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ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
自
身
、
自
然
に
お
け
る
形
相
す
な
わ
ち
永
遠
的
客
体
の
役
割
り
を
大
い
に
強
調
し
て
は
い
る
も
の
の
、
究
極
的
な
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

在
論
的
事
実
は
、
や
は
り
、
具
体
化
の
過
程
に
お
け
る
原
子
的
個
体
な
の
で
あ
る
。
永
遠
的
客
体
は
結
局
の
と
こ
ろ
事
実
の
構
成
要
素
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
は
、
先
行
す
る
世
界
か
ら
派
生
す
る
感
受
の
廉
大
な
多
様
を
統
繍
に
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
自
己
形
成
的
活
動

で
あ
る
。
　
一
つ
の
現
実
的
存
在
の
内
的
な
自
己
形
成
は
、
そ
の
現
実
的
存
在
の
宿
す
「
自
己
超
越
的
主
体
し
（
。
。
o
げ
智
。
け
あ
口
℃
Φ
ユ
①
o
ぽ
）
に
よ

っ
て
皮
配
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
実
的
存
在
が
自
己
を
形
成
す
る
質
料
と
な
る
も
の
は
、
他
の
多
く
の
現
実
的
存
在
か
ら
の
影
響
の
感
受

の
多
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
感
受
の
内
容
が
、
「
原
始
的
所
与
」
（
一
昌
一
酔
一
鋤
岡
　
山
効
目
㊤
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
感
受
と
し
て
把
握
主
体
の
「
内
」
に

あ
る
。

　
＊
　
こ
の
章
は
主
と
し
て
『
過
程
と
実
在
』
第
薫
部
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
解
釈
に
関
係
す
る
。

　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
『
過
程
と
実
在
』
へ
の
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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二

　
そ
れ
ら
多
く
の
感
受
が
主
体
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
一
つ
の
目
的
の
支
配
を
受
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ

か
ら
こ
そ
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
得
た
の
で
あ
る
。
　
「
さ
ま
ざ
ま
な
感
受
は
、
そ
の
感
受
者
を
そ
の
目
的
原
因
と
し
て

目
指
す
（
↓
げ
①
冷
巴
言
σ
q
の
鉱
ヨ
讐
象
魚
壇
冷
2
①
斜
舘
岳
Φ
騨
愉
口
蝕
。
鋤
¢
ω
ρ
）
」
（
『
過
程
と
実
在
隔
三
滋
九
買
）
。
　
さ
ら
に
ま
た
、
自
己
超
越

的
主
体
は
何
か
「
外
的
な
作
用
者
」
で
は
な
い
。
自
己
超
越
的
主
体
は
一
つ
の
目
的
的
成
果
で
あ
り
、
目
指
さ
れ
た
統
一
で
あ
り
、
昌
的
と

し
て
感
知
さ
れ
た
統
一
で
あ
る
。
主
体
は
原
始
的
所
与
の
鼠
的
原
因
で
あ
っ
て
、
原
始
的
所
与
は
主
体
な
し
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
一
般
に
先
行
世
界
の
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
は
、
目
的
的
成
果
と
し
て
、
す
な
わ
ち
実
現
さ
れ
た
現
実
的
存
在
と
し
て
、
現
在
の

世
界
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
統
一
を
達
成
し
た
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
、
現
実
的
存
在
は
自
ら
を
超
え
る
「
自
己
超
越
的
」

（
。
。
仁
℃
①
こ
の
9
貯
Φ
）
機
能
を
あ
ら
わ
し
始
め
、
新
た
な
具
体
化
の
活
動
に
お
け
る
原
始
的
所
与
と
な
る
。
過
程
の
連
続
性
は
、
現
実
的
存
在

の
、
こ
の
自
己
超
越
的
主
体
と
い
う
性
格
に
基
づ
い
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　
原
始
的
所
与
と
具
体
化
の
統
一
と
の
間
に
　
（
も
っ
と
も
こ
の
両
者
の
区
別
は
観
念
上
の
区
別
で
あ
っ
て
実
在
的
区
別
で
は
な
い
）
、
存

在
論
的
複
合
性
の
程
度
に
よ
っ
て
分
か
た
れ
る
い
く
つ
か
の
層
（
位
相
乃
至
は
面
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
層
は
、
一
つ
の
現
実
的
存
在
の

構
造
の
中
で
、
諸
々
の
「
範
心
的
綱
島
」
に
対
応
し
て
い
る
。
範
疇
的
制
約
と
は
、
現
実
的
存
在
が
多
様
の
複
合
に
よ
っ
て
生
じ
た
統
一

と
考
え
ら
れ
る
時
、
そ
の
統
一
作
用
に
お
い
て
働
い
て
い
る
と
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
諸
条
件
の
こ
と
で
あ
る
。
　
（
但
し
わ
れ
わ
れ
範
疇

的
諸
綱
約
を
こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
）
。
　
さ
て
、
感
受
の
統
一
の
実
現
の
第
一
歩
は
、
め
ざ
す
統
～
と
は
爾
齢
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

な
い
多
く
の
感
受
を
除
去
す
る
こ
と
で
あ
る
。
達
成
せ
ら
る
べ
き
（
或
は
達
成
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
）
統
一
は
、
そ
の
感
受
の
統
一
に
お
い

て
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
も
の
を
除
去
す
る
。
こ
れ
が
「
否
定
的
把
握
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
因
果
的
影
響
の
多
様

を
秩
序
に
も
た
ら
し
霞
的
の
実
現
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
、
と
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
感
受
と
し
て
両
立

し
得
な
い
諸
要
素
の
否
定
は
、
多
様
な
影
響
の
世
界
の
中
で
特
定
の
現
実
的
存
在
が
「
確
定
」
さ
れ
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
と
き
主
体
の
統
一
が
「
感
受
」
の
「
美
的
」
（
⇔
①
ω
跨
①
賦
。
）
調
和
と
い
う
考
え
に
支
配
さ
れ
て
い
る
点
が
、
注
碍
さ
れ
る
。
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（
そ
う
い
う
調
和
の
例
は
、
た
と
え
ば
「
一
つ
の
型
に
統
一
さ
れ
た
諸
々
の
感
覚
所
与
漏
で
あ
り
、
こ
の
場
合
型
の
複
合
の
程
度
は
様
々

で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
）
。

　
零
　
『
過
程
と
実
在
』
二
ご
五
頁
。
『
さ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
受
は
、
元
来
の
意
味
で
「
両
立
し
得
る
」
か
「
両
立
し
得
な
い
」
か
で
あ
る
と
こ
ろ
の
存

　
在
で
あ
る
。
「
正
立
し
得
る
」
と
「
両
立
し
得
な
い
」
と
い
う
語
の
他
の
す
べ
て
の
用
法
は
派
生
的
で
あ
る
』
。
そ
れ
故
、
論
理
的
な
両
立
不
可
能
性
は

　
上
述
の
根
本
的
な
種
類
の
両
立
不
可
能
性
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
の
存
在
論
的
「
層
」
は
、
あ
る
意
味
で
上
の
よ
う
に
原
始
的
所
与
を
き
り
つ
め
た
結
果
で
あ
る
。
何
ら
か
の
美
的
統
一
が
自
暴
と
し

て
支
配
す
る
こ
と
に
よ
り
（
そ
う
い
う
目
的
は
無
数
に
あ
る
）
、
　
一
つ
の
現
実
的
存
在
に
与
え
ら
れ
た
世
界
は
、
全
宇
宙
に
対
す
る
一
つ

の
「
展
望
」
（
℃
①
同
ω
℃
O
O
轡
一
く
Φ
）
と
な
る
。
こ
の
展
望
は
、
そ
の
現
実
的
存
在
の
本
質
が
何
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
種
々
な
る
程
度
に
鰯
限

さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
こ
れ
を
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
「
客
観
的
所
与
」
（
o
ぴ
撤
。
口
く
Φ
山
緯
団
円
）
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
当
の
現
実
的
存
在
に
と

っ
て
の
「
公
的
事
実
の
世
界
」
で
あ
る
（
『
過
程
と
実
往
臨
三
三
八
頁
）
。
　
そ
れ
は
達
成
す
べ
き
統
一
に
、
い
わ
ば
寸
法
を
合
わ
せ
る
た
め
に
、

切
り
揃
え
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
。

　
「
客
観
的
所
与
」
は
、
当
の
現
実
的
存
在
に
よ
っ
て
現
実
に
世
界
に
つ
い
て
感
受
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
原
始
的
関
与
」

を
或
る
型
の
う
ち
に
統
一
し
た
も
の
で
あ
る
（
『
過
程
と
実
准
』
三
五
二
頁
）
。
　
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
一
般
に
「
型
」

と
い
う
語
を
、
永
遠
的
客
体
あ
る
い
は
形
式
の
意
味
に
用
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
客
観
的
所
与
と
は
、
世
界
が
現
実

に
主
体
に
よ
っ
て
感
受
せ
ら
れ
る
形
式
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
客
体
的
実
在
性
」
（
話
心
落
窃
0
9
①
o
舐
薦
）
、
言
い
換
え
れ
ば
、

主
体
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
客
体
的
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
が
「
永
遠
的
客
体
か
ら
成
る
客
体
的
種
」
と

い
う
表
現
の
下
に
認
め
た
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
客
体
的
種
が
、
達
成
す
べ
き
目
的
の
支
配
の
下
で
感
受
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
「
客
体
的
所
与
」
を
、
環
境
か
ら
受
け
る
多
く
の
個
別
的
な
影
響
を
主
体
が
切
り
捨
て
単
純
化
す

　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
『
過
程
と
実
在
』
へ
の
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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繁

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
た
。
、
こ
の
過
程
を
通
じ
て
心
的
極
が
、
目
的
原
因
と
し
て
、
達
成
せ
ら
る
べ
き
統
一
の
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

素
た
る
べ
き
永
遠
的
客
体
を
用
い
つ
つ
活
動
し
て
い
る
。
こ
の
「
観
念
的
感
受
」
（
o
O
欝
。
Φ
讐
⊆
巴
冷
①
同
3
α
q
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
存
在

に
お
い
て
具
体
化
の
過
程
を
条
件
づ
け
て
い
る
　
（
そ
れ
が
如
何
甚
力
弱
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
）
。
単
純
な
現
実
的
存
在
に
お
い
て
は
、

達
成
さ
れ
た
統
一
を
示
す
「
観
念
的
感
受
」
は
、
客
体
的
所
与
に
「
順
応
的
」
（
O
O
昌
｛
O
円
b
P
⇔
一
）
で
あ
る
（
『
過
程
と
実
在
』
三
七
五
頁
）
。
そ

の
よ
う
な
観
念
的
「
登
録
」
（
富
α
q
簗
冒
器
8
）
は
、
一
つ
の
歴
史
的
径
路
に
お
け
る
具
体
化
の
以
前
の
瞬
間
の
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
過
・
去
の
単
純
な
再
現
で
あ
る
。

　
＊
　
『
過
程
と
実
在
』
蕪
八
○
買
。
「
心
的
極
は
そ
れ
自
身
の
具
体
化
の
決
定
者
と
し
て
、
主
体
を
導
入
す
る
」
。

　
物
的
極
と
心
的
極
と
の
問
に
お
こ
る
具
体
化
過
程
に
お
い
て
、
心
的
極
が
、
過
去
の
再
現
と
い
う
単
純
な
過
程
に
含
ま
れ
る
永
遠
的
客

体
と
は
違
っ
た
永
遠
的
客
体
を
新
た
に
持
ち
込
む
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
主
体
に
と
っ
て
、
そ
れ
の
内
的
総
合
の
た
め
に
「
あ
る
程
度
手

近
な
」
（
ヨ
o
H
Φ
〇
二
野
ω
巷
鷲
。
臨
ヨ
⇔
8
）
他
の
永
遠
的
客
体
が
あ
り
う
る
（
『
過
程
と
実
在
』
三
八
二
買
）
。
（
こ
の
こ
と
の
説
明
は
次
章
で
問

題
に
す
る
で
あ
ろ
う
）
。
す
な
わ
ち
、
心
的
極
は
（
観
念
的
感
受
と
し
て
）
、
物
的
極
に
厳
格
に
順
応
す
る
感
受
に
お
い
て
示
さ
れ
る
永
遠

的
客
体
と
は
違
っ
た
永
遠
的
客
体
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
過
去
か
ら
派
生
す
る
観
念
の
（
順
応
的
な
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

感
受
と
、
「
新
た
な
」
要
素
と
の
問
に
、
「
薄
比
」
（
O
O
⇔
叶
壇
9
δ
ω
汁
）
が
生
ず
る
。
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
最
終
的
感
受
に
対
す
る
「
房

与
」
が
、
そ
の
最
終
的
感
受
（
主
体
的
形
式
）
の
う
ち
に
と
り
入
れ
ら
る
べ
き
、
新
た
な
要
素
を
含
む
に
到
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
主
体
は
、
過
去
と
は
違
っ
た
本
性
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
未
来
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
＊
　
門
範
麟
的
制
約
第
五
扁
に
従
っ
て
で
あ
る
。
　
「
こ
の
範
欝
に
よ
っ
て
新
し
さ
が
世
界
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
『
過
程
と
実
在
』
三
八
一
頁
）
。

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
し
ば
し
ば
、
そ
の
観
念
の
感
受
に
お
い
て
過
去
を
再
現
し
て
い
る
単
純
な
型
の
現
実
的
存
存
を
、
自
然
に
お
け
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
伝
播
の
最
低
の
形
式
と
同
一
視
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
的
存
在
の
主
体
的
形
式
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
忌
避
や

好
み
と
名
づ
け
て
い
る
美
的
感
受
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
伝
播
の
強
度
を
、
否
定
的
ま
た
は
肯
定
的
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
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の
、
感
受
の
原
始
的
形
式
な
の
で
あ
る
。
新
た
な
永
遠
的
客
体
が
主
体
の
美
的
感
受
を
現
実
に
条
件
づ
け
て
い
る
よ
う
な
現
実
的
存
在
、

あ
る
い
は
そ
れ
ら
か
ら
成
る
社
会
の
場
合
に
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
有
機
体
の
単
純
な
適
応
（
欲
求
）
（
巷
℃
Φ
叶
三
〇
⇔
）
の
さ
ま
ざ
ま
な

例
を
採
り
上
げ
た
つ
も
り
な
の
で
あ
る
（
『
過
程
と
実
在
隠
一
六
二
頁
）
。
生
命
の
進
化
に
お
い
て
、
主
体
の
美
的
感
受
に
影
響
す
る
こ
れ
ら

形
式
の
い
く
つ
か
は
、
一
つ
の
歴
史
的
径
路
に
お
け
る
恒
常
な
要
素
と
し
て
後
に
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
見
た
よ
う
に
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
　
「
原
始
的
所
与
」
の
多
様
が
、
帰
る
主
体
的
形
式
に
お
け
る
統
一
の
た
め
に
、
き
り
つ
め

ら
れ
て
、
一
つ
の
現
実
酌
存
在
の
も
つ
「
展
望
し
と
な
る
、
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
多
様
は
、
あ
る
種
の
成
果
（
「
主
体
的
目
的
」
）

に
導
く
と
こ
ろ
の
法
る
型
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
　
（
こ
の
過
程
は
勿
論
、
心
的
極
を
通
じ
て
、
新
た
な
永
遠
的
客
体
が
侵
入
す
る
こ
と
に

よ
り
、
「
蝿
乱
」
さ
れ
う
る
）
。
こ
の
よ
う
に
多
様
な
影
響
を
切
り
つ
め
る
こ
と
は
、
主
体
の
肯
定
的
感
受
と
否
定
的
感
受
と
に
よ
っ
て
、

な
し
遂
げ
ら
れ
る
。
肯
定
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
観
念
と
合
一
し
て
、
客
体
的
駈
与
と
な
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
感
受
さ
れ
た
要
素
は
、
以
前
よ
り
切
り
つ
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
原
理
的
に
言
え
ば
、
や
は
り
多
様
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
主
体
的
経
験
（
「
表
象
の
直
接
態
」
）
が
、
客
体
的
所
与
に
見
出
さ
れ
る
多
様
な
要
素
に
比
し
て
、
一
層
進
ん
だ
、
し
ば
し

ば
思
い
切
っ
た
単
純
化
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
更
に
違
っ
た
範
疇
的
条
件
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
が
第
六
の
「
変

形
」
（
け
同
角
口
ω
誉
P
潮
け
昭
島
O
⇔
）
の
範
疇
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
所
与
を
、
た
だ
一
つ
の
永
遠
的
客
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
に
変
形
す
る
の

で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
考
え
で
は
、
多
様
な
所
与
あ
る
い
は
そ
の
一
部
が
、
観
念
的
に
同
帰
の
永
遠
的
対
象
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ

る
場
合
に
、
上
の
よ
う
な
変
形
は
当
然
起
こ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
多
」
な
る
観
念
的
要
素
は
、
い
わ
ば
「
こ
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

読
ま
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
　
「
多
く
の
も
の
を
公
平
に
指
示
す
る
一
つ
の
観
念
の
感
受
」
と
な
る
。
そ
の
結
果
は
、
多
難
の
非
常
な
切

り
下
げ
で
あ
っ
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
考
え
で
は
、
そ
の
こ
と
は
意
識
的
知
覚
経
験
の
段
階
よ
り
も
遙
か
に
低
い
段
階
の
自
然
に
お
い

て
起
こ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
＊
　
『
過
程
と
実
在
』
三
八
五
頁
。
「
そ
の
結
合
体
（
あ
る
い
は
そ
の
一
部
）
は
、
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
’
て
、
把
握
主
体
の
い
だ
く
一
つ
の
感
受
の

　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
『
過
程
と
実
在
』
へ
の
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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六

客
体
的
所
与
と
な
る
」
（
岡
上
書
三
八
四
頁
）
。
こ
こ
で
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
単
に
「
客
体
的
所
与
」
（
o
ど
o
o
臨
く
Φ
面
革
q
ヨ
）
と
書
盗
代
り
に
、
「
統
合

さ
れ
た
客
体
的
所
与
」
（
汐
8
ひ
q
鑓
8
恥
。
ど
。
。
暫
く
①
（
剛
簿
怠
ヨ
）
と
驚
く
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
三
九
三
頁
参
照
。
　
「
不
明
確
性
は
変

形
さ
れ
た
感
受
に
基
づ
い
て
生
ず
る
」
三
八
七
買
。

　
伝
統
的
哲
学
の
い
う
「
第
二
次
的
性
質
」
は
、
上
の
よ
う
な
「
変
形
」
の
現
象
が
現
わ
れ
る
場
合
に
、
い
つ
で
も
自
然
の
中
に
現
わ
れ

る
。
第
二
次
的
性
質
は
、
一
つ
の
現
実
的
存
存
の
、
あ
る
条
件
（
た
と
え
ば
肯
定
的
把
握
）
の
下
で
の
統
一
作
用
の
結
果
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
変
形
の
過
程
は
、
心
的
極
を
通
じ
て
新
た
な
永
遠
的
客
体
が
客
体
的
所
与
の
解
釈
の
た
め
に
入
っ
て
来
る
と
き
、
　
「
逆

転
ト
に
よ
っ
て
複
雑
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
物
的
極
に
与
え
ら
れ
る
所
与
と
、
心
的
極
に
生
ず
る
諸
要
素
と
に
よ
り
、
主
体

的
形
式
の
統
～
の
実
現
（
実
現
さ
れ
た
現
実
的
存
在
）
は
、
非
常
に
多
く
の
違
っ
た
形
を
と
り
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
も
と
に
し
て
、
も
う
一
度
「
命
題
」
を
見
直
そ
う
。
意
識
的
な
知
覚
が
そ
の
始
発
形
式
を
、
表
象
の
直
接

態
、
言
い
換
え
れ
ば
物
的
極
の
観
念
的
感
受
な
い
し
は
評
価
、
　
に
お
い
て
有
す
る
よ
う
に
、
意
識
的
な
知
的
感
受
は
そ
の
始
発
形
式
を

「
命
題
的
感
受
」
（
箕
・
℃
・
ω
三
・
舞
ζ
Φ
Φ
ぎ
σ
q
）
に
お
い
て
有
す
る
。
命
題
的
感
受
の
成
立
条
件
は
、
心
的
極
と
そ
れ
の
客
体
的
所
与
に
対

す
る
関
係
と
に
つ
い
て
の
、
わ
れ
わ
れ
の
さ
き
の
考
察
に
よ
っ
て
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
命
題
的
感
受
は
心
的
極
の
内
容
を
な
す
永

遠
的
客
体
が
、
単
な
る
「
そ
れ
」
（
δ
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
物
的
所
与
の
、
可
能
な
述
語
と
し
て
感
受
せ
ら
れ
る
と
き
に
、
出
現
す
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
観
念
的
所
与
（
述
語
の
型
）
は
、
物
的
極
と
の
直
接
な
結
び
つ
き
か
ら
解
放
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う

い
う
結
び
つ
き
の
関
係
の
中
断
す
な
わ
ち
停
止
（
①
℃
O
o
ぽ
）
の
感
受
が
現
わ
れ
、
物
的
極
は
、
単
に
一
つ
の
論
理
的
主
語
と
し
て
の
み
保

持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
種
類
の
感
受
に
よ
っ
て
、
　
「
真
」
及
び
「
偽
』
に
対
し
て
、
意
識
以
荊
の
、
乃
至
は
知
性
以
前
の
、
あ
り
方
、
が
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
の
存
在
論
で
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
命
題
の
う
ち
に
「
感
受
へ
の
誘
い
」
（
ζ
①
｛
○
円
臨
①
畠
夷
）
　
と
し
て
含
ま
れ
る
述
語
は
、
そ

れ
ら
の
主
語
に
つ
い
て
「
真
実
」
（
覆
簿
Φ
馨
ざ
）
で
あ
る
こ
と
も
真
実
で
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
事
実
、
特
殊
な
条
件
の
下
に
お
い
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な

て
は
、
命
題
は
「
想
像
的
」
感
受
の
対
象
で
あ
り
う
る
。
け
れ
ど
も
、
想
像
的
感
受
の
命
題
は
真
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
命
題
的
感
受
は
、
意
識
よ
り
も
低
い
段
階
に
あ
っ
て
「
知
的
」
感
受
の
姿
を
予
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
＊
　
『
過
程
と
実
在
』
四
〇
三
頁
。
想
像
的
感
受
の
所
与
で
あ
る
よ
う
な
命
題
の
場
倉
に
は
、
　
「
述
語
の
型
」
は
そ
の
論
理
的
主
語
と
は
違
っ
た
源
か

　
ら
得
ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
霊
語
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
意
識
の
段
階
で
は
薩
観
的
判
断
の
基
礎
と
な
る
。

　
知
的
感
受
が
い
か
に
し
て
起
こ
る
か
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
の
命
題
的
感
受
の
重
要
な
一
例
は
、
「
知
覚
的
感
受
」
（
も
興
。
Φ
℃
蔦
く
Φ

｛
⑦
o
嗣
ぎ
σ
q
）
で
あ
る
。
　
「
知
覚
的
感
受
」
は
そ
れ
自
体
で
は
意
識
を
伴
わ
な
い
。
知
覚
的
感
受
に
お
い
て
は
、
述
語
の
型
は
論
理
的
主
語
と

一
つ
に
な
っ
て
お
り
、
論
理
的
主
語
は
、
そ
れ
が
物
的
に
感
受
さ
れ
る
姿
に
お
い
て
、
述
語
の
型
の
性
格
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
『
過

程
と
実
在
』
四
〇
〇
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
揚
合
に
、
知
覚
的
感
受
は
「
真
実
」
で
、
　
「
直
接
」
で
あ
る
。

　
す
べ
て
の
意
識
は
、
「
比
較
」
の
感
受
（
．
．
o
O
ヨ
窓
三
江
く
軌
．
｛
①
Φ
ロ
コ
σ
q
）
の
一
形
式
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
命
題
と
し
て
の
（
単
な
る
可
能

性
と
し
て
の
）
命
題
と
、
物
的
感
受
に
与
え
ら
れ
る
「
事
実
」
（
5
P
曽
紳
叶
①
聴
　
○
出
　
｛
螢
O
け
）
と
の
間
の
「
対
比
」
の
、
比
較
的
感
受
な
の
で
あ
る
。

単
純
な
知
覚
的
感
受
に
対
し
て
は
対
比
と
い
う
こ
と
は
現
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
述
語
の
型
は
論
理
的
主
語
と
直
接
に
統
一
せ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
る
に
意
識
的
な
知
覚
に
お
い
て
は
、
述
語
の
型
と
論
理
的
主
語
と
の
相
違
そ
の
も
の
が
感
受
せ
ら
れ
、
そ
の
故
に
意
識
的
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
意
識
的
な
対
比
の
基
礎
と
し
て
、
一
つ
の
「
真
実
」
な
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
場
合
、
感
覚
的
経
験

は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
「
印
象
」
の
も
つ
「
力
と
生
気
」
を
備
え
て
い
る
（
『
過
程
と
実
在
繍
四
一
一
頁
）
。
実
際
、
「
力
と
生
気
」
は
、
真
な

る
知
覚
の
証
拠
で
あ
る
、
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
客
体
的
所
与
ま
た
は
観
念
的
所
与
の
う
ち
に
起
こ
る

「
変
形
」
や
観
念
的
「
逆
転
」
に
よ
っ
て
生
ず
る
、
複
雑
化
は
、
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
複
雑
化
が
「
真
実
な

ら
ざ
る
」
（
ニ
コ
王
難
露
怠
。
）
知
覚
の
源
と
な
り
う
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
『
過
程
と
実
在
』
四
二
…
二
頁
）
。
た
と
え
ば
「
変
形
」
の
結
果
、

或
る
「
述
語
の
型
」
が
、
客
体
が
「
事
実
上
」
有
す
る
重
要
な
性
質
を
、
い
わ
ば
覆
い
隠
す
、
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
意
識
的
知
覚
は
無
意
識
的
知
覚
「
経
験
」
を
基
礎
と
す
る
。
無
意
識
的
知
覚
経
験
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
笑
的
存
在
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る

　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
『
過
程
と
実
在
』
へ
の
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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八

物
的
極
と
心
的
極
と
の
基
本
的
な
関
係
、
を
基
礎
と
す
る
。
意
識
的
知
覚
は
、
す
べ
て
の
知
的
感
受
と
ひ
と
し
く
、
感
受
ま
た
は
感
動
の

複
雑
な
様
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
礎
に
は
画
然
全
体
に
通
ず
る
諸
条
件
が
前
提
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
起
を
特
徴
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

る
内
的
統
合
作
用
は
、
そ
れ
が
単
純
な
場
合
も
複
雑
な
場
合
も
、
　
「
価
値
づ
け
」
（
〈
帥
岡
¢
感
け
一
〇
⇔
）
　
の
形
式
に
従
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は

次
章
に
お
い
て
「
価
値
づ
け
」
の
い
く
つ
か
の
面
を
と
り
上
げ
る
で
あ
ろ
う
。

　
‘
＊
　
『
過
程
と
実
在
』
三
八
○
頁
。
　
「
観
念
的
感
受
の
主
体
的
形
式
は
価
値
づ
け
で
あ
る
。
心
的
極
と
は
理
想
と
し
て
の
自
己
を
価
値
づ
け
の
永
遠
的

　
な
諸
原
理
に
従
い
つ
つ
決
定
す
る
主
体
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
価
値
づ
け
の
原
理
は
、
心
的
西
霞
身
の
物
的
客
体
的
所
与
に
適
用
さ
れ
る
に
あ
た

　
っ
て
、
自
律
的
な
変
容
を
示
し
も
す
る
の
で
あ
る
」
。

第
　
八
　
章

　
『
科
学
と
近
代
世
界
』
の
中
の
、
神
に
つ
い
て
の
有
名
な
し
か
し
短
い
一
章
は
、
そ
れ
に
先
き
立
つ
諸
軍
に
お
け
る
理
論
的
な
吟
昧
に

よ
っ
て
殆
ん
ど
全
く
準
備
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
前
の
抽
象
に
関
す
る
章
の
中
で
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

る
。
　
コ
々
の
現
実
的
生
起
に
固
有
な
限
定
と
区
別
さ
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
者
の
基
底
に
あ
る
、
こ
れ
ら
一
般
的
限
定
を
考
察
す
る
こ

と
は
、
神
に
関
す
る
章
に
お
い
て
更
に
充
分
に
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
『
科
学
と
近
代
世
界
』
二
三
二
頁
）
。
こ
の
昌
茜
葉
は
、
空
間
蒔
間
的
連

続
が
、
　
「
一
層
抽
象
的
な
可
能
性
」
を
も
と
に
し
て
考
え
る
と
、
任
意
性
を
も
つ
限
定
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
の
連
関
の
う
ち
で
発
せ
ら

れ
て
い
る
。
現
実
者
と
無
限
な
抽
象
的
可
能
性
と
の
対
比
と
い
う
こ
の
存
在
論
的
状
況
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
形
而
上
学
に
お
け
る
神

の
観
点
の
起
点
で
あ
る
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
＊
　
こ
の
章
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
劉
の
神
に
つ
い
て
の
説
に
関
係
す
る
ご
く
小
数
の
主
題
を
取
り
扱
う
。
そ
れ
は
『
過
程
と
実
在
隔
第
五
部
へ
の
序
説
と

　
考
え
ら
れ
て
よ
い
。

神
に
関
す
る
章
の
始
め
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
神
は
、
　
「
宗
教
的
目
的
に
役
立
っ
神
」
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で
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
『
科
学
と
近
代
世
界
』
二
四
九
頁
）
。
そ
し
て
、
こ
の
章
の
残
り
の
部
分
は
殆
ん
ど
全
く
、
形
而

上
学
的
な
神
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
の
み
か
か
っ
て
い
る
。
様
々
な
宗
教
の
神
に
つ
い
て
の
短
い
言
及
が
た
だ
一
つ
あ
り
、
そ

れ
に
お
い
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
神
の
形
而
上
学
的
性
格
以
上
に
神
に
つ
い
て
知
ら
れ
う
る
す
べ
て
の
こ
と
は
「
特
殊
な
経
験
」
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

つ
く
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
提
　
譲
に
対
す
る
説
明
は
何
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
章
は
最
後
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
言
及
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
神
を
全
能
で
完
全
な
も
の
と
考
え
る
形
而
上
学
の
考
え
方
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
形
島

上
学
的
な
讃
辞
」
を
受
け
て
い
る
神
は
、
過
程
を
支
配
す
る
形
而
上
学
的
神
と
両
立
し
う
る
神
で
は
な
い
、
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
ほ
の

　
　
　
　
　
　
　

め
か
し
て
い
る
。

　
＊
　
『
科
学
と
近
代
世
界
』
ご
七
五
頁
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
想
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
形
而
上
学
的
神
は
、
個
人
的
経
験
を
通
じ
て
具
体
的
な
宗

　
教
的
意
味
を
与
え
ら
れ
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
に
見
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
　
『
過
程
と
実
在
』
は
、
こ
の
個
人
的
経
験
に

　
対
す
る
基
礎
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
＊
＊
　
一
九
三
七
年
十
二
月
十
九
日
の
講
義
。
「
個
人
と
し
て
は
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
（
そ
れ
は
特
殊
な
考
え
方
で
は
あ
る
が
）
。
す
な
わ
ち
、
伝

　
統
的
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
か
ど
う
あ
ろ
う
と
、
厭
う
べ
き
徴
界
を
眺
め
な
が
ら
全
く
幸
福
で
あ
る
よ
う
な
神
を
、
神
学
が
述
べ
て
い

　
る
の
は
、
　
「
永
遠
的
存
在
」
に
つ
い
て
想
像
し
う
る
最
も
無
礼
な
見
解
で
あ
る
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
私
の
信
ず
る
神
は
、
宇
憲
の
永
久
に
滅
び
な

　
い
本
質
を
念
頭
に
お
き
、
且
つ
、
宇
憲
の
悲
雌
と
美
と
価
値
と
を
念
頭
に
お
く
神
で
あ
る
」
。

　
形
而
上
学
的
な
神
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
る
べ
き
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
形
而
上
学
体
系
そ
の
も
の
の
う
ち
か
ら
出
る
要
求
に
よ
っ
て

生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
現
実
的
存
在
に
つ
い
て
の
か
れ
自
身
の
分
析
が
形
而
上
学
的
神
を
必
然
的

に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
最
も
一
般
的
な
基
本
的
な
議
論
は
、
ま
ず
『
科
学
と
近
代
世
界
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
、
　
『
過
程
と
実
在
』
に

お
い
て
た
び
た
び
繰
り
か
え
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
現
に
あ
る
盤
界
を
他
の
可
能
な
諸
々
の
世
界
と
区
別
し
て
理
・
感
づ
け
る
た
め
に

は
、
何
か
「
先
行
」
の
条
件
、
珍
い
換
え
れ
ば
「
限
定
の
原
理
」
（
宮
窪
9
鳳
①
o
幽
ぱ
壷
鐙
怠
。
ロ
）
　
が
要
求
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
お

こ
の
「
限
定
の
原
理
」
あ
る
い
は
「
具
体
化
の
原
理
」
が
、
　
「
神
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
先
行
条
件
」
は
『
過
程

　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
『
過
程
と
実
在
』
へ
の
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
九
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一
〇

と
実
在
』
に
お
い
て
、
神
の
「
原
始
的
本
性
」
（
℃
誌
ヨ
。
銭
博
巴
⇔
讐
舞
①
鼠
O
o
鳥
）
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

「
形
而
上
学
的
に
真
な
る
主
張
は
、
神
が
こ
の
創
造
性
（
す
な
わ
ち
世
界
過
程
）
の
原
初
の
一
例
で
あ
り
、
従
っ
て
、
創
造
性
の
活
動
を

規
定
す
る
原
初
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
『
過
程
と
実
在
』
三
四
四
頁
）
。

　
＊
　
最
も
簡
潔
な
叙
述
の
一
つ
と
し
て
は
『
過
程
と
実
在
』
二
四
八
買
。

　
＊
＊
　
こ
れ
ら
の
表
現
は
『
科
学
と
近
代
世
界
』
に
お
い
で
は
じ
め
て
燭
い
ら
れ
た
。
『
科
学
と
近
代
世
界
』
（
「
神
」
に
関
す
る
章
）
。

　
神
に
つ
い
て
の
説
の
最
初
の
表
明
（
『
科
学
と
近
代
世
界
』
に
お
け
る
神
の
論
）
は
、
抽
象
的
可
能
性
の
限
定
の
た
め
に
一
つ
の
「
根

拠
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
要
求
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
『
過
程
と
実
在
』
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
議
論

は
、
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
議
論
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
よ
り
も
遙
か
に
複
雑
な
形
を
と
る
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
的
弓
の
必
要
は
、
最

も
単
純
な
現
実
的
存
在
の
分
析
に
お
い
て
す
で
に
生
ず
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
現
実
的
存
在
の
分
析
を
、
多
く
の
場
合
、
神
を
引
き
合

い
に
出
さ
ず
に
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
常
に
、
そ
う
い
う
分
析
が
一
つ
の
本
質
的
な
点
で
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
了
解
の
下
に
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
不
十
分
さ
は
現
実
的
存
在
の
「
観
念
的
極
」
（
o
o
霞
8
讐
螺
鉱
℃
o
δ
）
に
つ
い
て
著
し
く
現
わ
れ
る
。
自
然
に
お

け
る
心
性
の
こ
の
要
素
は
、
現
実
的
存
在
が
そ
れ
自
身
の
確
定
的
な
感
受
の
形
式
、
す
な
わ
ち
、
実
現
さ
れ
た
或
る
永
遠
的
客
体
、
に
達

す
る
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
念
二
極
は
物
的
極
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
他
か
ら
継
承
さ
れ
た
構
造
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
ま
た
何
か
新
た
な
形
相
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
新
た
な
形
相
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
る
こ
と
も
出
来

る
の
で
あ
る
。
他
か
ら
継
承
し
た
形
梢
、
言
い
換
え
れ
ば
「
観
念
の
う
ち
に
再
現
さ
れ
た
物
的
形
梢
」
の
方
は
さ
て
お
き
、
基
本
的
存
在

論
的
問
題
を
生
む
の
は
、
い
か
に
し
て
新
た
な
形
相
が
出
現
す
る
か
、
と
い
う
問
で
あ
る
。
新
た
な
形
相
は
物
的
極
か
ら
は
生
じ
得
な
い
。

物
的
極
の
内
容
は
世
界
の
過
去
の
歴
史
の
結
果
と
し
て
確
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
心
的
極
が
改
新
の
唯
一
の
源
で
あ
る
筈
で

あ
り
、
あ
る
意
味
で
実
際
そ
う
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
心
的
極
に
お
い
て
起
こ
る
改
新
は
全
く
任
意
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

心
的
極
は
物
的
極
に
多
少
と
も
密
接
に
結
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
的
極
は
心
的
極
を
決
定
す
る
の
で
は
な
い
が
、
常
に



或
る
程
度
条
件
づ
け
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
物
的
極
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
制
限
（
物
的
極
は
心
的
極
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
質

料
」
が
「
形
梢
」
を
条
件
づ
け
る
の
と
似
た
仕
方
で
条
件
づ
け
て
い
る
）
を
認
め
て
も
、
「
新
た
な
」
形
相
、
甘
い
換
え
れ
ば
「
新
た
な
」

永
遠
的
対
象
が
、
心
的
極
に
お
い
て
確
か
に
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
新
た
な
形
相
は
、
心
的
極
に
内
在
し
て
い
る
も

の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
若
し
内
在
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
形
相
は
新
た
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
か
も
、
「
単

な
る
可
能
性
」
と
し
て
「
存
在
す
る
」
（
①
×
あ
酔
）
こ
と
は
、
全
く
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
心
的
極
は
そ
れ
の
改
新
の
働
き
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

た
め
の
一
つ
の
源
泉
を
必
要
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
副
つ
の
原
始
的
本
性
、
あ
る
い
は
「
原
理
」
、
あ
る
い
は
神
、
を
必
要
と
す
る
。

そ
し
て
更
に
、
存
在
す
る
こ
と
は
現
実
的
存
在
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
存
在
論
的
原
理
に
従
い
、
神
も
一
つ
の
現
実
的
存
在
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
過
程
と
実
在
』
の
形
而
上
学
に
は
、
現
実
的
存
在
以
外
に
「
源
泉
」
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
＊
　
『
科
学
と
近
代
世
界
』
に
お
い
て
は
「
限
定
の
原
理
扁
や
「
具
体
化
の
原
理
扁
が
神
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
そ
の
時
分
に
神

　
を
一
つ
の
現
実
的
存
在
と
考
え
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
　
「
実
体
」
と
諸
「
様
態
」
と
の
ス
ピ
ノ
ザ
的
区
別
（
二
五
五
頁
）
は
、
神
が
一
つ
の

　
現
実
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
『
過
程
と
実
在
』
に
お
い
て
も
、
神
は
普
通
の
種
類

　
の
現
実
的
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
私
が
次
に
の
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
最
後
に
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
存
在
の
観
念
的
極
と
神
と
の
関
係
は
、
そ
れ
自
身
観
念
的
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
原
始
的
本
性
に
お
け
る
神
は
、
心
的
な
働
き
を
も
ち
、
世
界
過
程
に
お
い
て
実
現
可
能
な
永
遠
的
客
体
を
、

現
実
へ
の
関
連
を
も
つ
状
態
に
保
つ
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ギ
は
神
の
観
念
的
な
機
能
と
現
実
的
存
在
の
関
係
を
言
い
表
わ
す
の
に
、
永
遠
的

客
体
の
「
等
級
づ
け
ら
れ
た
関
連
」
（
α
q
詩
篇
①
儀
器
｝
Φ
〈
露
8
）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
理
由
は
、
も
ろ
も
ろ
の
永
遠

的
客
体
の
階
層
的
関
係
に
つ
い
て
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
考
え
に
あ
る
。
い
ま
一
つ
の
永
遠
的
客
体
が
或
る
現
実
的
存
在
の
う
ち
に
実
現

さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
他
の
諸
々
の
永
遠
的
客
体
の
多
様
の
全
体
は
、
潜
在
的
な
諸
々
の
可
能
性
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
は
、
実
現
さ
れ
て
い
る
当
の
永
遠
的
客
体
が
、
そ
れ
ら
よ
り
も
一
級
高
い
複
合
性
の
段
階
に
属
す
る
可
能
的
要
素
で
あ
り
、
以
下
同
様
、

　
　
　
　
ホ
ワ
イ
｝
ヘ
ッ
ド
『
過
程
と
実
在
』
へ
の
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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ご
　

と
い
う
意
味
に
お
い
て
等
級
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
結
局
、
永
遠
的
客
体
の
組
み
合
わ
せ
の
全
体
が
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
当
の
実
現
さ
れ
た
永
遠
的
客
体
は
、
現
に
あ
る
も
の
と
あ
り
う
る
も
の
と
の
間
に
、
断
絶
を
つ
け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
現
実

に
対
す
る
関
連
を
等
級
づ
け
て
示
す
階
層
組
織
に
対
す
る
神
の
神
的
直
観
が
、
そ
の
階
履
組
織
を
、
．
コ
具
に
」
現
実
的
関
連
あ
る
も
の
た

ら
し
め
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
神
の
直
観
が
な
け
れ
ば
、
永
遠
的
客
体
の
階
贋
組
織
は
全
く
の
無
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う

と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
主
張
す
る
。
　
「
神
が
な
け
れ
ば
実
現
可
能
な
新
し
さ
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
『
過
程
と
実
在
』

二
四
八
頁
）
。

　
さ
て
、
神
は
現
実
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
説
を
採
用
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
　
「
神
の
本
性
が
二
極
を
も
つ
」
（
『
過
程
と
実
在
』
四

七
頁
）
、
と
主
張
す
る
。
ま
ず
、
神
の
観
念
的
極
は
彼
の
原
始
的
本
性
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
諸
々
の
永
遠
的
客

体
を
現
実
的
存
在
の
世
界
へ
の
関
遮
に
お
い
て
等
級
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
見
る
、
神
の
「
直
観
」
で
あ
る
。
か
く
て
神
は
、
そ
の
心

的
極
に
お
い
て
永
遠
的
客
体
の
全
多
様
を
「
感
受
」
す
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
言
葉
で
言
え
ば
、
コ
々
の
永
遠
的
客
体
は
、
神
の
観

念
的
感
受
の
う
ち
に
入
り
込
ん
だ
」
の
で
あ
る
（
『
過
程
と
実
在
』
三
八
二
頁
）
。
神
は
現
実
的
存
在
の
も
つ
現
実
化
し
た
諸
形
相
な
ら
び
に
、

そ
れ
ら
形
相
と
他
の
す
べ
て
の
形
相
と
の
網
互
関
係
、
を
心
に
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
神
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
チ
マ
イ
オ
ス
篇
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

け
る
「
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
」
の
よ
う
に
、
形
相
の
世
界
を
現
実
の
世
界
に
関
係
づ
け
て
い
る
と
見
ら
れ
う
る
。

　
＊
　
プ
ラ
ト
ン
の
チ
マ
イ
オ
ス
篇
が
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
思
想
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
明
嶽
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
す
で
に
『
自
然
の
概
念
隔
（
一
九

　
〇
〇
年
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
教
え
た
幾
年
も
の
間
ず
っ
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
講
義
に
お
い
て
、
チ
マ
イ
オ
ス

　
篇
は
、
受
講
考
が
読
む
こ
と
を
要
求
き
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
神
を
現
実
的
存
在
と
考
え
る
こ
と
は
、
神
が
心
的
極
と
と
も
に
物
的
極
を
も
も
っ
こ
と
を
要
求
す
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、

神
の
物
的
極
を
「
結
果
的
本
性
」
（
8
湊
①
ρ
器
9
⇒
聖
代
。
○
｛
○
。
餌
）
　
と
名
づ
け
て
い
る
。
神
の
「
結
果
的
本
性
」
は
、
現
実
世
界
が
神

の
本
性
全
体
に
及
ぼ
す
結
果
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
神
の
こ
の
側
面
は
、
神
の
「
原
始
的
本
性
」
と
結
合
せ
ら
れ
て
、
神



の
本
性
の
「
統
こ
（
§
凶
信
）
を
構
成
す
る
。
さ
て
、
こ
の
説
に
よ
り
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
神
が
世
界
過
程
を
受
容
し
、
　
「
経
験
」
す

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
時
間
的
秩
序
に
お
い
て
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
生
成
す
る
も
の
は
、
神
の
原
始
的
本
性
の
う
ち
な
る
永
遠
的
対

象
の
等
級
づ
け
ら
れ
た
関
連
に
対
す
る
、
神
の
観
念
的
な
秩
序
づ
け
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
神
の
「
原
始
的
本
性
」
は
観
念
的
で

あ
り
、
神
の
「
結
果
的
本
性
」
は
、
神
の
原
始
的
観
念
の
上
に
織
り
出
さ
れ
る
神
の
諸
々
の
物
的
感
受
で
あ
る
。

　
＊
　
『
過
程
と
実
在
』
七
九
頁
「
神
は
被
造
物
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、
常
に
具
体
化
の
過
程
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
決
し
て
過
去
の
う
ち
に
は
な
い
が

　
故
に
、
神
は
過
去
か
ら
反
作
用
を
受
け
る
。
こ
の
反
作
用
が
神
の
結
果
的
本
性
で
あ
る
」
。
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さ
て
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
一
々
の
現
実
的
存
在
は
現
実
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
い
て
、
「
価
値
づ
け
」
（
〈
P
一
¢
鑓
識
O
づ
）
の
作
用

に
よ
っ
て
講
説
さ
れ
て
い
る
。
　
一
々
の
現
実
的
存
在
は
、
綴
る
型
の
決
定
的
な
感
受
を
実
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
「
好
み
」
（
鋤
早

く
興
ω
δ
β
）
や
「
忌
避
」
（
窪
く
③
婦
ω
一
〇
降
）
で
あ
り
う
る
が
、
ま
た
、
何
か
更
に
複
雑
な
美
的
感
受
（
．
器
ω
警
②
瓜
。
．
｛
o
呂
茜
）
で
も
あ
り
う
る
。

そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
的
存
在
の
世
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
「
善
」
ま
た
は
「
悪
」
で
あ
り
、
一
々
の
現
実
的
存
在
の
自

己
形
成
的
機
能
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
一
般
に
「
欲
求
」
（
節
b
℃
Φ
馨
δ
質
）
と
い
う
も
の
を
、
も
っ
と
も
単
純

な
現
実
的
存
在
そ
の
も
の
の
う
ち
に
さ
え
も
宿
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
現
在
存
在
す
る
現
実
的
存
在
の
全
体
は
、
す
で
に
成
就
せ
ら

れ
た
も
の
の
一
つ
の
「
秩
序
」
（
神
の
「
結
果
的
本
性
」
）
を
購
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
現
在
の
中
に
、
他
の
可
能
な
価
値
秩
序
の
実
現
の

土
台
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
可
能
な
価
値
秩
序
、
す
な
わ
ち
、
認
る
現
実
的
意
義
を
も
つ
秩
序
、
を

供
給
す
る
も
の
は
、
神
の
観
念
的
本
性
で
あ
る
。
神
の
観
念
的
秩
序
づ
け
の
働
き
は
、
現
存
す
る
価
値
秩
序
と
、
そ
れ
を
す
で
に
前
提
し

た
上
で
今
後
あ
り
う
べ
き
価
値
秩
序
と
の
双
方
を
、
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
例
え
ば
、
宇
宙
に
現
在
支
配
し
て
い
る

空
間
的
時
間
的
秩
序
を
認
め
る
と
、
「
他
の
可
能
的
秩
序
の
あ
る
も
の
は
現
実
的
意
義
を
も
た
ず
」
、
ま
た
あ
る
も
の
は
、
現
実
的
生
起
の

統
一
の
感
受
に
お
い
て
善
い
と
感
ぜ
ら
れ
る
か
悪
い
と
感
ぜ
ら
れ
る
か
は
と
も
か
く
も
、
現
実
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
欲
求

は
、
神
を
、
樵
界
の
創
造
的
事
業
に
加
担
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
『
過
程
と
実
在
』
へ
の
序
甜
読
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
一
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

＊
　
一
九
三
四
年
四
月
（
？
）
の
談
話
。
　
「
よ
り
広
い
経
験
へ
の
傾
向
は
、
秩
序
を
必
要
と
す
る
。
秩
序
の
支
持
者
が
神
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

し
わ
れ
わ
れ
が
支
持
の
カ
を
取
り
去
る
と
、
宇
宙
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
形
の
秩
序
も
必
然
的
で
は
な
い
」
。

も

　
問
題
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
く
る
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
的
存
在
の
説
を
も
と
に
し
て
考
え
て
く
る
と
、
　
『
科
学
と
近
代
世
界
』

に
お
け
る
「
形
稀
々
学
的
神
」
が
、
　
『
過
程
と
実
在
』
に
お
い
て
は
、
一
層
宗
教
的
霊
的
に
か
な
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
理
由
が
は
っ
き

り
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
　
『
過
程
と
実
在
』
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
と
っ
て
は
、
哲
学
は
宗
教
に
導
く
の
で
あ
る
。
　
「
何
故
な

ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
秩
序
の
超
時
間
的
源
泉
か
ら
与
え
ら
れ
る
真
実
な
感
受
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
在
り
方
を
凝
視
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
諸
々
の
宗
教
が
目
指
し
て
い
る
新
生
と
愛
と
の
主
体
的
形
式
に
達
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
『
過
程
と
実
在
』

四
七
頁
）
。
こ
の
妻
事
は
（
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
他
の
文
章
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）
そ
れ
だ
け
で
考
え
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
調
子
を
帯

び
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
宗
教
的
感
情
を
価
値
実
現
の
短
足
上
学
に
関
係
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
形
而
上
学
は
意
識
的
存
在
者
の

感
受
の
う
ち
に
経
験
的
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。

　
尚
そ
の
上
に
無
意
識
な
自
然
の
段
階
に
お
い
て
、
形
相
や
超
時
間
的
秩
序
へ
の
「
誘
い
」
は
、
絶
え
ず
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で

神
は
自
然
を
貫
い
て
働
き
、
具
体
化
の
過
程
に
お
い
て
あ
る
存
在
の
一
々
に
加
担
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
実
的
存
在
は
み
ず
か
ら
の
形

相
に
関
し
て
は
、
神
の
超
時
間
的
秩
序
に
依
存
し
て
お
り
、
他
方
ま
た
そ
れ
の
個
別
的
な
実
現
の
数
々
を
、
神
の
本
性
に
寄
与
す
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
す
べ
て
の
現
実
的
存
在
と
は
神
的
存
在
の
「
中
」
に
存
在
す
る
。
現
実
存
在
の
分
析
が
導
く
結
論
は
こ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
的
神
学
は
一
つ
の
大
切
な
点
で
伝
統
的
な
酉
洋
の
神
学
思
想
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
神
が
善
の
源
泉
で

あ
る
と
同
様
に
悪
の
源
泉
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
相
を
「
直
観
に
描
く
」
（
①
奪
冨
節
σ
Q
①
）
と
こ
ろ
の
、

神
の
観
念
的
本
性
か
ら
し
て
理
解
し
う
る
。
従
っ
て
現
実
的
存
在
の
方
か
ら
言
え
ば
、
完
全
性
を
目
指
す
こ
と
も
不
完
全
性
を
目
指
す
こ

と
も
等
し
く
可
能
な
の
で
あ
る
。
実
現
さ
れ
た
経
験
の
強
度
は
必
ず
し
も
善
の
強
度
で
あ
る
必
要
は
な
い
、
悪
の
強
度
と
．
い
う
も
の
も
存



在
す
る
の
で
あ
る
。
善
と
悪
と
は
、
こ
の
「
世
界
時
代
」
（
①
勺
。
跨
）
に
お
い
て
は
等
し
く
実
在
的
で
あ
る
。
そ
し
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の

形
至
上
学
的
体
系
は
、
善
と
悪
と
が
未
来
の
時
代
に
お
い
て
も
存
在
を
続
け
る
で
あ
ろ
う
と
、
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し

「
最
善
の
世
界
は
善
の
他
の
形
相
を
排
除
す
る
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
更
に
そ
れ
は
悪
の
他
の
形
相
を
も
排
除
す
る
と
、
つ
け
加
え
て
よ

　
　
　
　
　
ぶ

い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
＊
　
一
九
三
七
年
十
月
十
日
の
談
話
。
　
「
神
は
そ
の
原
始
的
本
性
に
お
い
て
、
秩
序
の
源
泉
で
あ
る
と
共
に
無
秩
序
の
源
泉
で
も
あ
る
。
神
は
秩
序
を

　
説
明
す
る
の
に
必
要
で
あ
る
と
岡
様
に
無
秩
序
を
説
明
す
る
の
に
も
必
要
で
あ
る
」
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
『
過
程
と
実
在
』
に
お
け
る
「
馬
鹿
げ
た

　
楽
天
論
」
を
、
　
『
観
念
の
留
険
鰯
に
お
け
る
「
悲
劇
」
の
議
論
に
よ
っ
て
訂
糺
し
よ
う
と
つ
と
め
た
、
と
云
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
哲
学
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
者
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
教
授
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

T］ze　outline（）f　such　a・・articleα5・IPPea7旧5勿71101－e　than　O2Zθ脚nber（ゾ痂5

maga2ine　is　to　be　given　together　xeJith　the　last　instalment　of’　the　article．

Introduetion　to　Whitehead’s　“Process　aRd　Reality”

bi　John　D．　Goheen

Whitehead’s　Process　and　Realitov　stands　as　a　major　work　in　speculative

metaphysics　of　the　20th　century．　The　difficult　conceptual　scheme　which

it　expounds　has　its　origin　in　problems　shared　by　many　philosophers　at　the

beginning　of　the　centurr．　New　developments　in　logic　and　physics　seemed

to　require　fundamental　adjustments　on　the　conception　of　nature．　The

relation　of　theoretical　concepts　to　experience　and　the　place　of　mind　ln　nature

were　equally　prominent　problems．　Besides　these　current　problems　Whitehead

was　stimulated　by　a　rich　scientific　and　philosophical　tradition　both　as　a

source　of　ideas　and　as　a　pQint　of　reference　fer　criticism　and　definition　of

his　own　conceptual　scheme．

　　Central　to　Whitehead’s　thought　is　the　distinetion　between　the　immediacy

of　experience，　its　event－like　charqcter，　unique　and　particular，　and　that　of　the

dis¢riminable　characters　of　experience　which　are　repeatable，　recurrent　forms

or　“eternal　objects”．　These　two　elements　together　with　a　general　principle

o£　relatedness　（“prehension”）　constitute　the　ground　for　Whitehead’s　ontology．

Through　the　elaboration　of　these　distinctions　Whitehead　sought　to　preserve

the　basie　insights　of　both　empiricism　and　rationalism．　This　invo1ved　a

fundamental　revision　of　Humean　phenomenalism　as　well　as　of　the　dualistic

rationalism　inherited　from　Descartes．

　　The　present　essay．　develops　some　of　the　themes　of　Process　and　Reality

particularly　relevant　to　these　issues．
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