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一
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
哲
学
と
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展

藤
　
田
　
正
　
勝

　
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展
に
大
き
な
寄
与
を
行
っ
た
人
々
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
西
田
幾
多
郎
の
ほ
か
、
田
辺
元
や
九
鬼
周
造
、
和
辻

哲
郎
、
三
木
清
、
高
橋
里
美
、
天
野
貞
祐
、
三
宅
捌
一
、
西
谷
啓
治
ら
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
西
田
幾
多
郎
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

留
学
す
る
機
会
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
他
の
人
々
は
第
一
次
世
界
大
戦
と
第
二
次
世
界
大
戦
、
こ
の
二
つ
の
戦
争
の
あ
い
だ
の
時
期
、
つ
ま

り
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
時
期
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
や
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
パ
リ
な
ど
に
留
学
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
こ

の
時
期
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
く
に
ド
イ
ツ
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
混
乱
の
な
か
に
あ
っ
た
が
、
し
か
し
思
想
的
に
は
き
わ
め
て
豊
か
な
成

果
が
生
み
出
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
今
世
紀
の
哲
学
の
大
き
な
潮
流
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
時
期
に
成
立
、
あ
る
い
は
大
き
な
発
展
を
遂
げ

た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
哲
学
の
歴
史
全
体
を
振
り
返
っ
て
も
、
き
わ
め
て
実
り
豊
か
な
時
期
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
名
前

を
挙
げ
た
人
々
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
す
る
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
帰
国
後
の
活
動
は
、
こ
の
両
大
戦
闘

の
き
わ
め
て
創
造
的
な
哲
学
の
営
み
に
直
接
触
れ
た
こ
と
か
ら
得
た
刺
激
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
刺
激
な
し
に
は
、

彼
ら
の
独
自
な
思
想
も
ま
た
生
み
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
留
学
中
に
ど
の
よ
う
な
思
想
に
触
れ
、
そ
こ
か

ら
ど
の
よ
う
に
し
て
自
ら
の
思
想
の
基
盤
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
あ
と
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

一
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展

一
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二

［
　
時
代
の
状
況
と
新
し
い
学
問
の
試
み

　
一
九
二
〇
年
代
は
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
後
不
安
」
と
い
う
言
葉
で
そ
の
特
徴
を
言
い
表
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
文
化
の
さ

ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
も
の
を
打
ち
破
る
新
し
い
実
験
が
大
胆
に
試
み
ら
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
表
現
主
義
や
ダ
ダ
イ
ズ

ム
、
薪
即
物
主
義
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
た
新
し
い
試
み
が
、
絵
画
や
文
学
、
演
劇
、
音
楽
、
映
画
、
デ
ザ
イ
ン
、
写
真

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
行
わ
れ
た
。
の
ち
に
「
黄
金
の
二
〇
年
代
」
と
呼
ば
れ
た
文
化
が
花
ひ
ら
い
た
時
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
二
〇
年
代
が
「
黄
金
の
」
と
い
う
形
容
詞
を
付
し
て
呼
ば
れ
る
の
は
、
勤
乱
の
三
〇
年
代
と
対
比
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
の

政
権
獲
得
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
綱
の
崩
壊
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
戦
線
の
拡
大
と
崩
壊
、
ス
ペ
イ
ン
戦
争
な
ど
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
三
〇
年

代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ま
さ
に
混
乱
の
な
か
に
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
二
〇
年
代
に
試
み
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
が
ま
っ
た
く
息
を
潜
め
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
二
〇
年
代
の
多
様
な
試
み

の
発
展
・
継
承
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
混
乱
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
多
く
の
も
の
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
っ
た
時
代
で

あ
っ
た
。

　
文
化
全
体
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
活
力
と
、
こ
の
時
代
の
思
想
の
多
溶
性
と
は
切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
学
問

や
思
想
の
領
域
で
も
、
新
し
い
実
験
が
さ
ま
ざ
ま
に
試
み
ら
れ
、
新
し
い
発
兇
が
次
々
に
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
二
〇
世
紀
に
な
さ
れ
た
大
き
な
学
問
的
発
見
の
一
つ
と
し
て
「
無
意
識
の
発
見
」
と
い
う
こ
と
が
し
ぼ
し
ぼ
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は

意
識
の
、
あ
る
い
は
、
デ
カ
ル
ト
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
「
コ
ギ
ト
」
の
直
証
性
を
前
提
と
し
て
学
問
が
構
築
さ
れ
て
い
た
と
雷
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
フ
ロ
イ
ト
は
、
意
識
が
そ
の
背
後
に
、
あ
る
い
は
そ
の
根
底
に
意
識
に
の
ぼ
ら
な
い
も
の
を
も
っ
こ
と
、
両
者
の
関

わ
り
の
な
か
で
は
じ
め
て
意
識
の
営
み
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
意
識
は
そ
れ
自
身
で
は
も
は
や
知
の
確
実
な
根
拠

で
は
あ
り
え
な
く
な
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。



　
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
の
理
論
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
年
代
に
衝
動
理
論
や
エ
ス
・
自
我
・
超
自
我

と
い
う
心
的
装
置
論
が
形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
無
意
識
」
の
理
論
は
よ
り
具
体
的
な
内
容
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
当
初
フ

ロ
イ
ト
の
強
い
影
響
の
も
と
で
精
神
分
析
理
論
を
発
展
さ
せ
な
が
ら
、
「
無
意
識
」
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
フ
ロ
イ
ト
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
ユ

ン
グ
が
、
訣
劉
の
一
つ
の
理
由
と
も
な
っ
た
「
普
遍
的
（
集
合
的
）
無
意
識
」
の
概
念
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
『
自
我
と
無
意
識
と
の
関

係
』
を
発
表
し
た
の
は
、
一
九
二
八
年
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
二
〇
年
代
の
哲
学
的
諸
潮
流
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
（
旨
｝
．
〈
o
づ
C
①
×
姦
ε

の
「
環
境
世
界
」
（
d
露
≦
Φ
ε
論
で
あ
る
。
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
理
論
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
般
の
読
者
向
け
に
書
か
れ

た
『
動
物
と
人
間
の
環
境
世
界
へ
の
散
歩
』
（
一
九
三
四
年
）
を
通
し
て
で
あ
る
が
、
そ
の
「
環
境
世
界
」
論
は
『
動
物
の
環
境
世
界
と
内

的
世
界
』
（
…
九
〇
九
年
）
や
『
理
論
生
物
学
』
（
一
九
二
〇
年
）
な
ど
の
著
作
の
な
か
で
す
で
に
形
作
ら
れ
て
い
た
。

　
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
理
論
の
特
徴
は
、
動
物
を
そ
の
周
り
の
世
界
、
つ
ま
り
環
境
世
界
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
捉
え
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。

そ
こ
で
言
わ
れ
る
環
境
世
界
は
、
客
観
的
に
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
自
然
、
あ
る
い
は
そ
の
物
理
的
・
化
学
的
な
変
容
の
プ
ロ
セ
ス
で

は
な
い
。
動
物
が
知
覚
し
、
そ
れ
に
働
き
か
け
る
も
の
の
総
体
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
が
何
を
知
覚
し
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で

そ
れ
に
働
ぎ
か
け
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
相
貌
を
変
え
る
。
つ
ま
り
世
界
は
そ
れ
に
関
わ
る
主
体
の
あ
り
方
に
依
存
し
て
い
る
。
種
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
世
界
が
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
環
境
世
界
こ
そ
が
生
命
体
に
と
っ
て
の
世
界
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
と

の
運
関
の
な
か
で
生
命
体
は
存
在
し
て
い
る
。
入
間
に
と
っ
て
の
世
界
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
環
境
世
界
、
無
数
に
あ
る
環
境
世
界
の

一
つ
に
す
ぎ
ず
、
特
権
性
を
も
っ
た
そ
れ
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
環
境
世
界
論

は
、
二
〇
年
代
に
成
立
、
あ
る
い
は
発
展
を
遂
げ
た
哲
学
的
人
間
学
や
現
象
学
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
（
と
く
に
そ
の
「
世
界
－
内
一
存
在
」

の
概
念
）
な
ど
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
た
。

　
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
が
世
界
を
「
環
境
世
界
」
と
し
て
捉
え
た
と
す
れ
ば
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
そ
れ
を
「
シ
ン
ボ
ル
」
の
世
界

一
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展

三
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四

と
し
て
捉
え
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
刊
行
し
た
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
（
一
九
二
一
二
、
～
九
二
五
、
一
九
二
九
）
の
な
か
で
カ
ッ
シ
ー
ラ

ー
は
、
認
識
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
の
単
な
る
受
動
的
な
模
写
と
し
て
で
は
な
く
、
精
神
に
よ
る
存
在
へ
の
一
つ
の
形
式
付

与
の
仕
方
と
し
て
捉
え
た
。
精
神
に
よ
る
形
態
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
像
」
の
な
か
に
わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
い
る
と
い
う
の
が
カ
ッ
シ
ー
ラ

ー
の
考
え
で
あ
っ
た
。
し
か
も
精
神
は
、
認
識
と
い
う
局
面
に
お
い
て
の
み
、
「
像
」
を
形
成
す
る
の
で
は
な
い
。
精
神
は
自
ら
の
う
ち
に

蓄
え
て
い
る
自
立
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
存
在
す
る
も
の
に
意
味
や
理
念
を
付
与
し
て
い
く
。
そ
こ
に
さ
ま
ざ

ま
な
シ
ン
ボ
ル
的
形
象
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
く
。
認
識
だ
け
で
な
く
、
神
話
や
宗
教
、
芸
術
も
ま
た
独
自
の
「
像
世
界
」
（
じ
ご
ま
≦
①
δ
を

構
築
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
独
自
の
捉
え
方
を
通
し
て
、
「
現
実
的
な
も
の
」
の
あ
る
特
定
の
側
面
を
構
成
し
て
い
る

と
醤
っ
て
も
よ
い
。
「
現
実
的
な
も
の
」
と
は
、
精
神
が
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
生
み
だ
し
て
い
く
「
像
世
界
賦
の
総
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
…
は
世
界
を
、
そ
し
て
人
間
を
新
た
な
視
点
か
ら
二
つ
め
直
し
て
い
っ
た
。
人
間
は
存
在
す
る
も
の
を

感
性
や
悟
性
な
ど
の
機
能
を
通
し
て
受
け
取
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
の
う
ち
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
付
与
し
、
多
様
な

シ
ン
ボ
ル
的
形
象
を
、
そ
し
て
種
々
の
「
像
世
界
」
を
生
み
だ
し
て
い
く
存
在
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。

　
先
に
、
一
九
二
〇
年
代
に
、
学
問
や
思
想
の
領
域
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
が
試
み
ら
れ
、
多
く
の
発
見
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
と
述

べ
た
が
、
そ
れ
は
、
存
在
と
は
何
か
、
実
在
と
は
何
か
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
新
た
な
視
点
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
問
い
直
す
こ
と

で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
簡
潔
に
言
い
表
せ
ば
、
意
識
・
知
・
理
性
・
論
理
（
周
一
性
）
の
側
か
ら
の
み
存
在
な
い
し
人
間

を
見
、
定
義
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
あ
ふ
れ
で
る
も
の
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
る
も
の
、
背
後
に
あ
り
な
が
ら
、

逆
に
表
薗
に
趨
て
い
る
も
の
を
支
え
て
い
る
も
の
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
ま
な
ざ
し
が
陶
け
ら
れ
た
と
雷
っ
て
も
よ
い
。
無
意
識
、
環
境
・

場
所
、
感
情
・
欲
望
・
身
体
、
シ
ン
ボ
ル
（
差
異
を
も
っ
た
現
実
）
と
い
っ
た
も
の
を
視
野
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
実
在
と
は
何
か
、
人
間

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



二
　
現
象
学

　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
一
九
〇
一
年
か
ら
一
九
一
六
年
ま
で
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
時
代
に
す
で
に
確
立
さ
れ
、
『
哲
学
お
よ
び

現
象
学
研
究
年
報
』
第
一
巻
に
発
表
さ
れ
た
『
純
粋
現
象
学
と
現
象
学
的
哲
学
の
た
め
の
諸
構
想
』
1
（
一
九
一
三
年
）
な
ど
を
通
し
て
広

く
知
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
た
が
、
一
九
一
六
年
か
ら
一
九
二
八
年
ま
で
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
時
代
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
学
の
精
緻
化

を
図
る
と
と
も
に
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
現
象
学
会
を
発
足
さ
せ
る
な
ど
、
現
象
学
運
動
の
い
っ
そ
う
の
発
展
に
力
を
尽
く
し
た
。
退
職
後
も
ま

た
精
力
的
に
活
動
を
続
け
、
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
（
一
九
三
一
年
）
や
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
（
一
九
三
七
年
）

な
ど
を
世
に
問
う
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
第
一
次
世
界
大
戦
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
あ
い
だ
の
時
期
に
、
現
象
学
は
哲
学
の
歴
史
の
な
か
で
確

実
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
雷
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
に
お
い
て
最
初
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
に
注
目
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
京
都
大
学
に
赴
任
し
た
直
後
の
西
田
幾
多
郎
で
あ
っ
た
。

『
善
の
研
究
』
出
版
の
年
（
一
九
一
一
巨
明
治
四
四
年
）
に
発
表
さ
れ
た
「
認
識
論
に
於
け
る
純
論
理
派
の
主
張
に
就
て
」
の
な
か
で
す
で

に
西
田
は
、
新
カ
ン
ト
学
派
、
と
り
わ
け
リ
ッ
ケ
ル
ト
な
ど
匹
南
学
派
に
属
す
る
人
々
と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
を
「
純
論
理
派
」
と
し
て
一
括
し
、

彼
ら
に
よ
る
「
心
理
主
義
」
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
、
『
善
の
研
究
』
執
筆
直
後
の
西
田
に
、
他
人
事
と
し

て
で
は
な
く
、
『
善
の
研
究
』
の
心
理
主
義
的
な
性
格
へ
の
反
省
を
迫
る
も
の
と
し
て
重
く
受
け
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
批
判
に
触
れ
た
こ
と

が
、
『
善
の
研
究
』
以
後
の
酉
田
の
思
索
の
発
展
に
つ
な
が
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
刊
行
し
た
『
現
代
に
於
け
る
理
想
主
義
の
哲
学
』
に
お
い
て
も
西
田
は
、
の
ち
に
自
ら
の
場
所
の
論
理
を
説

明
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
用
い
る
こ
と
に
な
る
ノ
エ
マ
・
ノ
エ
シ
ス
の
概
念
に
言
及
し
な
が
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
純
粋
現
象
学
と
現
象
学

的
哲
学
の
た
め
の
諸
構
想
』
の
な
か
で
説
い
た
現
象
学
の
本
質
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
て
い
る
。

　
こ
の
『
現
代
に
於
け
る
理
想
主
義
の
哲
学
』
の
編
集
に
は
、
西
田
の
初
期
の
弟
子
で
あ
っ
た
山
内
（
中
川
）
得
立
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た

一
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
μ
ッ
パ
の
哲
学
と
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展

五
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一L．
ノ、

が
、
お
そ
ら
く
そ
の
過
程
で
山
内
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
へ
の
関
心
を
か
き
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
二
〇
年
か
ら
二
三
年
に
か

け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
に
際
し
て
、
山
内
は
主
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
と
で
学
ん
で
い
る
。
山
内
と
慶
鷹
義
塾
予
科
教
授

で
あ
っ
た
伊
藤
吉
之
助
と
が
、
お
そ
ら
く
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
と
で
学
ん
だ
最
初
の
日
本
人
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
続
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
と
を
訪
れ
た
の
が
、
田
辺
元
で
あ
る
。
一
九
二
二
年
に
ベ
ル
リ
γ
大
学
に
留
学
し
た
田
辺
は
、
翌
年
フ

ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
移
っ
て
い
る
。
山
内
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
田
辺
は
帰
国
後
、
雑
誌
『
思
想
』
に
「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向
」
（
一
九
二
鰯
年
）
と
い
う
論
文
を
、
そ
し
て
そ
の
翌
年
に
は
雑

誌
『
講
座
恥
に
「
認
識
論
と
現
象
学
し
と
い
う
論
文
を
発
表
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
田
辺
は
、
当
時

の
支
配
的
な
哲
学
の
潮
流
と
し
て
、
新
カ
ン
ト
学
派
を
中
心
と
す
る
「
学
の
哲
学
砿
（
勺
芭
。
ω
o
嘗
δ
鳥
興
妻
奮
Φ
器
。
げ
9
二
ε
と
、
す
で
に
亡

く
な
っ
て
い
た
が
デ
ィ
ル
タ
イ
（
一
八
三
三
一
一
九
一
　
）
や
ジ
ン
メ
ル
（
一
八
五
八
－
一
九
一
八
）
、
さ
ら
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ソ
（
一
八
五
九

i
一
九
四
一
）
ら
の
「
生
の
哲
学
」
（
℃
話
。
ω
8
三
①
締
ω
い
Φ
げ
。
諺
）
と
を
挙
げ
、
日
借
の
留
学
時
、
後
者
が
は
っ
き
り
と
優
勢
で
あ
っ
た
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
「
生
の
哲
学
」
は
、
人
間
の
生
の
全
領
域
を
直
接
的
な
体
験
を
通
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
「
学
の
哲

学
」
の
不
十
分
な
点
を
補
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
「
生
の
哲
学
」
も
、
哲
学
と
し
て
厳
密
な
原
理
の
上
に
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
二
つ
の
立
場
を
畜
舎
し
ょ
う
と
し
て
登
場
し
た
の
が
フ
ヅ
サ
ー
ル
の
現
象
学
で
あ
る
と
い
う

位
置
づ
け
を
田
辺
は
こ
の
論
文
の
な
か
で
行
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
同
時
に
田
辺
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
、
「
驚
能
的
に
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
普
遍
な
る
本
質
を
求
め
る
と
い
ふ
立
場
か
ら
意
識
の

構
造
を
明
に
し
ょ
う
と
し
た
篇
も
の
と
し
て
、
未
だ
「
生
の
哲
学
」
が
要
求
し
た
「
完
全
な
異
体
性
」
を
獲
得
す
る
ま
で
に
い
た
っ
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
点
を
批
判
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
　
一
九
二
六
年
に
は
田
辺
の
紹
介
に
よ
り
、
高
橋
量
美
、
務
台
理
作
が
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
を
訪
れ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
講
義
を
聴
く
と

と
も
に
、
自
宅
で
直
接
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
現
象
学
に
つ
い
て
教
え
を
受
け
て
い
る
。
高
橋
は
帰
国
後
㎎
フ
ッ
セ
ル
の
現
象
学
馳
（
一
九
二
九



年
）
を
公
に
し
て
い
る
が
、
同
じ
年
に
山
内
野
立
の
『
現
象
学
叙
説
』
、
佐
藤
慶
二
の
『
現
象
学
概
論
』
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
年
代

末
に
わ
が
国
に
お
け
る
現
象
学
研
究
の
礎
が
置
か
れ
た
と
轡
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
紹
介
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
方
法
を
独
自
の
仕
方
で
生
か
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
九
鬼
周
造
の

『「

｢
き
」
の
構
造
』
で
あ
る
。
九
鬼
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
は
九
年
に
わ
た
る
が
、
最
初
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
も
と
で
学
ん

だ
の
ち
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
を
慕
っ
て
パ
リ
に
移
り
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
の
夏
学
期
に
は
ふ
た
た
び
ド
イ
ツ
に
戻
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、

オ
ス
カ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー
か
ら
現
象
学
を
学
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
『
「
い
き
」
の
構
造
』
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
影
響
も
強
く
見
ら
れ
、
そ
の
方
法
論
に
揺
れ
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
パ
リ
で
書
き

始
め
ら
れ
た
草
稿
が
「
「
い
き
」
の
本
質
」
と
題
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
か
ら
得
た
影
響
も

大
ぎ
か
っ
た
。
た
と
え
ぽ
、
『
「
い
き
」
の
構
造
』
「
六
結
論
」
に
対
応
す
る
パ
リ
草
稿
の
「
四
「
い
き
」
と
民
族
性
」
に
お
い
て
九
鬼
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
講
義
『
現
象
学
的
心
理
学
』
に
言
及
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
民
族
の
特
殊
の
体
験
は
…
…
概
念
の
分
析

に
由
っ
て
は
残
余
な
き
迄
完
全
に
把
捉
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
分
析
に
由
っ
て
完
全
に
把
捉
さ
れ
得
る
も
の
は
Φ
置
。
ω
で
あ
る
。
体
験
の

本
質
を
〇
二
ω
冨
と
見
る
場
合
に
そ
は
直
観
に
由
っ
て
の
み
十
全
に
目
撃
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
逆
説
の
や
う
で
は
あ
る
が
直
観
に
由
っ
て
の

み
本
質
を
把
握
さ
る
る
概
念
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
〔
図
「
事
務
ω
Φ
準
匡
Φ
曽
ぼ
。
ジ
四
¢
ω
α
Φ
5
＜
興
ω
8
ゲ
§
α
q
Φ
づ
q
ぴ
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

㌔
冨
き
ヨ
Φ
き
一
〇
α
q
δ
o
冨
勺
ω
《
9
0
一
〇
α
Q
δ
．
、
し
8
ρ
ω
』
ω
〕
」
。

　
こ
の
一
九
二
五
年
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
な
さ
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
心
理
学
に
つ
い
て
の
講
義
は
、
そ
の
時
に
は
出
版
さ
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
当
時
フ
ッ
サ
ー
ル
の
助
手
を
務
め
て
い
た
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
（
い
鼠
鼠
α
q
い
き
山
α
q
民
Φ
σ
⑦
）
が
そ
の
一
部
を
タ
イ
プ
で
打

っ
た
原
稿
が
存
在
し
て
い
る
。
九
鬼
は
お
そ
ら
く
こ
の
タ
イ
プ
原
稿
を
閲
読
し
た
の
で
あ
ろ
う
一
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
確
定
で
き
な
い

が
一
。
九
鬼
は
こ
こ
で
、
そ
の
「
エ
イ
ド
ス
」
理
解
を
通
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
批
判
も
に
じ
ま
せ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
、
体
験
の
本

質
は
直
観
に
よ
っ
て
こ
そ
目
撃
さ
れ
る
と
い
う
主
張
は
、
明
ら
か
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
本
質
直
観
」
の
概
念
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ

一
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展

七
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る
。
少
な
く
と
も
『
「
い
き
」
の
構
造
』

た
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。

八

の
執
筆
が
企
図
さ
れ
た
段
階
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
そ
の
方
法
的
な
基
礎
と
さ
れ
て
い

三
　
ハ
イ
デ
ガ
；
の
哲
学

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
田
辺
元
は
一
九
二
三
年
に
ベ
ル
リ
ン
か
ら
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
移
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
と
で
学
ん
だ
が
、
そ
の
夏

学
期
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
義
「
存
在
論
（
事
実
性
の
解
釈
学
）
」
○
簿
。
一
〇
ぴ
q
δ
（
出
語
撃
墜
雲
華
（
α
興
句
護
持
N
蒙
け
）
を
聴
講
し
て
い
る
。
こ
の

講
義
内
容
を
も
と
に
帰
国
後
田
辺
は
、
「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向
ー
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
生
の
現
象
学
」
を
雑
誌
『
思
想
輪
に
発
表

し
た
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
一
生
成
の
途
上
に
あ
っ
た
ー
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
を
は
じ
め
て
学
術
的
に
紹
介
し
た
論
文
で
あ
っ

た
。　

田
辺
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
、
な
お
「
生
の
哲
学
偏
が
要
求
し
た
十
全
な
具
体
性
を
獲
得
す
る
に
い
た
っ
て

い
な
い
点
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
的
現
象
学
を
、
そ
の
不
十
分
性
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
試
み
と
し

て
位
置
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
的
現
象
学
は
、
「
生
け
る
具
体
的
な
る
意
識
、
換
言
す
れ
ぽ
現
実
存
在
U
器
Φ
ヨ

そ
の
も
の
扁
の
「
自
己
理
解
、
自
己
解
釈
」
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
、
田
辺
の
見
解
で
あ
っ
た
。
「
現
象
学
に
於

け
る
新
し
き
転
向
i
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
生
の
現
象
学
」
と
い
う
表
題
に
よ
っ
て
田
辺
は
、
そ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
新
し
さ
と

そ
の
意
味
と
を
言
い
表
そ
う
と
し
た
と
雷
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
田
辺
は
、
弁
証
法
の
研
究
や
「
種
の
論
理
」
の
構
築
に
関
心
を
移
し
て
い
く
が
、
そ
の
過
程
で
も
く
り
返
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学

に
言
及
し
、
そ
れ
と
の
批
判
的
な
対
決
を
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
篇
（
　
九
三
七
年
）
は
、
田
辺
が
「
種

の
論
理
」
と
は
何
か
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
提
示
し
た
論
文
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
田
辺
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
を
「
真
の
存
在
に
達
せ
ざ
る

瞭
能
存
在
の
解
釈
」
に
と
ど
ま
る
も
の
と
し
て
退
け
、
そ
の
「
自
覚
存
在
論
」
に
、
主
体
と
基
体
（
種
）
と
の
否
定
的
相
互
媒
介
の
論
理
で



あ
る
「
社
会
存
在
論
」
を
対
置
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
は
最
晩
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
田
辺
は
「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」
（
一
九
五
八
年
上
筆
）
な
ど
の
論
文
を
通
し

て
「
死
の
哲
学
」
を
構
想
し
、
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
有
」
の
存
在
論
、
な
い
し
門
生
隔
の
存
在
論
と
の
根
本
的
な
対
決
を
行
っ
て
い
る

こ
と
も
特
筆
に
価
す
る
。
田
辺
に
と
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
生
涯
を
通
し
て
、
西
田
幾
多
郎
と
と
も
に
、
思
想
上
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
田
辺
と
と
も
に
、
三
木
清
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
に
早
い
時
期
か
ら
注
目
し
、
そ
れ
に
強
い
影
響
を
受
け
た
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
。
一

九
二
三
年
の
冬
学
期
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
か
ら
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
助
教
授
と
し
て
赴
任
し
た
が
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
三
木
は
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
か
ら
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
移
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
義
を
聴
く
と
と
も
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
も
と
で
学
ん
で
い
た
ガ
ダ
マ
ー
か

ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
と
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
つ
い
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
に

つ
い
て
個
人
的
な
教
授
を
受
け
た
。
帰
光
臨
、
一
九
二
七
年
の
一
月
に
三
木
は
「
解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念
」
を
発
表
し
、
翌
月
公
利

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
『
存
在
と
時
聞
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本
的
立
場
を
紹
介
し
て
い
る
。
先
の
田
辺
の
論
文
と
三
木
の
こ
の
論
文

と
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
新
し
い
試
み
が
日
本
に
『
存
在
と
時
間
』
出
版
以
前
に
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
三
木
が
帰
国
後
、
最
初
に
出
版
し
た
の
は
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
（
一
九
二
六
年
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
成
立
に
も
ハ
イ

デ
ガ
ー
か
ら
得
た
も
の
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
、
三
木
は
「
読
書
遍
歴
」
と
題
し
た
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
、
「
『
パ
ン
セ
』
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
て
考
へ
て
る
る
う
ち
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ゲ
ル
教
授
か
ら
習
っ
た
学
問
が
活
き
て
く
る
や
う
に
感
じ
た
」
と
い
う
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
そ
こ
で
三
木
は
、
中
間
者
で
あ
る
入
間
が
そ
の
中
間
的
存
在
と
い
う
性
格
に
即
し
て
感
じ
る
恐
怖
や
聖
油
、
感
歎
を
単
な
る
心
理

学
的
な
感
情
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
の
存
在
論
的
な
原
本
的
規
定
と
し
て
、
あ
る
い
は
人
間
存
在
の
「
状
態
性
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
を
踏
ま
え
て
パ
ス
カ
ル
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
こ
に
も
は
っ
き
り
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
日
本
の
哲
学
者
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
、
一
つ
の
重
要
な
問
題
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ナ
チ
ス
に
接
近
し
た
ハ
イ
デ

一
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展

九
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一
〇

ガ
ー
を
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
の
座
に
着
い
た
一
九
三
三
年
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
フ
ラ

イ
ブ
ル
ク
大
学
の
総
長
に
就
任
し
、
「
ド
イ
ツ
の
大
学
の
自
己
主
張
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
就
任
演
説
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
田
辺
元

や
三
木
清
が
す
ぐ
に
論
評
を
加
え
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
論
調
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
く
、
田
辺
の
「
危
機
の
哲
学
か
哲
学
の
危
機
か
」

は
、
一
方
で
国
家
へ
の
奉
仕
と
い
う
こ
と
を
語
り
な
が
ら
、
他
方
で
1
国
家
の
問
題
に
積
極
的
な
関
心
を
も
た
な
い
ー
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
学
問
観
に
立
ち
返
る
こ
と
を
・
王
張
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
三
木
は
、
そ
の
年
の
十
一
月
に
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
哲
学
の
運
命
」
と
題
し
た
論
文
を
発
表
し
、
民
族
の
「
地
と
血
〕
と

い
う
こ
と
を
語
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
を
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
運
命
の
愛
」
（
9
ヨ
。
既
定
ε
の
思
想
に
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「
パ
ト
ス
的
な
も

の
の
、
従
っ
て
ま
た
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
の
情
熱
的
な
肯
定
扁
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の
よ
う
に
「
パ
ト
ス
的
な
も
の
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

没
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
、
「
ロ
ゴ
ス
の
力
を
、
理
性
の
権
利
を
圓
復
せ
よ
」
と
い
う
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
。

　
九
鬼
周
造
は
一
九
二
七
年
の
夏
学
期
に
パ
リ
か
ら
ド
イ
ツ
に
戻
り
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
と
で
学
ん
だ
が
、
そ
の
冬
学
期

に
は
マ
！
ル
ブ
ル
ク
に
移
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
：
の
講
義
を
聞
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
九
鬼
が
　
歳
年
下
の
こ
の
若
い
哲
学
者
に
大
き
な

魅
力
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
九
鬼
の
食
い
き
」
の
構
造
輪
に
は
方
法
論
に
関
わ
る
揺
れ
が
存
在
す
る
。
パ
リ
草
稿
で
は
一
方
で
フ
ッ
サ
ー

ル
の
強
い
影
響
が
見
て
と
れ
る
と
隅
時
に
、
そ
の
「
本
質
直
観
」
の
概
念
に
対
す
る
平
門
も
ま
た
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

一
九
二
四
年
に
雑
誌
『
思
想
徳
に
発
表
さ
れ
た
田
辺
元
の
論
文
「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向
」
を
潔
し
て
パ
リ
時
代
に
す
で
に
㎎
存
在

と
蒋
問
臨
出
版
以
前
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
に
関
す
る
情
報
を
手
に
入
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
帰
国
後
に
出
版
さ
れ
た
「
い
き
漏
の
構
造
』
に
お
い
て
は
九
鬼
は
、
「
い
き
」
の
霧
ω
①
箕
㌶
で
は
な
く
、
そ
の
①
滋
甲

8
簿
貯
を
問
う
べ
き
必
要
性
を
強
調
し
、
方
法
論
的
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
で
は
な
く
、
ハ
イ
デ
ガ
；
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
明
瞭
に
表

明
し
て
い
る
。
「
「
い
き
」
の
本
質
」
と
い
う
表
題
が
乞
い
き
」
の
構
造
』
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
選
択
を
反
映
し
た
も
の
と
見
な



す
こ
と
が
で
き
る
。

　
九
鬼
は
一
九
二
八
年
の
六
月
に
ふ
た
た
び
パ
リ
に
移
り
、
そ
の
年
の
末
に
ア
メ
リ
カ
経
由
で
帰
国
の
途
に
つ
い
た
が
、
帰
国
し
た
年
に

『
哲
学
雑
誌
』
に
「
時
問
の
問
題
ー
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
」
と
題
し
た
論
文
を
発
表
し
、
ま
た
一
九
三
一
、
三
二
年
の
京
都
大

学
の
特
殊
講
義
で
は
「
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
の
現
象
学
的
存
在
論
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
三
三
年
に
は
「
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
哲
学
」
、
「
実
存
の
哲
学
」
な
ど
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
『
岩
波
講
座
哲
学
』
に
発
表
さ
れ
た
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲

学
」
は
、
ハ
イ
デ
ガ
；
の
『
存
在
と
時
間
』
を
本
格
的
に
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
ま
た
「
投
企
」
や
「
被
投
性
偏
、
「
現
存
在
」
な
ど
多
く

の
訳
語
を
確
定
し
た
点
で
も
、
日
本
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
に
大
ぎ
な
影
響
を
与
え
た
。

　
日
本
の
哲
学
者
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
と
の
相
互
交
流
と
い
う
観
点
か
ら
興
味
深
い
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
九
鬼
と
の
対
話
に
深
い
興

味
を
示
し
た
点
で
あ
る
。
の
ち
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
．
．
d
葺
①
「
≦
Φ
σ
q
ω
N
舞
ω
℃
鑓
。
プ
Φ
．
．
（
H
り
㎝
O
）
の
な
か
の
．
、
〉
信
ω
Φ
ぎ
Φ
ヨ
Ω
⑦
ω
O
感
。
プ
く
○
⇔

α
興
ω
只
餌
。
冨
．
N
蔑
ω
o
げ
窪
Φ
一
昌
Φ
門
馬
り
舞
興
§
創
Φ
ぎ
Φ
ヨ
閃
同
一
ひ
q
Φ
巳
①
p
．
、
と
題
さ
れ
た
文
章
の
な
か
で
、
九
鬼
と
「
い
き
」
を
め
ぐ
っ
て

し
ぼ
し
ぼ
議
論
し
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
伝
統
の
な
か
に
住
む
東

ア
ジ
ア
の
人
に
と
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
概
念
体
系
の
後
を
追
う
こ
と
は
、
必
要
な
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
正
し
い
や
り
方
な
の
か
と
い
う
問
い

を
提
起
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
い
か
け
は
現
在
で
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
雷
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
和
辻
哲
郎
は
田
辺
や
九
鬼
、
あ
る
い
は
三
木
よ
り
も
少
し
遅
れ
て
「
九
二
七
年
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
留
学
し
た
。
三
木
清
な
ど
と
比
較
し

た
と
き
、
そ
の
留
学
生
活
は
必
ず
し
も
貧
欲
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
留
学
し
た
年
に
出
版
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と

時
間
』
は
熱
心
に
読
み
、
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
留
学
の
副
産
物
と
も
言
う
べ
き
『
風
土
』
（
　
九
三
五
年
）
、
そ
し
て
彼
の
倫

理
学
そ
の
も
の
の
背
後
に
、
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
と
の
対
決
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。

　
た
と
え
ば
『
風
土
』
の
「
序
言
」
の
な
か
で
和
辻
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
〔
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
〕
人
の
存
在
の
構
造
を
時
聞
性
と
し

て
把
握
す
る
試
み
は
、
自
分
に
と
っ
て
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
時
間
性
が
か
く
・
王
体
的
存
在
構
造
と
し
て
活
か
さ
れ
た

一
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展

一
一
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～
二

と
き
に
、
な
ぜ
同
時
に
空
間
性
が
、
同
じ
く
根
源
的
な
存
在
構
造
と
し
て
、
活
か
さ
れ
て
来
な
い
の
か
、
そ
れ
が
自
分
に
は
問
題
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

…
…
空
間
性
に
即
せ
ざ
る
時
間
性
は
い
ま
だ
真
に
菊
住
性
で
は
な
い
」
。
こ
の
空
間
性
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
人
間
の
存
在
構
造
が

ま
さ
に
警
風
土
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
和
辻
は
さ
ら
に
、
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
不
十
分
性
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
人
間
理
解
の
一
面
性
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
「
彼
は
人
間
存
在
を
た
だ
人
の
存
在
と
し
て
捕
え
た
。
そ
れ
は
人
間
存
在
の
元
入
的
・
社
会
的
な
る
二
重
構
造
か
ら
見
れ
ば
、
単
に
抽

象
的
な
る
一
面
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
こ
で
人
間
存
在
が
そ
の
具
体
的
な
る
二
重
性
に
お
い
て
把
握
せ
ら
れ
る
と
き
、
時
間
性
は
空
間
性
と
相
即
し

　
　
　
　
　
（
7
）

来
た
る
の
で
あ
る
」
。
一
こ
の
二
重
性
こ
そ
が
ま
さ
に
、
和
辻
倫
理
学
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
雷
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
和
辻
は
噸
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
や
『
倫
理
学
撫
に
お
い
て
も
く
り
返
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
人
間
理
解
に
対
す
る
批
判
を

行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
方
的
な
受
容
で
は
な
く
、
そ
の
批
判
を
通
し
て
自
ら
の
思
想
の
基
盤
を
築
い
て
い
っ
た
点
で
、
和
辻
の
ハ
イ

デ
ガ
ー
と
の
対
決
は
、
哲
学
の
受
容
の
一
つ
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学

　
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
、
そ
し
て
　
九
　
＝
一
年
の
ソ
連
邦
の
成
立
が
世
界
の
歴
史
の
な
か
で
も
っ
た
導
車
は
き
わ
め
て
大
き
な
も
の

が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
も
ま
た
、
多
く
の
人
々
の
注
目
を
集
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
論
じ
ら
れ
た
。
　

方
で
は
、
革
命
的
実
賎
を
支
え
る
理
論
と
し
て
単
純
化
さ
れ
、
教
条
化
さ
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
飽
方
で
は
、
教
条
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

枠
を
超
え
て
、
そ
の
意
味
が
問
わ
れ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ぽ
一
九
｝
　
三
年
に
ル
カ
ー
チ
の
㎎
歴
史
と
階
級
意
識
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
「
疎
外
」
論
や
「
物
象
化
篇
論
は
、
客
観
主
義
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
薪
鮮
な
問
題
提
起
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
八
八
蕊
年
の
マ
ル
ク
ス
の
死
以
後
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
が
語
ら
れ
る
と
き
に
、
そ
の
典
拠
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
多
く
の
場
合

『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
喚
（
｝
八
七
八
年
）
や
覗
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
睡
（
一
八
八
八
年
）
な
ど
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
著
作
で
あ
っ
た
。
　
マ
ル
ク



ス
自
身
の
哲
学
的
な
著
作
が
遺
稿
の
な
か
か
ら
公
に
さ
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
っ
た
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
と
の
共
著
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
第
一
巻
第
一
章
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
」
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
　
九
二
六
年
で
あ

り
、
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
が
は
じ
め
て
公
に
さ
れ
た
の
は
一
九
三
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
自
身
の
思
想
を
示
す
も
の
と
し

て
、
そ
の
公
開
は
大
き
な
注
目
を
集
め
た
。
そ
し
て
多
く
の
点
で
ル
カ
ー
チ
の
問
題
意
識
と
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
も
注
意
を

引
い
た
。

　
日
本
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
へ
の
関
心
が
高
ま
り
を
見
せ
た
の
も
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

中
心
に
い
た
の
が
、
三
木
清
で
あ
っ
た
。
三
木
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
に
関
心
を
示
し
た
の
は
、
一
九
二
一
一
（
大
正
一
一
）
年
か
ら
　
九

二
五
年
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
の
時
期
に
お
い
て
で
は
な
く
、
帰
国
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
帰
国
の
翌
年
、
三
木
は
三
高
で
講
師
と

し
て
哲
学
を
教
え
る
傍
ら
、
西
田
幾
多
郎
の
推
薦
に
よ
り
経
済
学
部
教
授
で
あ
っ
た
河
上
肇
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
の
講
読
を
し
た
り
、

河
上
を
中
心
と
し
て
開
か
れ
て
い
た
研
究
会
（
「
経
済
学
批
判
会
」
）
に
参
加
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
思
想

や
唯
物
史
観
の
研
究
に
着
手
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
成
果
が
　
九
二
七
年
以
降
矢
継
ぎ
早
に
発
表
さ
れ
た
「
人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形

態
」
や
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
扁
、
「
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
哲
学
」
な
ど
の
論
文
で
あ
る
。

　
「
人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
」
の
な
か
で
三
木
が
考
察
の
中
心
に
置
く
の
は
「
基
礎
経
験
」
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
三
木
が

素
朴
な
実
在
論
や
反
映
論
か
ら
自
由
に
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
を
問
題
に
し
ょ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
三
木
に
よ
れ
ぽ
「
基
礎
経
験
」
と
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
「
光
」
が
与
え
ら
れ
る
以
前
の
、
つ
ま
り
雷
語
化
を
通
し
て
具
体
的
な
形
態
を
与

え
ら
れ
る
以
前
の
、
「
闇
」
と
も
表
現
す
べ
き
経
験
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ロ
ゴ
ス
が
関
与
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
固
定
化
を
被

る
以
前
の
動
的
な
経
験
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
ロ
ゴ
ス
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
自
ら
の
う
ち
で
そ
れ
に
対
し
て
自
己
解
釈

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
、
自
己
の
枠
を
超
え
て
そ
れ
に
普
遍
性
（
公
共
性
）
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
（
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
）
に
ま
で
彫
琢
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
論
は
、
い
ま
言
っ
た
「
基
礎
経
験
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
三
木

｝
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展

～
三
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一
四

の
根
本
の
理
解
で
あ
っ
た
。

　
「
経
験
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
が
単
に
意
識
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
引
き
お
こ
す
が
、
三
木
は

そ
れ
を
む
し
ろ
「
存
在
的
な
る
も
の
」
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
「
存
在
」
は
、
素
朴
な
実
在
論
や
反
映
論
で

は
、
単
な
る
物
質
と
し
て
、
あ
る
い
は
主
観
に
対
立
す
る
客
観
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
三
木
は
そ
れ
を
、
つ
ね
に
、
は
じ
め
か
ら
す
で
に

人
間
存
在
と
の
「
交
渉
的
関
係
」
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
門
基
礎
経
験
」
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
存
在
」
を
意
味
す
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「
発
展
の
過
程
に
於
て
」
、
主
観
と
客
観
の
対
立
、
認
識
の
問
題
も
ま
た
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
三
木
は
上
述
の
論
文
を
収
め
た
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』
（
一
九
二
八
年
）
の
「
序
」
に
お
い
て
、
こ
の
著
作
を
通
し
て
企
図
し
た

も
の
が
「
理
論
の
系
譜
学
」
（
○
魯
Φ
9
。
δ
9
q
δ
餌
興
↓
冨
。
ユ
Φ
コ
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
如
何
に
し
て
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

生
し
、
成
長
し
、
崩
壊
し
、
そ
し
て
早
し
い
も
の
に
よ
っ
て
代
わ
ら
れ
る
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
そ
の
霞
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
関
心
の
上
に
、
三
木
は
マ
ル
ク
ス
・
王
義
の
成
立
を
「
無
産
者
的
基
礎
経
験
」
か
ら
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

　
「
無
産
者
的
基
礎
経
験
」
と
は
、
単
な
る
意
識
と
し
て
で
は
な
く
、
感
性
的
な
存
在
と
し
て
、
世
界
に
対
し
て
た
え
ず
実
践
的
に
働
き
か

け
る
者
の
基
礎
経
験
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
存
在
の
自
己
解
釈
が
客
観
的
公
共
性
の
な
か
へ
持
ち
だ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
理

論
こ
そ
唯
物
史
観
で
あ
る
こ
と
を
、
三
木
は
こ
の
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』
に
収
め
た
諸
論
文
で
論
じ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
三
木
は
素
朴
な
実
在
論
や
反
映
論
か
ら
自
由
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
を
問
題
に
し
た
が
、
そ
の
こ
と
に
は
三
木
が
、
革
命

的
実
践
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
と
し
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
レ
ー
ニ
ン
の
著
作
を
も
と
に
単
純
化
さ
れ
、
教
条
化
さ
れ
て
い
っ
た
マ
ル
ク
ス
主

義
哲
学
を
介
し
て
で
は
な
く
、
二
〇
年
代
に
発
衰
さ
れ
は
じ
め
た
マ
ル
ク
ス
自
身
の
文
章
に
直
接
触
れ
え
た
こ
と
が
大
き
く
与
っ
て
い
た
と

　
　
　
（
1
0
）

考
え
ら
れ
る
。
三
木
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
一
九
二
〇
年
代
と
い
う
時
代
の
状
況
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
三
木
の
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
の
試
み
は
、
彼
の
周
り
に
い
た
入
々
に
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
。



戸
坂
潤
は
、
三
木
の
帰
国
後
、
谷
川
徹
三
や
梯
明
秀
ら
一
高
出
身
の
京
大
の
卒
業
生
や
学
生
た
ち
と
と
も
に
「
哲
学
一
高
会
」
を
組
織
し
、

三
木
か
ら
、
彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
触
れ
た
諸
思
想
を
学
ん
だ
が
、
同
時
に
ま
た
、
一
九
二
七
年
に
法
政
大
学
教
授
と
し
て
東
灘
に
移
り
、
マ

ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
論
壇
に
登
場
し
た
三
木
か
ら
も
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
。
一
九
二
九
年
頃
に
は
甘
粕
石
介
や
梯
明
秀
、
真
下
真
一
ら

と
マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
読
書
会
を
も
ち
、
本
格
的
に
唯
物
論
研
究
を
開
始
し
て
い
る
。
戸
坂
は
、
三
木
清
が
B
本
共
産
党
へ
の
資
金
援
助
容

疑
で
検
挙
さ
れ
、
法
政
大
学
教
授
の
職
を
辞
し
た
翌
年
の
一
九
三
一
年
に
法
政
大
学
の
講
師
と
な
り
、
活
動
の
場
を
東
京
に
移
し
た
。
そ
こ

で
岡
邦
雄
、
三
枝
博
音
ら
と
唯
物
論
研
究
会
を
組
織
し
、
『
唯
物
論
研
究
』
を
発
刊
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
唯
物
論
研
究
を
中
心
的
に
担

い
、
同
時
に
多
彩
な
評
論
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
西
田
幾
多
郎
の
よ
く
知
ら
れ
た
歌
の
一
つ
に
「
夜
ふ
け
ま
で
又
マ
ル
ク
ス
を
論
じ
た

り
マ
ル
ク
ス
ゆ
ゑ
に
い
〔
寝
〕
ね
が
て
に
す
る
」
と
い
う
一
九
二
九
年
に
作
ら
れ
た
歌
が
あ
る
が
、
「
い
ね
が
て
」
に
し
た
一
人
が
京
都
時

代
の
戸
坂
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

　
一
九
三
二
年
に
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
が
公
に
さ
れ
て
以
来
、
日
本
で
も
マ
ル
ク
ス
自
身
の
哲
学
に
多
く
の
人
々
が
関
心

を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
梯
明
秀
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
梯
は
京
大
で
は
社
会
学
を
専
攻
し
、
タ
ル
ド
（
聖
子
O
p
σ
鼠
色
6
p
鼠
Φ
）

を
研
究
対
象
と
し
た
が
、
三
木
や
戸
坂
か
ら
影
響
を
受
け
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
研
究
に
力
点
を
移
し
、
と
く
に
そ
の
「
物
質
」
概
念
の
検
討

を
通
し
て
、
『
物
質
の
哲
学
的
概
念
』
（
一
九
三
四
）
な
ど
の
成
果
を
生
み
だ
し
て
い
っ
た
。

　
西
田
幾
多
郎
の
弟
子
た
ち
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
注
目
は
、
西
田
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
端
的

に
示
す
の
が
、
先
に
記
し
た
「
夜
ふ
け
ま
で
…
…
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。
日
記
に
も
「
夜
田
辺
及
卒
業
生
七
半
来
会
。
マ
ル
ク
ス
論
起
り
十

二
時
過
に
い
た
る
」
な
ど
の
記
述
が
見
え
る
。
河
上
肇
を
中
心
に
開
か
れ
て
い
た
研
究
会
に
参
加
し
て
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
批
判
』
の

「
唯
物
史
観
」
の
箇
所
に
つ
い
て
の
講
読
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
し
、
先
に
述
べ
た
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
第
一
四
面
一
章
が
最

初
に
発
表
さ
れ
た
竃
舞
×
出
質
ひ
Q
働
ω
》
ま
匡
く
の
第
一
巻
を
経
済
学
部
図
書
館
か
ら
借
り
出
し
た
り
し
て
い
る
。

　
弟
子
た
ち
や
河
上
肇
ら
と
の
議
論
か
ら
弼
激
を
受
け
、
ま
た
自
ら
マ
ル
ク
ス
の
著
作
に
触
れ
て
、
西
田
は
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』

一
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展

一
五
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六

（一

緕
O
〇
年
）
以
降
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
に
つ
い
て
積
極
的
に
自
ら
の
見
解
を
発
表
し
は
じ
め
て
い
る
。
そ
れ
を
承
け
て
マ
ル
ク
ス

主
義
の
側
か
ら
も
西
田
哲
学
に
対
す
る
批
判
が
行
わ
れ
た
。
た
と
え
ぽ
戸
坂
潤
は
一
九
三
二
年
に
発
表
し
た
「
京
都
学
派
の
哲
学
」
の
な
か

で
、
藤
田
哲
学
を
「
解
釈
主
義
的
・
超
歴
史
主
義
的
・
形
式
主
義
的
・
浪
漫
・
王
義
的
…
…
現
象
学
的
哲
学
」
と
性
格
づ
け
、
根
本
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
観
念
哲
学
扁
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
翌
年
『
唯
物
論
研
究
蜘
に
発
表
し
た
「
『
無
の
論
理
』
は
論
理
で
あ

る
か
」
に
お
い
て
は
西
田
の
哲
学
を
、
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
存
在
の
「
論
理
的
意
義
扁
し
か
考
え
え
な
い
哲
学
と
し
て
批
覇
し
て
い

る
。　

こ
の
よ
う
な
戸
坂
の
批
判
に
西
田
は
著
作
の
な
か
で
反
論
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
戸
坂
宛
の
書
簡
で
は
「
京
都
学
派
の
哲
学
」
の
批

判
を
肯
定
的
に
評
価
し
、
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
「
理
解
の
あ
る
大
変
よ
い
批
評
だ
と
思
ふ
。
教
へ
ら
れ
る
所
多
い
こ
と
を
感
謝

す
る
。
私
の
こ
れ
ま
で
書
い
た
も
の
が
解
釈
学
的
だ
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
無
埋
も
な
か
ら
う
。
私
は
ま
だ
プ
ラ
ク
シ
ス
を
中
心
と
し
た
私
の

考
を
書
い
て
居
ら
ぬ
。
…
…
マ
ル
キ
ス
ト
は
Φ
貯
ω
Φ
蕊
ひ
q
で
徹
底
し
な
い
所
が
あ
る
と
思
ふ
。
併
し
マ
ル
キ
ス
ト
と
い
ふ
も
の
は
十
分
に
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

解
し
そ
の
取
る
べ
き
所
は
何
処
ま
で
も
取
り
た
い
と
お
も
ふ
」
。

　
そ
の
一
面
性
を
西
田
は
た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
の
自
然
理
解
の
な
か
に
見
い
だ
し
て
い
た
こ
と
が
、
『
哲
学
の
根
本
問
題
蜘
（
一
九
三
三

年
中
な
ど
の
叙
述
か
ら
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
西
田
は
、
マ
ル
ク
ス
・
王
義
者
た
ち
が
自
然
を
ど
こ
ま
で
も
主
観
に
対
立
す
る
客
観
と
し
て
主
知

主
義
的
な
立
場
か
ら
理
解
し
て
い
る
点
を
批
澗
し
て
い
る
。
そ
れ
は
戸
坂
に
対
す
る
間
接
的
な
反
論
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

　
田
辺
元
は
一
九
二
四
年
に
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
後
、
そ
の
研
究
対
象
を
カ
ン
ト
の
匿
的
論
に
、
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
移
し
て

い
き
、
一
九
三
二
年
に
は
㎎
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
睡
を
出
版
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
関
心
を
移
し
て
い
っ
た
動
機
に
つ
い
て
、
の

ち
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
当
時
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
革
命
の
後
を
承
け
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
世
界
革
命
運
動
の
膨
溝
た
る
字
溝
が
我
国

を
襲
ひ
、
マ
ル
ク
シ
ス
ト
の
理
論
闘
争
が
学
界
を
動
揺
せ
し
め
、
お
よ
そ
思
想
学
問
に
た
つ
さ
は
る
も
の
、
何
人
と
い
へ
ど
も
多
か
れ
少
な



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

か
れ
、
そ
の
刺
激
を
受
け
ざ
る
は
な
か
っ
た
と
い
ふ
事
情
が
は
た
ら
い
た
」
。
こ
の
言
葉
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
が
、
わ
が
圏
の
哲
学
的
な
議
論
の
中
心
軸
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

五
　
哲
学
的
人
間
学

　
「
哲
学
的
人
間
学
」
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
一
九
二
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
の

が
晩
年
の
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
一
九
一
三
年
か
ら
二
八
年
に
か
け
て
ケ
ル
ン
大
学
で
生
物
学
の
基
礎
や
哲
学

的
人
間
学
の
講
義
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
『
哲
学
的
人
間
学
』
の
公
刊
を
企
て
て
い
た
。
一
九
二
八
年
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
亡

く
な
っ
た
た
め
に
そ
の
計
画
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
が
（
そ
の
草
稿
は
｝
九
八
七
年
に
全
集
第
　
二
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
た
）
、
そ
の
概
要
は

一
九
二
七
年
に
行
わ
れ
た
「
人
間
の
特
殊
な
地
位
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
の
講
演
、
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』

（一

纉
�
ｪ
年
）
の
出
版
を
通
し
て
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』
の
ま
え
が
き
の
な
か
で
シ
ェ
ー
ラ
ー

は
、
こ
の
と
き
す
で
に
哲
学
的
人
間
学
の
諸
問
題
が
哲
学
の
中
心
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
一
九
　
　
八
年
の
段
階
で

す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
書
の
な
か
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
人
聞
の
本
質
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
、
難
問
が
世
界
の
な
か
で
一
生
命
全
体
の
な
か
で
一
占

め
る
地
位
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
答
え
う
る
こ
と
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
の
特
殊
性
を
「
精
神
」
に
、
つ
ま
り
、
生

命
体
が
環
境
世
界
か
ら
受
け
る
鰯
約
や
そ
れ
へ
の
適
応
か
ら
自
由
に
営
ま
れ
る
働
き
に
求
め
て
い
る
。
「
世
界
開
放
性
」
（
芝
①
｝
8
瞭
Φ
亭

冨
ε
こ
そ
人
間
の
地
位
に
特
有
の
性
格
で
あ
る
と
い
う
の
が
シ
ェ
！
ラ
ー
の
考
え
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
主
張
に
は
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
環
境
世
界
論
へ
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
雷
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
と
も
に
哲
学

的
人
間
学
の
展
開
に
重
要
な
寄
与
を
な
し
た
の
は
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
プ
レ
ス
ナ
ー
で
あ
る
が
、
プ
レ
ス
ナ
！
も
ま
た
そ
の
主
著
『
有
機
的
な
も

の
の
諸
段
階
と
人
間
』
（
一
九
二
八
年
）
に
お
い
て
人
間
の
本
質
を
「
脱
中
心
性
」
（
国
×
器
口
出
N
一
解
け
）
に
見
い
だ
し
て
い
る
。
プ
レ
ス
ナ
i

一
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
μ
ッ
パ
の
哲
学
と
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展

　
七
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「
八

の
哲
学
的
人
闇
学
の
構
想
も
ま
た
、
生
命
と
環
境
と
の
関
わ
り
を
閉
じ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
へ
の
批
判
を
含
む
も
の
で

あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
議
論
を
承
け
て
、
日
本
で
は
西
田
幾
多
郎
が
　
九
三
一
年
に
「
人
聞
学
」
と
題
し
た
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
「
近
来
一
派

の
哲
学
者
達
に
よ
っ
て
人
間
学
と
い
ふ
も
の
が
唱
へ
ら
れ
る
」
と
い
う
冒
頭
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る

哲
学
的
人
問
学
を
め
ぐ
る
議
論
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
が
、
こ
の
論
文
で
西
田
が
主
と
し
て
取
り
扱
っ
た
の
は
、
フ

ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
祖
と
さ
れ
る
メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
の
人
間
学
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
底
に
は
、
哲
学
は
「
無
に
し
て

自
己
自
身
を
限
定
す
る
自
覚
」
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
西
田
の
哲
学
に
つ
い
て
の
独
自
の
理
解
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

立
場
か
ら
西
田
は
、
「
人
間
学
」
に
先
立
っ
て
書
か
れ
た
論
文
「
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
の
意
識
作
用
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。
「
私
は
哲
学
は
一
種
の
否
、
真
の
人
間
学
の
意
味
を
有
っ
て
居
る
と
云
っ
て
よ
い
と
思
ふ
。
併
し
そ
れ
は
自
覚
的
人
間
の
人
間
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
V

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
外
的
人
間
ψ
o
壼
○
①
碁
興
δ
暁
の
学
で
は
な
く
し
て
内
的
人
間
げ
。
ヨ
。
営
審
甑
。
巴
の
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
内
的
な
人
間
学
を
西
田
は
メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
の
な
か
に
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
西
田
は
論
文

「
人
間
学
」
に
お
い
て
は
、
自
覚
の
面
だ
け
で
な
く
、
人
間
が
身
体
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
社
会
的
・
歴
史
的
存
在
で
あ
る
こ
と

に
も
注
意
を
向
け
て
い
る
。
こ
の
面
が
、
西
田
の
思
索
の
発
展
の
な
か
で
い
っ
そ
う
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
『
哲
学

の
根
本
問
題
輪
（
一
九
三
三
年
）
以
後
の
著
作
が
示
し
て
い
る
。

　
西
田
の
「
人
間
学
」
が
発
表
さ
れ
た
翌
年
、
田
辺
元
も
ま
た
「
人
間
学
の
立
場
」
と
い
う
論
文
を
㎎
理
想
隔
に
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
論

文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
西
田
哲
学
に
対
す
る
批
判
を
田
辺
が
開
始
し
た
時
期
と
重
な
っ
て
お
り
、
西
田
が
「
人
間
学
」
を
発
尊

し
た
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
田
辺
の
人
間
学
の
理
解
に
特
微
的
な
の
は
、
な
に
よ
り
人
間
存
在
の
身
体

性
に
注
目
す
る
点
で
あ
っ
た
と
雷
っ
て
よ
い
。
田
辺
の
聖
王
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
田
辺
は
、

生
の
哲
学
や
シ
ェ
ー
ラ
！
の
哲
学
的
人
間
学
、
さ
ら
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
の
不
十
分
性
を
指
摘
し
て
い
る
。



　
こ
の
よ
う
に
西
田
や
田
辺
に
よ
っ
て
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
哲
学
的
人
間
学
の
研
究
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
の
が
三
木
清
で
あ
っ
た
。
一

九
三
三
年
に
三
木
は
『
哲
学
的
人
間
学
』
を
岩
波
全
書
の
一
冊
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
を
企
て
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
哲
学
的
人
間

学
』
は
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
七
年
に
か
け
て
、
何
度
と
な
く
書
き
直
さ
れ
、
校
正
制
ま
で
出
な
が
ら
、
実
際
に
は
出
版
に
至
ら
な
か
っ

た
。
『
構
想
力
の
論
理
』
の
第
一
章
「
神
話
」
の
最
初
の
部
分
が
雑
誌
『
思
想
』
に
発
表
さ
れ
た
の
が
、
一
九
三
七
年
の
五
月
で
あ
り
、
三

木
は
『
哲
学
的
人
間
学
』
の
出
版
を
断
念
す
る
こ
と
と
引
き
か
え
に
、
『
構
想
力
の
論
理
』
の
執
筆
を
始
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
の
第
一
章
「
人
間
学
の
概
念
」
の
と
こ
ろ
で
三
木
は
、
こ
の
本
の
主
題
で
あ
る
人
間
学
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴

を
他
の
学
問
－
た
と
え
ば
生
理
学
や
心
理
学
一
か
ら
区
別
し
て
、
学
問
を
そ
の
全
体
に
お
い
て
取
り
扱
う
点
に
見
い
だ
し
て
い
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
三
木
の
表
現
で
言
え
ば
、
「
入
聞
を
身
体
か
ら
抽
象
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
「
人
間
を
身
体
か
ら
抽
象
し
な
い
」

と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
人
間
を
単
な
る
意
識
に
、
あ
る
い
は
精
神
に
還
元
し
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
言
わ
れ

る
身
体
は
、
も
ち
ろ
ん
人
間
か
ら
抽
象
さ
れ
た
身
体
、
単
な
る
客
観
的
分
析
の
対
象
と
し
て
の
身
体
で
は
な
い
。
「
「
心
に
活
か
さ
れ
た
」

　
　
　
　
（
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5
）

ぴ
Φ
ω
①
①
犀
身
体
」
で
あ
る
。
「
主
体
性
」
に
お
け
る
身
体
と
雷
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
身
体
を
い
わ
ば
人
間
の
身
体
と
し
て
、
そ
し
て
人
間

を
そ
の
身
体
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
の
が
、
三
木
の
構
想
す
る
人
間
学
の
課
題
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
し
て
そ
こ
で
パ
ト
ス
に
注
目
し
て
い
る
点
に
三
木
の
人
間
学
の
特
徴
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
身
体
が
単
な
る
物
体
で
は
な
く
、

「
心
化
し
た
」
身
体
、
つ
ま
り
「
心
に
活
か
さ
れ
た
身
体
」
で
あ
る
の
は
、
そ
し
て
逆
に
、
わ
れ
わ
れ
の
心
が
単
な
る
意
識
で
は
な
く
、

「
身
体
化
し
た
」
心
、
「
具
体
化
し
た
し
心
で
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
パ
ト
ス
を
有
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
理
解

が
、
三
木
の
人
間
学
を
そ
の
根
底
に
お
い
て
支
え
て
い
た
と
番
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
三
木
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
は
未
刊
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
が
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
哲
学
的
人
間
学
を
世
に
問
う
た
の
が

高
山
岩
男
で
あ
る
。
一
九
三
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
高
山
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
は
、
生
命
と
い
う
根
底
的
な
事
実
か
ら
出
発
し
、
労
働
や
文

化
を
経
て
理
性
へ
と
進
み
、
さ
ら
に
そ
の
限
界
に
お
い
て
超
越
的
な
も
の
に
直
面
す
る
人
間
の
自
覚
的
発
展
の
跡
を
辿
ろ
う
と
す
る
も
の
で

一
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展

一
九
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二
〇

あ
り
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
や
プ
レ
ス
ナ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
と
は
異
な
っ
た
独
自
な
内
容
を
有
す
る
人
間
学
の
試
み
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
は
さ
ら
に
理
想
社
か
ら
噸
人
聞
学
講
座
』
全
五
巻
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
第
一
巻
『
人
間
の
哲
学
的
考

察
』
に
は
九
鬼
周
造
の
「
人
間
学
と
は
何
か
」
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
わ
が
国
に
お
け
る
哲
学
的
人
転
学
を
め
ぐ
る
議
論

は
一
つ
の
頂
点
に
達
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
和
辻
哲
郎
が
噌
風
土
蜘
（
一
九
三
五
年
）
に
お
い
て
、
人
間
は
ー
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ

ギ
ー
の
よ
う
に
一
た
だ
単
に
「
入
㎏
と
し
て
で
は
な
く
、
「
人
」
と
「
社
会
」
と
い
う
二
重
性
格
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
霊
張
し
た
こ
と
も
、
哲
学
的
人
問
学
を
め
ぐ
る
議
論
に
一
石
を
投
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
で
見
た
よ
う
に
、
第
一
次
世
昇
大
戦
と
第
二
次
世
界
大
戦
、
こ
の
二
つ
の
戦
争
の
あ
い
だ
の
時
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
成
立
、
あ
る
い

は
大
き
な
発
展
を
遂
げ
た
哲
学
諸
潮
流
の
翻
造
的
賞
為
に
直
接
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
、
多
く
の
独

自
の
、
そ
し
て
内
容
豊
か
な
成
果
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
単
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
の
新
し
い
試
み
が
受
容
さ
れ
、
研
究
の
礎
が

築
か
れ
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
発
想
や
方
法
か
ら
刺
激
を
受
け
、
創
造
的
な
思
想
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
て
い
っ
た
。
わ
が
国
の
哲

学
の
歴
史
を
振
り
返
っ
た
と
き
、
誰
し
も
こ
の
時
代
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
が
放
つ
独
特
の
輝
き
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ

う
。

　
注

（
1
）
　
『
田
邉
元
全
集
㎞
（
筑
摩
欝
房
、
一
九
六
三
一
一
九
六
四
年
）
第
四
巻
藻
潮
頁
。

（
2
）
　
藤
闘
正
勝
粥
「
い
き
」
の
構
造
睡
再
考
」
、
坂
部
恵
・
藤
田
正
勝
・
鷲
田
清
一
編
岡
九
鬼
周
造
の
哲
学
歴

九
頁
以
下
を
参
照
。

（
3
）
　
『
九
鬼
周
造
全
集
撫
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
○
一
～
九
八
二
年
）
第
～
巻
　
○
二
f
三
頁
。

（
4
）
　
蝿
三
木
清
全
集
騙
（
岩
波
書
店
、
　
一
九
六
六
一
～
九
六
八
年
）
第
～
巻
四
二
九
頁
。

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
融
思
房
、
二
〇
〇
二
年
）
　
～
一
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鯛
三
木
清
全
集
騙
第
｝
○
巻
三
二
〇
頁
。

『
和
辻
哲
郎
全
集
幅
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
一
一
九
七
八
年
）
第
八
巻
　
一
二
頁
。

同
書
二
頁
。

『
三
木
清
全
集
』
第
三
巻
八
一
頁
。

同
第
三
巻
三
頁
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
子
友
長
「
昭
和
思
想
史
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
問
題
…
一
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
駈
と
三
木
清
」
、
『
日
本
の
哲
学
舳
第

一
号
三
〇
～
○
年
）
九
二
頁
以
下
を
参
照
。

㎎
戸
坂
潤
全
集
隔
（
勤
草
書
房
、
一
九
六
六
1
～
九
六
七
年
）
第
三
巻
へ
七
ニ
ー
三
頁
。

『
西
田
幾
多
郎
全
集
魎
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
一
二
〇
〇
九
年
）
第
二
一
巻
一
二
一
頁
。

『
田
邊
元
全
集
』
第
三
巻
九
頁
。

『
西
田
幾
多
郎
全
集
臨
第
五
巻
八
九
頁
。

噸
三
木
清
全
佳
議
第
一
八
巻
一
四
九
頁
。

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

　
九
二
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と
日
本
の
哲
学
の
形
成
・
発
展

二
一



THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Europaische　Philosophie　in　1920er　Jahren　und

　　Entwicklung　der　Japanischen　Philosophie

　　　　Masakatsu　FuJiTA

Professor　of　Japanese　Philosophy

　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　Kyoto　University

　　Wir　kbnnen　auBer　Kitaro　Nishida　Hajime　Tanabe，　Shuzo　Kuki，　Tetsuro

Watsuji，　Kiyoshi　Miki　usw．　als　die　Philosophen　angeben，　die　viel　zur　Grundlegung

und　Entwicklung　der　Japanischen　Philosophie　beigetragen　haben．　Nishida　hatte

keine　Gelegenheit，　in　Europa　zu　studieren　oder　zu　forschen，　aber　die　anderen

1〈onnten　sich　zwischen　zwei　Weltkriegen，　ntimlich　in　1920er　und　！930er　Jahren　in

Heidelberg，　Freiburg，　Paris　usw．　auiihalten．　Es　herrschte　zwar　zu　dieser　Zeit　nach

dem　ersten　Weltl〈rieg　in　Europa，　vor　allem　in　Deutschland，　ein　groBes　Durcheinan－

der，　aber　viele　Frttchte　wurden　im　Bereich　der　Philosophie　hervorgebracht．　Fast

alle　bedeutenden　philosophischen　Schulen　im　20．　Jahrhundert　sind　zu　dieser　Zeit

entstanden　oder　haben　sich　sehr　entwickelt．　Diese　Jahrzehnte　waren　viel　erfolgrei－

cher　im　Vergleich　zu　jeder　anderen　Perioden　in　der　ganzen　Geschichte　der　Philoso－

phie．　Jene　Philosophen　hatten　Glifck，　zu　dieser　Zeit　in　Europa　zu　forschen．　lhre

wirkungsvollen　Arbeiten　nach　dem　Heiml〈ehr　wurden　von　den　Anregungen　gefdr－

dert，　die　sie　dadurch　erhalten　haben，　dass　sie　direkt　mit　den　sch6pferischen

Tatigkeiten　der　europaischen　Philosophen　in　den　20er　und　30er　Jahren　in　Bertth－

rung　kamen．　Ohne　diese　Anregungen　wtiren　ihre　kreativen　Gedanken　nicht　ent－

standen．　Wir　versuchen　in　diesem　Aufsatz　ins　klare　zu　bringen，　wie　sie　jene

Philosophien，　z．　B．　die　Phanomenologie　Husserls，　die　hermeneutische　Phanome－

nologie　Heideggers，　den　Marxismus，　die　philosophische　Anthropologie　aufgenom－

men，　und　wie　sie　anhand　dieser　Philosophien　ihre　eigenen　Gedanken　geschaffen．

1


