
来
な
い
。
カ
ン
ト
の
証
明
の
成
否
を
に
ぎ
る
問
題
の
諸
前
提
を
提
示
す

　
　
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
意
図
は
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
カ
ン
ト
の
出
発
点
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
か
か
わ
り
な
く
、
天
と
地
、
畳
と
夜
、
夏
と
冬
の
区
別
を
認
め
る
様
な
直
接
的
な
る
世
界
観

　
　
察
で
は
な
く
、
ニ
ュ
…
ト
ン
に
よ
っ
て
琴
弾
さ
れ
た
近
代
の
世
界
像
で
あ
る
。
こ
の
世
界
像
は
世
界
の
形
成
を
、
物
理
学
的
・
数
学
的
法

　
　
則
に
よ
る
構
成
の
意
味
で
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
講
法
則
が
自
然
的
世
界
に
適
合
す
る
と
い
う
根
拠
は
、
最
早
や
ケ
プ
ラ
…

　
　
の
場
合
の
よ
う
に
世
界
の
構
造
と
か
神
へ
の
顧
慮
の
中
に
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
、
こ
れ
ら
の
法
則
が
あ
る
特
定
の
…
世
界
現
象
、
し
か
も

　
　
そ
れ
が
死
せ
る
物
質
の
機
械
的
運
動
に
の
み
関
わ
る
現
象
を
説
濁
す
る
た
め
に
役
に
立
つ
、
と
い
う
こ
と
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。
自
然

　
　
的
コ
ス
モ
ス
は
、
そ
れ
に
よ
り
一
顧
で
は
機
械
的
な
世
界
構
築
物
に
還
元
さ
れ
、
他
面
で
は
相
対
的
に
、
そ
の
構
築
物
を
設
計
す
る
わ
れ

　
　
わ
れ
の
物
理
的
・
数
学
的
な
世
界
構
成
へ
と
還
元
せ
ら
れ
る
。
こ
の
直
接
的
に
は
縛
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
学
問
的
に
考
え
ら
れ
た
世
界

　
　
の
「
全
体
」
は
、
そ
の
一
般
的
な
構
造
か
ら
見
て
「
数
学
的
」
全
体
、
す
な
わ
ち
部
分
か
ら
成
立
し
そ
れ
故
に
無
毒
に
分
割
．
通
能
で
あ
り
、

　
　
複
合
可
能
で
あ
る
よ
う
な
全
体
で
あ
り
、
そ
の
全
体
を
「
分
析
し
た
り
」
、
「
綜
含
し
た
り
」
す
る
悟
性
は
、
到
底
絶
対
的
な
終
極
と
か
無

　
　
制
約
的
な
終
極
に
達
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
全
体
は
制
約
さ
れ
た
現
象
か
ら
制
約
さ
れ
た
現
象
へ
の
無
限
な
る
継
起
を
次

　
　
次
と
遍
歴
す
る
と
こ
ろ
に
の
み
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
世
界
の
全
体
は
経
験
的
に
は
わ
れ
わ
れ
に
決
し
て
完
全
に
与
え
ら
れ
る
も
の



　
　
で
は
な
い
。
そ
れ
は
神
と
か
、
魂
の
不
滅
性
の
よ
う
に
理
念
的
な
課
題
な
い
し
は
要
請
に
と
ど
ま
る
。
　
「
わ
れ
わ
れ
は
い
た
る
と
こ
ろ
に

　
　
無
講
約
者
を
も
と
め
る
が
、
兇
趨
す
の
は
つ
ね
に
諸
々
の
物
で
し
か
な
い
。
偏
（
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
）

　
　
　
理
性
は
し
か
し
自
己
白
ら
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
被
制
約
者
の
も
と
に
た
ち
留
ま
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
理
性
は
あ
ら
ゆ
る
鰯

　
　
約
の
無
制
約
的
な
る
全
体
を
知
ろ
う
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
制
約
の
全
体
は
世
界
の
制
約
さ
れ
た
現
象
の
中
で
は
見

　
　
鐵
さ
れ
得
な
い
が
故
に
、
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
こ
と
は
、
も
は
や
対
象
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
の
劉
節
婦
可
能
な
対
象
か

　
　
ら
、
自
己
自
身
へ
と
反
省
を
戻
し
、
事
物
が
書
舗
約
者
へ
と
必
然
的
に
移
行
し
よ
う
と
す
る
そ
の
事
物
の
最
後
の
町
長
の
代
り
に
、
わ
れ

　
　
わ
れ
の
認
識
能
力
の
眼
界
を
、
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
構
故
な
ら
御
燈
の
よ
う
な
無
制
約
的
な
る
全
体
の

　
　
理
念
に
対
応
す
る
唯
一
の
対
象
的
経
験
と
か
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
総
和
と
か
い
う
も
の
は
な
に
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
世
界
は
存
在
す
る

　
　
も
の
の
全
体
と
し
て
、
決
し
て
感
性
的
に
経
験
さ
れ
得
る
対
象
で
は
な
い
。

　
　
　
感
性
的
悟
挫
は
、
世
界
が
全
体
的
に
そ
れ
繍
体
で
存
在
す
る
よ
う
な
事
物
で
は
な
い
と
い
う
批
判
的
・
弁
別
的
な
理
解
を
持
た
ぬ
が
故

　
　
に
、
そ
の
経
験
的
概
念
に
よ
っ
て
、
世
界
を
一
個
の
完
結
し
た
全
体
の
よ
う
に
整
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
て

　
　
理
性
は
、
感
性
的
悟
性
の
限
界
を
反
省
し
て
、
こ
の
全
体
は
わ
れ
わ
れ
の
統
制
的
理
性
の
理
念
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
に
対
応
す
る
実
在
的
な

　
　
も
の
は
何
も
な
く
、
又
何
も
の
も
対
応
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
従
っ
て
世
界
の
金
野
に
関
し
て
言
わ
れ
る
・
た
と
え
ば
「
世
界
に
始
源
が

　
　
あ
る
か
、
始
源
が
な
い
か
」
と
か
い
う
・
悟
牲
の
一
切
の
主
張
は
、
空
虚
な
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
洞
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
難
読
法
的
矛
膚
の
カ
ン
ト
の
答
弁
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
聡
題
は
、
第
一
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
連
関
し
て
「
独
断
的
」
な
主
張
と
反

　
　
対
主
張
の
こ
の
批
判
的
解
決
に
よ
っ
て
、
世
界
の
始
源
な
い
し
は
無
始
源
性
の
問
題
が
、
実
際
に
仮
象
の
問
題
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
か

　
　
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
始
源
」
に
つ
い
て
の
論
議
は
、
そ
の
場
合
、
あ
る
も
の
が
無
か
ら
出
現
し
得
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
間

　
　
に
ふ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
制
約
さ
れ
た
も
の
、
中
間
・
空
間
の
中
に
既
に
存
在
す
る
も
の
が
そ
の
制
約
盤
の
限
界
に
お
い
て
無

　
　
糊
約
的
な
る
も
の
に
移
行
し
得
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
に
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
カ
ン
ト
が
、
彼
の
矛
盾
に
つ
い
て
の
叙
述
と

851　
　
　
　
　
　
近
世
哲
学
の
世
界
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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86
1
　
解
決
で
以
っ
て
、
彼
の
証
明
せ
ん
と
し
た
こ
と
を
明
白
に
証
明
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
コ
ス
そ
ス
を
始
源
も
終
末
も
な
い
永
遠
な
る
全
体

　
　
と
し
て
兇
る
ギ
リ
シ
ャ
的
な
冤
方
は
極
め
て
は
っ
き
り
と
解
決
せ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
後
、
世
界
の
ヘ

　
　
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
的
な
見
方
を
亡
し
く
せ
ん
と
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
試
み
に
つ
い
て
も
同
じ
く
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
時
間
的

　
　
始
源
の
問
題
を
仮
象
の
…
問
題
で
あ
る
と
証
明
し
た
そ
の
裏
に
は
、
前
提
と
し
て
次
の
こ
と
が
ら
、
す
な
わ
ち
無
制
約
的
な
「
物
自
体
」
と

　
　
被
綱
約
的
な
「
現
象
」
、
現
象
界
と
叡
知
界
、
受
容
的
感
性
と
形
式
を
与
え
る
悟
性
及
び
そ
れ
ら
を
補
な
う
理
性
、
と
い
っ
た
彼
の
批
判

　
　
的
な
区
別
を
わ
れ
わ
れ
が
無
批
判
に
採
捜
し
、
そ
し
て
「
世
界
篇
と
い
う
意
瞭
を
、
　
「
物
合
体
」
と
対
立
し
た
「
そ
の
諸
現
象
の
全
体
的

　
　
綜
合
」
と
い
う
様
に
一
そ
の
場
禽
、
感
性
的
現
象
の
多
様
性
の
統
一
的
総
括
を
な
す
も
の
は
人
間
の
悟
性
の
は
た
ら
き
で
あ
る
…
わ
れ
わ

　
　
れ
が
理
解
…
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
験
的
世
界
分
析
は
、
カ
ン
ト
の
に
せ
よ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ

　
　
一
の
に
せ
よ
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
自
然
の
中
に
建
て
ら
れ
て
い
る
・
コ
ス
モ
ス
そ
れ
自
体
の
・
秩
序
一
入
聞
が
本
性
か
ら
そ
の
秩
序

　
　
に
属
し
て
い
る
の
は
、
あ
た
か
も
感
性
的
な
視
覚
が
可
視
的
な
光
に
属
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
が
一
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
、

　
　
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
場
合
、
定
立
さ
れ
た
法
則
性
だ
け
で
は
な
く
、
な
お
一
指
に
世
界
秩
序
が
問
題
と
さ
れ
て

　
　
い
る
限
り
で
は
、
問
題
は
翻
然
に
そ
の
法
則
を
「
規
定
篇
し
、
世
界
を
「
計
画
」
す
る
神
的
、
人
間
的
悟
性
に
帰
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
世
界
は
根
源
的
に
経
験
さ
れ
る
な
ら
ば
、
分
割
可
能
な
る
数
学
的
全
体
で
も
な
け
れ
ば
、
虹
鱒
の
秩
序
原
理
の
附
け
加
わ
る

　
　
べ
き
感
覚
的
事
実
の
無
秩
序
な
多
様
挫
で
も
な
い
。
世
界
は
ま
た
経
験
に
よ
っ
て
は
決
し
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
無
限
に
制
約
さ

　
　
れ
た
談
現
象
の
単
な
る
継
起
と
か
共
存
で
も
な
い
。
世
界
が
一
切
の
お
の
ず
か
ら
存
在
す
る
も
の
の
全
体
、
そ
れ
自
体
で
完
成
さ
れ
、
そ

　
　
の
度
ご
と
に
完
全
な
全
体
と
し
て
、
重
々
の
世
界
現
象
や
自
然
現
象
の
よ
う
に
具
体
的
に
経
験
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
が
わ
れ

　
　
わ
れ
の
理
性
の
単
な
る
統
制
的
理
念
、
そ
れ
に
対
応
す
る
な
ん
の
実
在
挫
も
も
た
ぬ
と
こ
ろ
の
理
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
で
は
な
い
。
世
界
の
実
在
性
は
た
し
か
に
あ
ら
ゆ
る
理
学
の
物
器
ψ
を
超
越
し
て
い
る
が
、
世
界
は
し
か
し
そ
の
単
な
る
総
体
H
乱
）
o
α
脅
甑
ゑ

　
　
で
も
な
い
。
世
界
は
あ
ら
ゆ
る
被
制
約
的
現
象
の
全
体
と
し
て
、
た
だ
単
に
消
恢
的
に
、
制
約
さ
れ
た
も
の
の
側
か
ら
は
到
達
さ
れ
得
な



　
　
い
非
・
被
欄
約
者
φ
箱
ぴ
Φ
創
ぎ
ひ
q
欝
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
も
な
く
、
お
の
ず
か
ら
存
在
す
る
も
の
の
一
に
し
て
全
体
な
る
も
の
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
あ
ら
ゆ
る
自
然
風
燧
の
騨
の
様
に
、
積
極
的
に
独
立
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
世
界
を
そ
の
独
立
的
な
る
が
故
に

　
　
無
制
約
的
な
金
体
性
に
お
い
て
考
え
得
る
た
め
に
、
被
制
約
者
か
ら
無
制
約
者
へ
の
完
成
不
可
能
な
る
潮
行
同
①
σ
q
窓
ω
の
霞
ω
を
観
念
的
に
完

　
　
成
す
る
必
要
も
驚
く
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
わ
れ
わ
れ
は
、
日
常
あ
ら
ゆ
る
数
学
的
霞
然
科
学
に
先
立
っ
て
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
亙

　
　
っ
て
知
っ
た
り
順
次
に
と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
を
し
な
く
て
も
、
世
界
の
全
体
を
い
つ
も
す
で
に
経
験
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
世
界
は

　
　
一
つ
の
観
念
的
完
成
の
簸
終
の
極
で
は
な
く
、
最
初
の
も
の
、
経
過
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
常
に
完
成
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
事
実
、
カ
ン
ト
は
彼
が
無
始
源
性
の
賛
否
を
熟
考
す
る
時
、
な
に
も
世
界
の
「
永
遠
性
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
無
限

　
　
な
る
時
間
系
列
」
と
か
無
際
隈
な
る
「
限
界
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
時
間
的
限
界
の
概
念
に
お
い
て
定
立
、

　
　
反
定
立
の
矛
盾
が
仮
象
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
勲
か
ん
と
し
た
ま
で
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
暗
間
的
な
継
起
の
素
列
を
、
い
く
ら
完
全
に
測

　
　
定
し
た
り
数
え
あ
げ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
全
体
的
な
綜
合
へ
完
成
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
雷
っ
て
い
る
こ
と
は
、
疑
い
も
な
く
正

　
　
し
い
。
し
か
し
、
　
。
。
①
き
覧
8
霧
搾
器
の
意
味
、
従
っ
て
無
蒔
間
性
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
永
続
性
と
い
う
意
味
で
の
世
界
の
永
遠
性
に

　
　
較
べ
て
、
無
限
な
る
継
起
が
完
成
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
計
量
的
な
測
定
を
繰
り
返
し
て

　
　
い
っ
か
終
極
に
達
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
緻
．
界
そ
れ
自
体
が
か
な
ら
ず
し
も
全
き
、
完
全
な
も
の
で
あ
り
得
ず
、

　
　
ま
た
世
界
は
あ
ら
ゆ
る
お
の
ず
か
ら
存
在
す
る
も
の
の
一
に
し
て
露
な
る
も
の
と
し
て
、
始
源
も
終
り
も
な
し
に
存
在
す
る
、
と
い
う
こ

　
　
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
一
つ
の
世
界
の
こ
の
永
遠
に
存
続
す
る
全
体
の
中
で
、
無
数
の

　
　
太
陽
系
が
生
成
し
か
つ
再
び
消
滅
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
排
除
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
世
界
が
お
の
ず
か
ら
存
荘
す
る
あ

　
　
ら
ゆ
る
も
の
の
全
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
界
は
時
間
的
な
観
点
か
ら
し
て
も
な
に
も
欠
け
る
も
の
が
な
い
筈
で
あ
る
。
た
だ
多
様
な
る
諸

　
　
現
象
の
単
な
る
並
存
と
継
起
と
し
て
の
み
、
三
界
は
観
念
的
な
補
足
を
必
要
と
す
る
が
、
環
に
存
在
し
写
か
つ
て
存
在
し
、
将
来
い
っ
か

餅　
　
　
　
　
　
近
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哲
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存
在
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
の
全
体
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
補
足
を
必
要
と
し
な
い
。
偲
々
の
有
徳
的
存
在
に
は
す
べ
て
あ
る
も
の
が
欠
け

　
　
て
い
る
が
一
「
す
べ
て
の
有
限
な
る
も
の
は
、
非
真
平
の
契
機
を
持
つ
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
書
っ
て
い
る
一
、
全
体
と
し
て
の
世
界
に
は
な

　
　
に
も
欠
け
て
い
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
世
界
に
そ
の
成
立
に
必
要
な
な
に
か
が
欠
け
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
批
界
は
最
早
や
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
界
の
全
体
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
独
立
し
た
全
体
は
、
鰻
界
が
な
い
と
か
、
分
割
幽
来
な
い
と
か
、
制
約
さ
れ
な
い
と
か
い
う
否
定
的

　
　
概
念
で
も
っ
て
し
て
は
、
適
切
に
理
解
さ
れ
得
な
い
。
そ
し
て
た
だ
「
全
体
が
真
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
全
体
は
な
ん
ら
の
対

　
　
応
ず
る
実
在
懐
も
も
た
ぬ
単
な
る
理
念
で
あ
り
得
る
筈
も
な
い
。
実
在
挫
（
鰍
①
Q
o
）
の
具
体
的
な
概
念
と
同
様
に
、
「
経
験
」
と
い
う
そ
れ

　
　
に
対
応
す
る
概
念
も
現
実
の
世
界
を
全
体
的
に
経
験
し
得
る
た
め
に
は
余
り
に
も
狭
す
ぎ
る
。
世
界
は
そ
の
枠
づ
け
を
許
さ
な
い
程
大
き

　
　
く
包
括
的
で
あ
る
と
岡
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
星
や
砂
粒
や
生
物
の
中
に
も
存
照
す
る
程
小
さ
く
収
括
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
い

　
　
つ
も
慮
ら
を
世
界
へ
関
係
せ
し
め
、
世
界
と
交
渉
を
も
っ
て
特
定
の
世
界
関
係
を
「
構
成
」
し
て
い
る
と
聞
じ
様
に
、
世
界
も
ま
た
常
に

　
　
み
ず
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
方
へ
関
係
し
、
た
と
え
わ
れ
わ
れ
が
、
自
然
的
世
界
の
わ
れ
わ
れ
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
知
る
こ
と

　
　
が
な
く
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
へ
の
関
係
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
渡
り
鳥
が
、
彼
ら
の
飛
行
中
に
、
太
陽
の
男
宮
に
よ
っ
て
方

　
　
向
づ
酵
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
全
く
知
ら
な
い
様
に
、
わ
れ
わ
れ
も
、
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
運
動
が
、
内
耳
に
あ
る
特
定
の
器
欝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
毘
）

　
　
に
よ
っ
て
、
地
球
の
重
力
の
場
へ
と
調
整
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
重
力
の
法
則
は
、
単
に
地
球
の
住
人
の
物
理
的
な
法
則
で

　
　
あ
る
ば
か
り
か
、
生
命
の
法
贈
で
で
も
あ
る
。
身
体
の
漂
動
と
重
力
の
場
と
か
、
視
覚
と
太
陽
の
光
と
か
の
相
互
関
係
は
、
光
と
重
力
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
が
、
主
観
的
な
視
覚
と
か
港
南
運
動
に
対
し
て
，
単
な
る
客
観
的
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
類
の
関
係
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
紹
互
に

　
　
浅
午
鉱
主
a
鐙
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
本
性
・
す
な
わ
ち
人
間
的
本
性
と
自
然
的
世
．
界
・
に
共
通
の
地
盤
に
対
す
る
全
体
的
関
係
の
中
で
、
繕

　
　
互
に
従
属
的
に
関
係
し
金
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
の
宇
宙
論
的
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
設
定
と
解
決
と
は
、
理
姓
に
生
ず
る
矛
盾
の
純
化
・
す
な
わ
ち
生
き
生
き
と
し
た
精
神
に
満

　
　
ち
た
コ
ス
モ
ス
を
考
え
抜
い
た
末
に
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
認
識
に
対
し
て
単
な
る
統
翻
的
意
味
を
し
か
持
た
な
い
理
念
へ
と
解
詳
し
て
し



　
　
ま
う
こ
と
・
よ
り
遙
か
に
重
要
な
葱
味
が
あ
っ
た
。
　
「
独
断
的
」
な
世
界
概
念
に
対
す
る
彼
の
批
判
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
世
界
学
の
型
態

　
　
へ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
野
圓
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
転
回
に
よ
っ
て
お
こ
っ
た
繊
来
事
は
、
た
だ
単
に
地
球
の
中
心
的
地
位
の
、
従
っ
て

　
　
宇
宙
と
の
関
係
に
於
け
る
人
間
の
中
心
的
地
位
の
網
対
化
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
世
界
の
中
心
点
の
消
滅
と
い
う
こ
と
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
で
も
な
く
、
特
に
、
入
間
及
び
あ
ら
ゆ
る
地
上
の
生
物
が
コ
ス
モ
ス
の
生
け
る
全
体
の
中
に
特
定
の
場
所
を
持
ち
得
る
全
体
的
秩
序
を
放

　
　
棄
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
も
し
、
人
間
の
本
性
が
道
徳
性
へ
、
ま
た
世
界
の
構
造
が
死
せ
る
物
質
の
運
動
法
則
へ
還
元
さ
れ
、
そ
の
様
に
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
内

　
　
な
る
」
道
徳
的
原
則
と
「
わ
れ
わ
れ
の
上
な
る
」
天
界
の
法
則
と
が
完
全
に
不
岡
一
な
も
の
に
な
る
な
ら
ば
、
人
間
が
た
だ
そ
こ
へ
投
入

　
　
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
世
界
、
機
械
的
に
企
画
さ
れ
た
世
界
の
中
で
、
そ
も
そ
も
一
体
、
如
何
に
し
て
懲
然
的
な
生
物
や
入

　
　
聞
が
現
わ
れ
得
た
か
と
い
う
閥
は
、
原
理
的
に
到
達
不
能
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
如
何
に
し
て
岡
種
類
の
物
質
か
ら
成
る
世
界
機

　
　
構
が
、
精
神
的
な
コ
ス
モ
ス
の
生
命
力
な
し
に
、
ま
た
物
理
学
が
ピ
ュ
シ
ス
な
し
に
、
惣
然
が
ロ
ゴ
ス
な
し
に
、
ヴ
ィ
ー
ル
ス
や
ま
し
て

　
　
思
考
を
持
つ
人
間
の
存
立
を
さ
え
可
能
に
し
た
り
、
世
界
を
観
察
す
る
懲
と
太
賜
の
光
一
そ
の
中
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
囲
に
…
視
覚
が
与
え

　
　
ら
れ
る
…
と
の
連
関
を
理
解
可
能
な
ら
し
め
得
よ
う
か
。
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
「
草
茎
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
」
は
、
世
界
が
根
本
的

　
　
に
死
せ
る
物
質
と
か
畜
霊
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
以
外
の
な
に
も
の
か
ら
も
出
来
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
解
決
不
可
能
な
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
も

　
　
し
霞
然
の
あ
る
特
定
現
象
、
た
と
え
ば
生
物
の
発
育
と
か
自
然
研
究
者
の
存
在
の
よ
う
な
こ
と
が
、
自
然
界
の
原
理
か
ら
決
し
て
理
解
さ

　
　
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
原
理
は
、
自
然
界
を
理
解
す
る
た
め
に
も
十
分
に
役
に
立
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
後
に
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ス
ミ
ツ
シ
ス

　
　
し
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
と
雷
わ
れ
る
翼
翼
が
、
然
然
界
の
も
つ
宇
欝
的
な
力
に
対
し
て
何
の
恐
れ
も
持
た
ず
、
ま
た
生
成
、
消
滅
と
い

　
　
う
賑
常
的
な
出
来
事
に
対
し
て
一
生
殖
と
か
出
生
と
か
死
に
対
し
て
…
も
は
や
構
の
畏
敬
も
感
じ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
キ

　
　
り
ス
ト
教
が
自
然
科
学
と
組
ん
で
コ
ス
モ
ス
の
神
聖
さ
を
は
く
奪
し
、
　
一
般
に
世
界
を
最
早
や
コ
ス
モ
ス
と
し
て
晃
な
く
な
り
、
知
ら
な

　
　
く
な
っ
た
が
故
で
あ
ろ
う
。
人
閥
は
た
し
か
に
そ
の
術
に
よ
っ
て
「
世
界
に
つ
い
て
」
と
い
う
、
あ
の
ギ
リ
シ
ャ
の
書
物
の
思
想
を
実
現
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し
、
事
実
今
や
宇
宙
空
間
の
中
へ
突
入
す
る
途
上
に
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
宇
憲
の
「
聖
な
る
領
域
」
に
感
嘆
し
畏
敬
す
る
た
め
に
で

　
　
は
な
く
、
聖
書
の
書
葉
に
あ
る
様
に
、
自
己
の
地
上
の
支
配
圏
を
拡
げ
確
立
す
る
た
め
で
あ
る
。
解
放
さ
れ
た
自
由
を
ぼ
し
い
ま
ま
に
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
来
る
近
代
の
人
聞
が
、
普
遍
的
に
な
一
、
た
科
学
技
術
に
よ
っ
て
、
か
れ
の
な
し
得
る
す
べ
て
を
な
し
、
隠
然
を
単
に
「
模
倣
す
る
」
の
で

　
　
は
な
く
、
際
限
も
な
く
作
為
的
に
自
然
を
踏
み
越
え
、
濫
倒
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
最
も
遠
い
、
最
も
深
い
根
拠
を
探
れ
ば
、
依
然

　
　
と
し
て
あ
の
神
が
一
そ
の
神
の
創
造
的
な
る
意
志
が
世
界
を
人
闘
の
た
め
に
造
っ
た
の
で
あ
る
1
原
型
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
中

　
　
に
兇
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
属
し
て
い
る
世
界
は
、
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
、
人
間
界
と
同
種

　
　
の
三
界
に
は
な
り
得
な
い
。
世
界
は
依
然
と
し
て
世
界
自
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
を
超
越
し
、
絶
対
的
に
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
今
か
り
に
、
人
間
が
自
然
の
世
界
を
自
分
の
環
境
世
界
の
様
に
支
配
し
、
ベ
ー
コ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
知
は
力
な
り
」
と
い
う
考
え
の
完
成

　
　
に
成
功
し
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
も
は
や
人
間
で
は
な
く
な
り
、
世
界
は
も
は
や
轍
界
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
し
か
し
最
後
に
、
人
間
の
悦
界
に
対
す
る
関
係
や
枇
界
の
理
解
の
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
変
遷
に
も
拘
わ
ら
ず
、
世
界
そ
の
も
の
は
恐
ら
く

　
　
今
日
で
も
な
お
、
r
キ
弓
ス
ト
教
以
前
で
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
、
キ
リ
ス
ト
教
以
後
で
は
二
…
チ
．
｛
が
描
い
た
姿
と
岡
じ
で
あ
ろ
う
。
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ス
ミ
ツ
シ
み

　
　
な
わ
ち
世
界
は
い
か
な
る
神
が
つ
く
っ
た
の
で
も
、
人
間
が
つ
く
っ
た
の
で
も
な
い
宇
宙
の
秩
序
、
「
万
物
と
万
入
に
と
っ
て
岡
目
な
る
」

　
　
秩
序
で
あ
り
、
　
「
節
度
を
も
ち
燃
え
上
り
、
節
度
に
従
っ
て
消
滅
す
る
」
つ
ね
に
生
命
あ
る
ロ
ゴ
ス
の
火
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ヘ
ラ
ク

　
　
レ
イ
ト
ス
の
断
篇
一
二
四
章
の
逆
説
で
以
っ
て
書
え
ば
、
　
「
最
も
美
し
い
、
最
も
完
全
な
繊
界
で
も
、
雑
然
と
ま
き
散
ら
さ
れ
た
堆
肥
の

　
　
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
、
堆
肥
の
よ
う
な
も
の
で
さ
え
、
な
ん
ら
か
の
秩
序
を
持
ち
そ
れ
な
り
に
完
全

　
　
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
解
釈
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
考
え
方
は
キ
リ
ス
ト
教

　
　
以
前
、
批
判
以
前
で
あ
り
、
二
…
チ
ェ
の
考
え
方
は
キ
リ
ス
ト
教
以
後
、
批
覇
以
後
で
あ
る
。
思
考
の
歴
史
が
連
続
的
な
い
し
は
飛
躍
的

　
　
に
で
も
前
進
す
る
進
歩
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
の
進
歩
が
、
そ
の
度
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
思
考
方
法
を
、
徹
底
的
に
血
揚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

　
　
し
追
い
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
カ
ン
ト
の
宇
宙
論
的
理
念
の
批
判
の
後
で
、
前
批
判
的
な
考
え
方
を
し
た
り
、
更



に
へ
～
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判
の
後
で
、
前
へ
；
ゲ
ル
的
な
考
え
方
を
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
徴
界
史
が
世

界
審
判
で
あ
る
と
か
、
思
考
の
歴
史
そ
の
も
の
が
既
に
事
物
の
真
理
に
進
歩
し
つ
つ
接
近
し
て
い
る
と
か
の
考
え
を
信
じ
な
い
考
は
、
歴

史
が
真
実
の
認
識
の
進
歩
的
喪
失
で
も
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
カ
ン
ト
に
よ
る
、
撤
界
か
ら
わ
れ
わ
れ
自
身
及
び
わ
れ
わ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

世
界
認
識
へ
の
先
験
哲
学
的
反
省
へ
の
進
歩
と
い
う
も
の
も
、
次
の
様
な
意
味
で
の
一
つ
の
「
進
歩
」
、
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
は
宇
宙
を
な

ん
ら
実
在
性
を
持
た
ぬ
、
わ
れ
わ
れ
の
統
制
的
理
性
の
宇
宙
論
的
「
理
念
」
と
し
て
証
課
せ
ん
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
的
コ
ス
モ

ス
か
ら
進
歩
的
に
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
の
進
歩
で
あ
り
得
る
、
と
い
う
可
能
性
を
留
保
す
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
上
、

二
…
チ
マ
｛
と
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
と
は
、
そ
の
世
界
の
根
本
的
な
勝
方
に
関
し
て
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
様
な
見
方
は
、
ギ
リ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
ク
ル
ム

や
的
コ
ス
モ
ス
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
俗
世
界
へ
の
移
行
の
途
中
に
、
批
界
の
邪
推
、
軽
蔑
、
懐
疑
、
俗
化
と
い
う
い
き
さ
つ
に
よ
っ
て
、
　
一

般
的
意
識
の
視
界
か
ら
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
　
一
に
し
て
全
体
な
る
世
界
は
二
つ
の
異
な
る
世
界
に
分
裂
し
た
。

す
な
わ
ち
、
　
一
に
は
線
素
的
に
創
造
神
に
よ
っ
て
計
薩
さ
れ
た
物
理
学
的
世
界
計
画
と
、
他
は
も
と
も
と
「
地
上
の
国
」
島
≦
欝
箕
覗
窓
蒙

で
あ
っ
た
歴
史
的
な
入
間
世
界
で
あ
り
、
そ
の
後
者
は
、
今
で
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
、
　
「
わ
れ
わ
れ
は
（
人
間
の
）

生
活
の
中
に
（
蔭
然
の
）
世
界
の
い
か
な
る
意
味
を
も
持
ち
こ
ま
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
意
味
と
意
義
と
が
、
人
間
及
び
人
間
の
歴
史
に
お

い
て
初
め
て
成
り
立
つ
と
い
う
可
能
姓
を
認
め
る
」
と
い
う
文
章
で
要
約
し
た
、
あ
の
恐
る
べ
き
前
提
を
つ
く
っ
て
以
来
、
入
間
に
と
っ

て
「
自
然
な
る
」
世
界
と
晃
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
の
は
誰
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
　
一
つ
の
真
に
独
立
し
た
世
界
を
捨
象
し
て
し
ま
い
、
歴
史
的
な
世
界
の
中
に
独
立
的
な
意
味
を
見
出
す
と
考
え

て
い
る
、
近
代
的
な
、
キ
リ
ス
ト
教
以
後
の
近
世
的
人
問
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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（
1
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
フ
ッ
サ
…
ル
の
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
「
結
語
漏
を
見
よ
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
絶
対
的
定
礎
し
か
ら
禺
発
す
る
学
的
哲
学

　
は
、
「
根
源
的
自
己
省
察
し
、
す
な
わ
ち
、
世
界
か
ら
自
己
窃
身
へ
の
還
帰
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
2
傷
は
難
界
を
、
普
遍
的
な
自
己
省
察
に

　
　
近
世
哲
学
の
世
界
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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哲
学
研
究
　
第
縢
欝
八
十
五
号

二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ザ
　
ケ
　
　

　
お
い
て
再
び
獲
得
す
る
た
め
に
、
先
ず
盤
界
を
「
判
断
中
止
」
に
よ
っ
て
失
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ス
ス
は
、
　
「
汝
、
外
に
出
る
こ
と

　
な
か
れ
、
汝
の
内
に
戻
れ
、
内
な
る
入
の
中
に
こ
そ
真
理
は
牲
む
」
2
0
罵
｛
o
薫
ω
綜
ρ
ぎ
8
器
縣
＝
β
ぎ
8
凱
。
嵩
げ
。
ヨ
ぎ
①
プ
⇔
江
酔
葺
く
①
海
霧
・

　
と
言
う
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
　
ニ
ー
チ
ェ
は
デ
カ
ル
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
的
反
省
に
対
す
る
懐
疑
を
も
っ
て
彼
の
出
発
点
と
な
し
、
雛
界
の
喪
失
の
帰
結

　
と
し
て
、
ひ
と
は
薪
し
く
始
め
得
る
た
め
に
、
嵐
邑
自
身
の
「
わ
れ
は
意
志
す
る
」
．
、
H
o
財
≦
臨
、
、
と
い
う
態
度
を
忘
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
結
論
し
た
。

　
ー
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
的
な
背
後
薫
煙
に
定
位
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
一
切
を
包
括
す
る
、
永
遠
に
独
立
的
な
批
界
の
理
念
を
根
底
的
に
否
定
し
て
、

　
そ
の
代
り
に
、
聖
書
的
な
創
造
神
を
、
入
間
的
実
存
の
超
世
界
的
な
る
根
源
の
讐
喩
と
し
て
轡
型
せ
ん
と
す
る
。
　
門
何
故
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
を
世
界

　
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
代
り
に
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
存
在
に
対
立
せ
し
め
ら
れ
得
る
よ
う
な
何
も
の
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

　
わ
れ
わ
れ
の
本
質
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
世
界
の
中
へ
、
ど
こ
か
他
の
所
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
の

　
中
に
あ
っ
て
、
椴
界
を
超
え
た
課
題
を
持
っ
て
い
る
。
（
O
①
貝
芝
・
諺
畠
9
密
鑛
ω
σ
q
民
弓
｝
β
竃
①
H
ざ
巴
む
輿
鵠
Φ
沖
α
）

（
2
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
○
塁
⇔
B
B
飢
8
｝
ぴ
プ
効
岸
血
罫
鵠
ケ
q
①
路
溢
①
9
ω
・
b
⊃
Q
。
圃
塗
を
見
よ
。

（
3
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
譲
’
ご
ゴ
貯
ヨ
㊦
巳
）
Φ
餐
…
区
。
船
筥
。
も
。
¢
譜
瓢
。
つ
｝
・
。
。
陣
2
詳
⇔
¢
⑳
（
嗣
興
（
ぎ
器
ψ
碇
島
韓
押
。
嗣
）
o
博
士
鋤
鉱
零
ゴ
窪
乏
包
博
し
『
も
り
婁
〔
芦
二
づ

　
○
Φ
欝
○
門
鐵
o
H
ゆ
⑦
メ
鷺
①
津
頃
’
乞
見
よ
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、

鋤
へ
の
反
省
の
中
で
分
析
し
た
。

よ
っ
て
、

と
し
な
、
い
の
で
あ
る
。

〉
鵠
騎
③
諺
。
冒
o
Z
暮
ξ
漁
霧
。
ザ
匡
轟
。
葺
凱
6
げ
8
ユ
①
鋤
の
⑭
鵠
…
ヨ
ヨ
。
グ
＜
o
羅
。
（
剛
①
．

謹
簿
○
ジ
↓
陣
ヨ
蝕
○
も
D
b
っ
¢
麟
門
き
ハ
一
〇
鱒
。
．

宕
陣
9
国
夢
穿
雛
隠
H
斜
H
O
略
h
●

罷
象
o
p
窯
。
ヨ
。
｝
ゆ
8
0
い
×
①
口
2
皆
o
p
竃
。
簿
。
鑓
玄
｝
冨
ロ
押
脚
“
c
。
G
参
照
。

属
瞬
ω
費
窯
鎮
撃
困
が
磨

○
ぞ
．
U
魚
×
押
蒔

》
質
鶯
×
⇔
ぴ
q
o
昼
。
。
8
W
鎧
鼠
○
詳
↓
一
己
鉱
○
。
。
駆
“
？
2
8
㌣
（
ご
｝
四
四
。
。
8
け
鮎
霧
”
じ
弓
q
〔
δ
ヨ
駿
。
げ
③
閃
警
糊
気
9

0
0
誌
●
×
”
G
O
》
誤
◆
～
切
を
そ
の
記
憶
欝
の
B
o
翫
⇔
の
中
に
保
持
す
る
自
己
自
身
へ
の
転
向
に
よ
る
、
外
的
上
界
か
ら
の
離
反
と
呼
応
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
鵜
殿
現
象
を
も
、
天
体
の
確
視
的
運
動
を
考
慮
に
い
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
範
例
に
な
ら
わ
ず
、
入
間
の
心
の
内
的
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
炭
を
閉
じ
、
欝
に
見
え
る
世
界
に
背
を
向
け
て
も
、
た
と
え
ば
一
つ
の
詩
句
を
口
ず
さ
む
こ
と
に

　
　
霞
己
震
身
の
中
に
時
間
の
経
過
を
、
境
在
、
過
去
、
未
来
を
捧
験
し
得
る
。
そ
の
た
め
に
運
動
の
蒔
閣
N
o
貯
鋤
盈
ヨ
の
薩
観
を
何
ら
必
要



ユ93

（
1
2
）
　
》
出
騎
の
ヨ
⑦
ぎ
0
2
簿
に
餐
霧
無
冒
凶
。
露
。
螺
降
篇
8
プ
8
臨
。
鎌
。
。
。
国
一
ヨ
ヨ
鉱
ρ
鶯
巳
①
幽
奏
達
や

（
1
3
）
　
近
代
的
物
理
学
者
や
天
文
学
者
の
世
界
像
が
、
入
汐
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
実
在
性
を
得
る
と
い
う
．
芸
能
性
は
、
人
間
が
た
だ
精
神
に
お
い
て

　
で
は
な
く
、
身
体
を
以
っ
て
地
球
を
離
れ
、
た
と
え
月
曜
で
で
あ
っ
て
も
、
事
憲
の
中
へ
突
入
す
る
こ
と
が
出
来
る
時
、
そ
の
瞬
間
に
は
勿
論
与
え

　
ら
れ
る
。

（
1
4
）
「
方
法
序
説
」
第
三
部
「
世
界
の
主
と
所
有
者
」
讐
鶴
霞
。
薄
℃
o
・
。
・
。
の
。
・
ω
Φ
肖
樗
（
ξ
欝
。
票
げ
と
い
う
表
現
が
「
創
世
記
し
第
一
輩
第
二
十
六
節
以

　
．
下
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
ス
コ
ラ
学
派
、
た
と
え
ば
聖
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
○
。
戸
≦
9
震
（
彼
に
よ
れ
ば
神
は
人
間
を
轍
界
の
所
有
者
に
し
て
主
な
る
も
の

　
唱
。
し
・
し
。
霧
る
。
o
話
ヨ
簿
鳥
○
ヨ
ヨ
盗
ヨ
ヨ
蟷
突
躍
と
し
て
測
属
し
た
）
の
表
現
を
想
い
出
さ
せ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
「
も
し
、
神
が
す
べ
て
の
も
の
を
造

　
つ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
入
聞
は
す
べ
て
の
も
の
の
原
限
で
あ
る
。
」
、
．
ω
一
①
真
弓
。
ヨ
獣
ρ
○
葺
慾
瀞
。
陣
け
℃
目
。
讐
①
嗜
げ
。
ヨ
ぎ
①
ヨ
”
0
9
虚
。
。
蘭
。
ヨ
蝕
¢
諺

　
7
0
ヨ
○
霧
聲
．
”
人
間
は
た
し
か
に
キ
リ
ス
ト
教
的
考
え
に
よ
れ
ば
、
世
界
を
生
ぜ
し
め
た
原
困
で
は
な
い
。
し
か
し
燥
界
は
そ
の
究
極
原
霞
。
簿
霧
簿

　
艶
ρ
鉱
駿
を
、
人
聞
の
創
造
の
中
に
持
つ
が
故
に
、
も
し
聖
書
の
紳
が
も
は
や
儒
仰
に
値
い
し
得
な
い
も
の
と
な
り
、
聖
書
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
人
閥

　
の
理
念
が
な
お
遙
か
に
遠
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
自
身
が
創
造
的
に
な
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
し
か
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
自
然
現
象
の
可
計
算
牲
は
、
攻
撃
と
か
支
配
と
か
と
何
の
関
係
も
な
い
。
そ
の
反
対
で
あ
る
。
理
性
に
よ
る

　
．
司
計
算
牲
は
、
存
在
す
る
秩
序
の
索
然
の
帰
結
に
過
ぎ
な
い
。
…
…
で
以
っ
て
計
算
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
信
頼
の
で
き
る
秩
序
が

　
あ
る
と
い
う
こ
と
に
そ
の
根
拠
を
持
つ
。
も
し
人
間
が
あ
る
環
、
入
間
の
代
り
に
犬
を
生
ん
だ
と
し
た
ら
、
ま
た
天
体
が
あ
る
時
は
こ
う
、
又
あ
る

　
時
は
他
の
よ
う
に
動
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
時
盗
聞
の
本
性
と
か
、
探
究
出
来
る
コ
ス
モ
ス
と
か
い
う
も
の
は
な
く
、
た
だ
探
究
の
出
来
な
い
カ
オ

　
ス
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
O
塁
翼
鋤
ε
周
稼
冠
（
H
費
げ
。
葺
ぼ
⑦
”
℃
げ
遂
節
”
ω
畠
ミ
｛
り
n
二
潜
門
一
躍
。

（
1
7
）
　
鵠
ヨ
同
。
貯
ヨ
α
q
ヨ
蝕
o
O
魚
も
蔭
冨
ω
芝
冨
。
。
o
諺
3
既
＄
p
（
H
④
塾
の
笛
）
も
D
・
戯
O
G
角
■

（
1
8
）
　
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
表
境
は
、
も
と
も
と
、
単
な
る
対
立
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
丸
々
聖
書
的
な
法
剛
や
、
新
約
鑑
書
的
な
恩

　
寵
の
法
則
の
も
つ
、
種
々
な
る
法
則
性
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
神
学
的
な
意
味
で
、
ル
タ
ー
は
『
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
対
し
て
』
と
い
う

　
書
物
を
書
い
た
。
こ
の
概
念
が
哲
学
に
導
入
き
れ
た
の
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
診
．
勺
。
属
ヨ
鋤
鵠
P
じ
d
δ
｝
○
α
Q
す
質
欝
儒
○
①
冨
計
這
窃
ρ
ω
・
瞳
δ
庵
●
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
・
出
欄
　
ド
イ
ツ
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
〔
哲
学
〕
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
毒
　
甲
爾
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
講
師
）

近
世
哲
学
の
世
界
概
念
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TIHE　OUrlll’LINES　OF　TffE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

TJie　outline（ゾ5～tc／z　an　artic／eα5　aPPears　i2Z　flloノ’e　tゐan　one　nteノノめ8ノ御げthis

フπ嬉α鳶ピァle　is　toうθ9詑，6π　t（思6漁8プwi彦んth81as彦il～stabne／z彦げthe　a7昌ticle．

Der騨幽ekbegriff　der麹e襲ze三磁ehe簸P醗◎s◎phie

　　　　　　　　　　　　　　von　Kari　L6with

　　Der　griechsch　verstanclene　“Kosmos”，　wie　der　r6misch　．crefaBte　“mundus”，

ist　nicht　von　gesetzten　Gesetzen　beherrscht，　clie　ihm　ein　g6ttlicher　oder

menschlicher　Verstand　vor一　und　ein　．cresetzt　hat，　sondern　er　ist　als　Kosmos

an　uncl　f“r　sich　in　Ordnung，　im　Sinn　von　wohlgeordnet．　Der　Kosmos　ist

derselbe　fur　alles　und　alle，　von　keinem　Gott　und　von　1〈einem　Menschen

gemacht　（geraklit）．　Die　natifrliche　Welt　ist　ein　solcher　Kosmos，　der　in

sich　von　Natur　aus　geordnet　ist．

　　Solch　kosmologischer　NVeltbegriff　wurcle　vom　frtihen　Christentum　（Paulus

uncl　johnnes）　in　einen　theologisch－anthropologischen　NV’eltbe．crrifE　verwandelt

u．nci　verl〈ehrt　Lmd　als　solcher　durch　Augustin　nachhaltig　festgelegt．　Durch

cliese　Entweltiichttng　cler　XVelt　d．　i．　die　Umkehr　von　Welt　zu　den　lvlen－

schen，　clie　spater　Kant　“Kopernikanische　Revolution”　genannt　hat，　sind　alle

Grundbegriffe　der　nachchristlichen　Metaphysil〈　und　Physik　verandert　xvorden．

Die　XVelt　ist　nicht　mehr　clas　Erste　und　Letzte，　alles　Umfassende　und

unl）edingt　SelbstanCiige，　sonclern　clurch　selbstbewu1｝tes　Subjekt　entwerfend

“1｛onstituiert”．

　　Das　Kennzeichen　des　neuzeitlichen　Weltbegr1ffs　ist，　dal｝　er　gberhaupt　ein

Begriff，　dag　die　VgJelt　uncl　ihre　eigene　Ordnung　nicht　mehr　uRmittelbar

．ac　ngeschaut，　sondern　vermittels　bestimmter　Versuchsanordnungen　experi－

mentell　auf　die　Probe　gestellt　und　mathematisch－begeclmencl　entworfen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



w・ird．　Das　lch　ist　jetzt　dagegen　ein　selbstandi．cres　lch，　das　den　Bau　solcher

’Vgrelt　konstruierend　entwirft．

Die　eine　und　ganze　NVelt　zufallt　schlietslich　in　zw・ei　verschiedene　XVelten　：

eine　physikalische－nat薗che　Welt　und　eine　geschichtliche　Menschenwelt，

welche　uns　jetzt　als　clie　dem　Menschen　“natgrliche”　gilt．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Zusammengefagt　von　Aldo　Sato）

　　　　　　　　　　　　　　Q魏’esも一ce　q罷e星’enten〔董e臓e就cartるs1磯P

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　餌γKazuhisa　Mizuno

　　De＄cartes　a　construit　une　m6taphysique　sur　la‘‘d6sunioバde　r会me　et　du

corps，　comme　le　fonclement　de　la　physique．　Cependant，　daas　cette　meta－

physique，　la　d6monstration　de　I’existence　de　Dieu　se　r6dui重au‘‘cerci♂，

dont，　ti騰on　avis，　nous　ne　pourrions　concevoir　la　signi盒catio巌　propre　que

dans　la　relation　pratique　de　l’6goきDieu，　Or　cette　relation　se　fonde　sur

ie　monde　de“q“alit6”，　o豊se　co登na量t　P“union”de　P蝕e　avec　le　corps．

　　Pour　les　sc1ences　des　ph6賑omさnes　particuliさres　de王a　nature，　il　faut　non
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

seulement　la皿6thode　d6ductive，　mais　encore　beaucoup　cl’“exp6riences”．

L’esse王rce　de　P“exp6rie葺ce”cart6sienne　consiste　en　ce　qu’en　d6pass蹴

bien　des　erreurs　qui　se　font　dans　le・nonde　de“qualit6”on　r6sout　la　diver－

sit6　qualitative　en‘‘quantit6，’．　c’est曽a膳dire　on　Pexplique　par　les　mouvements

des　6亡endus　d6termin6es．　Cンest　la　le　chemin　de　la‘‘d6sunion，，，

　　Ainsi，　si　nous　voulons　6cla董rcir　ia　cha宝ne　syst6matique　des　sciences，　il

nous　faut　comprendre　1εしrelat三〇n　de　r　《‘union”　2i　la　‘‘d6sunioR”；　ti　savo圭r，

chercher　la　manibre　d・nt　on　se　f・rme／’entendement．　C’est　en　poursuivant

1／essence　cles　objets　e：　t6rieurs　que　l，esprit　devient　ce　qu，il　devraitξ｝tre。
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