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こ
と
ば
と
思
索

　
　
1
あ
る
い
は
日
本
語
と
哲
学
一

藤
　
田
　
正
　
勝

　
小
林
秀
雄
が
か
つ
て
あ
る
座
談
会
の
席
で
、
哲
学
老
の
書
く
も
の
が
非
常
に
難
解
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
日
本
人
の
言
葉
と
し
て
の
肉

感
」
が
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
「
肉
感
」
の
欠
如
と
い
う
こ
と
を
小
林
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
言
い
表
し

て
い
る
。
「
国
語
で
物
を
書
か
ね
ば
な
ら
ん
と
云
ふ
宿
命
に
対
し
て
、
哲
学
者
達
は
実
に
無
関
心
で
あ
る
と
い
ふ
風
に
僕
等
に
は
感
じ
ら

れ
る
の
で
す
。
如
何
に
誠
実
に
、
如
何
に
論
理
的
に
表
現
し
て
も
、
言
葉
が
伝
統
的
な
β
本
の
言
葉
で
あ
る
以
上
、
文
章
の
ス
タ
イ
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

中
に
、
日
本
人
で
な
け
れ
ば
出
て
来
な
い
味
ひ
が
現
は
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
ふ
」
。

　
小
林
は
「
ス
タ
イ
ル
」
、
あ
る
い
は
文
章
の
「
味
ひ
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
、
単
に
表
現
上
の
問
題
だ
け
が
言
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
も
受
け
取
れ
る
が
、
し
か
し
彼
の
批
判
は
、
そ
れ
以
上
の
事
柄
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
語
で
思
索

す
る
と
い
う
こ
と
一
そ
れ
は
小
林
の
表
現
を
使
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
「
宿
命
」
で
あ
る
一
が
哲
学
に
と
っ
て
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

意
昧
を
持
つ
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
小
林
の
批
判
は
、
哲
学
を
す
る
人
が
そ
う
し
た
聞
題

に
無
関
心
で
あ
り
、
無
自
覚
で
あ
る
と
い
う
批
判
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
批
判
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が

で
ぎ
る
か
、
そ
の
問
題
が
本
稿
の
背
景
に
あ
る
。
あ
る
い
は
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
思
索
は
、
そ
の
問
い
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
と
言

っ
て
も
よ
い
。



　
そ
の
よ
う
な
問
題
に
日
本
の
哲
学
者
が
ま
っ
た
く
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
、
も
ち
ろ
ん
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
九
鬼
周
造
は
、
『
い
き

の
講
造
』
の
な
か
で
、
β
本
人
の
性
情
、
歴
史
や
文
化
を
色
濃
く
映
し
た
言
葉
、
と
く
に
「
い
き
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
九
鬼
が
〈
こ
と
ば
〉
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
九
鬼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
言
語
、
あ
る
い
は
意
味
を
、
そ
れ
を
使
う
「
一
民
族
の
過
去
お
よ
び
現
在
の
存
在
様
態
の
自
己
表
明
」
と
し
て
理
解
す
る
。
つ
ま
り
蓄

積
さ
れ
た
民
族
の
文
化
の
自
己
開
示
と
し
て
と
ら
え
る
。
し
た
が
っ
て
言
語
な
い
し
意
味
と
、
「
民
族
の
意
識
的
存
在
」
と
の
関
係
は
、

前
者
が
後
者
を
形
成
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
後
者
が
前
者
を
生
み
だ
す
、
と
九
鬼
は
考
え
る
。
言
い
か
え
る
と
、
部
分
が
ま
ず
あ
っ

て
、
全
体
を
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
全
体
が
唱
つ
唄
つ
の
意
味
内
容
を
規
定
し
て
い
く
、
と
九
鬼
は
考
え
る
。
そ
れ
故
、
彼
に
よ
れ
ば
、

言
葉
の
一
つ
｝
つ
が
、
そ
れ
を
使
用
す
る
民
族
の
存
在
あ
る
い
は
文
化
の
表
明
と
し
て
、
特
殊
な
色
合
い
を
帯
び
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
普
遍
性
の
強
い
、
つ
ま
り
薄
応
ず
る
言
葉
を
他
の
言
語
の
中
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
言
葉
も
あ
る
。
し
か
し
逆
に
、
特
殊
性

の
強
い
、
つ
ま
り
他
の
言
語
に
対
応
す
る
も
の
を
見
い
だ
せ
な
い
、
し
か
し
、
そ
の
民
族
の
存
在
様
態
の
自
己
開
示
と
し
て
、
き
わ
め
て

重
要
な
言
葉
が
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
九
鬼
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
．
．
①
聲
藻
、
、
や
、
ド
イ
ツ
語
の
、
．
。
。
。
ぎ
ω
暮
窪
、
、
を
挙
げ
る
。

日
本
語
の
「
い
き
」
も
、
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
代
表
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
九
鬼
は
、
日
本
語
、
あ
る
い
は
「
意

識
的
存
在
」
と
し
て
の
日
本
人
に
対
し
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
語
で
思
索
す
る
と
い
う
こ
と
が
哲
学
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
題
を
直
接
考
察
の
延
年
と
し
た
、
と
ま
で
は
言
え
な
い
。

　
和
辻
哲
郎
も
、
そ
う
し
た
問
題
に
関
心
を
寄
せ
た
人
の
｝
人
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な

問
題
に
例
外
的
に
強
い
関
心
を
寄
せ
た
人
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
和
辻
に
は
「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
と
題

さ
れ
た
論
文
（
『
続
日
本
精
神
史
研
究
』
所
収
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
和
辻
は
、
田
辺
元
が
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
（
一
九
三
二
年
）

　
　
　
　
こ
と
ば
と
思
索
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
七
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八

の
な
か
で
記
し
て
い
る
次
の
言
葉
、
つ
ま
り
、
言
語
と
は
「
生
そ
の
も
の
の
不
断
な
る
自
己
解
釈
乃
至
自
己
表
現
の
過
程
」
で
あ
る
と
い

う
言
葉
を
引
用
し
、
そ
れ
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
そ
の
理
解
が
あ
る
重
要
な
補
足
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

り
、
門
言
語
が
一
つ
の
民
族
の
歴
史
的
体
験
を
荷
な
う
集
団
的
体
験
の
表
現
」
で
あ
る
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主

張
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
和
辻
は
、
性
や
数
を
区
別
し
な
い
と
い
っ
た
β
本
語
の
文
法
上
の
特
色
を
、
悟
性
的
認
識
よ
り

も
道
徳
や
芸
術
に
関
心
を
示
す
と
い
う
B
本
人
の
精
神
的
な
特
性
に
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
分
析
を
お
こ
な
う

だ
け
で
な
く
、
日
本
語
が
、
理
論
的
な
方
面
に
お
い
て
も
発
展
し
う
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
自
ら
具
体
的
に
、
「
あ
る

と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
を
問
う
試
み
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
和
辻
は
、
日
本
語

の
特
色
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
自
覚
的
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
可
能
性
を
よ
り
大
き
く
広
げ
る
た
め
の
努
力
を
実
際
に
行
っ
た
人
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
日
本
語
で
思
索
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
哲
学
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
い
を
、
正
面

か
ら
そ
の
も
の
と
し
て
問
う
こ
と
を
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二

　
西
霞
幾
多
郎
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
言
い
か
え
れ
ば
、
日
本
語
で
思
索
す
る
と
い
う
「
宿

命
」
を
一
つ
の
問
題
と
し
て
自
覚
的
に
問
う
こ
と
を
し
た
か
ど
う
か
と
間
う
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
「
否
扁
と
答
え
ざ
る
を
え
な
い
と
思
う
。

彼
の
著
作
の
な
か
で
直
接
日
本
語
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
例
外
的
に
は
、
た
と
え
ぽ
「
国
語
の
自
在
里
偏

（『

ｱ
思
索
と
体
験
』
所
収
）
と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
B
本
語
は
何
に
適
す
る
か
。
…
…

一
例
を
云
へ
ば
、
俳
句
と
い
ふ
如
き
も
の
は
、
…
…
日
本
語
に
よ
っ
て
の
み
表
現
し
得
る
美
で
あ
り
、
大
き
く
云
へ
ば
日
本
人
の
人
生
観
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

世
界
観
の
特
色
を
示
し
て
居
る
と
も
云
へ
る
。
日
本
人
の
物
の
見
方
考
え
方
の
特
色
は
、
現
実
の
中
に
無
限
を
掴
む
に
あ
る
の
で
あ
る
」
。

こ
の
文
章
自
体
は
、
日
本
人
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
西
田
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
知
る
上
で
興
味
深
い
が
、
し
か
し
、
そ



こ
で
は
、
日
本
語
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
が
哲
学
的
な
思
索
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
論
じ
ら
れ
て
い

な
い
。

　
し
か
し
西
田
の
場
合
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
直
接
そ
の
問
い
を
問
う
て
い
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
大
き
な
意
味
で
は
、
日

本
語
を
通
し
て
思
索
す
る
と
い
う
事
態
に
所
産
し
、
そ
の
意
味
を
問
題
に
し
た
、
と
言
え
る
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
西
田
が
哲
学
と

い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
西
田
が
「
哲
学
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
よ
く
示
す
箇
所
と
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
『
精
神
力
』
の
邦
訳
の

た
め
に
西
田
が
書
い
た
「
序
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
哲
学
が
我
々
の
生
命
の
論
理
的
自
覚
の
意
義
を
有
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は

民
族
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
は
ド
イ
ツ
の
哲
学
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
フ
ラ

ン
ス
の
哲
学
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
一
三
・
二
一
七
）
。
「
民
族
的
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
い
わ
ゆ

る
「
民
族
主
義
」
を
煽
る
た
め
に
使
わ
れ
た
言
葉
で
は
な
い
。
そ
れ
自
身
の
文
化
的
伝
統
を
持
つ
イ
ギ
リ
ス
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
が
あ

り
、
ド
イ
ツ
に
は
ド
イ
ツ
の
哲
学
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
た
め
に
そ
の
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学

が
あ
る
の
は
、
哲
学
が
、
単
な
る
論
理
的
な
操
作
や
、
あ
る
い
は
単
な
る
文
献
の
研
究
で
は
な
く
、
「
生
命
の
論
理
的
自
覚
」
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
に
西
田
は
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
「
生
命
」
と
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
〈
こ
と
ば
〉
を
通
し
て
も
の
を
感
じ
、

思
考
し
、
表
現
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
生
の
営
み
全
体
を
指
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
間
の
営
み
、
人
間
の
存
在
の
あ
り
様
を
自
覚
に

も
た
ら
し
、
概
念
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
哲
学
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
西
照
は
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
れ
と
ち
ょ
う
ど
裏
返
し
の

事
態
に
な
る
が
、
西
田
は
、
一
時
期
、
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
に
強
く
動
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
も
新
カ
ン
ト
派
の
立

場
そ
の
も
の
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
そ
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
新
カ
ン
ト
派
の
人
々
が
「
論

理
」
に
偏
し
て
、
「
深
い
体
験
の
内
省
を
欠
い
て
居
た
」
（
三
・
四
）
点
を
批
判
し
て
い
る
。

　
西
田
が
こ
の
よ
う
に
哲
学
を
「
生
命
の
自
覚
」
、
あ
る
い
は
「
体
験
の
内
省
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
自
ら
の
思
索

　
　
　
　
こ
と
ぽ
と
思
索
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
謝
誓
学
研
究
　
　
第
五
｝
臼
六
十
－
四
口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

を
展
開
し
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
必
然
的
に
〈
こ
と
ば
〉
の
問
題
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
入
り
込
ん
で
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生

き
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
も
の
を
感
じ
、
思
索
し
、
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
く
こ
と
ば
〉
と
と
も
に
、
そ
し
て
〈
こ

と
ば
〉
を
通
し
て
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
〈
こ
と
ば
〉
を
通
し
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
、
〈
こ
と
ば
〉
を
使
っ
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
〈
こ
と
ば
〉
は
単
な
る
符

牒
で
あ
り
、
道
具
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
西
田
は
退
け
る
。
た
と
え
ば
『
働
く
も
の
か
ら
見

る
も
の
へ
』
（
一
九
二
七
年
）
の
な
か
の
「
衰
現
作
用
」
と
い
う
論
文
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
純
な
る
思
想
は
我
々
の

思
惟
作
用
の
中
に
含
ま
れ
て
居
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
言
語
の
世
界
に
宿
っ
て
居
る
の
で
あ
る
、
言
語
は
思
想
の
身
体
の
如
き
も
の
で
あ

る
」
（
四
・
一
五
九
）
。
言
語
以
前
に
「
純
な
る
思
想
」
が
あ
る
と
い
う
考
え
を
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
。
言
語
と
い
う
「
身

体
」
な
く
し
て
は
、
思
想
も
ま
た
存
在
し
な
い
と
い
う
考
え
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
言
語
観
は
、
た
と
え
ば
メ
ル
ロ
H
ポ
ソ
テ
ィ
の
そ
れ

に
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
『
知
覚
の
現
象
学
』
（
一
九
四
五
年
）
の
な
か
で
メ
ル
ロ
H
ポ
ソ
テ
ィ
は
言
語
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。

「
こ
と
ば
〔
パ
ロ
ー
ル
〕
と
は
思
惟
の
記
号
〔
標
識
、
シ
ー
ニ
ュ
〕
で
は
な
い
。
…
…
両
者
は
互
い
に
包
み
あ
っ
て
い
る
。
意
味
は
こ
と

ば
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
、
こ
と
ば
は
意
味
の
外
面
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
こ
と
ば
が
思
惟
の
定
着
の
た
め
の
単
な
る
手
段
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
思
惟
の
外
被
や
着
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
。

　
さ
て
、
哲
学
が
「
生
命
の
自
覚
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
〈
こ
と
ば
〉
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
日
本
語
、

あ
る
い
は
日
本
語
に
よ
る
思
索
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
〈
こ
と
ば
〉
は
1
西
田
の
言
葉

を
借
り
て
言
え
ば
一
「
民
族
的
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
単
に
異
な
っ
た
だ
語
を
使
い
、
異
な
っ
た
文
法
体
系
に
基
づ
い
て
い
る

と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
〈
こ
と
ば
〉
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
観
闘
世
界
の
眺
め
（
≦
簿
9
。
器
財
匿
）
を
決
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

言
語
の
相
対
性
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
〈
こ
と
ば
〉
以
前
に
客
観
的
な
〈
世
界
〉
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
〈
こ
と
ば
〉
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
世
界
が
、
あ
る
い
は
世
界
の
眺
め
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
サ
ピ
ア
ー
ウ
ォ
ー
フ
の
仮
説
」
以
来
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ



る
通
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
西
田
の
思
索
の
な
か
に
は
、
B
本
語
を
用
い
た
わ
れ
わ
れ
の
特
徴
的
な
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、

逆
に
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
日
本
語
の
特
色
が
自
覚
化
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
西
田
自
身
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
察
の
直
接
的
な
目
的
と
し
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
哲
学

は
「
生
命
の
論
理
的
自
覚
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
彼
の
自
己
了
解
か
ら
、
自
ず
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
結
果
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

三

　
以
上
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
日
本
語
の
特
徴
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
と
西
田
の
思
索
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た

い
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

　
手
が
か
り
と
し
て
下
村
寅
太
郎
の
「
西
田
哲
学
と
B
本
語
」
と
い
う
論
文
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
そ
こ
で
下
村
は
次
の
よ
う
に
記
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
話
や
文
章
に
は
主
語
が
な
い
場
合
が
非
常
に
多
い
。
し
か
し
そ
れ
を
主
語
の
省
略
と
い
う
の
は
、
主
語
と
述
語

を
根
本
形
式
と
す
る
西
洋
の
文
法
の
立
場
か
ら
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
語
で
主
語
が
な
い
場
合
、
必
ず
し
も
あ
る
べ
き
主
語
が
省
略

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
主
語
と
述
語
を
根
本
形
式
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
寧
ろ
主
語
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
、
そ
う

い
う
言
語
が
日
本
語
の
特
色
で
あ
る
と
も
い
え
る
」
。

　
下
村
が
主
張
す
る
よ
う
に
「
主
語
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
」
と
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
は
、
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
B
本
語
は
、

〈
主
語
＋
述
語
〉
と
い
う
形
を
必
ず
し
も
根
本
の
形
式
と
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
諸
言
語
の
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
〈
主
語
＋
述
語
〉
と
い
う
形
が
、
文
の
基
本
形
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に

は
、
対
象
の
把
握
、
あ
る
い
は
対
象
の
客
観
的
な
叙
述
と
い
う
点
に
重
点
を
置
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
の
、
も
の
に
接
す
る
際
の
基

　
　
　
　
こ
と
ば
と
思
索
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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回
二

本
的
な
態
度
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
己
よ
り
も
ま
ず
、
対
象
に
注
意
を
注
ぎ
、
そ
れ
を
精
確
に
君
臨
す
る
、
と
い
う
態

度
が
根
本
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
〈
主
語
＋
述
語
〉
と
い
う
文
章
表
現
の
形
式
は
、
単
に
文
法
上
の
問
題
で
は
な
く
、
も

の
を
見
る
、
あ
る
い
は
も
の
と
接
す
る
際
の
基
本
的
な
態
度
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
態
度
は
、
も
の
を
〈
実
体
〉
と
く
属
性
〉
と
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
く
も
の
の
見
方
〉
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

つ
ま
り
、
対
象
を
と
ら
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
諸
性
質
か
ら
独
立
し
て
〈
自
己
同
一
〉
を
保
つ
も
の
を
考
え
、
そ
し
て
、
変
化
す
る

諸
性
質
が
そ
れ
に
帰
属
し
て
い
る
と
考
え
る
考
え
方
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
〈
実
体
〉
と
く
属
性
〉
と
の
関
係
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
た
事
態
が
、
実
際
に
言
語
表
現
の
形
を
と
る
と
き
、
ま
ず
く
実
体
〉
の
方
が
〈
主
語
〉
と
し
て
言
い
表
さ
れ
、
〈
属
性
〉
の
方
が

〈
述
語
〉
と
し
て
言
い
表
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
、
〈
実
体
麗
主
語
〉
が
基
軸
と
し
て
設
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
く
属
性
”
述
語
〉
が
展

開
さ
れ
て
い
く
形
を
と
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
の
基
本
形
式
で
あ
る
く
主
語
＋
述
語
〉
形
式
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
持
つ
と
考
え
ら

（
8
）

れ
る
。

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
以
上
を
踏
ま
え
て
も
う
一
度
日
本
語
の
特
微
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
日
本
語
の
あ
い
ま
い
さ
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
の
揚
合
、
文
（
判
断
）
は
、
基
本
的
に
は
実
体
薩
主
語
と
属
性
騒
述
語
と
が
繋
辞
で
結
ば
れ
る
と
い
う
形
を
と

る
。
そ
れ
は
、
あ
る
実
体
の
持
つ
性
質
の
概
念
化
の
努
力
が
つ
ね
に
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
あ
る
属
性
と
他

の
属
性
と
の
相
違
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
間
わ
れ
る
。
ま
た
、
属
性
の
実
体
へ
の
帰
属
関
係
の
真
偽
が
（
あ
か
ら
さ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

に
は
問
わ
れ
な
く
て
も
、
潜
在
的
に
は
）
つ
ね
に
問
題
に
さ
れ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
日
本
語
の
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
〈
主
語
＋
述
語
〉
の
形
を
と
ら
な
い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
帰
属
関
係
の
真
偽
、
あ
る



い
は
属
性
と
属
性
と
の
相
違
、
事
物
と
事
物
と
の
あ
い
だ
の
異
同
が
、
必
ず
し
も
問
題
に
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
い
ま
い
に
さ
れ
た
ま

ま
に
お
か
れ
る
。
そ
の
点
で
日
本
語
は
、
対
象
の
分
析
、
そ
し
て
そ
れ
の
厳
密
な
叙
述
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ヨ
ー
巨
ッ
パ
の
言
語
と
比

較
し
た
と
き
、
不
向
き
な
点
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
比
較
の
問
題
と
し
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
、
日
本
語
も

ま
た
、
現
代
で
は
、
古
代
や
中
世
の
文
章
に
比
べ
て
、
著
し
く
論
理
的
な
表
現
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な

お
、
臼
本
語
の
表
現
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
と
比
較
し
て
、
あ
い
ま
い
さ
を
許
容
す
る
度
合
い
が
強
い
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。

　
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
裏
返
し
て
言
う
と
、
一
こ
れ
は
下
村
寅
太
郎
の
先
の
論
文
に
お
け
る
表
現
で
あ
る
が
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言

語
は
「
正
確
に
し
か
表
現
で
き
な
い
」
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
〈
実
体
－
属
性
睦
主
語
－
述
語
〉
と
い
う
形

式
の
上
で
し
か
表
現
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
枠
と
な
り
、
表
現
が
制
約
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、

文
学
、
と
り
わ
け
詩
歌
の
幅
を
狭
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
一
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
比
較
の
上
で
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
が
一
と
も

考
え
ら
れ
る
。
先
に
、
西
田
が
、
「
国
語
の
自
在
性
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
、
日
本
語
は
俳
句
の
よ
う
な
詩
歌
表
現
に
適
し
て
い

る
、
と
語
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
西
細
は
「
自
在
性
」
と
い
う
言
葉
で
、
直
接
そ
の
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

し
か
し
、
〈
実
体
－
属
性
H
主
語
－
述
語
〉
と
い
う
枠
に
限
定
さ
れ
ず
に
事
柄
を
表
現
で
き
る
と
い
う
日
本
語
の
特
徴
は
、
こ
の
「
自
在

性
」
と
い
う
言
葉
で
よ
く
表
現
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　
た
だ
、
西
田
が
こ
の
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
裏
返
し
て
み
る
と
、
日
本
語
は
詩
歌
表
現
に
は
向
い
て
い
る
が
、
し

か
し
論
理
的
表
現
に
は
、
あ
る
い
は
哲
学
に
は
向
い
て
い
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
。
た
し
か
に
そ
う
い
う
面
が
あ
る
こ
と

を
西
田
も
認
め
て
い
た
と
思
う
。
し
か
し
他
方
、
〈
実
体
一
属
性
一
1
主
語
－
述
語
〉
と
い
う
枠
で
考
え
る
西
洋
の
哲
学
に
は
見
え
な
い
も

の
も
あ
る
、
そ
の
よ
う
に
も
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
点
を
西
田
は
そ
の
思
索
を
通
し
て
見
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
と
え
ば
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
こ
と
を
西
田
が
言
う
と
き
、
ね
ら
い

は
、
そ
う
い
う
点
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
主
語
と
い
う
基
軸
を
設
定
し
、
そ
れ
に
属
性
を
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
仕
方
で
事
柄
を

　
　
　
　
こ
と
ば
と
思
索
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分
節
化
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
多
く
の
成
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
疑
い
が
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ

が
そ
の
ま
ま
、
も
の
ご
と
を
そ
の
全
体
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
西
田
は
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
そ
う

し
た
分
節
化
以
前
の
と
こ
ろ
を
こ
そ
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と
い
う
考
え
と
、
「
純
粋
経
験
」
を
め
ぐ
る
思
索
と
は
分
か
ち
が
た
く

結
び
つ
い
て
い
た
と
君
え
る
。

五

　
次
に
日
本
語
の
も
う
一
つ
別
の
特
微
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
先
に
言
っ
た
よ
う
に
、
ヨ
；
ロ
ッ
パ
の
魚
雷
語
で
は
、
実
体
1
1
主
語
が

基
軸
と
し
て
設
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
事
柄
が
把
握
さ
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
と
対
比
し
て
、
つ
ま
り
そ
れ
を
鏡
に
し
て
考
え
る
と
、

日
本
語
で
は
、
話
者
の
直
接
的
な
存
在
了
解
が
実
体
・
属
性
の
関
係
に
分
節
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
表
出
さ
れ
る
。
そ

れ
は
お
そ
ら
く
、
B
本
語
で
は
、
存
在
が
自
己
の
う
ち
で
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
か
、
と
い
う
点
に
重
点
が
置
か
れ
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
自
己
の
う
ち
で
受
け
取
ら
れ
た
か
ぎ
り
で
の
事
柄
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
注
意
の
向
け
ら
れ
る
対
象
で
あ
り
、
事
柄
が
事
柄
と
し
て
何

で
あ
る
か
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
属
性
が
帰
属
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
第
二
次
的
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
対
象
の
分
析

よ
り
も
、
ま
ず
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
か
、
つ
ま
り
受
け
取
り
手
の
感
情
、
あ
る
い
は
評
価
の
方
に
第
一
次
的
に
注
意
が
向

け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
話
者
の
感
動
や
評
価
は
、
具
体
的
に
品
詞
で
言
え
ば
、
「
ま
さ
か
」
と
か
「
せ
っ
か
く
」
と
い
っ
た
副
詞
や
、
「
う
ま
く
行

く
ま
い
」
と
い
う
文
中
の
「
ま
い
」
な
ど
の
助
動
詞
、
「
暑
い
な
」
、
「
暑
い
よ
」
、
「
暑
い
と
も
」
な
ど
の
、
「
な
」
、
「
よ
」
、
「
と
も
」
と
い

っ
た
助
詞
な
ど
で
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
、
日
本
語
の
い
ま
言
っ
た
性
格
、
つ
ま
り
、
話
し
手
の
感
情
や
評

価
が
雷
語
活
動
に
強
く
反
映
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
国
語
学
者
と
し
て
、
時
枝
誠
記
（
一
九
〇
〇
1
六
七
年
）
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
と
の
連
関
で
、
い
わ
ゆ
る
時
枝
文
法
を
、
必
要
な
か
ぎ
り
で
見
て
お
き
た
い
。



　
時
枝
に
よ
れ
ば
、
文
は
、
〈
詞
〉
と
く
辞
〉
と
か
ら
な
る
。
〈
詞
〉
と
は
、
名
詞
、
動
詞
、
形
容
詞
、
副
詞
な
ど
、
具
体
的
な
事
象
を
い

っ
た
ん
概
念
化
し
た
語
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
〈
辞
〉
は
、
接
続
詞
、
感
動
詞
、
助
動
詞
、
助
詞
な
ど
で
あ
り
、
時
枝
に
よ
れ
ば
、

概
念
化
の
過
程
を
経
て
い
な
い
、
話
者
の
感
情
や
判
断
を
直
接
的
に
伝
え
る
語
で
あ
る
。
時
枝
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
〈
詞
〉
を
〈
辞
〉

が
包
み
込
む
形
で
、
つ
ま
り
、
〈
詞
〉
と
い
う
客
観
的
な
も
の
に
、
話
者
の
気
持
ち
を
表
現
す
る
〈
辞
〉
が
つ
け
加
わ
っ
て
句
が
、
そ
し

て
文
が
成
立
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
〈
詞
〉
と
く
辞
〉
と
は
、
い
わ
ば
引
き
屠
し
と
そ
の
引
き
手
の
関
係
に
あ
る
。
た
だ
し
、
引

き
手
は
単
な
る
付
属
品
で
は
な
く
、
そ
れ
で
（
つ
ま
り
話
者
の
感
情
や
判
断
で
）
引
き
出
し
（
つ
ま
り
客
観
的
な
叙
述
内
容
）
を
そ
っ
と

引
き
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
強
く
引
き
出
し
た
り
す
る
は
た
ら
き
を
す
る
。
そ
の
意
味
で
引
き
手
の
方
が
支
配
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。　

一
つ
の
く
詞
＋
辞
〉
の
基
本
単
位
は
、
別
の
〈
詞
＋
辞
〉
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
さ
ら
に
別
の
〈
詞
＋
辞
〉
に
よ
っ
て
、
と
い
う

よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
〈
入
子
型
〉
に
順
に
包
ま
れ
て
い
く
。
時
枝
は
そ
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
図
示
し
て
い
る
。

匂
い

の
高
い

花

が

咲
い

た一l
l

　
そ
う
す
る
と
日
本
語
の
文
で
は
、
詞
と
辞
と
が
交
互
に
現
れ
、
客
観
的
な
内
容
を
持
つ
〈
詞
〉
に
対
し
て
、
話
者
が
ど
の
よ
う
な
態
度

を
と
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
つ
ど
言
い
表
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
客
観
的
な
叙
述
が
、
つ
ね
に
話
者
の
評
価

や
感
情
に
引
き
戻
さ
れ
な
が
ら
、
展
開
し
て
い
く
。

　
〈
辞
V
に
、
た
と
え
ば
助
詞
に
、
そ
の
よ
う
な
感
情
が
込
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
た

と
え
ば
ど
の
助
詞
を
使
う
か
で
、
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
つ
ね
に
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
こ
と
ば
と
思
索
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「
そ
れ
で
い
い
の
」
、
「
そ
れ
で
い
い
ね
扁
、
「
そ
れ
で
い
い
な
」
等
々
の
表
現
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
大
き
く
異
に
す
る
。
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
歌
論
や
俳
論
で
「
て
に
を
は
」
を
味
わ
う
こ
と
の
大
切
さ
が
言
わ
れ
る
の
も
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
、

そ
の
よ
う
に
一
つ
一
つ
の
く
辞
〉
に
、
感
情
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
巳
本
語
は
詩
歌
に
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え

る
の
で
あ
る
。
単
に
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
単
に
〈
主
語
＋
述
語
〉
と
い
う
枠
に
制
約
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
に
〈
辞
〉
を
通
し
て
一
つ
一
つ
の
句
に
感
情
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
も
っ
と
も

大
き
な
根
拠
で
あ
ろ
う
。
β
本
で
短
詩
が
成
立
し
え
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
付
け
加
え
て
言
え
ば
、
〈
辞
〉
の
な
か
に
込
め
ら
れ
た
感
情
の
主
体
は
、
ど
こ
ま
で
も
話
者
で
あ
り
、
文
法
上
の
主
語
で
は
な
い
。
話

者
が
あ
る
意
味
で
文
の
本
当
の
主
語
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
形
態
を
と
る
暇
本
語
で
は
、
文
法
上

の
主
語
の
果
た
す
役
割
、
そ
の
価
値
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
と
比
較
し
た
と
き
、
著
し
く
小
さ
い
。
日
本
語
で
文
法
上
の
主
語
が
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ず
し
も
語
ら
れ
な
い
の
は
、
ま
ち
が
い
な
く
そ
の
よ
う
な
事
情
が
関
与
し
て
い
る
。

　
さ
て
時
枝
文
法
で
は
さ
ら
に
、
〈
格
〉
が
問
題
に
さ
れ
る
。
〈
格
〉
と
い
う
の
は
、
詞
と
詞
と
の
間
の
関
係
を
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
犬
が
走
る
」
と
い
う
文
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
「
犬
」
は
、
「
走
る
」
と
の
関
係
に
お
い
て
「
主
語
格
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し

て
「
走
る
」
の
方
は
「
述
語
格
扁
で
あ
る
。
そ
の
他
、
「
客
語
格
」
、
「
修
飾
格
」
、
「
独
立
語
格
」
等
が
〈
格
〉
の
種
類
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
時
枝
が
も
っ
と
も
重
視
す
る
の
は
「
述
語
格
扁
で
あ
る
。

　
「
犬
が
走
る
」
と
い
う
文
で
は
、
「
犬
偏
が
主
語
格
、
「
走
る
」
が
述
語
格
で
あ
る
と
一
応
言
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
時
枝
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

「
犬
が
走
る
」
も
全
体
と
し
て
述
語
格
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
も
言
う
。
そ
の
主
張
の
根
底
に
は
、
主
語
と
述
語
と
の
関
係
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
と
日
本
語
と
で
は
根
本
的
に
異
な
る
と
い
う
時
枝
の
考
え
が
あ
る
。
時
枝
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
で
は
主

語
と
述
語
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
対
立
的
な
関
係
に
あ
る
。
主
語
も
述
語
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
を
主
張
し
、
一
方
が
他
方
に

吸
収
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
省
か
れ
る
場
舎
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
自
明
な
た
め
に
、
あ
る
い
は
緊
急
の
場



合
な
ど
に
、
本
来
あ
る
べ
き
も
の
が
省
略
さ
れ
た
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
語
で
は
、
主
語
は
も
と
も
と
述
語
の
な

か
に
包
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
時
枝
は
考
え
る
。
「
走
る
」
、
あ
る
い
は
「
走
っ
た
」
と
い
う
文
は
、
走
る
何
も
の
か
を
そ
の
う
ち

に
内
包
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
文
は
、
主
語
を
省
略
し
た
も
の
で
は
な
い
。
「
犬
が
走
る
」
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
内
包
さ
れ

て
い
た
も
の
が
、
た
ま
た
ま
外
に
現
れ
る
形
で
表
現
さ
れ
た
と
解
釈
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
走
る
」
と
同
様

に
、
「
犬
が
走
る
」
と
い
う
文
も
全
体
と
し
て
、
一
つ
の
述
語
格
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
主
語
だ
け
で
な
く
、
客
語
、
補
語
、
修
飾
語
な
ど
も
、
基
本
の
述
語
格
に
も
と
も
と
内
包
さ
れ
て
い
る
、
と
時
枝
は
考
え
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
述
語
格
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
外
に
現
れ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
主
誘
、
客
語
、
補
語
、
修
飾

語
に
は
、
本
質
的
な
区
別
は
な
い
。
ど
れ
も
特
権
的
な
位
置
を
占
め
て
い
な
い
（
言
う
ま
で
も
な
く
、
主
語
が
特
権
的
な
位
置
を
占
め
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
と
対
比
し
て
言
わ
れ
て
い
る
）
。
そ
れ
ぞ
れ
、
可
能
的
に
述
語
格
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
内
容
を
、
く
わ
し
く
説
明

す
る
た
め
に
引
き
出
さ
れ
て
く
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
時
枝
は
、
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
修
飾
語
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
と
し
て
い
る
。
具
体
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
本
を
買
っ
た
」
と
い
う
文
も
、
「
昨
日
、
買
っ
た
」
と
い
う
文
も
、
「
私
が
買
っ
た
」

と
い
う
文
も
、
そ
し
て
ま
た
単
に
「
買
っ
た
」
と
い
う
だ
け
の
文
も
、
そ
れ
ぞ
れ
完
結
し
た
文
で
あ
り
、
何
か
を
省
略
し
て
で
き
た
文
で

は
な
い
。
最
初
の
三
つ
は
、
「
買
っ
た
」
と
い
う
文
の
な
か
に
可
能
的
に
内
包
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
一
つ
を
必
要
に
応
じ
て

引
き
出
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
三
つ
の
文
、
さ
ら
に
「
買
っ
た
」
と
い
う
文
も
含
め
て
、
そ
の
ど
れ
も
、
他
の
文
に

優
越
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
先
に
、
碍
本
語
で
は
、
経
験
さ
れ
る
も
の
が
自
己
の
う
ち
で
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
か
、
と
い
う
点
に
重
点
が
置
か
れ
る
と
い
う

こ
と
を
言
っ
た
。
そ
の
こ
と
と
の
連
関
で
言
う
と
、
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
形
で
存
在
が
受
け
取
ら
れ
る
か
と
言
う
と
、
ま
ず
、
事
柄
が

述
語
の
形
で
、
す
な
わ
ち
、
主
語
や
客
語
、
修
飾
語
に
あ
た
る
も
の
を
内
包
し
た
述
語
の
形
で
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
必

要
な
も
の
だ
け
が
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
言
表
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
紅
葉
し
た
木
の
葉

　
　
　
　
こ
と
ば
と
思
索
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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を
見
る
場
合
で
も
、
ま
ず
「
赤
い
」
、
あ
る
い
は
「
美
し
い
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
区
別
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
対

象
の
方
に
立
ち
返
っ
て
、
そ
れ
が
カ
エ
デ
で
あ
る
の
か
、
ハ
ゼ
で
あ
る
の
か
が
、
言
表
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
以
上
で
見
た
時
枝
の
理
論
を
手
が
か
り
に
す
る
と
、
心
霊
語
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
日
本
語
の
文
で
は
、
〈
詞
〉
が
く
辞
〉
に
よ
っ
て
包
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
と
く
に
述
語
格
に
付
く
＜
辞
〉
で
文
全

体
が
し
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
し
手
の
感
情
や
評
価
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
。

　
（
2
）
日
本
語
で
は
「
述
語
格
」
の
く
詞
〉
＋
〈
辞
〉
が
文
の
基
礎
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
β
本
語
は
〈
述
語
中
心
的
な
構
造
〉

を
持
っ
て
い
る
。

占／N

　
こ
の
よ
う
な
B
本
語
に
つ
い
て
の
理
解
を
下
敷
き
に
し
て
、
西
田
の
〈
場
所
〉
論
を
見
て
み
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず

第
一
に
、
西
田
の
思
想
の
展
開
そ
れ
自
体
を
追
っ
て
行
く
の
と
は
違
っ
た
方
向
か
ら
、
西
田
の
〈
場
所
〉
論
に
照
明
を
当
て
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
逆
に
言
う
と
、
西
田
の
〈
場
所
〉
論
と
し
て
は
一
つ
の
制
限
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
つ
ま
り
、
あ
る
一
つ
の
方
膚
か
ら
西
田
の
〈
場
所
〉
論
に
光
を
当
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
西
圏
の
〈
場
所
〉
の
思
想
全
体
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
そ
し
て
第
二
に
、
本
稿
全
体
の
意
図
と
の
つ
な
が
り
で
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
西
田
の
〈
場
所
〉
論
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

最
初
に
掲
げ
た
問
い
、
す
な
わ
ち
、
《
日
本
語
で
思
索
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
》
と
い
う

問
い
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
無
自
覚
で
あ
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
答
え
る
た
め
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
確
保
で
き
る
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
西
田
の
〈
場
所
〉
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
（
一
九
二
七
年
）
の
な
か
の
「
場
所
」
の
論
文
に
お
い
て
展



開
さ
れ
た
後
、
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
（
一
九
三
〇
年
）
や
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
（
一
九
三
二
年
目
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
深
め
ら
れ

て
い
く
が
、
こ
こ
で
は
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
諸
論
文
、
と
く
に
「
場
所
」
の
論
文
を
考
察
の
手
が
か
り
と
し
た
い
。
そ
こ

で
は
、
〈
場
所
〉
の
問
題
が
、
も
っ
と
も
強
く
論
理
と
の
関
係
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
〈
こ
と
ば
〉
の
問
題
と
の
つ
な
が
り
に
お

い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
西
田
の
〈
場
所
〉
論
は
、
も
ち
ろ
ん
、
日
本
語
を
ど
の
よ
う
な
言
語
と
し
て
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
は

な
い
。
〈
場
所
〉
論
の
背
景
に
は
、
カ
ン
ト
、
お
よ
び
当
時
の
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
、
と
く
に
そ
の
認
識
論
と
の
対
決
が
あ
っ
た
。
カ
ン

ト
な
い
し
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
は
、
主
客
の
対
立
、
つ
ま
り
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
対
立
か
ら
出
発
し
、
そ
の
前
提
の
う
え

に
立
っ
て
、
認
識
が
い
か
に
成
立
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
。
言
い
か
え
る
と
、
主
観
の
は
た
ら
き
を
、
ま
ず
、
感
性
と
悟
性
と

に
分
げ
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
働
き
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
が
可
能
に
な
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
対
象
が
構
成
さ
れ
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
こ
で
は
、
た
し
か
に
、
対
象
化
さ
れ
た
主
観
、
つ
ま
り
「
意
識
さ
れ
た
意
識
」
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

し
か
し
「
意
識
す
る
意
識
」
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
、
西
田
の
カ
ン
ト
な
い
し
新
カ
ン
ト
派
に
対
す
る
批
判
の
要
点
で
あ
っ

た
。
言
い
か
え
る
と
、
こ
の
「
意
識
す
る
意
識
」
を
い
か
に
し
て
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
時
期
の
西
田
に
と
っ
て
の
最
大
の

関
心
事
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
意
識
す
る
意
識
」
は
、
西
田
に
お
い
て
単
に
認
識
論
的
な
関
心
か
ら
の
み
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
意

識
す
る
意
識
」
は
西
田
に
お
い
て
、
同
時
に
「
真
の
自
己
」
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
認
識
、
あ
る
い
は
知
の
問
題
が
、
実
存
の
問
題
、

自
己
が
い
か
な
る
自
己
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
場
所
」
の
論
文
の
次
の
言
葉
が
そ
の
こ
と
を
よ

く
示
し
て
い
る
。
「
意
識
す
る
と
い
ふ
こ
と
と
、
知
識
の
対
象
界
に
映
す
と
い
ふ
こ
と
と
が
す
ぐ
一
つ
に
考
へ
ら
れ
る
が
、
厳
密
な
る
意

味
に
於
て
知
識
の
対
象
界
に
情
意
の
内
容
を
映
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
知
識
の
対
象
界
は
何
処
ま
で
も
限
定
せ
ら
れ
た
場
所
の
意
味
を
脱

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
情
意
の
映
さ
れ
る
面
皮
は
、
尚
一
層
深
く
広
い
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
四
・
二
一
西
）
。

　
　
　
　
こ
と
ば
と
思
索
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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さ
て
、
「
意
識
す
る
意
識
」
な
い
し
「
真
の
自
己
」
を
い
か
に
し
て
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
を
追
究
す
る
際
に
西
田
が
手
が
か
り
に

し
た
の
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ヒ
ポ
ケ
イ
メ
ノ
ソ
の
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
無
数
の
属
性
を
支
え
る
基
体
で
あ
り
、
主
語
に
は
な
る

が
、
け
っ
し
て
他
の
も
の
の
述
語
に
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
西
田
は
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ヒ
ポ
ケ
イ
メ
ノ
ソ
の
考
え
に
つ
い

て
、
一
方
で
は
そ
れ
が
自
分
の
考
え
を
論
理
化
す
る
手
が
か
り
に
な
っ
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
が
「
意
識
す
る

意
識
」
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
考
え
ら
れ
た
基
体
は
、
ど
こ
ま
で

も
「
主
語
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
「
薄
象
化
」
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
安
田
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ヒ
ポ
ケ
イ
メ
ノ
ソ
の
考
え
を
逆
転
す
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
判
断
と

は
、
主
語
が
述
語
に
、
特
殊
が
一
般
に
包
ま
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
包
摂
関
係
か
ら
自
己
、
あ
る
い
は
意
識
を
考
え
る
と
す

れ
ば
、
「
主
語
の
方
向
」
に
で
は
な
く
、
「
述
語
の
方
向
に
求
め
る
の
外
は
な
い
」
。
「
主
語
の
方
向
」
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は

同
時
に
一
つ
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
包
摂
の
関
係
を
述
語
の
方
向
に
ど
こ
ま
で
も
た
ど
っ
て
い
く
と

き
、
最
後
に
、
述
語
に
な
っ
て
主
語
に
な
ら
な
い
も
の
に
行
き
つ
く
。
西
田
に
よ
れ
ば
そ
の
「
超
越
的
述
語
面
」
が
く
意
識
〉
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
主
語
と
な
ら
な
い
が
故
に
、
け
っ
し
て
対
象
化
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
円
に
た
と
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
物
で
は
な
く
、
〈
場
所
〉
で
あ
る
。
無
数
の
意
識
現
象
、
判
断
が
そ
こ
に
於
て
成
立
す
る
無
限
な
広
が
り
で
あ
る
（
四
．

二
七
九
）
。

　
も
し
「
意
識
す
る
意
識
扁
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
と
の
関
係
で
、
い
わ
ゆ
る
知
、
す
な
わ
ち
〈
知
る
〉
と
い
う

こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
西
田
は
、
〈
自
覚
〉
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
よ
う

と
す
る
。
「
場
所
」
の
論
文
で
西
田
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
従
来
の
認
識
論
が
主
客
対
立
の
考
か
ら
出
立
し
、
知
る
と
は
形
式
に
よ
っ
て

質
料
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
へ
る
代
り
に
、
私
は
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
と
い
ふ
自
覚
の
考
か
ら
出
立
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。

自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
こ
と
が
知
る
と
い
ふ
こ
と
の
根
本
的
意
義
で
あ
る
と
思
ふ
」
（
四
・
二
一
五
）
。
そ
れ
自
身
は
い
っ
さ
い
限
定
を



持
た
な
い
も
の
一
つ
ま
り
〈
場
所
〉
一
が
、
自
己
の
な
か
に
自
己
を
限
定
し
、
い
わ
ゆ
る
意
識
を
、
つ
ま
り
〈
何
か
を
意
識
す
る
と

い
う
こ
と
〉
を
可
能
に
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
知
〉
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
自
覚
で
あ
る
一
こ
の
よ
う
に
西
田
は
考
え
て
い
る
。

　
そ
れ
は
、
西
田
の
別
の
表
現
を
用
い
て
言
え
ば
、
「
我
を
超
越
し
た
も
の
、
我
を
包
む
も
の
が
我
自
身
で
あ
る
」
（
四
・
＝
一
七
－
八
）
と

い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
我
を
超
越
し
た
も
の
」
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
西
田
の
意
図
に
即
し
て
言
え
ば
、

そ
れ
は
む
し
ろ
「
無
」
と
言
い
表
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
斯
く
自
己
の
中
に
無
限
に
自
己
を
映
し

行
く
も
の
、
自
己
自
身
は
無
に
し
て
無
限
の
有
を
含
む
も
の
が
、
真
の
我
と
し
て
〔
、
〕
之
に
お
い
て
所
謂
主
客
の
対
立
が
成
立
す
る
の

で
あ
る
」
（
四
二
＝
三
）
。

　
こ
の
よ
う
に
西
田
が
〈
場
所
〉
論
を
展
開
し
て
い
く
と
き
、
そ
こ
に
、
上
で
見
た
日
本
語
の
構
造
と
の
強
い
つ
な
が
り
を
見
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
ま
ず
、
な
ぜ
西
畑
が
「
意
識
す
る
意
識
」
な
い
し
「
真
の
自
己
」
を
問
題
に
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
一
こ
の
問
題
は
、
カ
ン
ト
、
あ
る
い
は
新
カ
ン
ト
派
が
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
認
識
主
観
を
考
察
の
対
象
と
し
、
そ
こ
か
ら
認
識
の

成
立
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
、
な
ぜ
不
十
分
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
先
に
、
日
本
語
の
表
現
の
場
合
に
は
、
感
情
の
主
体
と

し
て
の
自
己
が
当
事
者
と
し
て
そ
の
場
に
臨
み
、
そ
の
感
動
、
評
価
を
表
現
し
た
り
、
聞
き
手
に
語
り
か
け
た
り
す
る
と
い
う
面
が
強
く

出
る
、
と
言
っ
た
。
〈
辞
〉
を
通
し
て
表
現
内
容
に
自
己
を
浸
透
さ
せ
て
い
く
主
体
f
仮
り
に
主
体
と
い
う
言
葉
を
使
う
が
一
の
関

与
に
よ
っ
て
、
表
現
が
は
じ
め
て
進
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
主
体
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
意
識
す
る
〉
と
い
う
出

来
事
が
全
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
一
こ
の
よ
う
な
理
解
が
西
田
の
思
索
の
根
底
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
自
己
は
対

象
化
さ
れ
、
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
〈
自
覚
〉
と
い
う
構
造
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
そ
の
主
体
は
視
野
に
入
っ
て
く
る
、
と
い
う
考
え
が
西
田
の
〈
場
藤
〉
論
を
支
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
次
い
で
、
そ
の
「
意
識
す
る
意
識
」
を
西
田
が
「
述
語
の
方
向
に
求
め
」
た
と
い
う
こ
と
も
、
B
本
語
の
〈
述
語
中
心
的
構
造
〉
に
深

く
関
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
語
の
場
合
、
文
の
基
礎
を
な
す
の
は
、
述
語
で
あ
り
、
他
の
成
分
は
、
そ
れ

　
　
　
　
こ
と
ば
と
思
索
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
折
筒
滋
ず
研
究
　

第
五
｝
日
六
十
－
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

の
修
飾
語
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
述
語
、
と
く
に
そ
の
〈
辞
〉
に
話
者
の
感
情
や
評
価
が
表
現
さ
れ
る
。
〈
辞
〉
は
、

〈
辞
〉
の
な
か
に
自
己
を
浸
透
さ
せ
て
い
く
主
体
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
方
向
に
西
際
が
「
意
識
す
る
意
識
」
、
「
真
の
自
己
」

を
求
め
た
こ
と
は
、
当
然
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
さ
ら
に
、
西
田
が
〈
知
〉
の
成
立
を
〈
自
覚
〉
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
も
、
日
本
語
の
構
造
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日

本
語
の
場
合
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
客
観
的
な
内
容
を
持
つ
く
詞
V
に
対
し
て
、
話
者
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

そ
の
つ
ど
〈
辞
〉
と
し
て
言
い
表
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
し
て
話
者
が
、
文
の
な
か
に
形
を
と
っ
て
い
く
。
形
な
き
も
の
が
一
つ
一

つ
の
句
の
な
か
に
、
一
つ
一
つ
の
文
の
な
か
に
結
晶
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
事
態
と
、
西
田
の
言
う
〈
自
覚
〉
と
を
、
重
ね
合
わ
せ
て

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
先
ほ
ど
時
枝
文
法
に
つ
い
て
述
べ
た
際
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
時
枝
は
彼
自
身
の
立
場
を
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
立
場
を
意
識
（
批
判
）

し
な
が
ら
、
「
雷
語
過
程
説
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ん
で
い
る
。
「
言
語
過
程
説
」
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
言
語
は
「
言
語
主
体
」
の
外
に

客
観
的
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
主
体
が
あ
る
も
の
を
表
現
し
た
り
、
理
解
し
た
り
す
る
、
そ
の
行
為
を
通
し
て
成
立
す
る
と
い
う
考
え
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

あ
る
。
つ
ま
り
、
言
語
は
「
言
語
主
体
」
を
離
れ
た
単
な
る
外
在
物
で
は
な
く
、
主
体
の
「
内
部
的
な
も
の
の
外
部
へ
の
発
動
」
の
過
程

こ
そ
が
言
語
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
西
田
の
よ
う
に
、
〈
自
己
の
申
に
自
己
を
映
す
〉
と
い
う
講
造
は
見
ら
れ
て
い

な
い
が
、
し
か
し
時
枝
も
基
本
的
に
西
田
と
同
じ
方
向
か
ら
、
言
語
、
あ
る
い
は
知
の
成
立
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ

、
り
。

七

　
さ
て
、
《
装
本
語
で
思
索
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
》
と
い
う
問
い
が
、
最
初
に
立
て
た

問
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
立
ち
か
え
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
西
田
が
〈
場
所
〉
論
を
通
し
て
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
〈
実
体
－
属



性
1
1
主
語
－
述
語
〉
図
式
で
、
意
識
な
い
し
自
己
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
も
、
対
象
化
さ
れ
た
限
り
で
の
そ
れ
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
意
識
す
る
意
識
」
、
あ
る
い
は
「
真
の
自
己
」
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
〈
場
所
〉
、
よ
り
正
確
に
は
〈
無

の
場
所
〉
と
考
え
る
ほ
か
な
い
、
と
い
う
の
が
西
田
の
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
〈
実
体
一
属
性
H
主
語
一
述
語
〉
図
式
を
あ
て
は
め

る
か
ぎ
り
、
覆
わ
れ
て
し
ま
う
事
柄
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
事
柄
を
西
田
が
主
題
化
し
え
た
の
は
、
西
田

が
、
哲
学
を
「
生
命
の
論
理
的
自
覚
」
と
し
て
と
ら
え
、
日
本
語
で
も
の
を
感
じ
、
思
考
し
、
表
現
す
る
と
い
う
自
己
の
あ
り
方
に
対
し

て
関
心
を
持
ち
続
け
た
か
ら
で
あ
る
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
〈
日
本
語
で
思
索
す
る
〉
と
い
う
こ
と
が
哲
学
に
対
し
て
持
つ
積
極
的
な

意
味
を
、
一
先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
西
田
は
そ
の
こ
と
を
直
接
主
題
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
結
果
的
に
は
そ
の
こ

と
を
一
西
田
の
思
索
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
註

（
1
）
　
一
九
四
二
年
に
行
わ
れ
た
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
で
の
発
言
。
『
近
代
の
超
克
』
（
冨
山
房
、
一
九
七
九
年
）
二
四
八
頁
。

（
2
）
　
『
九
鬼
周
造
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
○
一
八
二
年
）
第
一
巻
、
八
頁
。

（
3
）
　
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
第
二
刷
、
一
九
七
六
一
七
八
年
）
第
四
巻
、
五
〇
六
頁
。

（
4
）
　
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
第
三
刷
、
一
九
七
八
一
八
○
年
）
第
十
二
巻
、
一
五
ご
頁
。
こ
の
全
集
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
、
以
下

　
で
は
、
そ
の
巻
数
と
頁
数
と
を
本
文
中
に
記
す
。

（
5
）
　
卜
．
§
ミ
肉
龍
恥
黛
識
ミ
ミ
貯
℃
勺
上
置
一
気
P
小
林
太
市
郎
訳
、
第
一
書
函
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
刊
。

（
6
）
　
中
口
①
『
冨
9
・
亭
℃
o
叢
書
℃
謡
§
§
“
醤
ミ
◎
頓
四
二
ミ
鷺
§
§
職
§
煽
℃
p
ユ
ω
一
逡
μ
や
b
。
質
－
卜
。
．
『
知
覚
の
現
象
学
』
1
（
竹
内
・
小
木
訳
、

　
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年
）
二
九
八
－
九
頁
。

（
7
）
　
『
西
田
幾
多
郎
、
人
と
思
想
』
（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
）
蛮
骨
。
以
下
の
引
用
は
同
書
二
五
四
頁
。

（
8
）
　
藤
沢
令
夫
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
現
代
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
○
年
）
八
二
頁
以
下
参
照
。

　
　
　
こ
と
ば
と
思
索
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
哲
学
研
惚
九
　
第
五
百
六
十
－
四
圓
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

（
9
）
　
坂
部
恵
『
仮
薦
の
解
釈
学
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
）
が
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
。
同
書
一
二
八
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
三
枝
文
法
と
西
田
の
〈
君
影
〉
論
と
の
照
癒
に
つ
い
て
は
、
中
村
雄
二
郎
が
『
制
度
と
情
念
と
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
ご
年
、
一
八
○
頁
）

　
の
な
か
で
指
摘
し
て
い
る
。

（
1
1
）
　
躍
は
蒔
枝
が
「
零
記
号
」
と
名
づ
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
形
の
上
で
は
辞
は
な
い
が
、
し
か
し
実
際
に
は
そ
こ
に
感
情
表
現
が
み
ら
れ
、
そ

　
れ
に
よ
っ
て
詞
が
包
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
2
）
　
中
村
雄
二
郎
が
そ
の
点
に
注
意
を
向
け
て
い
る
。
『
西
田
幾
多
郎
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
九
九
頁
。

（
1
3
）
　
時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
）
三
七
〇
頁
。

（
1
4
）
　
時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
』
一
一
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
ふ
じ
た
・
ま
さ
か
つ
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
〔
殿
本
哲
学
史
〕
教
授
）



　　　　　　　　　　　　　　　　Sprache　und

一一一cas　Japanische　und　die

Denken

Philosophie　Nishidas一

von　Masakatsu　FUJITA

Professor　ftir　japanische

Philosophie

am　Forschungskursus　der

philosophischen　Fakultat，

Universitat　Kyoto

　　Das　Satzsubjekt　ist　irn　Japanischen　nicht　immer　n6tig．　Wenn　man　Dinge

sieht，　richtet　man　seine　Aufmerksamkeit　nicht　so　sehr　auf　Dinge　als　solche，

als　vielmehr　darauf，　wie　sie　ihm　scheinen．　Wenn　man　z．　B．　sagt：　“（Die

Blume　ist）　weiB，　sch6n．．．”，　drttckt　das　Pradikat　aus，　wie　man　sie　erfaBt，

wie　man　sie　schatzt，　wie　man　sich　ftihlt　usw．　Das　Satzsubjekt　spielt　somit

im　Japanischen　nicht　so　groBe　Rolle　wie　in　den　europaischen　Sprachen．

　　Wir　vertreten　die　Auffassung，　daB　das　philosophische　Denken　Kitaro

Nishidas　（1870－1945）　mit　dem　oben　erwzahnten　Charakter　der　japanischen

Sprache　zusammenhangt．　Nishida　kritisierte　schroff　die　Erkenntnislehre

Kants　und　der　Neukantianer，　die　das　BewuBtsein　als　einen　Gegenstand

betrachteten．　Er　versuchte　nicht　das　vergegenstandlichte　BewuBtsein，　sondern

das　bewuBtseiende　BewuBtsein　aufzufassen．　Nach　der　Ansicht　Nishidas

bestirnrnt　es　sich　und　erm6glicht　das　Wissen，　aber　es　selbst　wird　nie

bestimmt．　Er　verglich　es　nicht　mit　einem　Punkt，　sondern　mit　einem　Zirkel，

und　er　nannte　es　den　“Ort”．

　　im　Japanischen　drtickt　man　seine　Schatzung　und　sein　Geftihl　vor　allem

durch　die　“Hilfspartikeln”　aus　und　gibt　sich　dadurch　in　den　Satzen　Form．

Wahrscheinlich　an　diese　Struktur　der　japanischen　Sprache　denkend　behaup－

tete　Nishida，　man　verfehle，　das　Selbst　als　solches　zu　erfassen，　solange

man　es　veTgegenstandliche　und　es　im　Rahmen　der　Substanz　und　Akzidens

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



beobachte．　Er　war　der　Ansicht，　daB　man　das　Selbst　als　solches

verm6ge，　nur　wenn　man　die　Selbstbestimmung　des　“Ortes”

ziehe．

aufzufassen

in　Betracht

　　　　　Die　kritische　Funktion　der　Affekte
　　　　の

一Asthetik　und　Ethik　bei　Hermann　Cohen一

von　Fumi登ori　AK三BA

auBerordentlicher　Professor
　　　　　　サ

fttr　Asthetik

an　der　Faku王tat　f茸r　Recht

und　Literatur，

Universitat　Shimane

　　　　　　リ　ロ

　　Dle　Asthetlk　Hermann　Cohens　enthalt　das　Motiv，　dem　K：unstverstandnis

nach　Religion　zu　widerstehen．　Dazu　beruft　er　sich　auf　das　Verhtiltn至s　der

Eth至k　zur　Rellgion．　In　se至ner　Ethik　spricht　er　von　einer　von　dem　Dogma

der　bestimmten　Re］igion　unabhangigen　Selbstgesetzl量chkeit　des　Menschen．

Durch　d三e　Ubertragung　d圭eses　Begriffes　in　Eth圭k　auf　den　Begriff　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　Selbstgesetz至ichkeit　des　Genies　versucht　er　d量e　Selbstandigkeit　der　Asthetik

von　der　Religion　zu　err呈ngen．
　　　　　　　り　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　サ

　　D三ese　Ubertragung　aber　unvermeidlich　ruft　d圭e　Kollision　der　Asthet童k

mit　Ethik　hervor．　Um　d圭ese　Ko！lision　zu　I6sen　handelt　er費ber　die　Affekte，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　リ
we圭1　er　diese　fUr　diejen呈gen　halt，　die　die　Asthetik　mit　der　Ethik　geme量n

hat，　und　zwar　die　den　U且terschied　zwischell　beiden　klar　machen　k6nnen．

　　Basierend　auf　der　Lehre　von　den　AfEekten　in　seiner　Eth圭k，　erklart　Cohen

die　Selbstandigkeit　der　Asthetik　von　Rellgion　dadurch，　daB　die　Kunst　nach　der

Vollziehung　des　Affektes　der　Liebe　strebt，　nicht　nach　der　bloBen　Darstellung

der　Glaubensgeschichte．　In　glelcher　Weise　unterscheidet　die　Kunst　sich　von

der　reinen　Sittl圭chke量t，　die　auf　dem　Affekt　der　Ehre　beruht，　In　der　Kunst

als　Vo11endung　des　Affektes　der　L圭ebe　hilft　der　Affekt　der　Ehre　dem　der
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