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西
田
哲
学
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
と
の
比
較
を
思
い
立
っ
た
の
は
、

偶
然
の
機
縁
に
よ
る
。
此
夏
ア
メ
リ
カ
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
ゴ
ヒ

ー
ン
教
授
と
と
も
に
西
田
先
生
の
「
善
の
研
究
し
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の

「
過
程
と
実
在
篇
と
を
読
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
話
し
合
っ
て
い
る
申
に
、
両

者
の
親
悪
性
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な

問
題
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
テ

キ
サ
ス
大
学
で
話
し
、
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
教
授
を
は
じ
め
哲
学
教
室
の
人
々

と
の
議
論
か
ら
益
を
う
け
た
。
こ
ん
ど
た
ま
た
ま
寸
心
会
の
講
演
を
依
頼

さ
れ
、
同
じ
問
題
に
つ
い
て
自
分
の
所
見
を
の
べ
て
大
方
の
投
判
を
得
た

い
と
考
え
る
。

「
官
田
哲
学
」
と
し
て
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
そ
の
鍛
後
の
立
場
で

あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
実
在
論
で
あ
る
（
「
歴
史
的
実
在
論
し
）
。
西
出
先

生
は
あ
る
と
き
、
ド
イ
ツ
の
実
在
論
の
伝
統
を
省
み
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
と

ロ
ッ
ツ
ェ
を
挙
げ
ら
れ
た
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
わ
れ
わ
れ
の
経
験
が
生
ん
だ

世
界
概
念
に
多
く
の
矛
屠
と
混
乱
と
が
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
を
み
と
め
、
そ

れ
を
矛
盾
の
な
い
存
在
論
に
き
ず
き
直
す
こ
と
が
哲
学
で
あ
る
と
考
え

た
。
そ
し
て
そ
う
い
う
存
在
論
の
基
本
要
素
と
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感

餌
田
折
口
学
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
愚
ず

覚
に
対
応
す
る
「
実
在
者
」
を
考
え
た
。
こ
れ
は
関
係
や
否
定
を
ふ
く
ま

ぬ
と
い
う
意
味
で
「
絶
対
的
に
肯
定
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
実
在
者
」
か
ら
論
理
的
に
き
づ
き
上
げ
ら
れ
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
慨
界
は
、

静
止
的
な
機
械
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ル
バ
ル
ト
を
う
け
て

ロ
ッ
ツ
ェ
は
や
は
り
実
在
論
を
と
り
、
物
と
そ
の
相
互
関
係
と
い
う
形
で

世
界
を
考
え
る
が
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
方
は
、
相
互
関
係
を
相
互
作
用
と
み
、

か
つ
因
果
的
作
用
と
と
も
に
、
目
的
性
・
有
機
性
を
も
世
界
の
構
造
原
理

と
し
て
み
と
め
た
。
ロ
ッ
ツ
ェ
の
実
在
論
は
動
的
で
有
…
機
的
で
あ
っ
た
。

　
西
田
先
生
は
こ
の
こ
入
に
対
し
て
、
　
「
歴
史
的
実
在
論
し
を
と
る
と
い

わ
れ
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
よ
う
に
単
に
機
械
的
で
な
く
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
よ

う
に
単
に
轡
的
論
的
で
な
く
、
機
械
牲
と
圏
的
性
と
を
含
ん
だ
高
次
の
実

在
論
で
あ
り
、
そ
こ
に
人
間
の
制
作
活
動
が
世
界
要
素
の
代
表
と
し
て
ふ

く
ま
れ
う
る
よ
う
な
実
在
論
を
、
西
田
先
生
は
考
え
よ
う
と
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
れ
は
歴
史
的
実
在
論
と
い
っ
て
も
、
　
「
自
然
」
と
区
雅
さ
れ

た
部
分
的
領
域
と
し
て
の
「
歴
史
」
の
存
在
論
で
な
く
、
全
体
と
し
て
の

世
界
を
歴
史
的
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
機
械
的
・
目
的
論
的
（
有
機
的
）

臨
然
を
も
ふ
く
む
全
実
在
を
歴
史
的
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
せ
ま
い

意
味
で
の
歴
史
主
義
で
な
い
立
場
に
西
田
先
生
は
立
た
れ
た
わ
け
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
ま
ず
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
人
間
の
技
術
的

制
作
活
動
で
あ
り
、
そ
れ
を
多
と
一
と
い
う
形
而
上
学
的
範
疇
に
よ
っ
て

論
理
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
物
を
つ
く
る
こ
と
は
、
多

八
三
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く
の
材
料
を
わ
れ
わ
れ
詣
身
の
活
動
に
よ
っ
て
一
に
す
る
こ
と
、
多
を
一

に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
統
一
活
動
の
結
果
で
き
た
も
の
は
、
同
時

に
ま
た
多
な
る
も
の
の
中
の
一
つ
に
帰
す
る
。
す
な
わ
ち
「
多
か
ら
】
へ
」

が
逆
に
コ
か
ら
多
へ
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
多
な
る
所
与
の
材
料
は
わ
れ
わ
れ
と
は
独
立
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

わ
れ
わ
れ
の
内
か
ら
畠
る
統
一
活
動
が
一
に
す
る
。
し
か
し
で
き
た
も
の

は
再
び
世
界
の
多
の
中
に
帰
る
。
世
界
と
慮
己
、
多
と
一
と
の
対
立
と
統

一
、
　
「
矛
盾
的
二
更
同
一
」
が
こ
こ
に
す
で
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
も
の
を
つ
く
る
と
き
わ
れ
わ
れ
は
道
具
を
つ
か
う
。
そ
し
て
道
具
そ
の

も
の
も
多
と
一
と
の
矛
盾
的
統
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
具
は
制
作
活

動
の
尖
端
と
な
っ
て
い
る
と
き
一
で
あ
る
。
し
か
し
道
具
と
し
て
手
か
ら

は
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
多
く
の
も
の
の
中
の
一
に
す
ぎ
ぬ
。
i
と
こ

ろ
で
さ
ら
に
、
道
具
を
つ
か
う
手
そ
の
も
の
は
ど
う
か
。
身
体
は
ど
う

か
。
動
物
と
こ
と
な
り
、
人
問
は
身
体
を
も
客
観
視
し
て
、
道
具
と
し
て

使
う
の
で
あ
る
。
動
物
は
身
体
を
人
間
の
よ
う
に
「
も
つ
」
と
は
い
え
な

い
。
人
戸
は
技
術
的
身
体
を
「
も
つ
」
。
（
こ
れ
は
類
人
猿
に
つ
い
て
の
ケ

ー
ラ
…
の
実
験
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
）
西
田
先
生
は
さ
ら
に
こ
の
よ
う

な
人
間
の
身
体
の
道
異
的
姓
格
か
ら
出
発
し
て
、
人
間
の
生
産
技
術
や
憂

会
制
痩
を
金
体
と
し
て
「
歴
史
的
身
体
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。

　
か
く
て
制
作
活
動
を
、
多
と
一
と
い
う
形
爾
上
学
的
規
定
に
よ
っ
て
考

え
る
と
き
そ
れ
は
多
と
一
と
の
反
対
の
統
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
西
田

先
生
は
こ
こ
か
ら
世
界
の
存
在
論
的
図
式
を
考
え
ら
れ
る
。
世
界
の
全
体

的
劇
画
は
、
多
か
ら
一
へ
で
も
な
く
、
一
か
ら
多
へ
で
も
な
く
、
一
と
多

と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
で
あ
る
。
多
か
ら
一
へ
と
は
機
械
的
困
果
漁
期
で

八
四

あ
る
。
　
（
多
く
の
条
件
と
原
因
と
の
協
力
に
よ
り
、
　
な
る
結
果
が
生
ず

る
。
）
　
一
か
ら
多
へ
と
は
騒
的
論
的
生
命
作
瀾
で
あ
る
。
（
そ
れ
は
一
な
る

鞭
種
か
ら
多
様
な
構
遣
を
展
開
す
る
。
）
し
か
し
人
間
の
活
勤
、
た
と
え

ば
綱
作
活
動
は
、
機
械
的
と
し
て
尽
し
え
ず
、
騒
的
的
と
し
て
も
尽
し
え

ず
、
そ
こ
で
は
多
な
る
擬
界
と
｝
な
る
膚
己
と
が
対
立
し
つ
つ
、
自
己
同

一
牲
を
も
と
め
て
う
ご
く
。
「
つ
く
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
つ
く
る
」

と
い
う
こ
と
と
が
、
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
入
間
に
属
す
る
。
そ
し
て
人

間
に
お
い
て
「
生
ま
れ
る
」
　
「
つ
く
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
先
立
つ
か

ぎ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
時
間
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
人
間
の
生
は
「
つ
く
ら

れ
た
も
の
か
ら
つ
く
る
も
の
へ
篇
で
あ
る
。

　
さ
て
入
寺
の
制
作
活
動
に
は
も
ち
ろ
ん
盤
界
の
知
覚
、
ひ
ろ
く
世
界
の

認
識
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
特
に
と
り
出
し
て
考
え
る
と
、
そ
こ

に
も
、
さ
き
に
制
作
に
つ
い
て
み
ら
れ
た
の
と
同
じ
形
蘭
上
学
的
構
造
が

み
と
め
ら
れ
る
。
西
田
先
生
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
を
好
ん
で
用
い
ら

れ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
知
覚
は
モ
ナ
ド
が
劇
界
の
多
を
一
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
世
界
を
脅
己
の
表
現
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
同
時
に
、
自
己
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
風
が
、
世
界
の
一
つ
の
観
点

と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
多
を
｝
に
し
つ
つ
岡
時
に
多
の
中
に
入
る
こ
と
で

あ
る
。
み
ず
か
ら
が
世
界
そ
の
も
の
の
謝
己
表
現
と
化
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
せ
ま
い
意
味
で
の
感
覚
的
知
覚
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
ひ

ろ
く
認
識
一
般
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
薪
た
な
一

般
的
真
理
を
見
出
す
と
い
う
場
合
、
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
は
個
人
の
主
観

的
作
用
で
あ
る
。
し
か
し
真
理
が
一
旦
晃
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
発
見
者

の
時
問
総
有
と
は
独
立
し
、
発
向
さ
れ
る
前
か
ら
世
界
そ
の
も
の
に
つ
い
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て
真
で
あ
っ
た
と
い
え
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
は
他
の
も
の
と
の
実
在
的
な
作
耀

連
関
に
は
入
ら
な
い
。
一
つ
の
モ
ナ
ド
の
知
覚
も
意
志
も
た
だ
そ
の
モ
ナ

ド
の
内
な
る
過
程
で
あ
る
。
し
か
し
薩
田
先
生
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ヅ
が
明
ら

か
に
し
た
曲
調
（
知
覚
）
の
多
と
一
と
の
矛
盾
的
統
一
の
考
え
を
制
作
活

動
と
結
び
つ
け
、
両
者
を
一
に
さ
れ
る
。
知
覚
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
．
λ

た
よ
う
な
、
実
在
的
に
は
内
的
で
あ
っ
て
概
念
的
に
の
み
多
に
対
応
す
る

は
た
ら
き
で
な
く
、
そ
の
ま
ま
世
界
と
の
実
在
的
交
渉
で
あ
り
、
行
動
で

あ
る
。
表
現
作
用
は
形
成
作
用
で
あ
り
、
逆
に
形
成
作
用
（
制
作
活
動
）

の
世
界
は
表
現
の
世
界
で
あ
る
。
知
覚
だ
け
に
つ
い
て
い
え
ば
、
繭
田
先

生
は
実
験
心
理
学
者
が
広
義
に
お
け
る
行
動
要
義
的
見
地
か
ら
知
覚
を
考

え
る
こ
と
に
は
や
く
聖
意
さ
れ
た
。
我
女
が
見
る
の
は
、
は
た
ら
く
こ
と

に
よ
っ
て
見
る
の
で
あ
る
。
世
界
を
知
覚
す
る
と
は
世
界
の
中
に
入
っ
て

は
た
ら
く
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
物
理
学
の
哲
学
に
お
け
る
操
作
主
義
の
見

地
や
微
視
的
物
理
学
の
実
験
理
論
は
、
西
閏
先
生
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
制

作
と
知
覚
乃
窒
認
識
と
の
一
体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
か
く
て
制
作
と
知
覚
と
は
一
つ
の
自
己
矛
盾
的
過
程
の
両
面
で
あ
る
。

我
々
は
は
た
ら
き
く
こ
と
に
よ
っ
て
見
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
た
ら

く
。
こ
れ
を
「
行
為
的
直
観
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
世
界
過
程
の
モ
デ
ル
を
表
現
乃
璽
制
作
の
活
動
に
と
り
、
そ
れ
を
一
と

多
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
時
間
と
空
間
を

も
、
こ
の
よ
う
な
一
三
の
矛
盾
の
う
ご
き
の
相
と
し
て
理
解
で
き
る
。
時

の
瞬
間
（
多
）
は
相
互
に
独
立
で
あ
っ
て
し
か
も
一
で
あ
り
、
時
は
矛
盾

的
霞
己
同
一
に
よ
っ
て
う
ご
く
。
過
去
の
多
が
未
来
の
一
と
現
在
に
お
い

酉
照
哲
巌
ず
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
折
ロ
勘
†

て
矛
膚
的
に
統
一
さ
れ
る
。
機
械
的
・
質
的
的
の
二
つ
の
方
向
が
現
在
に

お
い
て
一
で
あ
る
。
そ
し
て
蒔
間
と
空
聞
と
を
と
も
に
考
え
に
入
れ
れ

ば
、
時
閥
の
過
去
の
多
が
空
閥
に
あ
た
り
、
時
間
の
未
来
的
　
が
時
間
を

代
表
す
る
と
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
そ
の
統
一
す
な
わ
ち
空
間
と

蒔
間
と
の
統
一
は
、
　
「
永
遠
の
現
在
」
で
あ
る
。
　
「
永
遠
の
現
在
し
は
鐵

ら
の
中
に
、
空
間
時
閥
を
ふ
く
み
、
　
「
永
遠
の
現
在
」
の
自
己
限
定
が
、

普
通
に
い
う
時
間
的
窒
問
的
世
界
過
程
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
形
蒲
上
学
の
問
題
の
中
心
は
第
一
に
、
　
「
存

在
」
の
問
題
で
あ
る
。
世
界
が
い
か
に
そ
の
あ
り
さ
ま
を
変
じ
ゆ
く
か
は

科
学
が
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
科
学
も
行
為
的
薩
観
的
で
あ

り
、
西
田
先
生
も
そ
の
こ
と
を
力
説
さ
れ
た
。
し
か
し
形
而
上
学
は
さ
ら

に
根
本
的
に
世
界
の
「
存
在
」
を
考
え
る
。
む
か
し
か
ら
の
区
鯛
を
も
ち

出
し
て
い
え
ば
、
物
の
「
変
化
」
　
（
そ
れ
は
物
の
「
存
在
」
を
す
で
に
前

提
し
て
い
る
）
で
な
く
て
、
物
の
「
発
生
と
消
滅
」
、
　
つ
ま
り
物
が
無
か

ら
麿
へ
ま
た
有
か
ら
無
へ
出
る
と
い
う
場
合
の
物
…
の
有
そ
の
も
の
の
吟
味

で
あ
る
。
一
と
多
と
い
う
よ
う
な
極
度
に
普
遍
的
な
超
越
概
念
に
よ
っ
て

世
界
過
程
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
形
葡
上
学
の
こ
の
要
求
か
ら
出
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
第
二
に
、
灘
田
誓
学
が
存
在
の
問

題
に
お
い
て
焦
点
と
し
た
の
は
、
「
臨
己
」
の
存
在
の
問
題
で
あ
る
。
行

為
的
蔵
観
の
第
一
次
的
な
問
題
は
自
己
認
識
、
鳴
覚
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
先
生
は
「
物
を
つ
く
る
」
と
い
う
こ
と
を
一
・
多
の
同
一
と
考
え
ら

れ
た
が
、
嗣
時
に
、
「
我
々
が
物
を
作
る
と
い
う
．
芝
は
、
又
自
分
が
作

ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
世
界
は
晦
己
の
生
死

の
場
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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そ
う
い
う
自
己
の
存
在
は
対
象
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
ば

し
ば
い
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
意
識
の
立
場
で
の
い
い
方
で
あ
る
。
対

象
で
な
い
も
の
は
意
識
作
用
で
あ
る
。
対
象
的
に
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で

も
作
用
的
に
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
西
田
先
生
は
中
頃
、
意
識
作

用
と
い
う
考
え
を
す
て
ら
れ
、
　
「
無
の
場
所
」
の
自
己
隈
定
と
し
て
意
識

を
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
け
れ
ど
も
「
無
の
場
所
」
と
い
う
と
き
そ
の

「
無
」
の
意
味
の
中
に
「
対
象
的
な
窟
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
い
つ
も

考
え
ら
れ
て
い
る
が
ぎ
り
、
意
識
の
立
場
の
名
残
り
は
残
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
薩
銀
先
生
は
最
後
の
立
場
で
は
そ
う
い
う
名
残
り
を
も

一
掃
せ
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
む
し
ろ
、
多
と
｝
と
の
矛
盾
的
麿
己
岡

一
に
お
い
て
、
考
え
る
も
の
が
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
逆
も
ま
た
真

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
　
「
絶
対
的
客
観
主
義
し
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
自
己
を
考
え
な
い
客
観
主
義
で
は
な
い
。
先

生
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
表
出
即
表
現
、
　
一
即
事
の
考
え
の
中
に
、
「
膚
己
」

が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
さ
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
精
神
の
自

覚
を
多
と
一
と
の
関
係
に
お
い
て
徹
底
的
に
見
て
い
な
い
。
か
え
っ
て
デ

カ
ル
ト
の
方
は
、
す
べ
て
を
疑
う
と
き
、
疑
わ
れ
る
も
の
の
中
に
鐵
己
を

も
込
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
、
疑
う
者
の
有
は
疑
え
ぬ
と
い
う

幽
覚
は
、
自
己
の
無
が
有
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
8
σ
Q
謬
。
Φ
轟
。
弩
ヨ

と
は
「
考
へ
る
も
の
が
、
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
矛
盾
的
儀

己
筒
一
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
解
せ
ら
れ
た
。
た
だ
デ
カ
ル
ト
は
こ
れ
を
論

理
的
に
正
し
く
規
定
し
え
な
か
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
鮒
田
哲
学
に
お
け
る
自
己
の
存
在
の
把
握
に
お
い
て
、
結
玉
ご
つ
の
点

八
六

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
第
｝
、
そ
れ
は
直
下
に
明
か
な
こ
と
で
あ
る
。
解

釈
学
的
現
象
学
に
反
対
し
て
、
他
の
人
と
か
物
と
か
は
、
解
釈
の
対
象
か

も
知
れ
ぬ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己
の
存
在
を
解
釈
に
よ
っ
て
知
る
の
で
な

い
、
と
い
う
。
自
知
は
解
釈
で
は
な
く
て
直
観
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
第

二
に
、
虜
己
は
臨
己
矛
盾
的
自
己
否
定
的
に
の
み
つ
か
ま
れ
る
。
直
観
は

矛
盾
的
嶽
己
同
一
の
直
観
で
あ
る
。
自
知
と
は
自
己
否
定
に
お
い
て
自
己

を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
の
は
、
絶
対
者
に
対
し
て

で
あ
る
。
嵐
己
否
定
に
お
い
て
自
己
を
知
る
と
い
う
と
き
、
　
「
自
己
否
定

に
お
い
て
」
と
い
う
こ
と
が
、
　
「
絶
対
者
に
対
し
て
」
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
旧
約
の
予
書
者
は
、
神
を
見
た
ゆ
え
に
私
は
生
き
ら
れ
ぬ
、
と

い
う
。
神
の
前
に
立
つ
こ
と
は
欝
己
の
死
で
あ
る
。
し
か
も
「
臨
己
が
無

で
あ
る
と
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
霞
己
は
存
在
す
る
」
の
で
あ
る
。
自
己
と

絶
対
者
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
薦
田
先
生
は
た
び
た

び
大
高
国
師
の
語
を
引
か
れ
た
、
億
劫
相
別
離
須
輿
不
離
、
尽
日
相
対
而

刹
那
不
対
、
此
理
人
々
有
之
。
紙
の
表
と
裏
と
の
如
く
に
見
え
る
。
表
を

見
て
い
る
か
ぎ
り
、
裏
は
見
え
な
い
が
、
裏
が
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の

み
表
は
あ
る
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
麹
己
存
在
の
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
掘
握
が
、
角
田
哲
学

を
し
て
、
通
常
の
論
理
の
無
矛
盾
的
形
式
を
す
て
さ
せ
、
ま
た
事
実
の
記

述
や
解
釈
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
記
述
的
形
而
上
学
」
に
も
と
ど
ま
ら
し
め

ず
、
弁
護
法
的
構
成
的
形
蒲
上
学
に
至
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
江
田
哲

学
の
軸
は
、
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
西
田
国
学
は
こ
の
軸
を
藁
直

に
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
死
を
説
き
、
水
平
に
廻
ら
す
こ
と
に
よ
っ
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て
、
徴
界
過
程
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

二

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
形
而
上
学
も
ま
た
繭
田
哲
学
の
最
後
形
態
と
同
じ

く
、
実
在
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
も
っ
と
も
基
礎
的
な

範
疇
は
、
　
「
こ
と
「
多
」
と
「
創
造
性
」
o
お
舞
三
食
と
い
う
三
つ
の

概
念
で
あ
る
。
「
存
在
」
は
一
と
多
と
の
創
造
的
綜
合
と
し
て
の
「
生
成
」

の
見
地
か
ら
考
え
ら
れ
る
、
そ
し
て
「
多
な
る
も
の
が
一
と
な
る
。
そ
し

て
（
そ
の
こ
と
に
よ
り
）
多
な
る
も
の
は
一
つ
だ
け
増
す
」
（
↓
帯
ヨ
§
冤

ぴ
㊦
8
ヨ
Φ
O
添
O
㊤
昌
島
⇔
話
貯
O
冨
霧
O
匹
げ
鴇
O
β
Φ
．
）
と
い
う
。
こ
れ
は
ま
さ

し
く
、
多
が
㎝
に
綜
合
さ
れ
、
そ
の
薪
た
な
一
は
ま
た
多
の
「
と
な
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
暗
事
的
世
界
の
要
素
は
い
わ
ゆ
る
「
物
に
　
（
主
語
的
有
）
で
な
く
て
、

「
出
来
事
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
形
気
上
学
に
お
い
て
は
、
　
「
現
実
的
有
」

9
§
巴
Φ
導
菖
と
か
「
現
実
的
機
会
」
勉
§
巴
。
§
。
・
δ
⇔
と
い
う
。
物

は
、
世
界
は
、
多
く
の
現
実
有
の
つ
な
が
り
か
ら
成
る
、
一
む
か
し
テ

レ
シ
オ
が
物
質
粒
子
も
感
覚
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
に
選
択
的
に

作
用
す
る
（
た
と
え
ば
磁
石
は
鉄
を
引
く
が
銅
を
引
か
な
い
）
と
考
え
た

考
え
方
を
、
F
・
ベ
ー
コ
ン
を
通
し
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
受
け
て
お

り
、
世
界
要
素
を
生
物
の
モ
デ
ル
で
考
え
る
。
　
（
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ

ド
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
線
上
に
あ
る
）
。
す
な
わ
ち
一
つ
の
現
実
的
有
は
他

の
多
く
の
現
実
有
か
ら
は
た
ら
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
現
実
有
の
方
か

ら
い
え
ば
一
種
の
知
覚
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
こ
の
考
え
に
よ
っ

て
、
一
つ
の
現
実
的
有
は
多
を
把
握
箕
①
ず
窪
干
す
る
と
い
う
。
「
把
握
」

爾
国
誓
学
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学

と
い
う
こ
と
が
世
界
要
素
の
基
本
的
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
各
々
の
現
実

的
有
は
、
時
間
に
お
い
て
先
立
つ
多
な
る
現
実
有
を
把
握
す
る
と
と
も

に
、
み
つ
か
ら
の
内
的
主
体
的
展
的
を
実
現
し
、
世
界
の
中
に
新
た
な
綜

合
的
統
一
を
成
就
す
る
。
し
か
し
現
実
的
有
が
そ
の
内
的
目
的
を
実
現

し
、
多
を
真
実
に
一
に
し
た
と
き
、
そ
の
現
実
有
は
亡
び
る
。
死
ぬ
の
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
多
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
次
の
現
実
有
の
把
握

の
対
象
と
し
て
盤
き
る
。
つ
ま
り
現
実
有
は
主
体
的
内
的
に
は
死
ぬ
が
、

他
者
の
客
体
と
し
て
、
　
「
客
体
的
に
は
不
死
」
で
あ
る
。
多
を
一
に
し
て

生
き
る
現
実
有
は
、
主
体
的
に
は
可
死
毒
で
あ
り
し
か
し
客
体
的
に
は
不

死
で
あ
る
と
い
う
。
i
つ
ま
り
、
各
現
実
有
は
時
間
的
有
と
し
て
、
過

去
に
入
っ
て
い
る
多
く
の
現
実
有
（
客
体
的
に
不
死
な
る
多
）
を
把
握

し
、
み
ず
か
ら
の
一
な
る
目
的
を
実
現
し
て
、
過
去
宮
島
に
入
る
と
と
も

に
新
た
な
現
実
有
の
把
握
の
対
象
と
な
る
。
「
多
な
る
も
の
が
一
と
な
り
、

そ
し
て
多
は
一
つ
だ
け
増
す
」
と
い
う
こ
と
が
世
界
過
程
を
つ
く
っ
て
い

る
。
し
か
も
多
の
一
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
意
味
で
の
℃
段
8
讐
δ
⇒
で
あ

り
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
内
的
形
相
の
実
現
、
冒
的
の
完
成
が
あ
る
。
こ
れ

は
p
。
o
瓢
。
質
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
再
び
外
に
出
て
多
と
な
る
こ
と
で

あ
る
。

　
こ
こ
に
明
か
に
ご
っ
の
側
画
が
み
と
め
ら
れ
る
。
第
一
は
こ
の
よ
う
な

事
件
の
つ
な
が
り
（
多
↓
一
と
一
↓
多
）
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
多
と
一

と
の
動
的
綜
合
に
よ
っ
て
、
世
界
過
程
が
、
す
な
わ
ち
変
化
や
持
続
が
説

明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
（
た
と
え
ば
「
持
続
す
る
対
象
」
す
な
わ

ち
原
子
の
ご
と
き
も
の
は
互
に
相
似
な
現
実
有
の
時
聞
的
系
列
と
見
ら
れ

る
）
。
第
二
に
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
や
持
続
の
基
礎
に
、
存
在
そ
の
も

八
七
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の
の
生
成
と
消
滅
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
一
々
の
現
実
有
そ

の
も
の
は
発
生
し
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
存
在
の
問
題
を
生
死
の
間
題
と

し
て
、
潴
照
哲
学
に
お
け
る
と
似
た
仕
方
で
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
考
え
て

い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
生
成
と
消
…
滅
に
お
い
て
あ
る
其
間
的
現
実

有
と
、
永
遠
者
と
の
開
孫
は
ど
う
で
あ
る
か
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
時
間

的
世
界
に
対
し
て
「
永
遠
的
対
象
」
　
の
世
界
、
イ
デ
ア
の
世
界
を
考
え

る
。
そ
れ
は
数
学
的
形
式
的
な
本
質
の
み
な
ら
ず
、
蝕
の
よ
う
な
い
わ
ゆ

る
感
覚
膜
質
を
も
ふ
く
む
。
　
（
こ
れ
は
実
在
論
的
に
事
事
的
知
覚
を
解
す

る
た
め
の
用
意
で
あ
っ
た
。
）
そ
こ
で
蒔
間
的
現
実
膚
の
把
握
作
用
（
知

覚
）
は
、
先
立
つ
現
実
有
（
そ
れ
は
客
体
的
に
不
死
で
あ
る
）
の
み
な
ら

ず
、
永
遠
的
対
象
を
見
る
、
す
な
わ
ち
イ
デ
ア
を
見
る
、
と
い
う
こ
と
を

も
ふ
く
ん
で
い
る
。
把
握
の
作
用
は
両
極
を
も
ち
、
一
方
は
自
然
的
物
的

把
握
で
あ
り
、
他
方
は
心
的
概
念
的
掘
握
で
あ
る
。
つ
ま
り
各
現
実
麿
は

過
去
の
も
の
と
と
も
に
、
永
遠
な
イ
デ
ア
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
薪
た

な
綜
合
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
イ
デ
ア
即
ち
永
遠
的
対
象
の
方
か
ら
い
え

ば
、
そ
れ
は
各
瞬
聞
に
現
実
的
時
閲
的
世
界
に
「
侵
入
」
（
目
σ
q
器
霧
）
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
聞
に
お
け
る
創
造
の
活
動
に
与
か
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
イ
デ
ア
の
　
鷹
観
（
O
⇔
く
一
Q
り
鋤
守
q
O
ヨ
O
⇔
け
）
、
イ
デ
ア
の
侵
入
（
冒
α
q
お
。
。
－

。・

ﾂ
誰
）
と
い
う
形
で
、
時
釣
的
存
在
は
永
遠
者
に
接
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
闇
主
過
程
と
永
遠
者
と
の
つ
な
が
り
を
一
つ
の

秩
序
に
お
い
て
継
持
す
る
原
理
は
何
か
。
わ
れ
わ
れ
が
世
界
を
見
る
と
き

そ
こ
に
或
る
偶
然
的
な
秩
序
、
す
な
わ
ち
挺
界
そ
の
も
の
の
本
質
か
ら
理

由
づ
け
ら
れ
な
い
事
実
的
秩
序
を
み
と
め
る
が
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。
ホ

八
八

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
そ
こ
に
ま
ず
プ
ラ
ト
ン
の
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
に
似
た
神
を

考
え
る
。
神
は
第
晶
に
永
遠
的
対
象
の
全
体
を
見
て
、
そ
れ
に
の
っ
と
っ

て
風
選
的
過
程
に
秩
序
を
与
え
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
時
報
的
存
在
た
と

え
ば
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
、
拙
握
は
隣
然
的
物
的
把
握
か
ら
は
じ
ま
る
に

対
し
、
神
に
お
い
て
は
逆
に
永
遠
的
対
象
の
概
念
的
把
握
が
先
立
つ
の
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
神
は
第
二
に
時
劇
的
世
界
の
創
釣
的
過
程
を
も
把

握
し
そ
れ
を
よ
ろ
こ
び
或
は
悲
し
む
者
で
あ
る
。
秩
序
の
原
理
と
し
て
の

神
は
さ
ら
に
世
界
過
穣
と
と
も
に
あ
る
と
こ
ろ
の
神
で
あ
る
。
　
「
神
は
愛

で
あ
る
し
と
い
わ
れ
る
と
き
、
神
が
時
間
的
存
在
を
或
る
意
味
で
物
的
に

把
握
し
、
神
が
世
界
過
程
か
ら
逆
に
影
響
を
う
け
る
、
と
い
う
こ
と
が
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
神
は
世
界
と
と
も
に
な
や
む
神
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

神
は
こ
の
よ
う
に
し
て
世
界
過
程
そ
の
も
の
の
は
じ
め
で
あ
り
、
終
り
な

の
で
あ
る
。

　
可
能
的
永
遠
的
対
象
（
イ
デ
ア
）
、
永
遠
的
現
実
有
（
神
）
、
時
聞
落
現

実
有
（
心
界
要
素
と
し
て
の
時
間
的
事
件
）
、
こ
れ
ら
が
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
の
存
在
論
を
形
成
す
る
基
礎
概
念
で
あ
る
。

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
神
を
、
、
全
く
意
識
的
に
存
在
論
の
立
場
か
ら
、
宗

教
的
倫
理
的
考
慮
を
は
な
れ
て
考
え
る
と
い
う
。
歴
史
の
上
で
神
に
つ
い

て
冷
静
な
形
爾
上
学
者
で
あ
り
え
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
り
、
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
も
そ
の
態
度
を
う
け
つ
ぐ
、
と
い
う
。
し
か
し
か
れ
の
立

て
た
形
爺
上
学
的
、
原
理
と
し
て
の
神
は
、
宇
震
の
建
築
者
で
あ
る
と
と
も

に
、
世
界
過
程
と
と
も
に
あ
っ
て
こ
れ
を
感
ず
る
神
で
あ
る
。
こ
の
点
で

は
キ
リ
ス
ト
教
酌
な
神
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
悪
を
　
掃
し

う
る
乃
至
あ
ら
ゆ
る
悪
を
善
た
ら
し
め
う
る
全
能
の
神
で
な
く
、
む
し
ろ



879．

世
界
と
と
も
に
な
や
む
神
で
あ
る
、
そ
し
て
善
の
秩
序
そ
の
も
の
も
神
の

意
志
の
命
令
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ボ
の
神
は

オ
ッ
カ
ム
や
パ
ス
カ
ル
の
神
で
な
い
。
神
は
善
の
秩
序
を
見
て
そ
れ
に
従

い
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
努
力
す
る
原
理
で
あ
る
。

三

　
さ
て
こ
こ
ま
で
考
え
て
く
る
と
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
と
西
田
哲
学

と
の
相
違
が
も
は
や
明
白
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
に
は
志

向
の
類
似
は
あ
る
が
、
ま
た
根
本
的
に
ち
が
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
手
ば
や
く
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
第
一
に
、
形
薦
上
学
の

中
心
軸
を
、
酉
田
哲
学
は
倫
理
的
宗
教
的
な
臨
己
の
存
在
に
と
っ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
暫
学
は
生
命
的
自
然
に
関
心
し
、
美
的

調
和
を
世
界
に
お
い
て
晃
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
西
田
哲
学
は
矛
盾
の
肉
己
同
｝
と
い

う
弁
証
法
的
論
理
を
哲
学
の
論
理
と
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
は
ど
こ

ま
で
も
数
学
的
形
式
的
論
理
を
哲
単
の
論
理
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
な
お
よ
く
見
る
べ
き
点
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
教
調
的
な
点
は
、
両
者
の
相
違
と
類
似
と
に
つ
い
て
の
一
層
の
吟

味
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
の
点
か

ら
見
よ
う
。

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
も
宗
教
に
つ
い
て
誠
実
に
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
か

れ
は
宗
教
は
わ
れ
わ
れ
の
一
人
一
入
が
孤
独
に
な
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て

真
実
に
問
題
に
な
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
宗
教
の
は
じ
め
は
長
田
同
の
祭
儀

や
高
揚
さ
れ
た
社
会
的
な
情
緒
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
種
族
的
乃
至

西
田
哲
学
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学

共
動
体
的
宗
教
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
重
要
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
い

う
社
会
的
宗
教
は
ま
だ
善
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
全
能
の
人
絡
神
を
た

て
、
こ
の
世
の
悪
も
す
べ
て
こ
の
神
の
栄
光
に
よ
っ
て
是
と
せ
ら
れ
る
と

考
え
る
こ
と
は
、
種
族
的
宗
教
の
段
階
に
お
い
て
神
を
専
制
君
主
の
よ
う

に
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
説
か
れ
る
愛
や
犠
牲
は
、
憎
し
み
と
残

虐
と
を
半
．
爾
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
段
階
を
越
え
出

て
、
孤
独
な
襲
爵
に
対
す
る
神
が
現
わ
れ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教

と
の
み
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
問
題
に
す
る

真
実
な
宗
教
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
だ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
お
い
て
、
か
れ
が
真
実
と
み
と
め
る

の
は
オ
リ
ゲ
ネ
ス
や
エ
ラ
ス
ム
ス
の
解
し
た
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
こ
れ

に
反
し
て
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ィ
ン
の
神
、
ま
た
デ
カ
ル
ト
や
パ
ス
カ
ル
の

神
、
「
隠
れ
た
神
」
、
意
志
の
神
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
目
に
は
種
族
的

宗
教
の
神
で
あ
る
。
　
「
セ
ム
族
の
神
」
な
の
で
あ
る
。
i
特
に
近
世
の

状
態
を
見
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
や
パ
ス
カ
ル
の
場
合
、
神
が
世
界
に
姿
を
隠

せ
ぬ
絶
対
者
で
あ
る
こ
と
は
、
世
界
が
厨
的
性
を
は
な
れ
て
機
械
的
に
の

み
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ど
対
応
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
の
志
向
は
、
そ
う
い
機
械
的
宇
宙
論
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
人
間

と
勲
然
と
の
分
裂
を
、
い
や
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
や

パ
ス
カ
ル
の
神
観
が
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
よ
っ
て
捨
て
ら
れ
る
の
は
当
然

な
の
で
あ
る
。
か
れ
は
そ
れ
が
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
宗
教
改
革
者
の
神
学

に
も
と
つ
く
と
考
え
、
現
代
に
お
い
て
は
逆
の
方
向
に
第
二
の
宗
教
改
革

が
必
要
で
あ
る
と
も
い
う
。

　
し
か
し
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
ま
た
か
れ
の
解
す
る
仏
教
に
も
そ
の
ま
ま

八
九
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哲
学
研
究
　
第
四
菖
九
十
一
号

従
い
得
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
が
、
牛
脂
書
の
示
す
よ
う
に
、
歴
史
的
古
聖

的
事
実
に
即
し
て
直
観
さ
れ
た
知
慧
を
語
る
に
対
し
、
仏
教
の
方
は
、
形

而
上
学
的
一
般
性
か
ら
出
発
し
て
三
選
性
に
向
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
応

用
形
而
上
学
の
観
が
あ
る
、
そ
れ
は
個
別
的
人
格
の
能
動
的
活
動
を
弱
め

る
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
。

　
結
局
真
理
は
弼
者
の
中
間
に
あ
る
。
キ
リ
ス
卦
教
の
伝
統
で
い
え
ば
、

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
線
の
上
に
あ
る
。
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
磨
身
の
宗
教
は
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
悪
の
問
題

に
は
、
存
在
の
悲
劇
性
の
意
識
を
も
っ
て
対
す
る
よ
り
ほ
か
な
く
、
問
題

を
弁
神
論
の
形
で
潔
い
く
る
め
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
。

　
さ
て
西
田
先
生
も
ま
た
結
局
は
類
似
の
と
こ
ろ
を
際
指
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
。
　
『
善
の
研
究
』
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
最
後
の
論
文
『
場
所
的

世
界
観
と
宗
教
』
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
キ
リ
ス
ト
教
の
「
さ
ば
く
神
」
に
で

な
く
、
仏
の
慈
悲
に
拠
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
西
田
先
生
は
、
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
仏
教
を
評
し
て
書
つ
た
と
似
た
理
由
に
よ
り
、
却
っ
て

キ
リ
ス
ト
教
の
禅
学
に
つ
よ
い
関
心
を
も
た
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
た

と
え
ば
論
文
集
第
四
の
受
頭
に
あ
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
の
「
絶
望
」
の
解

釈
の
示
す
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
は
ね
ら
い
が
全
く
別
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
夕
照
哲
学
は
逆
説
的
な
弁
証
法
を
論
理
と
し
て
み
と
め
る
故

に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
の
よ
う
な
客
観
細
形
砺
上
学
的
な
神
の
規
定

に
と
ど
ま
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
第
二
の
点
、
す
な
わ
ち
哲
学
の
論
理
と
し
て
の
弁
読
法
論

理
と
数
学
的
論
理
と
の
対
比
に
導
か
れ
る
。
ま
ず
爾
哲
学
と
も
基
礎
的
範

疇
と
し
て
「
一
」
と
と
も
に
「
多
」
を
と
っ
て
、
　
「
創
造
」
的
活
動
を
考

九
〇

え
て
い
る
こ
と
は
共
通
で
あ
る
。
い
ま
西
洋
の
中
世
に
身
を
お
い
て
考
え

る
と
、
絶
対
的
に
普
遍
的
な
概
念
と
し
て
の
跨
無
き
ω
o
窪
匹
①
摸
巴
町
に
は
、

「
存
在
」
、
　
「
一
」
、
　
「
善
」
が
見
出
さ
れ
る
。
　
「
存
在
」
と
「
一
」
と
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
等
価
な
概
念
で
あ
る
、
し
か
る
に
西
田
哲
学
も
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
も
「
一
」
に
「
多
」
を
加
え
る
。
　
「
多
」
を
た
と
え

ば
質
料
と
か
葬
存
在
と
か
に
し
な
い
。
そ
し
て
多
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
古
典
形
式
論
理
学
を
こ
え
て
出
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
西
田
哲
学
は
矛
盾
の
同
一
と
い
う
弁
証
法
を
と
り
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ

ッ
ド
哲
学
は
関
係
の
論
理
学
に
よ
っ
て
存
在
の
普
遍
的
形
式
を
考
え
、

「
永
遠
的
対
象
」
の
世
界
を
考
え
る
、
も
っ
と
も
親
し
い
先
行
者
を
考
え

る
と
、
輯
田
哲
学
は
へ
…
ゲ
ル
に
近
く
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
プ
ラ
ト
ン

に
近
い
、
と
い
っ
て
よ
い
。

　
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
も
な
お
考
う
べ
き
問
題
が
あ
る
。
西
田
哲
学

は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
哲
学
の
論
理
を
考
え
る
と
い
っ
て
も
、
簡
単
に
そ

れ
だ
け
と
は
も
ち
ろ
ん
い
え
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
普
遍
的
一
に
対

し
て
個
別
的
多
が
よ
く
考
え
ら
れ
て
お
ら
ぬ
こ
と
、
こ
と
に
個
別
的
自
己

を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
容
れ
て
い
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
西
田
先
生
の
へ

…
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
対
す
る
撹
評
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
そ

の
最
後
の
形
奏
上
学
的
綜
合
を
与
え
る
第
三
部
概
念
論
に
お
い
て
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
に
よ
り
、
類
・
種
・
個
の
形
式
を
安
易
に
操
作

し
た
き
ら
い
が
あ
る
。
茜
蟹
先
生
は
そ
れ
に
従
わ
れ
な
か
っ
た
。
先
生
の

い
わ
ゆ
る
「
場
所
の
論
理
し
は
、
む
し
ろ
数
学
の
ト
ポ
ロ
ギ
ー
や
群
論
に

近
づ
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
数
学
や
圏
然
学
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
に
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は
じ
ま
る
近
世
的
な
考
え
方
を
む
し
ろ
斥
け
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
数
学
や
忽

然
学
の
考
え
方
に
よ
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
数
学
に
つ
い
て
は
大
ま
か

に
、
こ
れ
を
計
算
の
手
段
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
宙
已
の
存
在
を
も
い

れ
る
存
在
論
的
形
筑
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

は
「
数
学
と
善
」
と
い
う
問
題
を
、
晩
年
の
プ
ラ
ト
ン
に
な
ら
い
、
近
代

数
学
に
つ
い
て
も
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
も
両
哲
学
は
反
対
の
位
置
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
意
外
に
近
い

と
さ
う
に
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
西
礁
先
生
が
の
こ
さ
れ
た
鍛
後
の
完

結
し
た
論
文
は
『
場
所
的
撮
界
観
と
宗
教
』
で
あ
っ
た
が
、
逝
張
の
直
前

に
『
私
の
論
理
』
と
い
う
論
文
を
書
き
は
じ
め
て
お
ら
れ
た
と
い
う
。
先

生
が
論
理
に
つ
い
て
の
反
省
を
書
き
し
る
し
な
が
ら
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と

は
、
私
に
と
っ
て
は
、
象
徴
的
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
私
の
こ
の
話
に
結
論
は
な
い
。
こ
う
い
う
比
較
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の

さ
ら
に
問
題
と
す
べ
き
点
を
い
く
つ
か
か
き
出
し
て
見
た
と
い
う
に
と
ど

ま
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
後
に
、
東
洋
と
西
洋
と
い
う
、
西
閏
哲
学
に

い
つ
も
く
っ
つ
い
て
出
て
来
る
対
比
に
つ
い
て
、
ご
冨
つ
け
加
え
て
お
き

た
い
。
西
田
先
生
が
東
洋
と
西
洋
と
い
う
こ
と
を
御
自
身
の
形
而
上
学
的

世
界
観
に
即
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
、
こ
れ
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
教
的
生
き
方
を
論
理
的
に
考
え
る
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
世
界
性
を
与
え
よ
う
と
渡
田
先
生
は
せ
ら
れ
た
。

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
も
ま
た
宗
教
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト

教
と
仏
教
と
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
間
の
真
実
な
交
流
が
い
ま
ま
で
な
か

っ
た
こ
と
を
不
幸
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
同
時

に
、
近
世
に
お
い
て
、
仏
教
も
キ
リ
ト
教
も
と
も
に
衰
退
の
途
上
に
あ
る

凶
照
哲
学
と
ホ
ワ
イ
｝
ヘ
ッ
ド
哲
学

こ
と
を
改
め
て
注
意
す
る
。
そ
れ
は
科
学
と
い
う
第
三
の
も
の
が
出
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
西
田
先
生
が
東
洋
的
考
え
方
を
、
改
め
て
論
理

へ
　
　
へ

的
に
維
織
す
べ
し
、
と
い
わ
れ
る
と
き
、
こ
れ
は
や
は
り
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
の
見
た
と
こ
ろ
を
見
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
東

西
思
想
の
歴
史
的
展
望
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
解
け
る
問
題
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
解
く
に
は
先
生
の
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
現
実
世
界
の
論

理
的
分
析
を
、
坑
夫
の
よ
う
に
、
黙
々
と
や
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
科
学

の
論
理
で
な
く
形
二
上
学
の
論
理
で
あ
っ
て
も
、
論
理
の
核
心
に
は
、
西

洋
も
東
洋
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
い
て
い
は
、
仕
事
を
休
ん
だ
と
き
、
或
、

い
は
仕
事
を
ふ
り
か
え
っ
た
と
き
事
後
に
、
西
洋
的
と
か
東
洋
的
と
か
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
理
に
お
い
て
第
一
義
の
こ
と
で
は
な
い
。
薩
閉

先
生
は
そ
の
御
仕
事
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
お
ら
れ

る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
八
年
十
一
月
一
二
十
顕
　
寸
心
会
講
演
原
稿
）

九
一


