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学
　
界
　
展
　
望

西
田
哲
学
を
め
ぐ
る
最
近
の
論
点

1
書
評
を
兼
ね
て
一

大
　
橋
　
良
　
介

〔
欄
、
　
綱
〕
　
は
じ
め
に
西
田
哲
学
研
究
の
「
文
献
目
録
」
に
言
及
し
て
お

く
こ
と
に
す
る
。
本
格
的
な
西
田
哲
学
文
献
目
録
と
し
て
筆
者
の
管
見
に

入
っ
て
い
る
も
の
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
e
『
理
想
』
五
三
六
号

（
昭
和
五
十
三
年
）
所
載
の
「
西
田
幾
多
郎
文
献
目
録
」
（
臼
本
篇
、
万
里
小
路

適
宗
編
。
欧
文
編
、
山
下
善
明
編
）
。
◎
峰
島
旭
編
『
東
洋
の
論
理
』
（
昭
和

五
十
六
年
）
に
収
録
の
「
西
田
哲
学
文
献
・
年
譜
」
。
⇔
昭
和
女
子
大
学

近
代
文
学
研
究
室
編
の
『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
第
五
十
六
巻
（
昭
和
五

十
九
年
）
に
収
録
の
西
田
幾
多
郎
「
資
料
年
表
」
（
調
査
者
、
佐
藤
道
子
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
一
）

こ
の
三
点
の
労
作
は
そ
れ
ぞ
れ
に
特
上
と
問
題
点
と
を
有
し
て
い
る
。
こ

の
三
点
の
目
録
の
ほ
か
に
、
や
や
特
殊
な
も
の
と
し
て
山
下
正
男
編
『
西

田
幾
多
郎
蔵
書
旨
録
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
昭
湘
五
十
八
年
）
が

あ
る
こ
と
を
付
詑
し
て
お
き
た
い
。

　
当
面
の
連
関
で
気
づ
く
こ
と
は
、
収
集
さ
れ
た
西
田
哲
学
文
献
が
約
六

百
点
を
か
ぞ
え
、
資
料
を
含
め
る
と
千
六
百
点
に
の
ぼ
る
と
い
う
こ
と
で

一
六
六

あ
ろ
う
。
西
田
哲
学
研
究
が
彪
大
な
蓄
積
に
達
し
た
こ
と
が
そ
こ
に
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
研
究
史
の
概
観
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
と
い
う

こ
と
で
も
あ
り
、
逆
に
こ
の
概
観
を
試
み
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。

　
西
田
哲
学
研
究
の
史
的
概
観
と
い
う
仕
事
は
、
こ
れ
ま
で
ご
く
大
ま
か

な
、
あ
る
い
は
特
殊
な
視
点
の
も
と
で
な
さ
れ
て
き
た
に
と
ど
ま
っ
て
い

（
2
）

る
。
本
稿
も
ま
た
そ
う
い
う
仕
事
を
試
み
る
余
裕
や
紙
数
は
も
と
よ
り
有

し
て
い
な
い
。
た
だ
西
田
哲
学
を
め
ぐ
る
最
近
の
論
点
を
紹
介
し
、
若
干

の
論
評
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
の
仕
事
へ
の
一
つ
の
準
備
を
も

提
供
し
得
る
な
ら
、
幸
い
で
あ
る
。

〔
一
、
二
〕
　
最
近
の
研
究
状
況
を
知
る
た
め
に
ま
ず
単
行
本
に
焦
点
を
あ

て
る
な
ら
、
筆
老
の
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
昭
和
五
十
八
年
一
月
か
ら

本
稿
を
執
筆
中
の
昭
和
六
十
年
】
月
現
在
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
西
田
哲
学

研
究
書
は
以
下
の
五
点
で
あ
る
。

1
、
上
田
久
『
続
・
祖
父
西
田
幾
多
郎
』
（
南
窓
社
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
）
。

2
、
中
村
雄
二
郎
『
西
田
幾
多
郎
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
八
年
七
月
置
。

3
、
末
木
剛
博
『
西
田
幾
多
郎
一
そ
の
哲
学
体
系
工
』
（
春
秋
社
、
昭
秘

　
五
十
八
年
十
一
一
月
）
。

4
、
沼
田
滋
夫
『
西
田
哲
学
へ
の
旅
i
哲
学
と
宗
教
と
の
接
点
を
追
っ

　
て
』
（
鰻
重
出
版
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
）
。

5
、
舩
山
信
一
『
ヘ
ー
ゲ
ル
折
H
学
と
西
田
哲
学
』
（
未
来
琶
、
昭
和
五
十
九
年

六
月
）
。

　
上
記
五
点
の
う
ち
舩
山
信
一
氏
の
著
は
、
単
行
本
の
体
裁
は
と
っ
て
は

い
る
が
、
実
際
に
は
氏
の
一
九
三
三
年
か
ら
［
九
八
○
年
ま
で
の
諸
発
表
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を
収
録
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
加
え
て
氏
自
身
の
「
あ
と
が
き
」
に
も
あ

る
よ
う
に
、
本
書
は
「
田
辺
・
高
橋
哲
学
お
よ
び
三
木
・
戸
坂
哲
学
」
と

い
う
副
題
を
付
す
べ
き
内
容
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
書
は
「
西
田
哲
学
を
め

ぐ
る
最
近
の
論
点
」
の
考
察
対
象
か
ら
は
外
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま

た
上
田
久
氏
の
『
続
・
祖
父
西
田
幾
多
郎
』
は
、
下
村
寅
太
郎
氏
が
前
篇

の
序
に
「
こ
れ
以
上
の
も
の
を
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
」

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
田
幾
多
郎
の
伝
記
的
研
究
と
資
料
的
研
究

と
に
一
応
の
完
結
を
も
た
ら
す
労
作
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
の
書
の
性
格

か
ら
し
て
特
定
の
論
点
を
提
起
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
以
下
、
残

る
中
村
、
末
木
、
沼
田
三
氏
の
労
作
に
つ
い
て
の
み
、
や
や
立
ち
入
っ
た

紹
介
と
論
評
と
を
試
み
て
み
た
い
。

〔
二
、
　
こ
　
中
村
雄
二
郎
氏
の
『
西
田
幾
多
郎
』
の
背
景
と
な
る
の
は
、

氏
の
三
部
作
『
感
性
の
覚
醒
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
＋
年
）
、
『
哲
学
の
現
在
』

（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
＋
二
年
）
、
『
共
通
感
覚
論
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
＋
四
年
）

で
あ
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
属
の
西
田
論
を
論
評
す

る
上
で
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
氏
の
西
田
論
は
そ
れ

自
体
を
目
的
と
す
る
よ
り
は
、
氏
自
身
の
立
場
の
展
開
の
一
環
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
以
下
の
論
評
も
、
氏
自
身
の
立
場
へ
の
論
評
を

含
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
氏
の
三
部
作
を
貫
い
て
展
開
さ
れ
る
の
は
、
第
三
作
の
表
題
と
も
な
る

「
共
通
感
覚
論
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
共
通
感
覚
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
よ
れ
ば
諸
感
覚
を
統
合
す
る
全
体
的
な
感
得
力
で
あ
る
が
、
中
村

氏
は
こ
の
能
力
に
着
眼
し
て
近
代
の
知
の
あ
り
方
を
問
い
、
「
知
の
組
み

学
　
界
　
展
　
望

換
え
」
を
企
て
る
。
こ
れ
は
氏
の
い
う
「
五
感
の
組
み
換
え
」
と
連
関
す

る
。
氏
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
盤
世
界
で
は
五
感
の
序
列
は
聴
覚
、

触
覚
、
視
覚
…
…
の
順
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
代
の
は
じ
め
に
な
っ
て

そ
こ
に
転
倒
が
起
こ
り
、
「
眼
」
が
最
大
の
器
宮
に
な
っ
た
。
こ
の
五
感

の
階
隣
秩
序
の
逆
転
に
よ
る
諸
感
覚
の
組
み
換
え
は
、
二
重
の
課
題
を
も

っ
て
い
る
、
と
氏
は
い
う
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
、
近
代
世
界
の
な
か
で

視
覚
の
独
走
の
も
と
に
分
裂
・
対
立
さ
せ
ら
れ
た
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ

る
も
の
と
を
、
分
裂
と
対
立
と
か
ら
救
い
出
し
一
体
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、

又
も
う
一
方
で
は
、
新
し
い
知
覚
環
境
に
対
し
て
正
当
に
対
処
し
対
応
す

る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
視
覚
の
独
走
に
対
す
る
「
諸
感
覚
の
体
性

感
覚
的
統
合
」
の
立
場
、
す
な
わ
ち
共
通
感
覚
論
の
立
場
が
要
請
さ
れ
て

く
る
。
こ
れ
は
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
の
西
洋
の
伝
統
的
な
「
知
」
の
あ
り
方

を
「
組
み
換
え
る
」
こ
と
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
氏
は
こ
の
共
通
感
覚
の

観
点
を
、
人
文
・
社
会
の
諸
学
問
の
基
本
的
な
あ
り
方
を
捉
え
な
お
す
と

い
う
課
題
に
ま
で
広
げ
て
ゆ
く
。

　
こ
の
共
通
感
覚
論
が
ど
う
し
て
西
田
哲
学
論
に
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
こ
こ
に
「
残
さ
れ
た
諸
問
題
の
最
大
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ボ
ス

の
」
（
『
共
通
感
覚
論
』
三
〇
〇
頁
）
が
「
場
所
」
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

氏
の
論
ず
る
共
通
感
覚
の
対
象
に
し
て
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
晴
間
」
は
「
空
間
」
と
不
可
分
で
あ
り
、
従
っ
て
「
場
所
」
と
結
び
つ

く
。
他
方
琉
は
、
西
田
哲
学
の
理
論
的
核
心
を
な
す
も
の
が
何
よ
り
も

「
場
所
」
の
論
理
で
あ
る
と
み
る
（
全
書
三
〇
二
頁
）
。
だ
か
ら
氏
の
三
部
作

で
の
共
通
感
覚
論
の
あ
と
に
西
田
哲
学
論
が
続
く
の
は
、
必
然
的
な
の
で

あ
る
。
そ
の
場
合
、
氏
は
西
田
哲
学
が
「
〈
日
本
の
哲
学
〉
の
坐
標
職
に

一
六
七
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な
っ
て
い
る
」
（
『
西
田
幾
多
郎
騒
二
四
三
頁
）
と
み
る
。
こ
れ
は
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
馬
が
若
い
頃
に
「
マ
イ
ナ
ス
伝
統
論
」
（
中
央
公
論
、
昭
和
三
十

五
年
二
月
）
で
示
し
た
見
方
、
す
な
わ
ち
西
田
哲
学
的
な
「
包
み
込
み
」

ロ
ジ
ッ
ク
と
絶
縁
し
、
「
絶
魁
無
」
の
も
つ
「
偏
角
」
を
た
だ
そ
う
と
す

る
姿
勢
（
中
央
公
論
、
全
六
五
頁
）
か
ら
す
れ
ば
、
格
段
の
変
化
で
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
中
村
氏
は
「
読
み
換
え
」
と
い
う
仕
方
で
、
西
田
哲
学
を
扱

か
お
う
と
す
る
。
氏
に
よ
る
と
、
西
田
の
用
語
や
文
体
を
用
い
る
限
り
は

西
田
を
越
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
氏
は
西
田
哲
学
の
諸
概
念
を
自
分
の
そ

れ
に
読
み
換
え
る
の
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
読
み
換
え
」

は
氏
の
言
う
知
の
「
組
み
換
え
」
と
対
応
し
、
氏
の
手
法
の
特
色
を
な
す

も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
中
村
氏
は
何
を
ど
う
「
読
み
換
え
」
た
の
か
。
氏
の
読
み

換
え
の
基
本
は
、
そ
の
ま
ま
氏
の
著
書
の
枠
組
み
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち

茂
は
西
田
哲
学
を
「
問
題
群
」
と
し
て
い
わ
ば
騙
分
け
し
、
純
粋
経
験
、

無
の
論
理
、
弁
証
法
的
一
般
老
、
行
為
的
薗
観
、
絶
対
矛
盾
的
自
已
同
一
、

と
い
う
五
つ
の
鍵
概
念
を
、
「
も
っ
と
広
い
問
題
」
（
『
西
田
幾
多
郎
凹
田
〇

頁
）
と
し
て
の
「
自
己
」
、
「
場
所
」
、
「
表
現
的
世
界
」
、
「
プ
ラ
ク
シ
ス
」
、

「
超
越
」
と
い
う
五
つ
の
問
題
群
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
換
え
る
。
そ
し
て
そ

れ
ぞ
れ
に
一
章
が
配
さ
れ
て
、
茂
の
感
性
豊
か
な
思
考
に
よ
り
様
々
の
照

明
が
あ
て
ら
れ
る
。
氏
は
西
田
哲
学
を
こ
の
よ
う
な
問
題
群
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
、
「
肝
腎
な
哲
学
の
理
論
内
容
を
正
面
き
っ
て
全
面
的
に
」
（
全

二
三
五
頁
）
論
じ
る
に
も
つ
と
も
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
に
は
氏

自
身
の
晃
識
と
洞
察
力
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
六
八

ま
た
氏
に
よ
っ
て
照
明
を
あ
て
ら
れ
た
問
題
群
を
通
し
て
、
西
田
哲
学
が

現
代
の
問
題
意
識
の
中
に
蘇
っ
て
く
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。

〔
二
、
二
〕
　
但
し
「
爾
田
哲
学
論
」
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
氏
の
考

察
の
「
長
房
」
と
い
わ
ば
背
中
合
せ
の
仕
方
で
「
問
題
点
」
も
生
じ
て
く

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
読
み
換
え
」
と
い
う
方
法
に
必
然
的
に

伴
な
っ
て
く
る
側
面
で
も
あ
る
。
氏
は
読
み
換
え
と
い
う
方
法
の
も
と
で

「
西
田
哲
学
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
や
用
語
を
導
き
入
れ
て
、
西
田

の
所
説
に
多
角
的
に
照
明
を
あ
て
」
る
（
全
二
三
六
頁
）
こ
と
を
試
み
た
訳

で
あ
る
が
、
そ
の
照
明
は
当
然
な
が
ら
、
西
田
の
所
説
を
そ
の
内
側
か
ら

照
明
す
る
仕
方
で
は
な
い
。
だ
か
ら
西
田
の
問
題
群
の
読
み
換
え
の
そ
れ

ぞ
れ
が
、
生
産
的
な
意
味
を
持
つ
と
同
時
に
覧
る
種
の
「
ず
れ
」
を
生

ぜ
し
め
る
こ
と
が
不
可
避
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
た
と
え
ば
「
純
粋
経
験
」
は
「
深
層
の
知
」
と
し

て
、
「
ユ
ン
グ
ー
1
河
合
モ
デ
ル
」
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
「
無
意
識
」
の
方

向
で
照
明
さ
れ
る
。
中
村
氏
の
言
う
「
深
層
の
知
」
は
、
氏
の
西
田
理
解

　
キ
　
ワ
　
ド

の
鍵
概
念
で
あ
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
氏
が
こ
の
「
深

層
の
知
」
で
も
っ
て
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
経
験
な
い
し
事
柄
を
指
し
て

い
ら
れ
る
か
は
、
氏
の
叙
述
か
ら
は
も
う
一
つ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
こ
の
「
深
層
の
知
」
が
意
識
の
表
層
に
あ
ら
わ
れ

な
い
無
意
識
の
深
層
と
い
う
ユ
ン
グ
・
河
合
的
な
意
味
を
帯
び
る
な
ら
、

そ
れ
は
日
常
の
体
験
の
う
ち
に
リ
ア
ル
に
現
前
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く

て
、
む
し
ろ
隠
し
蔵
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
純
粋
経
験
と
は
「
事

実
そ
の
ま
ま
の
現
在
意
識
」
と
い
う
西
田
幾
多
郎
自
身
の
定
式
（
全
集
第

－
巻
九
頁
）
か
ら
し
て
も
、
む
し
ろ
リ
ア
ル
に
顕
現
す
る
経
験
で
は
な
か
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つ
た
だ
ろ
う
か
。

　
両
者
の
あ
い
だ
に
感
ぜ
ら
れ
る
こ
の
「
ず
れ
」
は
、
「
場
所
」
概
念
に

関
し
て
さ
ら
に
明
瞭
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
村
氏
に
お
け
る
「
場

所
」
は
「
共
同
体
」
、
「
固
有
環
境
」
、
「
身
体
的
な
も
の
」
、
「
象
徴
的
な
空

間
」
、
「
論
点
や
議
論
の
隠
さ
れ
た
所
」
等
々
の
意
味
で
あ
る
（
全
七
六
～
八

六
頁
）
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
西
田
哲
学
で
い
え
ば
「
有
の
場
所
」
の
諸
相
で

も
あ
る
。
他
方
、
西
田
自
身
に
お
け
る
「
場
所
」
の
究
極
の
相
は
「
無
の

場
所
」
、
そ
れ
も
「
絶
対
無
の
場
所
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
る

か
は
も
ち
ろ
ん
西
田
哲
学
解
釈
の
最
大
の
問
題
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
に
し
て
も
中
村
氏
に
お
い
て
「
場
所
」
が
「
有
の
離
断
」
と
い
う
次
元

で
の
み
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
氏
に
お
い
て
西
田
哲
学
と

の
正
面
か
ら
の
対
決
が
ま
だ
生
じ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
氏
は
西
田
が
後
期
に
「
無
艮
場
所
を
弁
証
法
的
一

へ
　
　
　
へ

般
老
と
し
て
い
わ
ば
実
体
化
し
て
し
ま
っ
た
」
（
全
二
三
九
頁
）
と
言
う
。

そ
の
解
釈
の
妥
当
性
へ
の
疑
問
は
さ
て
お
い
て
、
実
は
氏
自
身
が
は
じ
め

か
ら
西
田
の
「
場
所
」
を
「
有
の
場
所
」
か
ら
、
従
っ
て
実
体
化
の
方
向

で
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
禁
じ
え
な
い
。

　
筆
者
は
氏
の
解
釈
に
お
け
る
「
ず
れ
」
を
必
ず
し
も
批
難
す
る
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
氏
の
方
法
で
あ
る
「
読
み
換
え
」
は
、
そ
う
い
う
「
ず
れ
」

を
生
産
的
な
契
機
と
し
て
含
む
も
の
で
あ
る
と
さ
え
思
っ
て
い
る
。
た
だ

そ
う
い
う
読
み
換
え
が
西
田
哲
学
の
「
理
論
内
容
を
正
面
き
っ
て
全
面
的

に
」
論
ず
る
も
の
だ
と
主
張
さ
れ
る
と
き
に
は
、
若
干
の
疑
念
を
い
だ
く

の
み
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
「
ず
れ
」
の
問
題
が
、
も
と
も
と
は
氏
自
身
の
立
揚
を

学
　
界
展
望

映
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
逆
に
氏
の
立
場
へ
の
問
い
に
転
ず
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
氏
の
西
田
論
に
関
係
す
る
範

囲
内
で
の
み
と
り
出
し
、
氏
の
教
示
を
受
け
た
い
と
思
う
。
ま
ず
氏
が
西

田
に
お
い
て
実
体
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
見
る
無
1
1
場
所
は
、
西
田
か
ら

す
れ
ば
そ
の
第
一
義
に
お
い
て
「
宗
教
」
の
事
柄
で
あ
る
。
宗
教
と
は
何

か
と
い
う
問
い
は
様
々
に
答
え
ら
れ
う
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
人
間
的
実

存
の
臼
常
の
あ
り
方
を
一
旦
は
根
本
か
ら
転
換
せ
し
め
る
よ
う
な
要
素
を

含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
、
変
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
村
氏
は
西
田

の
「
宗
教
的
認
識
の
深
さ
」
を
、
西
田
に
お
け
る
「
制
度
的
認
識
」
の
欠

如
や
歴
史
的
現
実
の
認
識
の
弱
さ
と
対
比
す
る
仕
方
で
認
め
て
い
る
が

（
全
二
四
二
頁
）
、
そ
の
場
合
氏
の
解
す
る
「
宗
教
」
と
は
「
そ
れ
自
体
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
の
知
」
（
全
二
一
二
〇
頁
）
で
あ
り
、
「
深
層
の
知
」
の
働
き
（
全
一
三
一
頁
）

で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
絶
対
知
」
や
大
乗
仏
教
の
「
般
若
の
知
」
を
念

頭
に
お
け
ば
、
宗
教
を
も
「
一
つ
の
知
」
と
す
る
見
方
は
一
応
は
成
り
立

つ
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
へ
！
ゲ
ル
の
「
絶
対
知
」
と
は
『
精
神
現
象

学
』
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
宗
教
」
を
「
知
」
の
立
場
に
止
揚
し
尽
く

す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
大
乗
仏
教
の
「
般
若
の
知
」
と
は
、
い
わ

ゆ
る
「
八
識
」
の
知
を
突
き
破
り
、
従
っ
て
深
層
の
知
を
も
突
破
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
中
村
氏
の
立
場
は
、
「
宗
教
」
を
「
知
」

に
解
消
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
「
知
」
を
突
き
抜
け
た
と
こ
ろ
に
「
宗

教
」
を
見
る
の
で
も
な
く
て
、
「
一
つ
の
知
」
（
「
深
層
の
知
」
）
の
働
き
を

そ
の
ま
ま
「
宗
教
」
と
見
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
知
」
の
立
場
と
し

て
も
「
宗
教
」
の
立
場
と
し
て
も
不
徹
底
と
い
う
面
を
残
し
て
は
い
な
い

だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
知
に
も
宗
教
に
も
偏
し
な
い
「
体
性
感
覚
の
統

一
六
九
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哲
学
研
究
第
五
百
五
十
二
号

合
」
こ
そ
が
氏
の
提
唱
す
る
「
共
通
感
覚
論
」
の
新
し
い
立
場
で
あ
る
と

す
る
な
ら
（
け
だ
し
氏
は
従
来
の
哲
学
や
宗
教
に
含
ま
れ
る
「
五
感
の
序

列
」
に
撹
判
を
向
け
る
の
で
あ
る
か
ら
）
、
そ
の
と
き
は
こ
の
体
性
感
覚

の
統
合
を
な
す
「
深
層
の
知
」
そ
の
も
の
が
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
人

間
的
実
存
の
田
常
的
な
あ
り
方
を
転
換
せ
し
め
、
ど
の
よ
う
な
経
験
と
と

も
に
成
立
し
て
く
る
の
か
、
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
肝
腎
の
点
で
民
の
叙
述
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
も
う
一
つ
あ

い
ま
い
で
あ
る
よ
う
に
筆
巻
に
は
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
あ
い
ま
い
さ
は
、
氏
の
認
め
る
西
田
の
「
宗
教
的
認
識
の
深
さ
」

が
氏
自
身
に
お
い
て
ど
う
理
解
さ
れ
た
か
と
い
う
点
で
の
あ
い
ま
い
さ
と

も
呼
応
し
あ
い
、
そ
れ
が
「
無
目
場
所
」
の
理
解
に
関
す
る
氏
と
西
田
と

の
あ
い
だ
の
「
ず
れ
」
の
根
源
で
あ
る
よ
う
に
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
琉
の
西
田
論
の
含
む
問
題
は
、
氏
の
共
通
感
覚
論
そ
の
も
の
に
触
れ
る

こ
と
な
し
に
は
言
及
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
さ
ら
に
一

歩
こ
の
点
を
敷
諭
し
て
述
べ
て
み
た
い
。
中
村
氏
は
そ
の
西
田
論
に
お
い

て
と
同
じ
く
そ
の
共
通
感
覚
論
の
中
で
、
戸
坂
潤
等
の
論
者
の
共
通
感
覚

論
に
は
書
及
し
な
が
ら
西
田
門
下
の
代
表
君
、
西
谷
啓
治
氏
の
仕
事
に
は

遂
に
雷
及
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
少
し
奇
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。

な
ぜ
な
ら
西
谷
氏
も
ま
た
は
「
共
通
感
覚
」
に
つ
い
て
早
く
か
ら
着
眼
し
、

論
究
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
西
谷
氏
は
そ
の
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論

放
』
（
昭
和
二
三
年
）
の
他
に
、
「
空
と
即
」
（
講
座
『
仏
教
思
想
恥
、
昭
和
五
四

～
五
五
年
、
第
五
気
圧
収
）
の
中
で
、
共
通
感
覚
論
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
共
通
感
覚
は
感
性
と
知
性
と
の
中
間
の
独
自
な
能
力
に
し
て
構
像
力

一
七
〇

合
§
臓
器
仲
…
窪
〉
と
さ
れ
、
「
像
」
〈
一
ヨ
p
ユ
σ
q
Φ
〉
と
関
係
づ
け
て
論
ぜ
ら
れ

る
。
西
谷
氏
の
言
う
巨
匠
㈹
①
と
は
仏
教
的
な
意
味
で
の
空
の
「
相
」
で

も
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
冒
鋤
σ
q
¢
の
能
力
と
し
て
の
共
通
感
覚
は
、

最
終
的
に
は
「
知
の
組
み
換
え
」
よ
り
は
む
し
ろ
、
知
の
「
根
本
転
位
」

の
方
向
を
拓
く
。
そ
し
て
こ
の
方
向
に
西
谷
氏
の
意
味
で
の
「
宗
教
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

立
場
が
あ
る
。

　
中
村
氏
が
そ
の
西
田
論
に
お
い
て
も
そ
の
共
通
感
覚
論
に
お
い
て
も

西
谷
啓
治
氏
の
共
通
感
覚
論
に
触
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ

と
自
体
と
し
て
は
特
に
重
大
で
は
な
い
し
、
ま
た
批
難
す
べ
き
こ
と
で
も

な
い
。
た
だ
、
も
し
氏
の
触
れ
な
か
っ
た
ま
さ
に
そ
の
部
分
に
お
い
て
、

「
知
の
組
み
換
え
」
の
立
場
そ
の
も
の
が
尚
も
不
徹
底
な
と
こ
ろ
を
含
む

も
の
と
し
て
問
い
返
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
馬
の
「
知
の
組
み
換
え
」
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
西
田
哲
学
の
「
読
み

換
え
」
は
両
義
的
な
「
ず
れ
」
を
含
む
と
い
う
こ
と
を
こ
れ
ま
で
に
述
べ

た
。
そ
の
ず
れ
は
、
一
方
で
は
氏
の
卓
抜
な
着
眼
点
と
庇
の
思
考
の
生
産

性
と
を
意
味
し
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
他
方
で
は
そ
れ
は
氏
自
身
の
立

場
へ
の
問
い
に
転
化
す
る
可
能
性
を
蔵
し
て
い
た
。
そ
れ
は
薦
田
哲
学
を

騰
分
け
す
る
氏
の
刃
が
、
馬
自
身
の
「
知
」
と
共
通
感
覚
論
と
に
も
及
び

は
し
な
い
か
と
い
う
疑
念
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

〔
三
、
【
〕
　
「
知
」
の
次
元
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
西

田
哲
学
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
の
な
ら
、
逆
に
そ
う
い
う
哲
学
で
用
い
ら

れ
る
「
論
理
」
は
哲
学
の
論
理
と
し
て
自
立
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
末
木

剛
博
氏
の
『
袋
田
幾
多
郎
i
そ
の
哲
学
体
系
』
は
、
そ
う
い
う
重
要
な
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お
の
づ

点
の
吟
味
を
自
か
ら
含
ん
で
い
る
。
記
号
論
理
学
の
手
法
を
援
用
し
つ
つ

西
田
哲
学
を
鯉
明
せ
ん
と
す
る
こ
の
書
は
、
西
田
哲
学
研
究
史
に
前
例
の

な
い
、
し
か
し
哲
学
と
し
て
は
正
統
な
＝
貝
を
開
く
画
期
的
な
試
み
で

あ
る
。
こ
の
試
み
の
方
向
は
末
木
氏
自
身
に
と
っ
て
は
全
く
新
し
い
も
の

で
は
な
い
。
氏
は
『
東
洋
の
合
理
思
想
』
（
講
談
社
、
昭
和
四
五
年
）
の
中

で
、
基
本
的
に
は
同
じ
作
業
を
既
に
試
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
氏
は
イ

ン
ド
思
想
や
シ
ナ
思
想
の
中
か
ら
合
理
的
な
も
の
、
論
理
的
な
も
の
を
、

要
所
要
所
で
記
号
論
理
的
説
明
を
援
用
し
つ
つ
、
關
明
し
て
い
る
。
但
し

そ
こ
で
は
「
日
本
の
論
理
思
想
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
機
会
を
み
て
論
じ
た

い
が
…
…
」
（
全
書
二
〇
頁
）
と
あ
る
。
加
え
て
、
「
西
田
哲
学
の
無
の
思

想
は
華
厳
の
性
起
説
に
類
似
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
」
て
お
り
（
全
＝

八
頁
）
、
そ
の
華
厳
思
想
は
「
少
な
く
と
も
そ
の
論
理
に
お
い
て
は
、
全

仏
教
思
想
の
頂
点
を
な
す
も
の
」
（
全
一
＝
五
頁
）
と
さ
れ
る
。
だ
か
ら
氏

の
西
田
哲
学
論
は
、
氏
の
「
東
洋
の
合
理
思
想
」
關
閣
の
仕
事
の
延
長
線

上
に
あ
る
と
も
見
う
け
ら
れ
る
。

　
「
第
一
章
序
論
」
に
述
べ
ら
れ
る
氏
の
西
田
論
の
「
意
図
」
は
、
刊
行

予
定
の
下
巻
を
含
め
て
、
氏
の
西
田
論
全
体
の
「
概
観
」
で
も
あ
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
成
は
西
田
哲
学
の
全
体
を
「
一
個
の
自
覚
の
体
系
」
（
『
西

田
幾
多
郎
1
そ
の
哲
学
体
系
』
三
頁
）
と
解
す
る
。
こ
の
自
覚
の
体
系
の

「
内
部
脈
絡
」
を
た
ど
る
こ
と
が
、
本
書
の
意
図
で
も
あ
り
方
法
で
も
あ

る
。
そ
の
た
め
に
氏
は
「
外
部
脈
絡
」
か
ら
「
意
図
的
に
」
（
全
四
頁
）
目

を
そ
ら
せ
る
。
氏
に
よ
る
と
、
『
善
の
研
究
』
が
西
田
幾
多
郎
の
坐
禅
の

体
験
を
組
織
的
に
表
現
し
た
も
の
だ
と
い
う
一
「
般
に
流
布
し
た
解
釈
は
、

外
部
脈
絡
を
内
部
脈
絡
に
不
用
意
に
挿
入
し
た
解
釈
で
あ
る
（
全
五
頁
）
。

学
　
界
展
望

　
さ
て
氏
が
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
全
集
の
テ
ク
ス
ト
で
は
な
く
て
、

西
田
幾
多
郎
が
自
ら
出
版
を
意
図
し
た
二
十
冊
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
氏

の
独
自
の
尊
敬
す
べ
き
見
識
で
あ
る
。
氏
は
さ
ら
に
諸
家
の
説
を
も
吟
味

し
な
が
ら
、
西
田
哲
学
を
三
期
に
分
け
る
。
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
、

氏
の
見
解
は
こ
の
三
期
説
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
ず
第
一
期
は

「
自
覚
の
出
発
点
」
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
思
想
の
時
期
。
第
二
期
は

「
自
覚
の
発
展
」
と
「
場
所
」
の
思
想
の
時
期
。
第
三
期
は
「
自
覚
の
完

成
」
す
な
わ
ち
「
絶
対
弁
証
法
」
の
時
期
で
あ
る
。

　
こ
の
区
分
の
根
拠
は
自
覚
の
発
展
の
外
面
的
形
態
に
あ
る
の
で
は
な
く

て
、
自
覚
の
内
面
的
な
展
開
構
造
に
あ
る
。
ま
ず
氏
の
解
す
る
「
自
覚
」

と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
一
．
自
立
性
、
2
．
内
在
性
、
3
．
自
己
写

像
性
、
と
い
う
三
つ
の
微
表
を
も
ち
（
全
一
五
頁
以
下
）
、
こ
の
よ
う
な
自

己
写
像
的
内
在
論
は
「
包
摂
判
断
」
を
模
型
と
す
る
。
氏
は
こ
の
包
摂
判

断
を
、
集
合
論
的
に
「
恥
∩
酋
と
表
現
す
る
。
そ
の
場
合
、

　
弓
難
ミ
窟
恩
（
＆
）
｝
」

　
「
吻
1
ー
ミ
寄
恩
（
＆
）
も
（
醜
）
ご

と
す
る
な
ら
、

　
「
恥
酷
ミ
急
兄
〕
」
、

　
従
っ
て

　
「
も
兄
〕
∩
㌧
」
と
な
る
。

　
こ
の
式
は
「
P
」
が
自
己
の
内
に
自
己
を
写
像
し
、
自
己
を
限
定
し
て

い
る
こ
と
を
表
現
す
る
か
ら
、
自
覚
の
構
造
式
で
も
あ
る
。
こ
の
包
摂
判

断
の
三
種
の
包
摂
関
係
（
外
延
的
、
内
包
的
、
繋
辞
的
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ

主
語
的
、
述
語
的
、
無
実
体
的
で
あ
り
（
全
一
一
～
一
二
頁
）
、
従
っ
て
そ
れ

一
七
一
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そ
れ
「
純
粋
経
験
」
、
「
場
所
」
、
「
絶
対
弁
証
法
」
に
該
当
す
る
（
全
＝
二
頁
）
。

だ
か
ら
西
田
哲
学
を
三
期
に
区
分
す
る
こ
と
は
、
氏
に
と
っ
て
西
田
の
思

想
の
内
在
的
必
然
性
に
依
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
で
扱
か
わ
れ
る
の
は
、
か
か
る
自
覚
の
体
系
の
第
一
期
で
あ
る
。

従
っ
て
「
第
二
章
『
善
の
研
究
』
の
体
系
的
解
釈
」
が
、
四
章
に
分
か
れ

た
本
書
二
七
七
頁
の
う
ち
、
大
半
の
一
二
〇
頁
を
占
め
る
の
で
あ
る
。
西

田
哲
学
の
難
解
な
言
葉
が
、
果
た
し
て
哲
学
の
論
理
と
し
て
自
立
し
得
て

い
る
か
と
い
う
問
い
は
、
末
木
氏
の
労
作
の
中
で
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
答
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
氏
は
『
善
の
研
究
』
に
対
す
る
個

別
的
な
諸
批
判
を
も
述
べ
る
が
（
二
五
八
頁
以
下
）
、
そ
れ
は
『
善
の
研
究
』

の
体
系
的
解
釈
に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
『
善
の
研
究
』

は
そ
の
「
内
部
脈
絡
」
に
お
い
て
、
原
理
的
に
は
無
矛
盾
的
な
「
自
覚
の

体
系
」
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
内
部
脈
絡
に
お
い
て
そ
の

よ
う
な
体
系
性
格
が
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

こ
の
「
自
覚
の
体
系
」
が
哲
学
の
論
理
と
し
て
も
自
立
し
た
も
の
と
し
て

見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

〔
三
、
二
〕
　
末
木
氏
の
論
述
は
、
そ
れ
が
記
号
論
理
に
よ
る
厳
密
さ
を
具

え
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
動
か
し
難
い
明
析
さ
と
説
得
力
と
を
持
っ
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
強
味
は
同
時
に
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
含
ん
で
い
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
「
自
覚
の
体
系
」
を
内
部
脈
絡
に

お
い
て
論
証
す
る
と
い
う
と
き
の
そ
の
「
内
部
脈
絡
」
と
は
何
で
あ
る
か
、

と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
琉
に
お
い
て
は
自
明
の
も
の
と
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
哲
学
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
内
部

脈
絡
」
と
は
自
明
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
筆
者
に
は
、
氏
の
い
う
「
内

一
七
二

部
脈
絡
」
が
、
記
号
論
理
化
を
可
能
に
す
る
レ
ヴ
ェ
ル
す
な
わ
ち
「
命
題

判
断
」
の
脈
絡
を
含
意
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
「
命

題
判
断
」
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
は
、
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
思
弁
的

内
容
を
表
現
す
る
に
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
い
に
付
さ
れ
た
。
似
た

よ
う
な
意
味
で
そ
れ
は
、
「
自
覚
の
体
系
」
を
扱
か
う
上
で
問
い
に
付
さ

れ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
具
体
的
な
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
。
『
善
の
研
究
』
の
命
題
的
内
部
脈

絡
を
と
り
臆
し
て
い
く
場
合
に
、
そ
の
脈
絡
の
中
心
を
な
す
「
純
粋
経

　
　
　
　
　
ザ
ッ
へ

験
」
と
い
う
事
柄
そ
の
も
の
は
、
も
と
も
と
命
題
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
を
問

題
化
せ
し
め
る
よ
う
な
次
元
を
含
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の

次
元
は
西
田
の
テ
ク
ス
ト
の
「
内
部
脈
絡
」
の
中
で
は
い
わ
ば
、
目
立
た

ぬ
仕
方
で
覗
き
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
純
粋
経
験
が
「
未
だ
主
も
な
く
客

も
な
い
」
と
こ
ろ
と
い
わ
れ
る
と
き
が
そ
う
で
あ
る
。
主
観
も
客
観
「
な

い
」
と
こ
ろ
と
は
、
主
客
の
分
化
し
た
命
題
判
断
よ
り
も
以
前
の
と
こ
ろ

で
あ
る
。
も
し
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
敢
て
「
純
粋
経
験
」
と
名
づ
け
た
も

の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
こ
の
純
粋
経
験
が
「
自
覚
」
と
同
義
（
少
な
く
と

も
『
善
の
研
究
』
で
は
）
で
あ
る
な
ら
、
「
自
覚
の
体
系
」
は
、
命
題
判

断
以
前
の
領
域
を
自
分
の
内
に
い
つ
も
映
し
な
が
ら
成
立
す
る
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
命
題
的
内
部
脈
絡
が
そ
こ
で

絶
え
ず
問
題
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
の
こ
と
は
「
純
粋
経
験
」
の
内
容
理
解
と
も
無
関
係
で
は
な
く
な
る
。

「
命
題
判
断
」
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
「
純
粋
経
験
」
も
ま
た
何
ん
ら
か

の
「
有
る
も
の
」
と
し
て
扱
か
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
『
善
の
研
究
』

で
は
、
純
粋
経
験
は
「
意
識
」
と
言
わ
れ
る
。
意
識
と
い
わ
れ
る
限
り
は
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そ
れ
は
生
命
的
な
も
の
で
も
あ
り
、
何
ん
ら
か
の
「
有
」
を
あ
ら
わ
す
で

あ
ろ
う
。
末
木
氏
は
こ
れ
を
「
質
料
と
形
相
と
を
と
も
に
表
現
し
て
い

る
」
（
全
二
〇
頁
）
も
の
と
解
す
る
。
質
料
は
発
現
し
て
有
と
な
る
。
「
有

か
ら
有
が
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
有
の
底
に
無
を
想
定
す
る
と
い
う
こ
と

は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
」
（
全
五
九
頁
）
と
氏
は
述
べ
る
。
そ
こ
で
『
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
研
究
』
は
氏
の
い
う
内
部
脈
絡
か
ら
す
る
と
、
「
明
ら
か
に
有
の
思
想

で
あ
っ
て
、
無
の
思
想
で
は
な
い
」
（
全
五
八
頁
）
。

　
し
か
し
「
有
の
底
に
無
を
想
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と

末
木
氏
が
蓄
う
と
き
、
そ
れ
は
氏
自
身
の
主
張
な
の
か
、
そ
れ
と
も
氏
の

解
す
る
西
田
の
思
想
の
こ
と
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
且
つ
い
ず
れ

に
し
て
も
そ
の
妥
当
性
は
自
明
で
は
な
い
。
そ
れ
が
末
木
氏
自
身
の
主
張

で
あ
る
な
ら
、
そ
の
主
張
は
パ
ル
二
軸
デ
ス
的
で
は
あ
っ
て
も
ヘ
ラ
ク
レ

イ
ト
ス
的
で
は
な
い
。
つ
ま
り
哲
学
史
の
上
で
の
有
力
な
一
つ
の
十
方
で

は
あ
っ
て
も
、
哲
学
的
真
理
と
し
て
論
証
の
前
提
と
な
る
ほ
ど
の
一
般
的

承
認
を
受
け
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
妥
当
性
こ
そ
が
、
古
来
の

哲
学
的
思
索
の
焦
点
だ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
。

　
ま
た
こ
れ
が
西
田
の
思
想
だ
と
い
う
な
ら
、
そ
の
鯉
釈
は
上
述
の
「
主

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

も
な
く
客
も
な
い
」
と
い
う
別
の
内
部
脈
絡
に
抵
触
す
る
で
あ
ろ
う
。
純

粋
経
験
は
罷
る
質
料
的
な
も
の
を
含
み
、
「
有
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は

で
き
る
。
し
か
し
尚
か
つ
そ
の
「
有
」
は
、
い
か
な
る
主
観
で
も
客
観
で

も
「
な
い
」
。
そ
れ
は
底
な
き
「
無
」
へ
と
深
ま
っ
て
い
く
場
で
あ
る
と

も
い
え
る
。

　
「
命
題
判
断
」
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
「
内
部
脈
絡
」
が
、
果
た
し
て

「
純
粋
経
験
」
と
い
う
事
柄
を
と
り
あ
げ
る
場
と
し
て
問
題
を
含
ま
な
い

学
　
界
　
展
望

の
か
と
い
う
疑
問
を
上
に
述
べ
た
が
、
末
木
氏
自
身
の
こ
の
点
へ
の
見
解

は
次
の
個
所
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
善
の
研
究
』

で
は
「
判
断
を
成
立
せ
し
む
る
媒
体
と
し
て
の
言
語
表
現
が
無
視
さ
れ
て

い
る
」
（
全
一
〇
五
頁
）
と
。
「
そ
れ
に
つ
い
て
は
詳
論
し
な
い
」
と
氏
は

断
わ
っ
て
い
る
が
、
氏
が
詳
論
し
な
か
っ
た
そ
の
部
分
は
、
氏
自
身
の
立

場
へ
の
問
い
に
は
ね
返
る
余
地
を
含
み
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
け
だ
し

「
判
断
を
成
立
せ
し
む
る
媒
体
と
し
て
の
雷
語
表
現
が
無
視
さ
れ
た
」
と

氏
が
み
な
す
そ
の
事
態
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
命
題
判
断
以
前
の
領
域

を
映
し
つ
つ
成
立
す
る
命
題
判
断
」
と
い
う
事
態
と
も
解
さ
れ
得
る
。
そ

の
と
き
は
命
題
判
断
の
「
内
部
脈
絡
」
と
い
う
場
そ
の
も
の
も
問
題
化
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
こ
の
聞
題
は
本
質
的
に
は
、
西
田
幾
多
郎
自
身
に
お
い

て
も
1
恐
ら
く
は
高
橋
訳
業
に
よ
る
批
判
を
一
契
機
と
し
て
一
と
り

あ
げ
ら
れ
た
。
高
橋
は
、
純
粋
経
験
の
立
場
で
は
「
一
切
の
判
断
は
真
理

で
あ
っ
て
誤
謬
の
判
断
は
不
可
能
で
あ
る
」
（
高
橋
里
美
「
意
識
現
象
の
事
実

と
そ
の
意
昧
」
、
『
高
橋
里
美
全
集
駈
四
、
一
七
一
頁
）
と
し
て
『
善
の
研
究
』

を
批
判
し
た
。
そ
れ
は
純
粋
経
験
が
い
か
に
し
て
「
反
省
」
を
容
れ
得
る

か
と
い
う
点
へ
の
疑
問
で
も
あ
り
、
『
善
の
研
究
』
が
尚
も
蔵
す
る
問
題

点
を
た
し
か
に
突
く
批
判
と
し
て
、
そ
の
後
の
西
田
の
「
自
覚
に
お
け
る

直
観
と
反
省
」
と
い
う
問
題
領
域
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
田
の

こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
苦
闘
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
言
語
表
現
以
前
の
純
粋

経
験
を
い
か
に
し
て
言
語
化
（
論
理
化
）
す
る
か
と
い
う
最
初
か
ら
の
苦

心
と
一
つ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
苦
心
の
跡
を
『
善
の
研
究
』

の
中
に
見
つ
け
る
こ
と
は
そ
う
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
七
三
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末
木
氏
は
『
善
の
研
究
』
以
後
の
展
開
を
も
見
て
い
ら
れ
る
か
ら
、
氏

の
「
内
部
脈
絡
」
の
問
題
を
、
氏
の
見
る
限
り
で
の
西
田
哲
学
の
展
開
に

即
し
て
再
説
し
よ
う
。
氏
は
既
述
の
よ
う
に
『
善
の
研
究
』
を
自
覚
の
体

系
の
第
一
段
階
と
す
る
。
そ
の
第
二
、
第
三
段
階
（
こ
れ
ら
を
氏
は
一
転

し
て
「
無
の
立
場
」
だ
と
す
る
）
へ
の
展
開
は
、
琉
の
下
巻
で
の
テ
ー
マ

で
は
あ
る
が
、
原
理
的
な
点
は
既
に
こ
の
上
巻
で
、
再
び
記
号
的
説
明
を

混
じ
え
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
全
二
六
九
～
二
七
一
頁
）
。
そ
れ
に
よ
る
と

「
有
の
立
場
」
か
ら
「
無
の
立
場
」
へ
の
展
開
は
、
「
主
語
か
ら
述
語
へ
の

移
行
」
と
か
　
「
外
延
か
ら
内
包
へ
の
移
行
」
と
か
と
い
わ
れ
る
。
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
へ

立
場
か
ら
無
の
立
場
へ
と
い
う
よ
う
な
思
想
上
の
大
転
換
が
本
当
に
生
じ

た
の
な
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

氏
の
記
号
的
説
明
で
思
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
有
の
立
場
（
外
延
的
包
摂
）

や
無
の
立
場
（
内
包
的
包
摂
）
の
「
状
態
」
の
説
明
で
あ
っ
て
、
前
者
か

ら
後
者
へ
の
「
移
行
」
の
説
明
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
「
移
行
」
と
は
西
田
哲
学
の
思
索
そ
の
も
の
の
動
性
と
い
っ

て
も
よ
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
一
つ
の
内
部
脈
絡
か
ら
他
の
内
部
脈
絡
へ

転
回
し
飛
躍
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
的
論
理
主
義
の
つ
ま

づ
き
の
石
が
こ
の
「
移
行
」
の
説
明
に
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
こ
の
思
索
の
生
け
る
動
性
を
、
そ
の
内
部
脈
絡
の
分
析
的
説
明
で
捉

え
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
説
明
内
障
の
厳
密
な
整
合
性
と

は
ま
た
別
の
、
重
大
な
問
題
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
問
題
点
は
、
桑
実
（
外
部
脈
絡
）
と
の
絶
え
ざ
る
媒
介
の
内
で
成

り
立
つ
「
弁
証
法
」
的
論
理
と
、
無
矛
盾
的
命
題
の
内
部
脈
絡
に
お
い
て

論
理
性
を
守
ら
ん
と
す
る
「
分
析
論
理
」
と
の
問
の
古
典
的
な
争
点
に
も

一
七
四

つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
解
決
を
め
ぐ
っ
て
種
々
の
論
理
学
が
生
ま
れ

て
き
た
と
言
う
こ
と
さ
え
出
来
る
。
だ
か
ら
筆
者
の
意
図
す
る
所
も
、
末

木
氏
の
画
期
的
な
贋
究
方
向
を
疑
し
め
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
氏
の
風
な

る
教
示
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
問
題
点
を
挙
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
問
題
点
の
意
昧
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
た
め
に
、
西
田
の
次
の
言
葉

を
引
用
し
て
お
く
。
「
私
は
論
理
と
は
如
何
な
る
も
の
な
る
か
を
、
そ
の

既
に
出
来
上
っ
た
形
式
か
ら
考
へ
な
い
で
、
そ
の
生
成
か
ら
考
へ
て
見
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
ふ
」
（
「
論
理
と
生
命
」
、
全
集
第
八
巻
、
二
七
三
頁
）
。

「
出
来
上
っ
た
形
式
」
か
ら
論
理
を
扱
か
う
こ
と
が
間
違
い
だ
と
い
う
の

で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
西
田
の
思
索
の
「
結
果
」
の
み
な
ら
ず
そ
の
デ

モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
「
生
成
」
を
も
ど
う
伝
え
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
問

う
も
の
で
あ
る
。

　
「
内
部
脈
絡
」
を
め
ぐ
る
疑
問
点
を
種
々
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
述
べ
て
み
た
。

そ
れ
は
結
局
は
氏
の
記
号
論
理
的
季
法
そ
の
も
の
へ
の
、
更
に
開
示
を
受

く
べ
き
疑
問
点
に
つ
な
が
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い

て
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
問
題
点
を
挙
げ
て
氏
の
教
示
を
乞
い
た
い
と
思

う
。
す
な
わ
ち
今
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
垣
間
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
末
木
氏

の
論
述
は
記
号
論
理
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
厳
密
性
と
説
得
性
と
を

具
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
諸
命
題
を
記
号
化
す
る
以
前
の
と
こ

ろ
で
、
い
わ
ば
論
理
計
算
以
前
の
「
先
行
的
解
釈
」
に
よ
っ
て
し
ば
し
ぼ

論
理
計
算
の
方
向
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

そ
う
い
う
と
き
に
、
果
た
し
て
厳
密
性
と
い
う
外
観
を
具
え
た
論
理
の
全

体
が
問
題
と
化
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

の
計
箕
が
そ
れ
自
体
は
厳
密
で
あ
っ
て
も
、
デ
ー
タ
の
選
択
次
第
で
は
そ
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の
結
果
の
意
味
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
相
通
じ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
具
体
的
な
例
を
あ
げ
よ
う
。
氏
は
西
田
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
純
粋
経
験

が
「
疑
ひ
う
る
だ
け
疑
っ
て
、
凡
て
の
人
工
的
仮
定
を
去
り
、
疑
ふ
に
も

疑
ひ
様
の
な
い
、
直
接
の
知
識
」
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
た
上
で
、
「
“
疑
い
”

と
い
う
の
は
判
断
を
偽
と
仮
定
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
」
（
全
三
五
頁
）
と

述
べ
る
。
氏
の
定
義
す
る
「
疑
い
」
が
間
違
い
で
あ
る
と
は
い
わ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
が
西
田
の
い
う
「
疑
い
」
と
内
容
を
等
し
く
す
る
か
ど
う
か

は
、
筆
者
に
は
少
し
疑
問
に
思
え
る
。
け
だ
し
氏
の
い
う
「
判
断
を
偽
と

し
て
仮
定
す
る
」
こ
と
は
、
裏
返
し
の
仕
方
で
の
判
断
に
と
ど
ま
る
。
蒲

し
て
西
田
は
そ
う
い
う
判
断
自
体
を
「
人
工
的
仮
定
」
と
し
て
ひ
と
ま
ず

は
去
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
判
断
す
る
自
己
そ
の
も
の
が
疑
に
包

ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
疑
団
」
と
い
っ
た
言
葉
で
の
み

い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
も
は
や
判
断
（
仮
定
）
の
形
を
と
り
ょ
う
も
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
い
う
疑
団
が
「
疑
ふ
に
も
疑
ひ
様
の
な
い
知

識
」
の
成
立
の
も
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
次
元
は
末
太
氏
の
命
題

判
断
的
理
解
か
ら
は
抜
け
落
ち
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
上
記
の
ど
ち
ら
が
西
田
の
い
う
「
疑
い
」
の
内
容
に
近
い
か
は
保
留
す

る
と
し
て
も
、
次
の
こ
と
だ
け
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
末
木
氏
に

お
け
る
「
疑
い
」
の
先
行
的
解
釈
が
、
氏
に
お
け
る
「
純
粋
経
験
」
の
解

釈
の
方
向
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
方
向
と
は

上
述
し
て
き
た
よ
う
な
「
命
題
判
断
」
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
へ
定
位
す
る
方

向
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え
純
粋
経
験
が
「
判
断
以
前
の
所
与
」
と
い

う
性
格
を
も
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
（
全
三
四
頁
）
、
そ
の
状
態

は
、
「
判
断
」
を
基
本
と
し
て
「
判
断
」
の
方
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
こ
と

学
界
展
望

に
な
る
。
内
部
脈
絡
と
し
て
は
こ
こ
に
何
ん
ら
の
問
題
も
生
じ
な
い
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
尚
か
つ
そ
の
解
釈
の
全
体
の
意
味
は
問
わ
れ
得
る
余

地
を
残
さ
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
『
善
の
研
究
』
と
そ
れ
以
後
と
の

間
に
「
有
の
立
場
」
か
ら
「
無
の
立
場
」
へ
の
移
行
を
見
る
と
い
う
よ

う
な
琉
の
解
釈
は
、
あ
ま
り
に
大
き
な
問
題
を
含
み
は
し
な
い
だ
ろ
う

か
。　

「
疑
い
」
が
出
立
点
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
氷
解
す
る
と
こ
ろ

は
、
西
田
に
お
い
て
は
「
宗
教
」
で
あ
る
。
「
疑
い
」
を
「
判
断
」
の
レ

ヴ
ェ
ル
で
受
け
と
る
な
ら
、
「
宗
教
」
も
ま
た
内
部
脈
絡
の
展
開
上
、
同

じ
く
広
義
の
「
判
断
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
表
現
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
末
木

氏
は
宗
教
を
「
普
遍
的
統
一
性
“
9
”
と
個
人
的
統
一
性
“
9
ω
”
と
が

合
一
す
る
」
段
階
と
し
、
「
し
た
が
っ
て
、
「
（
（
＜
聴
）
α
q
（
o
q
（
聴
）
）
）
・
（
磯
（
ご

ロ
も
」
…
…
な
る
状
態
が
宗
教
で
あ
る
」
（
全
九
〇
頁
）
と
述
べ
る
。
そ
れ

は
そ
れ
で
一
つ
の
表
現
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
こ
こ
で
も
そ
れ
は
、
宗
教

を
そ
の
出
来
上
っ
た
形
式
か
ら
と
ら
え
た
表
現
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
宗
教
を
そ
の
生
け
る
内
容
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
人
の
心
底
に
光
を

投
ず
る
働
き
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
い
う
点
で
は
、
上
記
の
記
号
式
に
は

尚
も
何
か
が
欠
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

〔
四
、
一
〕
　
中
村
氏
と
末
木
氏
の
著
書
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
知
」
と
「
論
理
」

と
の
立
場
で
一
方
面
を
拓
く
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
こ
で
提
出

さ
れ
る
諸
論
点
は
そ
れ
ぞ
れ
に
両
矯
自
身
の
「
知
」
も
し
く
は
「
論
理
」

の
立
場
に
問
題
点
と
し
て
は
ね
か
え
る
と
思
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
沼
田
滋

夫
氏
の
『
西
田
哲
学
へ
の
旅
』
は
こ
の
残
さ
れ
た
問
題
の
焦
点
と
も
い
え

一
七
五
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
一
言
万

る
「
哲
学
と
宗
教
と
の
接
点
」
に
迫
る
。
禅
と
宗
教
と
に
関
す
る
竹
内
良

知
馬
の
理
解
や
（
全
四
頁
）
鈴
木
享
晟
の
理
解
（
全
一
〇
四
、
一
〇
七
頁
）
な

ど
も
批
判
的
に
吟
味
さ
れ
る
。
前
半
の
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
伝
記
的
叙
述

は
既
存
の
資
料
に
依
存
す
る
が
、
そ
の
場
合
も
本
来
の
意
図
は
、
「
西
田

の
外
的
経
歴
」
の
内
に
西
田
の
「
内
的
世
界
の
発
達
史
」
（
全
二
〇
頁
）
を

読
み
と
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
又
、
後
半
の
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

注
釈
的
研
究
は
、
論
理
と
宗
教
的
経
験
と
の
接
点
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
こ

で
の
叙
述
は
、
長
年
テ
ク
ス
ト
を
読
み
こ
ん
で
き
た
老
だ
け
が
表
現
し
う

る
よ
う
な
迫
力
と
説
得
性
と
に
富
ん
で
い
る
よ
う
に
、
子
宮
に
は
感
ぜ
ら

れ
た
。

　
氏
は
「
主
も
な
く
客
も
な
い
」
主
客
未
分
の
と
こ
ろ
を
『
善
の
研
究
』

の
基
本
的
な
立
場
も
し
く
は
出
発
点
だ
と
み
る
（
全
一
三
三
頁
）
。
そ
し
て

そ
の
主
客
未
分
を
、
自
己
を
放
棄
し
て
「
無
」
に
な
る
こ
と
と
捉
え
る

（
全
一
三
〇
頁
）
。
そ
れ
は
単
な
る
主
張
で
は
な
い
。
氏
は
「
主
客
未
分
」

と
い
う
事
態
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
の
議
論
を
視
野
に
入
れ
、
吟
味
も
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
特
に
西
田
門
下
の
長
老
で
あ
る
下
村
寅
太
郎
氏
の
、
「
未

だ
未
分
」
と
「
既
に
未
分
」
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
説
を
吟
味
す
る
と
こ

ろ
は
、
氏
の
力
塁
の
よ
く
発
揮
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
沼
田
氏
は
下
村

氏
の
な
す
区
別
を
「
大
切
な
指
摘
」
と
は
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
「
人
聞

の
意
識
の
成
立
発
展
の
時
間
的
順
序
の
上
で
の
先
の
と
こ
ろ
と
後
の
と
こ

ろ
」
だ
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
い
い
か
え
る
と
、
「
未
だ
未
分
」
と
「
既
に

未
分
」
と
が
下
村
氏
の
よ
う
に
、
㎝
方
が
素
朴
、
単
純
で
二
宮
的
な
と
こ

ろ
、
他
方
が
具
体
的
、
含
蓄
的
で
神
聖
な
と
こ
ろ
、
と
簡
単
に
い
え
る
か

ど
う
か
を
疑
問
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
「
未
だ
未

一
七
六

分
」
に
お
い
て
は
自
己
同
一
性
の
「
自
覚
」
が
な
い
と
下
村
氏
が
考
え
る

の
に
対
し
、
沼
田
氏
は
、
「
自
覚
」
は
そ
こ
で
論
理
化
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
だ
け
で
、
体
験
的
に
は
あ
る
の
だ
と
述
べ
る
（
以
上
、
全
一
三
二
頁
）
。

「
未
だ
未
分
」
と
「
既
に
未
分
」
と
い
う
一
見
も
っ
と
も
な
区
別
の
背
後

に
と
り
残
さ
れ
た
問
題
点
を
、
沼
田
氏
は
的
確
に
と
り
出
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。

　
こ
の
「
主
客
未
分
」
の
純
粋
経
験
が
、
末
木
氏
に
お
い
て
は
「
有
の
立

場
」
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
。
い
ま
沼
田
属
は
こ
れ
を
「
無
の

立
場
」
だ
と
見
る
。
両
者
の
見
解
の
相
違
が
偶
発
的
な
も
の
で
な
い
こ
と

は
た
し
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
見
解
の
修
正
は
、
両
者
そ
れ
ぞ

れ
の
基
本
的
見
解
の
修
正
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
こ
の

主
客
未
分
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
体
験
と
思
索
と
の
接
点
に
し
て
、
沼
田
氏

の
い
う
「
哲
学
と
宗
教
と
の
接
点
」
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
敢
て
い
う
な
ら
、

こ
の
主
客
未
分
（
主
も
な
く
客
も
な
い
と
こ
ろ
）
に
つ
い
て
の
理
解
の
う

ち
に
は
、
哲
学
と
宗
教
と
に
つ
い
て
の
解
釈
者
の
墓
本
的
理
解
が
映
る
で

あ
ろ
う
。

　
沼
田
氏
に
お
け
る
「
哲
学
と
宗
教
と
の
接
点
」
追
求
の
結
果
は
、
次
の

語
に
要
約
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
宗
教
に
ま
で
届
か
ぬ
哲
学

は
真
の
哲
学
で
は
な
く
、
そ
の
場
所
の
論
理
・
絶
対
弁
証
法
を
拒
む
宗
教

は
真
の
宗
教
で
は
な
い
」
（
全
二
四
〇
頁
）
と
。

〔
四
、
二
〕
　
と
こ
ろ
で
哲
学
と
宗
教
と
が
「
相
接
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

両
者
が
「
別
々
」
だ
と
い
う
こ
と
の
反
面
で
も
あ
る
。
で
は
両
者
そ
れ
ぞ

れ
の
独
自
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
接
点
に
お
い
て
「
哲

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

学
と
宗
教
と
は
そ
れ
ぞ
れ
何
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
を
、
西
田
は
問
い
つ
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め
て
い
っ
た
と
思
う
」
（
全
一
七
頁
、
傍
点
筆
者
）
と
述
べ
る
な
ら
、
両
者

の
独
自
性
も
ま
た
沼
田
氏
の
主
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
沼
田

氏
の
求
道
的
で
内
在
的
な
理
解
は
、
こ
の
点
で
は
む
し
ろ
裏
目
に
出
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
筆
者
は
お
そ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
氏
は
こ
う
濯
う
、
「
い
ま

私
は
、
西
田
の
立
場
の
内
に
身
を
お
こ
う
と
す
る
こ
と
以
外
の
ど
こ
か
に

住
所
を
も
た
な
い
し
、
も
ち
え
な
い
」
（
全
一
八
二
頁
）
と
。
筆
老
は
こ
の

信
仰
告
白
に
も
似
た
立
場
で
の
内
在
夕
菅
理
解
が
「
宗
教
的
」
な
真
摯
さ

を
含
む
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
「
哲
学
的
」
立
場
と
し
て
は
徹

底
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
問
う
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
著
者
が
そ
の
内

に
身
を
お
こ
う
と
す
る
西
田
哲
学
と
は
、
「
出
来
上
っ
た
形
式
」
と
し
て

の
西
田
哲
学
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
思
索
の
一
歩
一
歩
の
生
成
と
し
て

の
西
田
哲
学
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
一
歩
一
歩
を
自
ら
辿

り
追
う
者
は
、
こ
の
思
惟
に
内
在
的
た
ら
ん
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の

思
索
へ
の
内
在
的
安
住
を
自
ら
破
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

哲
学
の
「
思
索
」
と
宗
教
の
「
信
」
と
は
、
接
点
を
も
つ
と
共
に
相
隔

た
る
。
沼
田
氏
の
書
は
西
田
哲
学
へ
の
内
在
的
沈
潜
の
深
さ
に
お
い
て
他

に
類
例
を
見
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
（
そ
の
深
さ
は
「
西
田
哲
学
へ
の
旅
」

と
い
う
謙
虚
な
題
を
か
え
っ
て
よ
く
引
き
立
た
せ
て
い
る
）
、
同
時
に
西

田
哲
学
の
「
哲
学
」
た
る
所
以
を
、
あ
る
い
は
、
哲
学
と
宗
教
と
の
「
接

点
」
が
「
切
点
」
で
も
あ
る
所
以
を
、
か
え
っ
て
見
え
な
く
し
は
し
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。
氏
の
内
在
的
（
内
部
脈
絡
的
で
は
な
い
）
な
研
究
の
長

所
は
、
そ
の
ま
ま
氏
自
身
の
立
場
の
問
題
点
に
転
ず
る
余
地
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
か
。
筆
老
は
氏
の
著
書
か
ら
多
く
を
教
え
ら
れ
る
と
共
に
、
こ

学
　
界
　
展
　
望

の
書
の
「
旅
路
」

る
の
で
あ
る
。

と
同
じ
方
角
を
辿
る
こ
と
に
あ
る
種
の
踏
ら
い
を
覚
え

〔
五
、
こ
　
結
び
の
語
に
移
る
前
に
、
尚
も
管
見
に
入
っ
た
諸
々
の
「
論

文
」
に
ご
く
簡
単
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　
舩
山
信
一
氏
の
論
文
集
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
西
田
哲
学
』
が
氏
の
四
十

年
間
に
わ
た
る
仕
事
の
集
成
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
他
に
宮

川
透
氏
の
近
著
『
〈
信
〉
と
く
知
〉
』
（
朝
日
出
版
、
昭
和
五
十
九
年
）
の
中
の

第
四
章
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る

自
由
民
権
運
動
」
も
、
こ
れ
ま
で
の
、
「
日
本
の
近
代
思
想
」
と
い
う
枠

組
み
で
な
さ
れ
て
き
た
宮
川
氏
の
長
年
の
西
田
哲
学
研
究
の
一
端
で
あ
る
。

ま
た
「
思
想
」
七
二
五
号
（
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
）
に
載
っ
た
四
日
谷
敬

子
氏
の
「
場
所
の
論
理
と
ド
イ
ツ
観
念
論
i
西
田
哲
学
と
の
批
判
的
対

決
」
お
よ
び
、
中
岡
成
文
氏
の
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
〈
弁
証
法
的
論

理
〉
」
の
二
論
文
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
い
し
は
ド
イ
ツ
観
念
論
と
の
比
較
を

通
し
て
西
田
哲
学
解
釈
を
試
み
る
と
い
う
点
で
共
通
し
、
さ
ら
に
西
田
哲

学
へ
の
果
敢
な
批
判
と
い
う
ト
ー
ン
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
。
他
に

も
大
峰
顕
氏
の
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
世
界
的
な
も
の
ー
フ
ィ
ヒ
テ
哲

学
と
の
比
較
」
（
高
橋
昭
二
編
『
暫
学
の
諸
問
題
』
淫
事
書
房
、
昭
和
五
十
九
年

所
収
）
が
著
者
の
管
見
に
入
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
論
文
へ
の
論
評
を
収
録
す
る
紙
数
は
こ
こ
に
は
な
い
が
、
た

だ
そ
れ
ら
が
す
べ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
も
し
く
は
ド
イ
ツ
観
念
論
と
の
比
較
で
西

田
哲
学
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
指
摘
し
て
お
い
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
論
点
は
必
ず
し
も
「
最
近
の
論
点
」
と
は
い
え
な
い
が
、
西

一
七
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
二
号

田
哲
学
と
ド
イ
ツ
観
念
論
と
の
間
の
深
い
問
題
連
関
を
改
め
て
思
わ
せ
る

こ
と
で
は
あ
る
。

　
中
村
、
末
木
、
沼
田
三
氏
の
著
作
は
、
こ
う
い
う
従
来
か
ら
の
観
点
と

は
ま
た
別
に
、
「
知
」
と
「
論
理
」
と
「
宗
教
」
と
い
う
論
点
を
薪
た
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

深
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
も
本
質
的
に
は
「
最

近
の
論
点
」
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
は
詳
述
し
な
か
っ

た
が
、
中
村
氏
の
挙
げ
る
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
制
度
的
認
識
の
欠

如
」
と
い
う
批
判
的
論
点
を
は
じ
め
と
し
て
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
論
点
は
、

根
本
的
に
は
か
つ
て
の
田
辺
元
薄
雪
の
批
判
や
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
論
者

た
ち
の
批
判
に
ほ
ぼ
収
敏
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
西
田
哲
学
に
は
こ
れ
ら
の

批
判
を
招
く
余
地
が
あ
っ
た
と
と
も
に
、
他
方
で
こ
れ
ら
の
批
判
に
よ
っ

て
は
ま
だ
尽
き
な
い
奥
行
き
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
の
意

図
も
、
美
童
の
論
点
を
通
し
て
こ
の
奥
行
き
を
垣
間
み
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
．
不
十
分
な
理
解
に
よ
っ
て
三
氏
の
丹
精
を
こ
め
ら
れ
た
御
仕

事
に
不
当
な
批
評
を
加
え
る
こ
と
が
あ
り
は
し
な
か
っ
た
か
と
、
密
か
に

擢
れ
る
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
付
記
　
本
稿
は
昭
和
六
十
年
二
月
に
脱
稿
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
以
降

に
発
表
・
刊
行
さ
れ
た
西
田
哲
学
に
つ
い
て
の
著
轡
・
論
文
は
、
こ
こ
で
は
対
象
外

で
あ
る
。

一
七
八

註
（
1
）
　
目
録
の
⇔
と
⇔
と
は
目
録
の
O
、
特
に
万
里
小
路
氏
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
労

　
作
を
足
場
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
問
氏
の
霞
録
は
、
こ
の
種
の
仕
事
の
宿
命
と

　
し
て
、
補
正
。
補
完
を
侯
つ
点
を
残
し
て
い
る
。
　
「
単
行
本
」
が
幾
点
か
洩
れ

　
た
り
（
山
田
宗
睦
『
日
本
型
思
想
の
原
型
』
三
一
書
爵
、
　
昭
和
三
十
六
年
な

　
ど
）
、
「
論
文
」
が
「
単
行
本
」
に
入
っ
て
い
た
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
ら
諸
点
の
部
分
的
補
正
を
含
め
て
氏
の
労
作
を
さ
ら
に
そ
の
三
年
後
の

　
文
献
ま
で
含
め
補
完
し
た
も
の
が
、
目
録
⇔
で
あ
る
。
た
だ
し
「
西
田
哲
学
文

　
献
・
年
譜
」
と
銘
打
た
れ
た
そ
の
「
年
譜
」
の
部
分
が
、
年
に
よ
っ
て
西
田
幾

　
多
郎
の
職
歴
上
の
こ
と
を
、
年
に
よ
っ
て
そ
の
家
庭
内
の
出
来
事
を
、
あ
る
い

　
は
た
だ
時
勢
の
出
来
事
を
一
、
二
行
で
記
し
、
ま
た
多
く
の
場
A
口
は
全
く
何
も

　
記
載
し
な
い
の
で
、
年
譜
記
述
と
し
て
は
中
途
半
端
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
目
録
⇔
は
西
田
幾
多
郎
に
関
す
る
文
献
的
資
料
を
網
羅
し
尽
し
た
感
が
あ
る
。

　
目
録
O
の
収
録
点
数
が
約
六
百
点
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
こ
↑
で
の
そ
れ
は
二
千

　
六
百
余
点
に
の
ぼ
る
。
た
だ
し
筆
者
の
カ
…
ド
と
併
せ
見
て
も
、
目
録
O
以
来

　
の
遺
漏
が
な
お
も
残
っ
て
い
る
。
（
山
崎
謙
『
哲
学
の
啓
蒙
一
i
京
都
学
派
蜘

　
判
』
大
月
書
店
、
照
和
二
十
二
年
な
ど
）
。
そ
れ
で
も
こ
れ
だ
け
の
点
数
を
収

　
集
し
た
佐
藤
道
予
民
の
労
は
、
万
里
小
路
氏
の
労
と
並
ん
で
特
記
さ
る
べ
き
も

　
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
問
題
点
（
欠
点
と
い
う
意
味
で
は
な
い
）
は
、
「
資

　
料
」
と
「
文
献
」
と
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
彙
報
」
の
類
い
か
ら
大
学
三
三
の
「
記
事
」
に
到
る
ま
で
の
も
の
が
、
「
単
行

　
本
」
や
「
論
文
」
の
類
い
と
同
列
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
西
醸
哲
学
と
は

　
別
の
テ
ー
マ
を
扱
か
っ
た
論
文
・
単
行
本
の
中
で
、
西
田
を
扱
か
っ
た
一
節
や

　
一
章
が
挙
げ
ら
れ
た
り
す
る
。
逆
に
「
文
献
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
、
こ

　
の
目
録
は
期
せ
ず
し
て
立
て
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

（
2
）
　
一
例
と
し
て
宮
州
透
氏
の
「
『
西
田
哲
学
』
研
究
史
覚
書
」
（
同
氏
薯
『
近



　
代
日
本
の
哲
学
・
増
補
版
』
勤
草
書
房
、
昭
和
三
十
七
年
所
収
）
を
挙
げ
て
お

　
く
。

（
3
）
　
「
共
通
感
覚
」
や
「
知
」
を
「
覚
」
と
の
連
関
で
論
じ
た
西
谷
啓
治
氏
の

　
重
要
な
論
文
と
し
て
、
他
に
「
般
若
と
理
性
」
（
玉
城
康
四
郎
編
『
仏
教
の
比

　
較
思
想
論
的
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
四
年
、
二
三
七
～
三
〇
〇

　
頁
）
お
よ
び
「
“
覚
”
に
つ
い
て
（
一
）
」
（
東
洋
学
術
研
究
第
十
八
巻
、
第
三

　
号
、
　
一
～
一
三
頁
）
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

（
筆
者

お
お
は
し
・
り
ょ
う
す
け
京
都
工
芸
繊
維
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
哲
学
〕
教
授
）

前
号
（
五
五
一
号
）
正
誤
表

　
八
頁

四
一
頁

五
四
頁

六
一
頁

八
三
頁

八
八
頁

一
8
頁

二
二
行

一
六
行

八
行

四
行一

四
行

一
六
行

一
行

δ
七
頁
　
一
五
行

一
≡
貝
　
九
行

三
九
頁
　
下
段
ご
O
～

　
　
　
一
＝
行

三
四
頁
　
上
段
七
行

　
　
誤

ス
ペ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

指
適
す
る

「
圓
想
》
づ
伽
。
昌
搾
①
三

「
建
立
つ
る
」

そ
の
た
め

実
現
を

ソ
ク
ラ
テ
ス
で
は

『
ソ
フ
ィ
ス
テ
ス
』

自
ピ
霞
窃
勘
寝
ヒ

私
は
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら

…
…
教
え
を
受
け
フ
市

に
残
っ
て

固
じ

　
　
正

ス
ペ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

指
摘
す
る

「
回
思
b
昌
侮
。
旨
婦
。
誉
」

「
建
立
す
る
」

の
た
め

実
現
の
有
無
を

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
見
解
で

は
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』

嫡
建
簿
ま
ゆ
優
じ

私
は
フ
山
巾
に
残
っ
て
フ

ッ
サ
ー
ル
か
ら
…
…
教

え
を
受
け

同
じ

1957

学
　
界
　
展
望

一
七
九


