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書

評

下
村
寅
太
郎
著
『
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
世
界
』

（
序
言
　
四
頁
、
本
文
　
六
三
六
頁
、
注
お
よ
び
「
あ
と

が
き
」
一
一
頁
、
昭
和
五
十
八
年
。
岩
波
書
店
）

嶺

秀
　
樹

　
本
書
は
（
ヤ
コ
ブ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
つ
い
て
の
）
十
年
に
わ
た
る
研

鑛
が
生
み
出
し
た
総
合
的
研
究
で
あ
る
。
単
に
歴
史
家
や
美
術
史
家
の
み

な
ら
ず
、
「
歴
史
」
と
い
う
事
柄
に
思
索
の
課
題
を
懐
い
出
す
哲
学
者
に

と
っ
て
も
ま
た
重
要
な
こ
の
思
想
家
へ
の
、
よ
き
手
引
き
と
な
る
労
作
で

あ
る
。
内
容
は
、
序
章
「
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
像
再
構
成
の
一
つ
の
試
み
」
、

第
一
章
「
美
術
史
家
」
、
第
二
章
「
文
化
史
家
」
、
第
三
章
「
歴
史
哲
学
者
」

か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
構
成
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
著
者
は
、
ブ
ル
、

ク
ハ
ル
ト
を
歴
史
家
と
み
な
し
副
次
的
に
美
術
史
家
と
み
な
す
一
般
的
常

識
と
は
異
な
り
、
彼
の
全
体
像
を
ば
「
美
術
史
家
・
文
化
史
家
・
歴
史
哲

学
者
」
の
三
半
薗
の
密
接
な
内
面
的
連
関
の
解
明
を
通
し
て
浮
き
彫
り
に

し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
の
全
体
性
に
於
て
初
め
て
、
彼
の
美
術
史
・

文
化
史
・
世
界
史
の
独
自
性
も
理
解
さ
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
序

章
に
於
て
は
、
か
な
り
詳
し
い
伝
記
の
中
で
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
人
間
像
が

描
き
出
さ
れ
、
特
に
ペ
ル
リ
ソ
遊
学
蒋
代
の
恩
師
に
し
て
友
人
で
あ
る
美

術
史
家
F
・
ク
ー
グ
ラ
ー
と
の
出
会
い
及
び
彼
か
ら
の
影
響
、
ラ
ン
ケ
と

の
否
定
的
関
係
等
の
叙
述
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
を
理
解
す
る
助
け

と
な
ろ
う
。
本
章
に
入
っ
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
著
作
全
体
に
わ
た
っ
て

詳
細
な
紹
介
が
な
さ
れ
、
と
り
わ
け
一
般
に
は
通
読
さ
れ
る
こ
と
の
稀
な

大
著
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
の
叙
述
や
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
史
観
の
理
解
に

と
っ
て
決
定
的
な
『
世
界
史
的
考
察
』
の
叙
述
は
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。

し
か
し
な
ん
と
い
っ
て
も
本
書
の
特
色
（
著
者
が
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
像
を
再

構
成
す
る
視
点
）
は
、
彼
の
最
後
の
作
贔
で
あ
る
『
ル
：
ベ
ソ
ス
回
想
』

に
注
目
し
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
労
作
全
体
を
こ
の
遺
作
に
収
訂
す
る
過
程

に
於
て
理
解
し
、
そ
の
統
一
性
と
完
結
性
を
際
転
た
せ
よ
う
と
す
る
試
み

に
あ
る
。
著
者
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
ル
ー
ペ
ン
ス
と
の
撮
会
い
の
内
に
、

彼
の
美
術
史
・
文
化
史
・
歴
史
哲
学
の
根
底
を
な
す
「
歴
史
」
の
思
想
が

具
体
的
な
形
で
現
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
い
か
な
る

美
術
史
家
で
あ
っ
た
か
が
示
さ
れ
得
る
と
共
に
、
『
世
界
史
的
考
察
』
に

於
け
る
歴
史
的
研
究
の
理
論
的
反
省
の
全
体
が
よ
り
萌
確
に
理
解
さ
れ
得

る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
沿
い
、
筆
者
も
亦

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
ル
ー
ペ
ン
ス
問
題
と
『
世
界
史
的
考
察
』
に
於
け
る
歴

史
哲
学
と
に
観
点
を
し
ぼ
っ
て
、
本
書
を
紹
介
し
批
評
し
た
い
。
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著
者
は
、
ま
ず
『
ル
ー
ペ
ン
ス
回
想
』
が
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
最
後
の
著

作
で
あ
り
、
「
遺
書
」
の
意
味
を
持
つ
理
由
を
問
題
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

何
故
に
特
に
ル
！
ベ
ソ
ス
が
選
ば
れ
た
の
か
、
又
そ
れ
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

に
お
け
る
美
術
史
並
び
に
文
化
史
の
理
念
と
方
法
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な

係
わ
り
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
。
こ
の
問
に
対
す
る
答
は
、

端
的
に
言
っ
て
、
画
家
ル
ー
ベ
ソ
ス
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
意
味
で
「
歴
史

家
」
で
あ
り
、
ル
ー
ペ
ン
ス
が
芸
術
家
と
し
て
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
上
に
果
し

た
も
の
に
於
て
、
ま
さ
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
歴
史
家
と
し
て
果
そ
う
と
し

た
歴
史
的
叙
述
の
理
念
の
そ
の
実
現
が
見
い
出
さ
れ
る
と
い
う
所
に
成
り

立
つ
。
つ
ま
り
普
遍
的
な
も
の
の
証
言
を
そ
の
中
に
認
め
得
る
限
り
に
於

て
個
別
的
な
も
の
の
意
義
を
認
め
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
、
ル
ー
ペ

ン
ス
は
そ
の
時
代
の
証
人
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
普
遍
的
な
世
界
史

的
性
格
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ル
ー
ペ
ン
ス
は
、
瞬
間
的
な
も

の
を
完
全
に
支
配
し
、
歴
史
的
な
も
の
を
力
強
い
瞬
問
的
運
動
に
於
て
強

烈
に
劇
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
長
け
た
バ
ロ
ッ
ク
の
巨
匠
で
あ
る
。
彼
は

過
程
と
し
て
の
歴
史
を
い
わ
ば
決
定
的
瞬
間
に
凝
縮
・
結
晶
せ
し
め
て
形

像
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
教
、
伝
説
、
神
話
、
叙
事
詩
、
歴
史
、
肖

嫌
、
自
己
の
生
活
圏
等
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
・
動
態
に

於
て
描
き
出
し
た
。
か
く
し
て
、
ル
ー
ペ
ン
ス
の
絵
の
中
に
は
「
世
界
」

が
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
彼
の
芸
術
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

の
歴
史
叙
述
が
あ
る
特
殊
な
事
実
あ
る
い
は
あ
る
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

叙
述
し
な
が
ら
人
物
の
全
体
を
い
き
い
き
と
表
現
し
具
体
化
せ
し
め
て
い

書

評

る
独
自
な
手
法
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
歴
史
を
像
と

し
て
形
成
す
る
こ
と
を
歴
史
家
の
理
想
と
す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
、

ル
ー
ペ
ン
ス
は
、
そ
れ
故
に
そ
の
模
範
的
実
現
で
あ
っ
た
。
ル
ー
ペ
ン
ス

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
千
年
の
美
術
史
を
通
じ
て
そ
れ
の
根
底
を
な
し
た
創
造

的
形
成
の
理
念
の
実
例
で
あ
り
、
彼
に
於
て
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
イ
タ
リ
ア

・
ル
ネ
サ
ン
ス
と
の
、
北
方
と
南
方
と
の
綜
合
が
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
化
の
伝
統
的
理
念
の
実
現
と
そ
の
「
連
続
性
」
が
認
め
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
ル
ー
ペ
ン
ス
を
通
し
て
「
世
界
史
」
の
鼻
腔
幌

　
　
ヘ
　
　
　
へ

性
を
直
観
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
際
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
ル
ー
ペ
ン
ス
の
象
徴
的
・
寓
意
的
な
蓑
現

法
に
注
目
し
、
そ
の
芸
術
的
意
味
を
強
調
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
ル
ー

ペ
ン
ス
の
「
歴
史
画
」
が
単
に
偶
然
的
な
現
実
的
事
実
を
描
く
歴
史
画
と

区
別
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ル
ー
ペ
ン
ス
は
象
徴
や
寓
意
に
よ
っ
て
、
瞬

間
の
像
の
中
に
、
偶
然
的
な
光
景
を
超
え
た
普
遍
的
な
も
の
、
理
想
的
な

も
の
を
表
現
す
る
。
科
学
的
思
惟
の
支
配
す
る
現
代
に
於
て
は
、
専
ら
客

観
的
事
実
性
が
追
求
さ
れ
る
反
面
、
象
徴
や
寓
意
に
対
す
る
感
受
性
が
失

な
わ
れ
、
普
遍
的
な
も
の
と
は
た
だ
悟
性
的
知
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る

抽
象
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
現
代
の

こ
の
よ
う
な
も
の
の
見
方
、
世
界
と
の
係
わ
り
方
に
批
判
の
目
を
向
け
、

む
し
ろ
古
代
芸
術
か
ら
伝
承
の
象
徴
や
寓
意
に
於
て
直
観
さ
れ
想
像
さ
れ

る
具
体
的
普
遍
の
中
に
、
推
移
す
る
生
の
形
象
の
歴
史
的
本
質
を
直
観
す

る
可
能
性
を
見
い
出
し
た
。
か
く
し
て
ル
ー
ペ
ン
ス
の
芸
術
に
は
、
ま
さ

に
ギ
リ
シ
ア
入
の
直
観
的
神
話
的
思
惟
に
直
結
す
る
も
の
が
あ
る
。
歴
史

的
事
実
か
ら
自
由
に
な
り
、
象
徴
的
寓
意
的
表
現
法
で
も
っ
て
理
想
的
形

一
〇
一
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象
界
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
「
偉
大
な
歴
史
の
語
り
手
」
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
ピ
ッ
テ
ィ
画
廊
の
ル
ー
ベ
ソ
ス
の
絵
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と

ナ
ウ
シ
カ
」
に
つ
い
て
の
叙
述
（
そ
れ
は
『
ル
ー
ベ
ソ
ス
回
想
』
の
ま
と

め
と
も
言
え
る
）
に
触
れ
、
次
の
よ
う
な
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
印
象
深
い
最

後
の
言
葉
に
注
目
す
る
。
「
か
く
し
て
彼
ら
は
相
会
す
る
の
で
あ
る
。
イ

ナ
ニ
ア
生
れ
の
者
と
ブ
ラ
バ
ン
ド
生
れ
の
者
、
我
々
の
古
い
地
球
が
今
日

ま
で
背
負
っ
た
最
も
偉
大
な
二
人
の
物
語
者
、
ホ
メ
ロ
ス
と
ル
ー
ペ
ン
ス

と
が
。
」
（
一
四
五
頁
）

　
古
代
と
近
代
の
語
り
手
が
突
如
と
し
て
出
会
い
、
古
代
史
と
近
代
史
が

一
つ
の
絵
に
於
て
つ
な
が
る
と
い
う
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
は
、
奇
異
に

響
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
蜜
蝋
は
、
こ
こ
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
独
自

な
芸
術
観
、
す
な
わ
ち
美
術
史
と
文
化
史
と
の
融
合
を
認
め
、
芸
術
的
考

察
と
歴
史
的
考
察
と
の
一
体
化
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に

と
っ
て
は
、
形
象
を
与
え
る
直
観
が
自
由
な
精
神
的
活
動
の
最
高
の
あ
り

方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
偉
大
な
芸
術
作
品
の
中
に
こ
そ
、
他
の
何
も
の

に
も
ま
し
て
時
代
の
意
味
深
き
歴
史
的
自
己
表
現
が
細
い
出
さ
れ
る
と
さ

れ
、
ま
た
美
術
的
考
察
の
中
に
は
単
に
事
実
の
記
述
的
歴
史
以
上
の
高
次

の
歴
史
と
い
う
理
念
が
存
す
る
と
さ
れ
る
。
ル
ー
ペ
ン
ス
の
芸
術
的
創
造

に
於
て
、
ホ
メ
ロ
ス
を
代
表
と
す
る
古
代
精
神
が
新
し
い
生
命
を
与
え
ら

れ
、
時
間
疑
問
を
超
え
た
文
化
の
連
続
性
、
文
化
の
更
新
的
再
生
の
可
能

性
が
証
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
繰
り
返
す
も
の
、
恒
常
的
な
も
の
、

類
型
的
な
も
の
」
に
焦
点
を
置
き
、
世
界
史
的
な
連
続
性
の
直
観
的
な
掴

握
を
目
指
す
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
文
化
史
も
、
以
上
の
よ
う
に
文
化
の
体
系

一
〇
二

に
於
て
芸
術
の
特
別
な
意
義
を
認
め
る
思
想
を
予
想
し
、
指
導
契
機
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
歴
史
家
と
し
て
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
こ
の
よ
う
な
本
質
的
あ

り
方
を
次
の
言
葉
で
も
っ
て
跡
押
し
て
い
る
。
「
彼
の
芸
術
へ
の
関
与
は
、

現
実
的
出
来
事
か
ら
の
逃
避
で
な
く
、
出
来
事
の
無
常
性
を
も
認
識
す
る

た
め
の
秀
れ
た
道
で
あ
っ
た
。
単
に
出
来
事
の
年
代
記
的
記
述
か
ら
区
別

さ
れ
た
歴
史
そ
の
も
の
は
《
①
ぎ
ω
。
聖
日
℃
芭
》
で
あ
る
。
そ
れ
の
真
の

意
味
－
・
一
そ
れ
の
理
想
的
意
味
は
、
も
は
や
時
代
史
の
中
に
は
存
し
な
い
。

寧
ろ
歴
史
の
課
題
は
単
な
る
生
起
と
し
て
の
時
代
か
ら
の
解
放
に
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
利
己
的
見
地
に
よ
っ
て
濁
ら
さ
れ
な
い
領
域
に
帰
り
、

『
遠
く
か
ら
の
静
か
な
観
察
』
、
我
々
に
対
し
て
『
第
二
の
存
在
』
を
暗
示

す
る
芸
術
の
観
察
と
同
じ
こ
と
が
歴
史
的
考
察
に
要
求
さ
れ
る
。
」
（
一
五

八
頁
）

二

　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
『
世
界
史
的
考
察
』
を
取
り
上
げ
た
第
三
章
は
、
本

書
全
体
が
そ
こ
に
集
約
さ
れ
る
頂
点
で
あ
る
。
著
表
は
こ
こ
で
ま
ず
第
一

に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
代
蓑
と
す
る
歴
史
哲
学
に
対
す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
対

決
の
、
そ
し
て
ラ
ン
ケ
の
「
政
治
史
」
に
対
す
る
彼
の
「
文
化
史
」
の
そ

の
特
徴
づ
け
を
行
な
う
。
そ
し
て
次
に
彼
の
世
界
史
の
構
造
を
テ
キ
ス
ト

に
沿
っ
て
叙
述
し
た
後
に
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
像
を
可
能
に
す
る

「
直
観
」
の
概
念
を
考
察
し
、
最
後
に
世
界
史
の
理
念
、
即
ち
歴
史
の

「
連
続
性
」
の
問
題
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
世
界
史
像
と

ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
意
味
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
面
争
も
重
要
な
点
は
、
歴
史



983

哲
学
を
否
定
す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
、
神
学
的
形
而
上
学
的
原
理
を
前
提

す
る
こ
な
く
、
0
い
か
に
し
て
「
世
界
史
の
理
念
」
に
到
達
す
る
の
か
、

そ
し
て
世
界
史
の
統
一
性
を
「
伝
統
の
連
続
性
」
に
全
て
認
識
す
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
ど
の
よ
う
な
文
化
・
芸
術
の
経
験
に
基

づ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
哲
学
批
判
は
歴
史
認
識
の
単
な
る
方

法
論
的
反
省
に
依
拠
し
た
経
験
主
義
的
な
主
張
で
は
な
く
、
よ
り
深
い
動

機
、
即
ち
宗
教
的
形
而
上
学
的
立
場
か
ら
独
立
な
近
代
的
人
間
の
立
場
、

つ
ま
り
専
ら
人
間
的
生
に
対
す
る
関
心
に
基
づ
く
も
の
と
見
倣
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
忍
耐
し
努
力
し
行
動
す
る
人
間
」
の
立
場
と
は
、
皮
相

な
形
而
上
学
否
定
や
近
代
の
人
間
肯
定
の
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
歴
史
に

於
け
る
人
間
を
「
目
的
」
か
ら
解
放
し
、
自
由
な
存
在
と
す
る
こ
と
か
ら

由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
暫
学
の
目
的
論
（
例
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、

「
意
識
に
於
け
る
自
由
の
進
歩
」
の
中
に
歴
史
の
発
展
を
認
め
、
過
去
か

ら
現
在
に
至
る
歴
史
の
発
展
を
精
神
の
自
己
忍
男
か
ら
規
定
す
る
立
場
）

や
楽
観
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
弁
神
論
の
形
而
上
学
的
前
提
を
放
棄
し
て
、

こ
の
立
場
は
、
歴
史
に
覧
て
、
た
だ
「
繰
り
返
す
も
の
、
恒
常
的
な
も
の
、

類
型
的
な
も
の
」
の
み
を
求
め
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
、
歴
史
を

ク
ロ
ノ
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
に
時
間
的
継
起
的
過
程
と
み
る
こ
と
は
、
過
虫
を

現
代
に
対
立
せ
し
め
つ
つ
、
過
去
を
現
代
の
前
段
階
、
現
代
を
過
虫
か
ら

発
展
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
の
意
味
を
、
我
々
の

現
代
に
対
す
る
意
味
か
ら
規
定
し
よ
う
と
す
る
隠
れ
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
立

場
で
あ
ろ
う
。
又
歴
史
の
「
進
歩
」
と
い
う
通
常
の
想
念
も
、
す
べ
て
が

「
業
務
」
と
な
り
、
科
学
技
術
の
進
歩
が
頽
廃
を
も
た
ら
し
、
営
利
追
求

書

評

の
拡
大
が
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
現
代
の
状
況
を
見
れ
ば
、
全
く
疑

し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
現
代
観
察
か
ら
す
れ

ば
、
貧
困
空
疎
な
現
代
文
化
を
発
展
し
進
歩
し
た
も
の
と
し
て
過
去
に
対

立
さ
せ
る
こ
と
は
笑
止
な
借
越
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
観
に
関
し
て
重
要
な
第
二
の
点
は
、
「
政
治
史
」

に
対
す
る
「
文
化
史
」
の
概
念
の
提
唱
で
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
学
の
内
で

政
治
史
と
文
化
史
の
分
野
を
区
分
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
歴
史
の
本
質
に

つ
い
て
の
見
解
の
根
本
的
相
違
を
意
味
す
る
。
国
家
を
普
遍
者
の
個
体
と

し
精
神
的
実
体
と
見
倣
す
ラ
ン
ケ
に
と
っ
て
は
、
国
家
は
世
界
史
の
核
心

で
あ
り
、
政
治
史
が
根
幹
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
国

家
を
暴
力
の
体
系
と
し
、
国
家
の
中
に
人
間
の
歴
史
を
認
め
る
こ
と
を
振

否
す
る
。
国
家
は
累
。
紳
ぎ
。
。
蜂
9
、
つ
ま
り
暫
定
制
度
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
健
全
で
あ
る
、
こ
れ
に
紺
し
「
自
発
的
に
起
り
、
何
ら
普
遍
的
或
は

強
制
的
妥
当
を
要
求
し
な
い
精
神
の
展
開
の
全
体
」
と
し
て
の
文
化
に
こ

そ
歴
史
の
本
質
が
悪
い
出
さ
れ
る
と
彼
は
主
張
す
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、

自
発
性
に
基
づ
く
文
化
を
、
固
定
的
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
本
性
と
し
権
力

に
よ
っ
て
自
己
を
保
持
す
る
と
こ
ろ
の
国
察
と
宗
教
に
対
立
さ
せ
、
こ
の

三
つ
の
「
ポ
テ
ン
ツ
」
の
相
互
的
制
約
の
関
係
に
於
て
、
世
界
史
の
多
様

な
力
学
的
構
造
を
直
観
化
し
、
形
像
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
的
思
惟
が
「
直
観
」
か
ら
出
発
す
る

こ
と
に
繰
り
返
し
留
意
し
て
い
る
。
こ
の
直
観
は
決
し
て
単
な
る
形
像
を

直
観
す
る
と
い
っ
た
素
朴
な
も
の
で
は
な
く
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
美
術
史
・

文
化
史
の
本
質
を
規
定
し
制
約
す
る
も
の
と
し
て
、
能
動
的
直
観
で
あ

り
、
像
を
形
成
す
る
よ
う
な
直
観
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
り
深
く
理
解

一
〇
三



984

哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
九
号

す
る
た
め
に
、
著
者
は
『
世
界
史
的
考
察
』
に
於
て
芸
術
と
歴
史
的
現
実

と
の
関
係
に
つ
い
て
養
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
彼
が

芸
術
に
於
て
時
代
の
証
言
を
見
る
時
、
芸
術
の
時
間
的
晴
代
的
な
制
約
を

問
題
と
し
た
の
で
は
な
い
。
「
そ
の
暗
そ
の
時
の
永
遠
者
」
と
い
う
一
見

逆
説
的
な
蓑
現
に
よ
く
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
如
く
、
芸
術
の
本
質
は
、
あ

る
暗
あ
る
所
で
、
あ
る
個
人
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
よ
う
な
普
遍
的
な
る

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
芸
術
の
永
続
性
と
は
、
保
存
さ
れ
持
続
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
舞
踏
・
詠
調
・
行
列
・
祭
礼
の
如
く
、
そ
の
時
に
見
る
こ
と

舞
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
現
出
》
氏
汁
葺
け
す
る
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
作
品

や
芸
術
過
程
は
、
一
回
的
な
仕
方
で
表
現
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
他
の
時

代
や
他
の
場
所
で
も
発
言
で
き
る
故
に
不
滅
的
で
あ
り
、
そ
の
時
代
の
証

言
で
あ
る
と
共
に
、
時
代
を
異
に
す
る
我
々
に
も
直
接
的
に
呼
び
か
け
て

く
る
。
歴
史
的
な
騰
り
を
人
聞
の
近
傍
に
も
た
ら
し
直
接
に
関
連
せ
し
め

る
芸
術
は
、
我
々
を
現
代
か
ら
解
放
し
霊
感
を
与
え
精
神
を
統
一
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
言
う
直
観
は
、
こ
の
よ
う
な
芸
術
解
釈
に

相
応
す
る
。
そ
れ
は
、
過
芸
を
記
憶
し
つ
つ
現
在
を
更
新
し
未
来
に
対
し

て
は
開
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
芸
術
の
三
次
元
的
地
平
の
如
く
、
真
の
意

味
で
歴
史
的
で
あ
り
、
所
謂
歴
史
的
研
究
に
於
て
前
提
さ
れ
て
い
る
・
過

去
か
ら
現
在
へ
と
い
う
よ
う
に
水
平
化
さ
れ
た
時
の
一
次
元
性
と
は
区
溺

さ
れ
る
。
歴
史
的
実
証
主
義
・
解
釈
学
・
歴
史
理
論
の
企
図
す
る
歴
史
的

研
究
は
、
極
言
す
れ
ば
過
去
を
単
に
過
去
と
し
て
加
工
し
貯
蔵
す
る
こ
と

に
帰
し
、
単
に
間
接
的
に
教
養
の
素
材
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う

に
著
者
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
言
う
所
の
、
直
観
に
よ
る
芸
術
の
享
受
の
内

に
、
単
な
る
美
的
享
受
や
時
代
か
ら
の
逃
避
と
は
全
く
別
な
現
代
に
対
す

一
〇
四

る
実
践
的
意
義
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
Q
芸
術
に
於
い
て
こ
の
よ
う
に

自
ら
見
、
聞
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
他
者
を
時
問
・
空

間
を
超
え
て
こ
れ
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
現
代

の
世
界
へ
の
係
わ
り
方
の
一
面
性
を
矯
正
し
、
現
代
の
危
機
に
立
ち
向
う

可
能
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
「
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
過
去
の
文
化
的
証
言

と
交
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
促
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
単
な
る
美
的
享

受
で
は
な
く
、
近
代
の
欠
陥
状
態
を
『
成
長
』
と
混
同
し
た
り
、
無
限
の

営
利
、
安
全
、
交
通
の
追
求
に
よ
っ
て
『
人
間
存
在
』
を
『
事
務
』
と
し

て
い
る
我
々
を
、
更
に
、
こ
の
抑
圧
に
対
し
て
無
力
な
我
々
を
、
解
放
し
、

調
整
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
五
七
二
頁
）

　
残
さ
れ
た
一
つ
の
大
き
な
問
題
は
、
「
世
界
史
」
の
問
題
で
あ
る
。
世

界
史
は
単
な
る
民
族
史
や
聖
代
更
の
総
和
で
は
な
く
、
こ
れ
を
超
え
た
人

類
の
歴
史
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
「
統
一
原
理
」
と
「
意
味
」
と
が
問
わ
れ

る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
哲
学
否
定
は
、
直
接
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史

哲
学
の
故
に
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
お
よ
そ
哲
学
的
概

念
的
に
思
惟
す
る
こ
と
を
回
避
し
、
常
に
「
哲
学
的
」
に
な
る
こ
と
を
抑

制
し
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
著
者
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
い
う
「
世
界

史
」
が
、
す
で
に
一
つ
の
「
歴
史
哲
学
」
を
予
想
し
、
本
来
哲
学
的
な
問

題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
も
そ
も
「
世
界
史
」
と
い
う
概
念
が
本

来
宗
教
的
あ
る
い
は
形
而
上
学
的
な
問
題
で
あ
り
、
特
に
世
界
史
に
於
け

る
「
発
展
」
の
思
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
、
と
り
わ
け
そ
の
終
末
論
と
密

接
に
連
関
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
の
発
展
の
理

念
と
徹
底
的
に
対
決
し
、
こ
れ
を
排
除
し
て
世
界
史
を
理
解
し
よ
う
と
し

た
。
し
か
し
何
ら
か
の
哲
学
的
理
念
を
想
定
せ
ず
、
又
歴
史
を
言
葉
的
な
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繊
来
事
の
物
語
と
し
な
い
で
、
横
断
的
に
「
体
系
的
」
に
考
察
す
る
ブ
ル

ク
ハ
ル
ト
の
立
場
か
ら
は
、
い
か
に
し
て
世
界
史
の
統
一
性
が
問
題
と
な

り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
著
者
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
「
精
神
は
変

転
す
る
が
死
滅
し
な
い
」
と
い
う
根
本
テ
ー
ゼ
を
取
り
上
げ
る
。
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
は
も
ち
ろ
ん
歴
史
的
事
実
に
精
神
的
側
面
を
認
め
、
自
然
的
出
来

事
か
ら
区
別
さ
れ
た
歴
史
を
「
精
神
の
連
続
体
」
と
見
倣
し
て
い
る
。
し

か
し
彼
の
言
う
「
精
神
」
は
、
確
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
世
界
精
神
」
に
つ

な
が
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
「
理
性
的
精
神
」
で
は
な
く
、
又
シ
ョ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ぐ
ら

ベ
ソ
ハ
ウ
エ
ル
的
な
盲
目
の
意
志
で
も
な
く
、
「
土
竜
」
と
し
て
働
く
精

神
、
忍
苦
し
努
力
す
る
人
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
の
連
続
性
の
中

に
の
み
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
統
一
的
な
世
界
史
の
可
能
性
を
求
め
、
歴
史
の

過
程
に
於
け
る
不
断
の
危
機
、
つ
ま
り
没
落
す
る
不
安
に
対
し
て
、
伝
統

の
違
続
性
を
保
持
す
る
努
力
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
歴
史
の
発

展
を
否
認
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
た
だ
ち
に
歴
史
を
停
滞
し
て
い
る
も
の

と
見
徴
し
無
意
味
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
言
う
世
界
史
の
連
続
性
と
は
単
な
る
時

間
的
連
続
性
で
は
な
い
。
著
者
は
、
こ
の
連
続
性
の
概
念
が
、
ブ
ル
ク
ハ

ル
ト
の
芸
術
作
品
に
於
け
る
連
続
性
の
経
験
に
依
拠
す
る
こ
と
を
何
度
も

強
調
し
て
い
る
。
「
こ
の
連
続
性
は
、
過
去
と
現
在
が
そ
れ
に
於
て
同
時

に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
に
於
て
永
遠
の
場
で
あ
る
。
芸
術
作
品
は
創
造

と
し
て
歴
史
の
中
に
於
て
成
立
し
な
が
ら
歴
史
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

過
去
と
現
在
を
直
接
に
連
続
せ
し
め
る
。
」
（
六
〇
四
頁
）
こ
の
よ
う
に
芸

術
的
経
験
に
基
づ
き
、
歴
史
を
時
間
的
な
出
来
事
に
鋳
て
で
は
な
く
、
非

蒔
問
的
な
文
化
に
於
て
体
系
的
に
考
察
す
る
の
が
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
文
化

審

評

史
の
方
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
認
識
す
る
精
神
と
認
識
さ
れ
る
精
神
と

の
出
会
い
と
い
う
「
歴
史
的
生
の
連
続
性
」
の
場
所
を
開
く
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
史
学
の
本
質
を
次
の
如
く
綜
賦
し
て
い
る
。
「
精

神
的
連
続
性
は
我
々
の
外
に
そ
れ
自
身
に
填
て
存
在
す
る
客
観
的
な
存
在

で
は
な
い
。
そ
れ
は
常
に
意
識
さ
れ
内
面
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
成
立
す
る
。
歴
史
は
事
実
の
単
な
る
蓄
積
で
あ
る
『
記
憶
』
O
o
象
。
導
・

蝕
ω
に
於
て
で
は
な
く
、
内
面
化
津
冒
ロ
。
毎
ロ
σ
q
に
於
て
成
立
す
る
。
過

去
を
自
己
に
関
係
づ
け
る
こ
と
、
過
去
に
向
っ
て
の
自
己
の
存
在
の
拡
張

で
あ
る
。
轡
虫
の
現
在
化
と
し
て
の
内
薗
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
に
よ

る
過
去
の
再
生
で
あ
る
。
精
神
的
連
続
性
が
こ
れ
に
去
て
成
立
す
る
。
歴

史
の
連
続
性
と
は
精
神
的
内
面
化
の
連
続
性
で
あ
る
。
連
続
性
の
内
面
化

こ
そ
歴
史
家
の
本
来
の
仕
事
で
あ
る
。
」
（
六
〇
七
頁
）

　
著
者
は
、
本
論
の
最
後
に
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
ペ
シ
ミ
ス
ト
と
し
て
の

あ
り
方
に
光
を
あ
て
る
。
彼
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
由
来
は
決
し
て
個
人
的
経

験
や
性
格
や
シ
ョ
ー
ペ
ソ
ハ
ウ
エ
ル
の
哲
学
の
官
公
と
い
っ
た
も
の
に
求

め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
又
そ
れ
は
時
代
の
現
実
的
状
況
に
対
す
る
反

応
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
歴
史
経
験
（
特
に
ギ
リ
シ

ア
史
的
体
験
）
に
由
来
す
る
積
極
的
な
、
実
践
的
・
倫
理
的
な
生
活
理
念

と
見
敬
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
歴
史
と
は
、

ギ
リ
シ
ア
の
黄
金
豊
代
に
煮
て
も
決
し
て
楽
園
で
は
な
く
地
獄
で
あ
っ
た
。

彼
は
歴
史
の
地
獄
の
底
に
降
り
て
ゆ
き
、
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て

人
間
の
精
神
の
苦
闘
を
省
察
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
修
道
士
の

如
く
世
俗
生
活
を
断
念
す
る
こ
と
に
於
て
自
足
し
、
そ
こ
で
初
め
て
地
獄

の
中
に
幸
運
に
も
存
在
す
る
芸
術
の
天
国
を
細
い
出
す
。
『
イ
タ
リ
ア
・

一
〇
五
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ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
』
に
せ
よ
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
に
せ
よ
、
決
し
て

美
的
享
受
の
讃
美
の
書
で
は
な
く
、
「
地
獄
に
於
て
花
咲
く
文
化
を
認
識

す
る
認
識
の
書
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
言
う
歴
史

へ
の
沈
潜
は
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
解
放
で
あ
り
、
人
間
の
一
回
限
り
の
創
造

行
為
に
触
れ
、
一
回
限
り
の
精
神
の
普
遍
性
に
参
入
す
る
教
養
に
於
て
自

由
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
「
幸
と
不
幸
の
す
べ
て
を
忘
れ
て
、
こ
の
認
識

へ
の
憧
れ
に
の
み
生
き
続
け
る
」
と
い
う
『
世
界
史
的
考
察
』
の
最
後
の

言
葉
に
は
、
彼
の
歴
史
認
識
を
通
し
て
の
「
強
さ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」
の
究

極
的
信
条
が
よ
く
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

三

　
上
述
の
簡
単
な
紹
介
は
、
本
書
の
中
の
、
主
要
と
思
わ
れ
る
ほ
ん
の
一

部
分
を
取
り
上
げ
た
の
み
で
、
六
〇
〇
ペ
ー
ジ
以
上
に
わ
た
る
大
著
に
散

見
さ
れ
る
様
々
な
す
ぐ
れ
た
洞
察
を
蔽
う
べ
く
も
な
い
。
経
済
と
政
治
が

す
べ
て
で
あ
り
、
生
き
残
る
こ
と
が
最
大
の
関
心
と
な
っ
て
、
そ
の
確
保

の
条
件
・
手
段
を
求
め
る
こ
と
が
自
己
目
的
に
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な

観
を
呈
す
る
現
代
文
明
に
強
烈
な
批
判
の
目
を
向
け
、
生
き
た
精
神
が
苦

闘
す
る
歴
史
的
文
化
に
沈
潜
す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
世
界
を
、
著
者
は
み

ご
と
に
再
構
成
し
、
我
々
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
を
見
直
す
よ
き
契
機
を
与
え

て
く
れ
た
と
思
う
。

　
こ
こ
で
最
後
に
筆
者
の
批
評
を
加
え
て
お
き
た
い
。
一
つ
の
重
要
な
問

題
（
お
そ
ら
く
本
書
に
於
け
る
著
者
の
最
大
の
関
心
事
の
一
つ
）
は
、
芸

術
経
験
に
依
拠
し
て
の
、
世
界
史
の
連
続
性
の
問
題
で
あ
る
。
精
神
の
連

続
性
は
歴
史
認
識
に
於
け
る
認
識
す
る
現
在
と
認
識
さ
れ
る
過
去
と
の
出

一
〇
六

会
い
に
於
て
成
立
す
る
が
、
著
者
も
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
如
く
、
そ
れ

が
単
な
る
時
問
的
な
連
続
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者

が
芸
術
経
験
を
基
に
し
て
歴
史
の
連
続
性
を
、
過
去
と
現
在
を
直
接
的
に

運
痩
せ
し
め
る
「
同
蒋
存
在
」
あ
る
い
は
「
永
遠
の
場
」
と
論
定
す
る
時
、

現
在
の
、
す
で
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
の
過
虫
か
ら
の
断
絶
面
が
背
景
に

退
い
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
芸
術
経
験
の
そ
の
蒋
そ
の
時
の
永
遠
性
と

は
、
過
去
と
現
在
が
問
時
に
存
在
す
る
場
所
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
時
そ

の
時
の
「
瞬
間
」
と
し
て
、
他
の
時
と
全
く
断
絶
し
、
絶
対
的
に
固
有
な

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
の
と
し
て
歴
史
的
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
疎
遠
な
過
宏
を

認
識
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
現
在
と
過
虫
の
異
質
性
を
強
調
す
る
。
そ
れ

故
に
、
我
々
は
現
在
の
関
心
か
ら
遠
い
過
去
の
素
材
を
扱
う
際
に
、
始
め

は
「
退
屈
」
を
感
じ
、
そ
れ
を
克
服
す
る
の
に
努
力
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
現
在
と
は
異
な
る
過
去
へ
自
己
を
開
く
た
め
に
は
、
自
己
の
現
在

の
主
観
的
関
心
を
除
去
し
、
疎
遠
な
も
の
を
疎
遠
な
も
の
と
し
て
受
け
入

れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
過
去
の
疎
遠
な
も
の
を
思
惟
す
る
た
め
に
は
、

現
在
の
我
々
の
、
我
々
に
と
っ
て
は
自
明
な
地
平
を
思
惟
し
直
す
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
決
し
て
疎
遠
な
も
の
を
単
に
自
己
の
も

の
国
養
蚕
Φ
ω
に
変
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
疎
遠
な
も
の
と
慮
己
の
も
の

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
の
非
連
続
性
を
保
持
し
て
耐
え
抜
く
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の

雷
う
歴
史
認
識
の
客
観
性
と
は
、
科
学
的
認
識
に
於
け
る
事
実
性
と
し
て

の
客
観
性
と
は
全
く
区
別
さ
れ
、
認
識
者
の
精
神
の
自
由
な
介
入
に
よ
っ

て
成
立
す
る
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
、
現
在
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に

対
す
る
自
己
の
主
観
的
な
関
心
の
否
定
を
媒
介
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ



の
点
か
ら
す
れ
ば
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
・
精
神
に
よ
る
過
去
の
再

生
と
は
、
著
者
の
い
う
「
過
去
に
向
っ
て
の
自
己
の
存
在
の
拡
張
」
、
「
過

去
の
現
在
化
と
し
て
の
内
面
化
」
（
こ
の
表
現
は
そ
の
ま
ま
で
は
へ
；
ゲ

ル
を
思
わ
せ
る
）
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
過
去
に
対
し
て
現
在
の
直
接

性
を
否
定
的
に
問
題
化
し
、
現
在
を
過
去
に
対
し
て
外
面
化
す
る
と
い
う

「
非
連
続
性
」
に
於
て
初
め
て
現
前
す
る
よ
う
な
、
「
過
言
と
現
在
の
出
会

い
」
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
、
例
え
ば
ガ
ダ

マ
ー
の
解
釈
学
の
よ
う
に
影
響
作
用
史
の
連
続
性
か
ら
過
去
と
現
在
の

「
地
平
融
合
」
を
問
題
と
す
る
考
え
方
と
の
相
違
点
も
は
っ
き
り
見
い
出

さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
「
精
神
の
連
続
性
」
に
於
け
る

こ
う
い
う
非
連
続
性
の
問
題
は
、
著
者
も
充
分
承
知
し
て
お
ら
れ
る
に
違

い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
芸
術
経
験
に
於
け
る
「
そ
の
つ
ど
の
永
遠
性
」
に

つ
い
て
の
叙
述
か
ら
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
に
於
け
る
、
過
玄
認
識
の
現
在
と
の
連
関
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る

近
代
的
主
観
性
の
批
判
の
意
味
に
顧
み
て
、
あ
え
て
多
少
の
コ
メ
ン
ト
を

つ
け
て
み
た
い
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
本
書
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
本
質
に
肉
薄
す

る
力
作
で
あ
る
。
解
説
書
の
域
を
は
る
か
に
越
え
た
著
者
の
取
り
組
み
方

に
は
、
著
者
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
へ
の
愛
情
さ
え
も
窺
わ
れ
る
。
著
者
の
ブ

ル
ク
ハ
ル
ト
へ
の
深
い
傾
倒
が
彼
の
思
想
の
解
明
を
通
し
て
、
一
飼
の
人

間
の
精
神
的
全
体
像
に
ま
で
極
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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