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「
理
性
と
実
存
』
（
一
九
三
五
年
）
か
ら
ヤ
ス
。
ハ
ー
ス
哲
学
は
様
々
な
点
で
新
た
な
展
開
を
見
せ
始
め
る
。
こ
の
新
た
な
展
開
は
「
理

性
（
ぐ
の
日
目
津
）
」
を
中
心
に
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
理
性
」
の
概
念
は
、
『
哲
学
』
（
’
九
三
二
年
）
に
お
い
て

（
１
）
 

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
『
理
性
と
実
存
』
に
お
い
て
初
め
て
中
心
に
取
り
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
後
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
自
ら
の
哲
学
を

一
理
性
の
哲
学
と
呼
び
た
い
」
（
く
巨
三
ｇ
）
と
一
一
一
一
口
い
、
さ
ら
に
は
「
哲
学
に
お
い
て
理
性
は
最
高
の
も
の
で
あ
る
」
（
。
「
「
］
弓
）
と
一
一
一
一
口

う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
 

こ
う
し
た
「
理
性
」
の
強
調
は
、
広
い
意
味
で
の
「
意
識
一
般
（
因
の
乏
巨
、
扇
臼
ロ
ロ
ウ
の
『
冒
巨
で
←
）
」
の
概
念
の
強
調
と
密
接
に
連
関

し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
普
遍
妥
当
的
な
も
の
を
承
認
す
る
「
意
識
一
般
」
の
性
格
に
相
応
し
て
、
こ
の
新
た
な
展
開
は
「
普
遍
性
」

を
目
指
し
、
し
か
も
こ
の
「
普
遍
性
」
は
「
悟
性
一
の
普
遍
性
と
は
異
な
る
、
全
体
的
な
「
交
わ
り
（
【
・
日
日
巨
已
百
一
○
旨
）
」
と
い

う
「
理
性
」
の
普
遍
性
で
あ
る
こ
と
を
、
本
論
文
は
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ヤ
ス
。
ハ
ー
ス
に
お
け
る
「
意
識
一
般
」
と
は
、
意
識
の
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
と
っ
て
端
的
に
同
一
な
側
面
、
一
般
的
、
普
遍
的
な
側

面
を
名
指
す
言
葉
と
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
詳
細
に
見
る
と
狭
い
意
味
と
広
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
「
意
識
一
般
」
と
「
理
性
」

一
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
「
意
識
一
般
」
の
二
様
の
意
味

越

部

良
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①
強
制
的
認
識
（
科
学
的
認
識
）
を
遂
行
す
る
悟
性
と
し
て
の
意
識
一
般

意
識
一
般
は
強
制
的
（
菖
旨
、
の
己
）
で
普
遍
妥
当
的
（
色
」
』
、
の
日
の
旨
、
巨
両
）
な
認
識
の
担
い
手
で
あ
る
と
さ
れ
、
経
験
的
に
知

（
３
）
 

党
可
能
な
存
在
に
関
わ
り
、
形
式
論
理
学
に
お
け
る
諸
規
則
に
従
う
も
の
と
さ
れ
る
（
ぐ
ぬ
」
・
言
の
ｇ
）
。
と
こ
ろ
で
「
意
識
一
般
は
強

制
的
洞
察
を
遂
行
す
る
悟
性
で
あ
る
」
（
雪
の
ち
）
と
い
う
よ
う
に
、
意
識
一
般
は
「
悟
性
」
と
同
一
視
さ
れ
る
。
科
学
（
乏
尉
‐

（
４
）
 

ｍ
の
口
切
Ｃ
彦
呉
←
）
は
、
強
制
的
で
普
遍
妥
当
的
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
こ
の
意
識
一
般
Ⅱ
悟
性
（
そ
れ
は
ど
の
人
間
に
お
い
て
も
同
一

（
５
）
 

で
交
換
可
能
で
あ
る
）
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
「
狭
い
意
味
で
の
科
学
は
、
誰
も
が
承
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
認
識
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
人

間
が
意
識
一
般
と
し
て
の
悟
性
に
お
い
て
交
換
可
能
に
同
質
で
あ
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
と
歴
史
を
越
え
て
人
間
を
結
び
つ
け
る
認

識
と
し
て
成
立
す
る
一
（
三
」
ｓ
）
。

形
式
論
理
学
に
従
い
、
経
験
的
に
な
も
の
に
関
与
し
つ
つ
、
強
制
的
で
普
遍
妥
当
的
な
科
学
的
認
識
を
遂
行
す
る
こ
の
意
識
一
般
Ⅱ

悟
性
は
、
「
思
惟
（
□
の
。
百
コ
）
」
の
す
べ
て
を
汲
み
尽
く
す
わ
け
で
は
な
く
、
思
惟
の
一
様
態
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
「
哲
学
的
な
思

惟
」
の
う
ち
に
は
「
思
弁
的
な
（
§
の
百
］
凹
冒
）
思
惟
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
超
越
者
を
矛
盾
す
る
も
の
の
う
ち
で

把
握
す
る
一
（
三
ｇ
］
）
の
で
あ
る
（
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
一
反
対
の
一
致
」
の
思
想
な
ど
）
。
悟
性
は
形
式
論
理
に
従
い
、
循
環
、
矛
盾
、

（
６
）
 

同
語
反
復
を
排
除
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
は
哲
学
的
な
思
惟
の
一
つ
の
外
面
的
な
特
徴
で
す
ら
あ
る
。
あ
る
い
は

ま
た
、
「
我
々
が
意
識
一
般
で
あ
る
限
り
、
我
々
は
正
当
性
を
強
い
る
も
の
を
思
惟
し
、
我
々
が
現
存
在
（
｜
）
田
の
白
）
で
あ
る
限
り
、

［
現
存
在
を
］
庇
護
す
る
も
の
と
脅
か
す
も
の
を
思
惟
し
、
我
々
が
精
神
で
あ
る
限
り
、
全
体
性
を
成
就
す
る
も
の
を
思
惟
す
る
」

「
真
理
に
つ
い
て
Ｌ
『
哲
学
的
論
理
学
・
第
一
巻
』
）
に
お
い
て
、
意
識
一
般
は
、
強
制
的
認
識
（
科
学
的
認
識
）
を
遂
行
す
る
悟
性

（
く
の
弓
、
葛
ゴ
」
）
と
し
て
の
意
識
一
般
と
、
思
惟
（
□
の
二
六
の
。
）
と
し
て
の
意
識
一
般
の
、
狭
い
意
味
と
広
い
意
味
の
二
様
の
意
味
を
も

ち
、
そ
し
て
広
い
意
味
で
の
意
識
一
般
（
思
惟
）
が
優
位
を
も
つ
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

、
『
真
理
に
つ
い
て
」
二
九
四
七
年
）
に
お
け
る
意
識
一
般
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137 
（
三
日
⑭
）
と
い
う
表
現
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
意
識
一
般
Ⅱ
悟
性
の
思
惟
は
、
強
制
的
な
認
識
、
正
当
で
あ
る
と
の
承
認
を
強
い

る
認
識
（
科
学
的
認
識
）
を
思
惟
す
る
特
定
の
思
惟
様
態
と
し
て
、
現
存
在
に
お
け
る
思
惟
及
び
精
神
に
お
け
る
思
惟
と
区
別
さ
れ
た

り
も
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
悟
性
以
外
の
様
々
な
思
惟
様
態
が
存
在
す
る
（
た
と
え
そ
れ
ら
が
悟
性
を
と
も
な
う
に
せ
よ
）
こ
と
が
、

「
我
々
の
認
識
は
、
単
な
る
悟
性
に
始
ま
っ
て
、
単
な
る
悟
性
が
把
握
す
る
以
上
の
も
の
を
悟
性
と
共
に
把
捉
す
る
様
々
な
思
惟
の
様

態
へ
と
段
階
を
な
し
て
通
じ
て
い
る
」
（
三
思
国
）
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

②
思
惟
と
し
て
の
意
識
一
般

『
真
理
に
つ
い
て
』
の
第
二
部
は
「
認
識
の
包
越
者
ｅ
煙
、
ご
白
日
①
号
己
の
：
⑩
專
丙
⑦
目
の
ロ
、
）
」
と
題
さ
れ
、
一
包
括
的
な
意
識

一
般
の
開
明
（
固
昌
の
］
］
目
、
）
」
（
三
金
）
を
そ
の
主
題
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
は
「
科
学
的
な
思
惟
一
の
み
な
ら
ず
、
「
実
存
的

思
惟
」
や
「
瞑
想
的
な
（
穴
・
日
計
○
日
且
：
ご
）
思
惟
」
な
ど
多
様
な
思
惟
の
解
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
意
識
一
般
」

が
必
ず
し
も
一
科
学
的
思
惟
一
の
担
い
手
と
同
一
視
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
思
惟
に
は
「
科
学
的
な
思
惟
」
に

と
ど
ま
ら
な
い
様
々
な
様
態
が
あ
る
が
、
「
意
識
一
般
」
は
経
験
的
な
も
の
に
関
与
し
形
式
論
理
学
に
従
う
科
学
的
認
識
と
い
う
特
定

の
思
惟
と
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
様
々
な
思
惟
の
可
能
な
あ
り
方
の
総
体
と
も
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
思
惟
は
そ
の
諸
々

の
可
能
性
の
総
体
に
お
い
て
「
意
識
一
般
一
と
呼
ば
れ
る
」
（
三
圏
巴
。
つ
ま
り
意
識
一
般
は
、
科
学
的
思
惟
と
い
う
思
惟
の
あ
り
方

の
一
つ
を
遂
行
す
る
も
の
と
さ
れ
る
と
き
と
、
特
定
の
思
惟
で
は
な
く
、
思
惟
の
可
能
性
を
す
べ
て
含
む
も
の
と
さ
れ
る
と
き
の
狭
広

の
両
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
「
意
識
一
般
」
は
「
悟
性
」
と
し
て
、
経
験
的
な
も
の
と
形
式
論
理
学
に
関
連
づ
け
ら

れ
、
科
学
的
認
識
の
担
い
手
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
意
識
一
般
は
そ
の
よ
う
な
悟
性
を
自
ら
の
一
つ
の
様
態
と
し
て
う
ち
に
含
む
、

（
７
）
 

い
わ
ば
「
思
惟
一
般
」
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
意
識
一
般
は
悟
性
を
根
本
特
徴
と
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
つ
つ
も
、
悟
性
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
「
我
々
人

間
の
認
識
は
い
つ
も
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
も
う
こ
の
悟
性
を
越
え
出
て
い
る
。
我
々
が
も
つ
諸
々
の
認
識
可
能
性
の
う
ち
に
あ
っ

て
、
認
識
の
段
階
的
な
拡
大
の
出
発
点
が
悟
性
で
あ
る
。
悟
性
そ
れ
自
身
は
意
識
一
般
の
包
越
者
で
は
な
く
、
こ
の
包
越
者
の
単
な
る

Hosei University Repository
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③
思
惟
（
意
識
一
般
）
の
優
位
（
ぐ
Ｃ
ｑ
目
、
）

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
哲
学
す
る
こ
と
は
、
意
識
一
般
（
思
惟
）
の
根
本
性
格
で
あ
る
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
を
越
え
よ
う
と
す
る
。

「
出
発
点
は
常
に
、
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て
満
足
を
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の

分
裂
を
越
え
て
突
き
進
む
」
（
言
匿
＄
。
そ
う
し
て
哲
学
は
単
な
る
対
象
に
関
わ
る
の
で
な
く
、
非
対
象
へ
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
（
超

越
し
よ
う
と
す
る
）
。
し
か
し
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
を
回
避
す
る
の
で
は
な
い
。
「
深
み
へ
の
道
は
、
我
々
に
と
っ
て

は
主
観
Ｉ
客
観
ｌ
分
裂
そ
れ
自
身
を
通
っ
て
行
き
、
そ
れ
を
通
り
抜
け
て
行
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
迂
回
し
は
し
な
い
。
こ
の
［
主
観

ｌ
客
観
］
分
裂
な
く
し
て
は
、
我
々
は
交
わ
り
不
能
な
奇
異
な
も
の
や
、
時
間
の
う
ち
で
は
意
味
を
も
た
な
い
完
結
へ
陥
る
か
、
あ
る

い
は
混
沌
と
し
た
も
の
、
人
間
以
前
の
も
の
へ
陥
る
か
で
あ
る
」
（
旨
』
・
）
。
そ
れ
ゆ
え
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
哲
学
と
は
「
対
象
的

な
も
の
の
形
式
に
お
い
て
何
か
非
対
象
的
な
も
の
を
思
惟
す
る
こ
と
」
（
三
色
）
に
な
る
の
で
あ
る
。
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
を
回
避
せ

ず
、
思
惟
を
貫
く
、
と
い
う
こ
の
態
度
に
関
連
し
て
さ
ら
に
は
意
識
一
般
（
思
惟
）
の
優
位
と
い
う
こ
と
が
、
『
真
理
に
つ
い
て
』
に

一
つ
の
根
本
特
徴
で
あ
る
」
（
三
＄
己
。

（
８
）
 

こ
の
広
義
の
意
識
一
般
Ⅱ
思
惟
の
根
本
性
格
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
（
の
巨
互
・
丙
言
‐
○
ヶ
〕
Ｃ
江
１

，
℃
四
冒
凋
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
意
識
一
般
は
、
志
向
的
な
も
の
と
し
て
、
対
象
、
客
観
に
常
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
「
我
々
の
意
識
の

原
現
象
（
ロ
昌
冨
ご
Ｃ
日
の
目
）
と
は
、
私
（
主
観
）
が
対
象
（
客
観
）
へ
と
、
そ
の
対
象
を
思
念
し
つ
つ
（
志
向
的
に
）
（
』
貝
の
ロ
：
‐

ロ
巴
）
、
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
志
向
的
な
も
の
」
と
し
て
の
意
識
は
何
も
の
か
を
自
ら
の
前
に
も
つ
が
、
こ
の
何

も
の
か
へ
意
識
は
、
そ
れ
を
思
惟
し
つ
つ
、
世
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
他
の
関
係
と
は
比
較
し
え
な
い
あ
り
方
で
関
係
づ
け
ら
れ
て
い

る
」
（
言
鵠
］
）
。
意
識
一
般
の
根
本
性
格
が
主
観
Ｉ
客
観
ｌ
分
裂
で
あ
る
か
ら
、
意
識
一
般
に
お
け
る
存
在
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
れ

対
象
性
と
い
う
側
面
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
存
在
を
対
象
と
し
て
示
す
こ
の
意
識
一
般
（
思
惟
）
の
は
た
ら
き
は
、
普
遍
的
な
側
面
を

も
つ
も
の
と
し
て
の
、
つ
ま
り
は
普
遍
的
に
伝
達
可
能
な
側
面
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
概
念
や
範
蠕
な
ら
び
に
言
語
の
展
開
と
し
て
現

実
化
す
る
の
で
あ
る
。
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（
９
）
 

お
い
て
中
心
的
な
Ｊ
Ｃ
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。

広
義
の
意
識
一
般
は
、
我
々
に
と
っ
て
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
、
対
象
と
い
う
形
で
そ
こ
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

「
思
惟
が
触
れ
ず
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
そ
う
し
て
よ
い
よ
う
な
、
何
も
の
も
我
々
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
。
存

在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
我
々
に
と
っ
て
は
対
象
性
と
い
う
あ
り
方
を
と
る
。
そ
し
て
対
象
的
な
も
の
の
全
世
界
は
、
思
惟
さ
れ
認
識

さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
い
か
な
る
対
象
も
存
在
せ
ず
、
そ
し
て
「
意
識
一
般
一
と

し
て
の
「
我
々
に
と
っ
て
」
は
、
何
ら
か
の
対
象
的
な
あ
り
方
を
と
っ
て
現
象
し
な
い
よ
う
な
何
も
の
も
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
存

在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
思
惟
の
領
域
へ
…
引
き
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
三
路
ｓ
ｏ
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
対
象
性
と
い
う
形
で
そ

こ
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
意
識
一
般
の
こ
の
普
汎
性
（
ご
巳
く
の
Ｈ
⑪
⑫
旨
壁
）
の
ゆ
え
に
、
こ
の
広
義
の
意
識
一
般
Ⅱ
思
惟
に

対
し
て
は
、
そ
れ
の
優
位
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
思
惟
は
そ
の
普
汎
性
に
よ
っ
て
、
何
も
の
も
思
惟
か
ら

逃
れ
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
思
惟
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
入
り
込
む
と
い
う
優
位
を
も
つ
」
（
雪
隠
、
）
。

思
惟
（
意
識
一
般
）
の
こ
の
優
位
は
、
詳
細
に
見
る
と
次
の
一
一
一
つ
の
観
点
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
三
つ
の
観
点
と

は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
⑥
思
惟
は
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
「
包
越
者
」
と
呼
ぶ
根
源
的
で
包
括
的
な
存
在
の
一
様
態
で
あ
る
が
）
思
惟

以
外
の
（
「
精
神
」
や
「
実
存
」
と
い
っ
た
）
す
べ
て
の
包
越
者
の
様
態
が
そ
こ
に
現
象
し
て
く
る
媒
体
で
あ
る
、
⑪
思
惟
は
思
惟
以
外

の
包
越
者
を
展
開
す
る
、
⑥
思
惟
は
無
限
の
運
動
の
う
ち
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑥
意
識
一
般
の
優
位
は
、
内
実
（
。
：
巴
←
）
を
入
れ
る
媒
体
（
自
の
＆
ロ
日
）
、
制
約
、
形
式
と
し
て
み
ら
れ
る
。
「
意
識
一
般
は
、

内
実
と
し
て
で
は
な
く
媒
体
と
し
て
、
実
体
（
の
：
、
一
ｍ
目
）
と
し
て
で
は
な
く
制
約
と
し
て
優
位
を
も
っ
て
い
る
」
（
二
盆
）
。
意
識

一
般
は
そ
れ
だ
け
で
は
「
空
虚
な
光
一
（
ミ
ヨ
）
で
あ
り
、
「
こ
の
媒
体
そ
れ
自
身
は
空
虚
で
あ
る
」
（
言
圏
の
）
が
ゆ
え
に
－
こ
の
媒

体
を
分
節
し
て
明
確
に
す
る
に
は
、
こ
の
媒
体
を
充
実
す
る
他
の
包
越
者
に
関
わ
る
必
要
が
常
に
あ
る
」
（
旨
ｅ
・
こ
の
こ
と
は
、
意

識
一
般
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
場
所
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
包
越
者
が
現
象
す
る
場
で
あ
る
が
、
意
識
一
般
の
内
実
と
な
る
そ
う
し

た
存
在
と
関
係
し
て
初
め
て
は
た
ら
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
意
識
一
般
の
優
位
が
こ
の
よ
う
に
「
媒
体
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
、

思
惟
の
こ
の
優
位
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
思
惟
は
内
実
を
欠
い
て
は
は
た
ら
き
え
な
い
点
で
、
思
惟
の
内
実
と
な
る
他
の
包
越
者
の
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優
位
へ
と
即
座
に
転
化
し
う
る
も
の
で
も
あ
る
（
員
一
・
二
国
団
）
。

ｂ
思
惟
の
優
位
と
は
、
思
惟
が
他
の
包
越
者
を
開
明
し
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
思
惟
の
内
実
と
な

る
思
惟
以
外
の
包
越
者
が
現
実
性
と
し
て
は
思
惟
よ
り
優
位
を
も
っ
て
い
る
と
語
ら
れ
た
す
ぐ
後
で
、
こ
の
現
実
性
は
思
惟
に
よ
っ
て

初
め
て
展
開
す
る
と
語
ら
れ
る
。
「
包
越
的
な
現
実
性
［
意
識
一
般
以
外
の
包
越
者
の
諸
様
態
］
の
こ
の
優
位
は
、
し
か
し
思
惟
の
媒

体
の
う
ち
で
そ
れ
自
身
初
め
て
明
噺
な
現
象
に
も
た
ら
さ
れ
う
る
。
こ
の
現
実
性
は
思
惟
を
通
じ
て
初
め
て
そ
の
現
実
性
の
根
源
か
ら

し
て
明
ら
か
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
包
越
者
の
あ
ら
ゆ
る
様
態
は
、
思
惟
を
通
じ
て
初
め
て
本
来
的
に
語
る
よ
う
に
な
り
自
ら
を
開
明
し

展
開
す
る
の
だ
か
ら
一
（
乏
呂
の
）
。
「
思
惟
は
単
な
る
思
惟
と
し
て
は
可
能
的
な
充
実
に
対
す
る
形
式
で
あ
る
が
ゆ
え
に
空
虚
で
あ

る
。
…
思
惟
は
認
識
（
国
鳥
の
目
の
ロ
）
と
し
て
初
め
て
優
位
を
獲
得
す
る
。
そ
れ
は
思
惟
以
外
の
も
の
が
す
べ
て
思
惟
に
お
い
て
自
己

自
身
に
至
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
」
（
三
画
目
）
と
言
わ
れ
る
（
こ
こ
で
は
「
認
識
一
と
は
内
実
を
も
ち
充
実
さ
れ
た
思
惟
の
こ
と
で

（
Ⅲ
）
 

あ
る
）
と
き
、
そ
こ
で
の
思
惟
の
優
位
と
は
、
思
惟
が
他
の
存
在
と
結
〈
口
し
（
「
認
識
」
と
な
り
）
、
他
の
存
在
を
明
白
に
し
展
開
し
て

い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

口
思
惟
の
優
位
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
、
｜
‐
す
べ
て
を
包
越
し
、
何
も
の
も
触
れ
な
い
で
は
お
か
な
い
思
惟
の
連
動
」
（
三
眉
唾
）

の
「
限
界
な
き
空
間
（
の
旨
、
句
の
目
の
ロ
」
○
ｍ
の
円
両
目
日
）
」
（
三
］
一
℃
）
と
し
て
の
性
格
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に

は
、
こ
の
限
界
な
き
連
動
の
目
標
と
の
関
連
で
思
惟
の
優
位
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
思
惟
の
運
動
の
目
標

と
は
、
思
惟
に
関
し
て
、
「
常
に
主
観
と
客
観
、
あ
る
一
つ
の
も
の
と
そ
れ
と
は
別
の
も
の
、
単
一
性
と
多
性
、
普
遍
的
な
も
の
と
個

別
的
な
も
の
と
い
う
諸
々
の
分
裂
の
う
ち
で
生
ず
る
思
惟
は
、
こ
れ
ら
の
分
裂
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
」
（
三
画
仁
）
、
｜
思
惟
は
一
者

へ
の
道
へ
駆
り
立
て
る
一
（
三
国
忠
）
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
分
裂
な
き
一
者
（
目
切
国
ヨ
の
）
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、

二
者
」
は
存
在
そ
れ
自
身
の
性
格
と
し
て
、
世
界
内
の
諸
々
の
存
在
（
対
象
存
在
）
超
え
た
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス

哲
学
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

意
識
一
般
の
「
優
位
一
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
『
真
理
に
つ
い
て
』
の
構
成
に
も
現
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
部

「
包
越
者
の
存
在
」
、
第
二
部
「
認
識
の
包
越
者
」
、
第
三
部
「
真
理
」
と
い
う
三
部
構
成
を
も
つ
『
真
理
に
つ
い
て
』
の
区
分
原
理
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し
か
し
意
識
一
般
は
ま
た
、
我
々
に
と
っ
て
対
象
が
存
在
す
る
た
め
の
普
汎
的
な
制
約
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
意
識
は
意
識
一
般
と

し
て
は
、
知
る
諸
々
の
主
観
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
対
象
存
在
の
一
な
る
普
汎
的
な
制
約
（
＆
の
①
旨
の
ロ
曰
く
Ｃ
『
、
こ
の
国
の
ｓ
口
困
目
、
）
で

あ
る
」
（
勺
ゴ
Ｐ
Ｐ
団
）
。
こ
の
「
あ
ら
ゆ
る
対
象
性
の
制
約
と
し
て
の
意
識
一
般
」
（
勺
丘
罠
鵠
の
）
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
は
、
主
観

ｌ
客
観
ｌ
分
裂
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
現
存
在
は
、
主
観
と
客
観
の
分
裂
に
お
い
て
、
意
識
と
し
て
存
在
す
る
…
。
思
想

（
○
の
：
具
の
）
が
対
象
か
ら
意
識
一
般
と
し
て
の
現
存
在
に
向
か
う
と
き
、
思
想
は
、
我
々
に
と
っ
て
存
在
す
る
も
の
が
そ
こ
に
必
然

的
に
存
在
す
る
媒
体
と
し
て
す
べ
て
を
包
括
す
る
主
観
ｌ
客
観
分
裂
を
現
前
さ
せ
る
一
（
勺
亘
．
Ｓ
）
。

あ
ら
ゆ
る
対
象
性
の
制
約
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
の
意
識
一
般
は
、
単
な
る
科
学
的
認
識
に
の
み
関
連
す
る
の
で
は
な
く
、
次
の

よ
う
に
哲
学
に
も
関
連
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
に
は
、
｜
哲
学
す
る
こ
と
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
が
「
た
だ
意
識
一
般
の
媒
体
に
お
い
て
の
み
現
在
的
で
あ
る
－
こ
と

陣
凹
）
○ 意
識
一
般
は
『
哲
学
』
に
お
い
て
も
、
「
意
識
一
般
の
普
遍
妥
当
的
な
知
（
三
厨
⑪
の
ロ
）
と
し
て
の
科
学
一
（
で
頁
・
患
）

現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
科
学
（
「
世
界
定
位
（
三
の
」
言
。
己
の
目
月
目
、
）
」
）
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
悟
性
も
ま
た
、
科
学
、

に
関
連
づ
け
ら
れ
て
お
り
（
勺
三
．
ヨ
）
、
そ
し
て
意
識
一
般
が
悟
性
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
箇
所
も
あ
る

れ
う
る
。

は
、
存
在
、
意
識
一
般
（
思
惟
）
、
真
理
存
在
で
あ
り
、
「
真
理
に
つ
い
て
』
で
は
、
思
惟
と
し
て
の
意
識
一
般
の
開
明
は
大
き
な
意
義

を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
［
『
真
理
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
〕
我
々
の
分
節
（
。
」
】
の
：
円
目
、
）
は
、
包
越
的
な
意
識
一
般
の

開
明
を
（
認
識
論
と
し
て
）
中
心
に
置
き
、
そ
の
前
に
包
越
者
の
包
括
的
な
存
在
教
説
（
の
。
旨
の
］
の
旨
の
）
が
先
行
し
、
そ
の
あ
と
に

真
理
存
在
（
三
島
『
、
巴
［
〕
）
の
運
動
と
意
味
が
続
く
」
（
三
畠
）
。

意
識
一
般
は
「
哲
学
」
に
お
い
て
も
『
真
理
に
つ
い
て
』
と
同
様
の
狭
い
意
味
と
広
い
意
味
の
二
様
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が
確
認
さ

②
『
哲
学
」
（
一
九
三
二
年
）
に
お
け
る
意
識
一
般

と
い
う
表

世
界
定
位

（
で
ゴ
ロ
。
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が
承
認
さ
れ
て
い
る
（
も
こ
》
さ
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
的
な
思
想
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
の
実
存
開
明
に
お
け
る
諸
々
の
言
葉
は

「
意
識
一
般
の
媒
体
に
お
い
て
の
み
表
現
さ
れ
う
る
「
’
（
国
］
・
ミ
）
と
言
わ
れ
も
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
科
学
的
な
認
識
が
哲
学
の

素
材
と
な
る
と
い
う
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
に
お
い
て
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
こ
で
は
「
世
界
定
位
す
る
知
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
現
れ
え
な
い
」
（
里
亭
」
、
）
言
葉
、
例
え
ば
自
由
、
実
存
と
い
っ
た
言
葉
を

も
含
む
あ
ら
ゆ
る
言
葉
が
、
意
識
一
般
の
媒
体
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
広
い
意
味
で
の
意
識
一
般
は
、

我
々
に
と
っ
て
の
存
在
が
す
べ
て
そ
こ
に
存
在
す
る
媒
体
な
の
で
あ
る
か
ら
、
科
学
的
に
認
識
さ
れ
る
対
象
の
み
な
ら
ず
哲
学
的
に
思

惟
さ
れ
る
も
の
も
、
こ
の
媒
体
の
う
ち
に
入
り
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二
つ
に
は
、
「
哲
学
』
で
は
、
意
識
の
様
々
な
あ
り
方
の
分
析
で
あ
る
「
現
存
在
分
析
（
、
、
四
の
甘
い
四
目
辱
め
の
）
」
の
対
象
で
あ
り
か

つ
同
時
に
こ
の
分
析
を
遂
行
す
る
担
い
手
で
も
あ
る
の
が
意
識
一
般
で
あ
る
（
勺
三
・
巴
）
が
、
こ
の
「
現
存
在
分
析
一
は
「
世
界

定
位
Ｌ
つ
ま
り
科
学
と
は
区
別
さ
れ
、
哲
学
す
る
こ
と
の
一
つ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
世
界
内
の
事
物
に
関
す
る
知
と
し
て
の
世
界

定
位
は
、
現
存
在
分
析
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
単
に
世
界
定
位
が
遂
行
さ
れ
る
場
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
我
々
に
と
っ

て
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
存
在
す
る
場
で
も
あ
る
も
の
［
意
識
〕
の
諸
構
造
を
、
現
存
在
分
析
は
普
遍
的
に
現
前
さ
せ
よ
う
と
す

る
。
世
界
定
位
は
諸
科
学
に
お
い
て
研
究
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
現
存
在
分
析
は
存
在
を
探
究
す
る
哲
学
す
る
こ
と
の
一
つ
の
歩

み
で
あ
る
一
（
勺
ご
》
圏
）
。
科
学
が
対
象
を
認
識
す
る
の
に
対
し
て
、
哲
学
と
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
は
対
象
を
超
え
た
非
対
象

的
な
も
の
を
開
明
（
因
島
の
』
』
の
ロ
）
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
存
在
分
析
が
哲
学
の
一
つ
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
把
握
し

よ
う
と
す
る
意
識
一
般
の
根
本
性
格
で
あ
る
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
が
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
性
と
対
象
化
の
前
提
条
件
と
し
て
、
そ
れ
自
身

は
適
切
に
対
象
に
な
り
え
な
い
も
の
、
非
対
象
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
存
在
分
析
と
は
対
象
的
な
も
の
の
根
拠
で
あ
る
非
対
象

（
ｕ
）
 

的
な
も
の
へ
と
超
越
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
対
象
性
の
制
約
、
対
象
性
の
諸
形
式
と
諸
規
則
の
制
約
と
し
て
の
意
識
一

般
を
思
惟
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
既
に
あ
ら
ゆ
る
対
象
的
な
も
の
は
超
越
さ
れ
る
」
（
甸
豈
目
鵠
の
）
。

あ
ら
ゆ
る
対
象
性
の
条
件
と
い
う
こ
う
し
た
広
い
意
味
で
の
意
識
一
般
の
優
位
も
ま
た
、
「
意
識
一
般
は
、
主
観
と
し
て
の
私
に
対

す
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
制
約
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
優
位
を
獲
得
す
る
」
（
勺
ご
》
Ｅ
）
と
、
『
哲
学
』
で
語
ら
れ
て
は
い
る
。
し
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『
哲
学
』
に
お
い
て
、
む
ろ
ん
の
こ
と
思
惟
が
遂
行
さ
れ
て
お
り
、
な
お
か
つ
「
哲
学
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
超
越
す
る
こ
と
に

お
い
て
現
在
的
な
こ
の
思
惟
で
あ
る
」
（
勺
亘
）
＄
）
と
述
べ
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
・
実
存
・
超
越
者
と
い
う
諸
々
の
存

在
に
向
か
う
こ
の
思
惟
自
身
を
捉
え
る
こ
と
は
、
『
哲
学
」
で
は
中
心
的
な
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
思
惟
と
は
別
の
こ
れ
ら
諸
存

在
が
思
惟
よ
り
先
に
問
題
に
な
る
こ
と
は
、
思
惟
（
意
識
一
般
）
が
そ
れ
だ
け
で
は
空
虚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と

と
解
し
う
る
。
し
か
し
思
惟
は
ま
た
、
自
ら
を
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
思
惟
に
と
っ
て
不
可
避
的
で
あ
る
こ
の
自
ら

の
思
惟
に
お
い
て
、
思
惟
が
明
確
に
中
心
的
な
主
題
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
は
『
哲
学
』
で
は
十
分
に
概
念
的
に

明
確
と
は
な
ら
な
か
っ
た
思
想
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

か
し
『
哲
学
』
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
広
い
意
味
で
の
意
識
一
般
お
よ
び
そ
の
優
位
は
全
体
と
し
て
は
注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は

な
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
優
位
」
は
『
哲
学
』
で
は
意
識
一
般
だ
け
で
な
く
、
経
験
的
現
存
在
（
の
日
ご
嵐
⑪
Ｓ
の
ｍ

Ｏ
Ｐ
ｍ
の
白
）
、
意
識
一
般
、
可
能
的
実
存
と
い
う
三
つ
の
自
我
存
在
の
各
々
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
結
局
は
、
哲
学

す
る
こ
と
に
お
い
て
は
経
験
的
現
存
在
お
よ
び
意
識
一
般
の
優
位
は
「
可
能
的
実
存
の
絶
対
的
な
優
位
‐
｜
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
言

わ
れ
る
の
で
あ
る
（
旨
。
．
）
。
「
哲
学
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
が
意
識
一
般
の
媒
体
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
る

（
句
Ｅ
》
さ
）
に
し
て
も
、
こ
の
「
哲
学
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
は
可
能
的
実
存
に
と
っ
て
の
み
本
来
的
に
了
解
さ
れ
う
る
と

さ
れ
、
「
意
識
一
般
に
と
っ
て
は
端
的
に
無
で
あ
る
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
（
忌
己
・
）
。
そ
し
て
『
哲
学
』
は
、
意
識
一
般
が
自
ら
を
把
握
し

よ
う
と
す
る
「
現
存
在
分
析
」
を
「
課
題
」
と
す
る
だ
け
で
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
展
開
せ
ず
、
中
心
的
関
心
を
「
実
存
開

明
」
に
向
け
る
。
弓
根
源
的
な
存
在
に
至
る
］
飛
躍
の
可
能
性
に
呼
び
掛
け
る
の
は
、
し
か
し
も
は
や
現
存
在
分
析
で
は
な
く
て
実
存

開
明
で
あ
る
」
（
勺
昌
・
后
）
。
『
哲
学
』
に
お
い
て
「
意
識
一
般
」
は
全
体
と
し
て
「
実
存
‐
｜
の
背
後
に
退
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
真
理
に
つ
い
て
』
で
は
内
容
構
成
上
、
思
惟
と
し
て
の
意
識
一
般
は
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
の
に
対
し

て
、
「
哲
学
的
世
界
定
位
」
「
実
存
開
明
」
「
形
而
上
学
」
と
い
う
三
巻
構
成
を
も
つ
『
哲
学
』
の
区
分
原
理
は
、
世
界
・
実
存
・
超
越

者
（
早
目
、
ロ
の
己
の
：
）
と
い
う
、
思
惟
と
は
別
の
存
在
の
諸
様
態
で
あ
り
、
思
惟
は
こ
の
著
作
の
大
き
な
区
分
原
理
と
し
て
登
場
し

な
い
の
で
あ
る
。
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広
い
意
味
で
の
意
識
一
般
（
思
惟
）
は
『
哲
学
』
で
は
注
目
さ
れ
ず
、
「
理
性
と
実
存
』
以
降
に
（
特
に
『
真
理
に
つ
い
て
』
に
お

い
て
）
中
心
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
取
り
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
思
惟
Ⅱ
広
い
意
味
で
の
意
識
一
般
は
、
『
哲

学
」
に
お
い
て
や
は
り
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
ず
、
『
理
性
と
実
存
』
以
降
に
ヤ
ス
。
ハ
ー
ス
哲
学
で
中
心
的
な
意
義
を
も
た
さ
れ
る
「
理

性
」
お
よ
び
理
性
が
開
明
す
る
「
包
越
者
（
：
、
ご
日
囚
『
の
昏
且
の
）
」
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
。

一
面
で
は
思
惟
と
理
性
は
区
別
さ
れ
る
。
思
惟
が
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
を
そ
の
根
本
的
な
性
格
と
す
る
の
に
対
し
て
、
理
性
は
そ
れ

自
身
と
し
て
は
主
観
と
客
観
の
分
裂
な
き
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
理
性
は
、
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
の
あ
ら
ゆ
る
様
態
の
う

ち
に
入
り
込
む
が
、
し
か
し
自
己
自
身
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
分
裂
な
く
存
在
す
る
」
（
Ｒ
巨
浸
）
。
こ
の
ゆ
え
に
次
の
よ
う
に
思

惟
そ
れ
自
身
が
理
性
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
解
さ
れ
る
。
「
思
惟
そ
れ
自
身
は
意
識
一
般
に
特
有
で
あ
り
、
理
性
に
特
有

な
の
で
は
な
い
。
理
性
は
た
だ
思
惟
を
も
駆
り
立
て
、
思
惟
の
極
端
な
諸
可
能
性
を
展
開
す
る
」
（
三
ｍ
＄
）
。
理
性
が
思
惟
を
「
媒

体
」
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
面
で
は
思
惟
と
理
性
と
の
区
別
を
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
理
性
を
特
色
づ
け

る
の
に
好
ん
で
使
う
表
現
は
「
全
体
的
な
交
わ
り
へ
の
意
志
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
表
現
で
は
「
理
性
」
と
は
「
意
志
」
の
一
つ
の
あ
り

る
」
（
ヨ
の
ｇ
）
。

思
惟
の
諸
々
の
様
態
を
産
み
出
し
、
思
惟
を
媒
体
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
関
係
す
る
、
そ
れ
が
「
理
性
」
の
あ
り
方
な
の
で
あ

る
。
「
理
性
は
、
悟
性
と
共
に
、
悟
性
を
越
え
た
思
惟
の
新
た
な
諸
様
態
を
産
み
出
す
」
（
少
さ
日
暗
・
）
。
「
理
性
は
…
思
惟
す
る
意
識

の
媒
体
に
お
い
て
、
他
の
も
の
に
、
包
越
者
の
あ
ら
ゆ
る
様
態
に
、
そ
れ
ら
様
態
に
お
い
て
現
象
し
う
る
す
べ
て
の
も
の
に
関
係
す

川
思
惟
と
理
性

二
、
広
い
意
味
の
意
識
一
般
と
「
理
性
」
お
よ
び
「
包
越
者
」
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何
思
惟
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
越
す
る
限
界
な
き
も
の
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
。
者
」
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
。
理
性
も
一
者
を
目

指
し
あ
ら
ゆ
る
限
界
を
越
え
て
行
く
も
の
と
さ
れ
る
。
「
理
性
は
、
総
括
し
想
起
さ
せ
駆
り
立
て
る
力
で
あ
り
、
こ
の
力
の
内
実
と
な

る
も
の
が
そ
の
つ
ど
こ
の
力
の
限
界
と
な
る
が
、
こ
の
力
は
、
そ
れ
が
追
求
す
る
一
者
に
よ
っ
て
引
き
つ
け
ら
れ
て
、
絶
え
ず
不
満
を

表
現
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
限
界
を
す
べ
て
踏
み
越
え
る
よ
う
教
え
る
の
で
あ
る
」
（
旨
Ｂ
）
。

以
上
の
よ
う
に
「
理
性
」
は
「
思
惟
」
と
類
似
し
た
特
徴
を
も
ち
、
思
惟
の
普
汎
性
に
お
い
て
同
一
視
さ
れ
る
ほ
ど
、
思
惟
と
内
的

に
密
接
に
連
関
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
理
性
」
が
初
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
前
面
に
出
始
め
た
『
理
性

と
実
存
』
で
は
、
思
惟
と
そ
の
優
位
も
ま
た
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
（
特
に
そ
の
第
五
識
）
、
思
惟
（
意
識
一

方
で
あ
る
こ
と
が
際
立
た
せ
ら
れ
る
）
。
し
か
し
他
面
で
は
、
単
な
る
空
虚
な
思
惟
で
は
な
く
、
他
の
包
越
者
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
に

よ
っ
て
充
実
さ
れ
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
限
界
を
越
え
て
行
く
と
こ
ろ
の
「
思
惟
」
は
、
「
理
性
」
と
同
一
視
さ
れ
も
す
る
。
「
思
惟
の
普

汎
性
は
、
そ
れ
が
形
式
化
さ
れ
ず
、
結
合
さ
れ
充
実
さ
れ
て
い
る
限
り
、
理
性
そ
れ
自
身
で
あ
る
」
（
ぐ
昌
田
）
。
「
理
性
は
、
あ
ら

ゆ
る
限
界
を
踏
み
越
え
る
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
現
前
し
て
要
求
す
る
思
惟
で
あ
る
」
（
三
局
」
）
。
実
際
、
先
に
見
た
思
惟
（
意
識
一

般
）
の
優
位
が
も
つ
三
つ
の
観
点
（
空
虚
な
媒
体
、
包
越
者
の
展
開
、
一
者
を
目
指
す
無
限
の
連
動
）
と
同
様
の
特
徴
を
理
性
が
も
つ

こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
う
る
の
で
あ
る
。

⑥
思
惟
は
単
な
る
媒
体
と
し
て
は
無
内
実
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
理
性
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
「
理
性
は
そ
れ
自
体

で
は
存
在
し
な
い
。
理
性
は
内
実
と
し
て
い
か
な
る
固
有
の
根
源
を
も
も
た
な
い
。
理
性
は
、
理
性
の
源
泉
を
、
理
性
を
通
じ
て
は
た

ら
く
一
者
と
い
う
到
達
し
難
い
も
の
［
超
越
者
］
を
示
す
か
、
あ
る
い
は
理
性
に
よ
っ
て
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
運
動
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る

他
者
［
包
越
者
の
諸
様
態
］
を
示
す
か
で
あ
る
」
（
言
恵
巴
。

ｂ
思
惟
は
他
の
包
越
者
の
諸
様
態
を
明
ら
か
に
し
展
開
す
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
理
性
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
わ
れ
る
。

「
自
己
自
身
に
よ
っ
て
何
も
産
み
出
さ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
理
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
包
越
者
の
最
も
深
い
内
奥
に
居
合
わ
せ
つ

つ
、
包
越
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
態
を
初
め
て
完
全
に
覚
醒
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
を
現
実
に
、
そ
し
て
真
実
に
す
る
こ
と
が
で
き

っ
、
包
越
者
の
一

る
」
（
三
】
＆
）
。
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般
）
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
『
真
理
に
つ
い
て
』
を
第
一
巻
と
す
る
『
哲
学
的
論
理
学
』
（
第
二
巻
は
未
完
）
に
お
い
て
は
、
「
理

性
」
も
、
こ
の
論
理
学
の
一
本
質
的
衝
動
」
（
三
巴
と
し
て
、
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
思
惟
（
意
識
一
般
）
と
「
包
越
者
」

「
包
越
者
」
と
い
う
概
念
は
「
理
性
」
の
概
念
と
同
時
に
『
理
性
と
実
存
』
に
お
い
て
初
め
て
明
確
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
に
登
場

し
、
「
真
理
に
つ
い
て
』
で
詳
細
に
論
述
さ
れ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
の
基
本
概
念
の
一
つ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
包
越
者
」

は
二
つ
の
点
で
広
い
意
味
で
の
「
意
識
一
般
」
と
密
接
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
こ
の
意
識
一
般
の
根
本
性
格

は
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
で
あ
る
が
、
包
越
者
は
こ
の
分
裂
を
包
越
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

意
識
一
般
は
自
己
自
身
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
根
本
特
徴
を
も
つ
が
、
包
越
者
の
開
明
は
こ
の
「
思
惟
の
思
惟
」
を
通
じ
て

遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
包
越
者
」
と
は
主
観
‐
客
観
ｌ
分
裂
を
う
ち
に
含
む
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
「
我
々
は
我
々
が
向
か
う
諸
対
象
に
お
い
て
思
惟
す

る
。
し
か
し
哲
学
的
根
本
操
作
（
己
巨
］
○
ｍ
・
己
亘
の
８
の
Ｑ
２
且
・
で
の
『
目
・
ロ
）
の
課
題
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
、
単
な
る
対
象
的
な
も

の
を
越
え
て
、
対
象
的
な
も
の
も
こ
の
対
象
的
な
も
の
に
向
け
ら
れ
た
主
観
の
思
惟
も
生
じ
て
く
る
も
の
へ
と
超
越
す
る
こ
と
で
あ

る
。
対
象
（
客
観
）
で
も
思
惟
作
用
（
主
観
）
で
も
な
く
、
両
者
を
自
ら
の
う
ち
に
含
む
も
の
を
私
は
包
越
者
と
名
づ
け
た
。
こ
の
も

の
は
主
観
だ
け
を
通
じ
て
語
る
の
で
も
客
観
だ
け
を
通
じ
て
語
る
の
で
も
な
く
、
意
識
を
超
越
し
た
も
の
（
曰
『
目
、
園
の
己
の
目
）
で
あ

る
と
同
時
に
［
世
界
内
の
対
象
的
］
存
在
を
超
越
し
た
も
の
と
し
て
、
同
時
に
両
者
を
通
じ
て
語
る
の
で
あ
る
」
弓
シ
＄
）
。

包
越
者
と
は
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
を
包
越
す
る
、
分
裂
な
き
全
体
的
な
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
包
越
者
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
主
観
ｉ
客
観
Ｉ
分
裂
の
あ
り
方
の
明
確
化
を
と
も
な
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
主
観
ｌ
客
観
ｉ
分
裂
と

、
■

は
意
識
一
般
（
思
惟
）
の
根
本
性
格
で
あ
る
か
ら
、
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
の
明
確
化
を
と
も
な
う
包
越
者
の
開
明
は
「
意
識
と
意
識
の

根
拠
を
そ
の
諸
可
能
性
の
全
範
囲
に
お
い
て
把
捉
す
る
こ
と
－
（
函
日
さ
）
。
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
包
越
者
の
開
明
に
お
い
て

は
、
意
識
へ
の
反
省
が
起
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
探
求
は
「
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
越
え
て
そ
の
背
後
に
横
た
わ
る
も
の
へ
と
、
い
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わ
ば
前
方
へ
超
越
す
る
の
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
意
識
を
越
え
て
か
く
も
多
様
な
対
象
存
在
の
可
能
性
の
根
拠
へ
と
、
い
わ
ば
後
方

へ
超
越
す
る
の
で
あ
る
」
（
国
貝
ｇ
）
。
包
越
者
の
開
明
に
お
い
て
は
、
意
識
へ
の
反
省
の
う
ち
で
、
対
象
意
識
と
対
象
存
在
と
の
分

裂
（
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
）
の
根
拠
、
根
源
を
、
そ
う
し
た
分
裂
を
超
え
出
て
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
動
き
が
起
き
る
。
包
越
者
と
は
、
こ

う
し
た
意
識
へ
の
反
省
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
主
観
ｌ
客
観
Ｉ
分
裂
の
根
拠
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
無
限
に
対
象
意
識
と
対
象
存

在
が
分
裂
し
つ
つ
現
象
し
て
く
る
根
源
な
の
で
あ
る
。

包
越
者
は
対
象
を
包
み
越
え
る
も
の
と
し
て
「
そ
れ
自
身
は
対
象
と
し
て
は
適
切
に
認
識
さ
れ
な
い
」
（
三
患
）
非
対
象
的
な
も
の

で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
は
あ
く
ま
で
も
思
惟
を
放
棄
し
な
い
か
ら
、
包
越
者
の
開
明
も
や
は
り
思
惟
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
思
惟
の
根
本
性
格
で
あ
る
主
観
ｌ
客
観
Ｉ
分
裂
に
向
か
う
の
も
思
惟
で
あ
っ
て
、
包
越
者
の
開
明
と
は
、

思
惟
の
思
惟
と
い
う
側
面
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
包
越
者
の
開
明
に
お
け
る
方
法
的
状
況
は
次
の
比
類
の
な
い
こ
と
、
つ
ま
り

こ
こ
で
は
認
識
は
他
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
自
己
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
認
識
は
こ
の
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
三
四
＄
）
。
自
ら
に
向
か
う
と
い
う
こ
の
こ
と
は
、
意
識
一
般
（
思
惟
）
の
根
本
的
性
格
の
一
つ
な
の

で
あ
る
。
「
意
識
一
般
は
自
己
自
身
を
知
る
自
己
意
識
で
あ
る
」
（
ミ
ヨ
）
。

包
越
者
の
開
明
は
以
上
の
よ
う
に
、
思
惟
の
思
惟
に
お
い
て
、
思
惟
（
意
識
一
般
）
の
根
本
特
徴
で
あ
る
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
が

（
後
述
す
る
よ
う
に
そ
れ
の
多
様
性
に
お
い
て
）
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
遂
行
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
不
断
に
限
界
を
踏
み
越
え

る
思
惟
の
優
位
を
通
じ
て
、
理
性
は
、
自
ら
は
包
越
者
の
諸
様
態
の
よ
う
な
包
越
者
で
あ
る
こ
と
な
く
、
包
越
者
の
あ
ら
ゆ
る
様
態
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
ぐ
こ
回
台
）
。
つ
ま
り
、
「
理
性
」
と
「
思
惟
」
と
「
包
越
者
」
の
開
明
と
の
三
者
は
、
「
理
性
」
が

「
思
惟
」
を
媒
体
に
し
て
、
「
思
惟
の
思
惟
」
に
お
い
て
思
惟
の
根
本
特
徴
た
る
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
を
包
み
越
え
る
「
包
越
者
」
を
開

明
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
内
的
に
密
接
に
連
関
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三
者
が
、
「
理
性
と
実
存
』
に
お
い
て
同
時
に
ヤ
ス

パ
ー
ス
哲
学
の
前
面
に
登
場
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
『
真
理
に
つ
い
て
』
で
そ
れ
ら
が
す
べ
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は

決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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広
い
意
味
で
の
意
識
一
般
、
そ
し
て
「
理
性
」
の
明
確
化
は
、
狭
い
意
味
で
の
意
識
一
般
す
な
わ
ち
悟
性
と
の
区
別
の
明
確
化
を
含

み
、
こ
の
区
別
の
明
確
化
は
、
普
遍
性
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
悟
性
の
普
遍
性
す
な
わ
ち
科
学
上
の
普
遍
性
と
は
異
な
っ
た
哲
学

上
の
普
遍
性
と
い
う
も
の
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
明
白
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
『
哲
学
』
の
後
に

「
理
性
の
哲
学
」
を
展
開
さ
せ
た
究
極
の
意
図
は
、
哲
学
上
の
こ
の
普
遍
性
の
追
求
に
あ
る
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
哲
学
上

の
普
遍
性
の
追
求
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
理
性
」
の
活
動
と
し
て
取
り
出
し
て
き
た
の
だ
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
「
意
識
一
般
の
判
断
は
普
遍
妥
当
的
な
も
の
の
承
認
で
あ
る
」
（
ミ
ヨ
）
と
い
う
意
識
一
般
の
根
本
性
格
に
つ
い
て

の
言
明
は
、
一
面
で
は
意
識
一
般
が
科
学
的
認
識
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
解
し
う
る
。
実
際
こ
の
箇
所
（
三
ｍ
←
ｌ
己
）
で
は
、
二
】
⑪
、
の
ロ
の
８
日
｛
や
言
い
の
①
ロ
、
呂
凰
農
呂
と
い
う
言

葉
、
そ
し
て
ぐ
の
局
ｍ
ｇ
ａ
と
い
う
言
葉
は
一
一
一
一
一
口
も
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
理
性
が
、
思
惟
Ⅱ
広
い
意
味
で
の
意
識
一
般
を
媒

体
と
す
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
こ
の
箇
所
で
意
識
一
般
が
特
に
「
科
学
」
や
一
悟
性
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

は
、
当
然
の
こ
と
と
解
し
う
る
。
意
識
一
般
が
理
性
の
媒
体
で
も
あ
る
限
り
、
意
識
一
般
の
普
遍
性
は
、
い
わ
ば
「
理
性
の
普
遍
性
」

と
い
う
べ
き
も
の
と
も
連
関
す
る
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
意
識
一
般
は
普
遍
妥
当
的
な
知
に
関
与
す
る
こ
と
を
そ

理
性
は
思
惟
Ⅱ
広
い
意
味
で
の
意
識
一
般
を
自
ら
の
媒
体
と
す
る
が
、
意
識
一
般
の
根
本
的
な
性
格
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
普
遍
妥
当

性
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
相
応
し
て
い
る
の
は
、
理
性
も
ま
た
普
遍
性
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

『
真
理
に
つ
い
て
」
第

識
一
般
の
根
本
性
格
の
一

承
認
で
あ
る
「
一
（
ミ
ヨ
）
。

あ
る
。

三
、
理
性
的
な
普
遍
性
の
追
求

第
一
部
第
一
一
章
「
包
越
者
の
諸
様
態
の
開
明
」
の
う
ち
の
「
意
識
一
般
」
の
説
明
（
乏
置
－
ろ
）
の
中
で
、
意

二
つ
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
一
意
識
一
般
は
判
断
す
る
。
意
識
一
般
の
判
断
は
普
遍
妥
当
的
な
も
の
の
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『
哲
学
』
に
お
い
て
は
、
科
学
的
認
識
か
あ
る
い
は
哲
学
的
言
表
か
、
と
い
う
よ
う
に
二
分
す
る
考
え
方
が
前
面
に
出
て
い
る
。

「
諸
々
の
問
い
は
世
界
定
位
の
問
い
で
あ
る
か
（
諸
科
学
に
よ
る
そ
れ
ら
の
問
い
の
解
決
は
強
制
的
な
対
象
的
な
知
で
あ
る
）
、
あ
る
い

は
哲
学
の
問
い
で
あ
る
か
…
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
に
向
け
ら
れ
る
ど
の
言
表
も
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
問
う
な
ら
ば
、
悟
性

の
諸
方
法
に
よ
っ
て
検
証
可
能
で
、
普
遍
的
な
妥
当
性
を
要
求
す
る
研
究
的
な
世
界
定
位
［
科
学
］
の
知
の
言
表
で
あ
る
か
、
あ
る
い

は
哲
学
的
な
言
表
で
あ
る
」
（
弔
彦
■
召
）
。
こ
の
よ
う
に
科
学
（
「
世
界
定
位
」
）
と
哲
学
と
が
区
別
さ
れ
る
一
つ
の
理
由
は
、
哲
学

は
科
学
的
認
識
の
よ
う
に
普
遍
妥
当
的
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
哲
学
は
実
際
、
科
学
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
事
実
的
に
も

科
学
の
よ
う
に
普
遍
的
に
承
認
さ
れ
な
い
」
（
勺
ゴ
デ
臼
①
）
。

哲
学
が
普
遍
妥
当
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
「
私
の
実
存
の
無
制
約
性
は
普
遍
的
に
妥
当
し
な
い
」
（
勺
汀
自
と
ヨ
）
と
い
う
こ

と
、
つ
ま
り
、
人
間
の
言
表
や
行
為
は
、
「
実
存
（
固
〆
国
の
目
）
」
と
い
う
在
り
方
に
基
づ
い
て
い
る
限
り
、
普
遍
妥
当
性
を
も
た
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
実
存
は
、
そ
の
自
由
の
う
ち
で
、
自
ら
の
信
念
を
言
表
し
、
正
し
い
と
信
ず
る
行
動

を
と
る
が
、
そ
う
し
た
実
存
の
言
動
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
様
に
真
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
実
存
の
真
理
は
他
の
実
存

の
抱
く
別
の
真
理
に
面
す
る
。
「
私
の
真
理
だ
け
が
あ
る
の
で
な
く
て
、
私
の
真
理
は
、
他
の
諸
真
理
に
向
か
い
立
つ
も
の
と
し
て
、

唯
一
的
で
代
理
不
能
な
の
で
あ
る
」
（
号
昼
・
）
。
実
存
と
実
存
と
の
間
に
は
一
致
が
あ
り
う
る
だ
け
で
な
く
、
対
立
も
ま
た
あ
り
う

る
。
「
私
が
実
存
す
る
限
り
、
自
由
な
私
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
私
の
真
理
は
、
実
存
す
る
も
の
と
し
て
の
他
の
真
理
と
衝
突
す

の
根
本
性
格
と
す
る
が
、
広
い
意
味
で
の
意
識
一
般
は
悟
性
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
理
性
に
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
が
ゆ

え
に
、
知
の
こ
の
普
遍
妥
当
性
は
、
な
る
ほ
ど
科
学
的
認
識
に
中
心
的
に
は
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
は
い
え
、
悟
性
が
遂
行
す
る
科
学
の

普
遍
妥
当
性
だ
け
で
な
く
、
理
性
を
究
極
の
源
泉
と
す
る
よ
う
な
普
遍
妥
当
性
に
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
解
し
う
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
以
下
で
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
理
性
の
哲
学
」
の
展
開
が
目
指
し
た
、
い
わ
ば
「
理
性
の
普
遍
性
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

、
『
哲
学
』
に
お
け
る
哲
学
・
科
学
の
二
分
法
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「
実
存
的
な
真
理
の
多
様
性
」
の
主
張
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
引
き
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
界
の
う

ち
で
出
会
う
異
な
っ
た
真
理
観
を
抱
く
人
々
と
、
我
々
は
い
か
に
相
対
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ

て
哲
学
と
は
可
能
的
実
存
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
実
存
」
の
強
調
と
重
視
は
、
実
存
の
間
で
生
じ
う
る
対
立
の
ゆ
え

に
、
さ
ら
な
る
思
索
を
必
要
と
さ
せ
る
。
『
理
性
と
実
存
』
以
降
の
ヤ
ス
。
ハ
ー
ス
哲
学
の
新
た
な
展
開
は
、
こ
う
し
た
問
い
に
対
す
る

答
え
と
い
う
意
味
を
も
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。

哲
学
が
実
存
的
な
も
の
と
し
て
は
普
遍
妥
当
的
で
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
な
る
ほ
ど
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
『
哲
学
』
以
降
も
一

貫
し
て
引
き
継
が
れ
る
。
し
か
し
『
哲
学
』
以
後
、
「
包
越
者
‐
一
の
概
念
の
展
開
に
つ
れ
て
、
新
た
な
考
え
が
こ
れ
に
つ
け
加
わ
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
包
越
者
の
諸
様
態
に
関
す
る
哲
学
知
に
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
と
い
う
考
え
方
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
包
越
者
」
と
は
、
対
象
存
在
を
、
そ
の
対
象
存
在
に
向
か
う
主
観
と
も
ど
も
包
み
越
え
出
た
包
括
的
存
在

実
存
の
自
由
と
は
、
実
存
が
世
界
の
内
に
あ
り
つ
つ
も
世
界
存
在
を
超
え
た
も
の
（
「
超
越
者
」
）
と
関
わ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い

る
か
ら
、
実
存
が
他
の
実
存
の
真
理
に
面
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
世
界
存
在
の
多
様
性
の
洞
察
で
は
な
く
、
世
界
存
在
を
越
え

た
次
元
（
超
越
的
な
も
の
の
次
元
）
に
関
わ
る
、
実
存
的
な
洞
察
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
実
存
は
世
界
内
の
特
定
の
物
事
を
自

分
の
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
明
ら
か
に
な
り
、
世
界
内
の
存
在
の
う
ち
で
現
象
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
存
の
真
理

の
多
様
性
は
、
世
界
観
、
価
値
観
、
人
生
観
、
哲
学
思
想
、
宗
教
な
ど
と
い
っ
た
も
の
の
相
違
と
、
そ
れ
ら
の
間
の
、
衝
突
、
闘
い
と

し
て
世
界
内
で
現
象
し
う
る
も
の
で
も
あ
る
。

ば
に
あ
る
。

る
」
（
号
箆
・
）
。
こ
う
し
た
衝
突
の
可
能
性
は
、
世
界
内
の
特
定
の
物
事
（
こ
の
職
業
、
こ
の
配
偶
者
、
こ
の
課
題
な
ど
）
を
掴
む
こ

と
を
通
じ
て
の
み
自
ら
を
実
現
す
る
と
い
う
実
存
の
「
歴
史
性
（
○
の
、
◎
豆
。
ご
］
旨
冨
の
辱
）
」
か
ら
し
て
避
け
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
実

存
が
開
明
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
は
交
わ
り
に
お
け
る
深
い
一
致
が
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
、
交
わ
り
の
断
絶
の
危
険
も
ま
た
す
ぐ
そ

②
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
包
越
者
の
諸
様
態
の
哲
学
（
哲
学
的
根
本
知
）
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1５１ 
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
主
観
と
対
象
（
客
観
）
の
分
裂
を
包
み
越
え
出
た
も
の
と
し
て
非
対
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
包
越

者
と
は
、
そ
こ
か
ら
対
象
存
在
が
無
限
に
現
象
し
て
く
る
「
根
源
（
ご
同
切
耳
目
囚
）
」
で
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
包
越
者
の
「
現
象

（
厚
切
目
の
日
目
、
）
」
と
し
て
の
そ
う
し
た
対
象
存
在
を
通
じ
て
間
接
的
に
で
は
あ
れ
言
い
当
て
ら
れ
、
開
明
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
の
包
越
者
が
い
く
つ
か
の
根
源
的
に
異
な
る
在
り
方
で
開
明
さ
れ
る
と
し
、
そ
れ
ら
を
包
越
者
の
「
諸
様
態

（
三
ｓ
、
の
ご
）
」
と
し
て
区
別
す
る
。
包
越
者
が
「
諸
様
態
」
と
し
て
区
別
さ
れ
る
の
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
包
越
者
の
開
明
が
意
識
の

在
り
方
の
開
明
を
通
じ
て
、
意
識
の
意
識
、
思
惟
の
思
惟
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
思
惟
の
根
本
特
徴
で
あ
る
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
の
自
覚

を
通
じ
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
の
自
覚
の
う
ち
で
、
包
越
者
は
主
観
の
側
か
ら
見
ら
れ
た
包
越
者

と
客
観
の
側
か
ら
見
ら
れ
た
包
越
者
と
に
分
裂
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
諸
様
態
」
は
、
我
々
で
あ
る
（
人
間
存

在
の
）
包
越
者
の
諸
様
態
と
存
在
そ
れ
自
身
で
あ
る
包
越
者
の
諸
様
態
の
二
つ
の
大
き
な
グ
ル
ー
プ
に
区
別
さ
れ
る
。
前
者
は
、
す
べ

て
の
存
在
は
主
観
（
人
間
の
意
識
）
を
通
じ
て
包
越
さ
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
包
越
者
の
あ
り
方
で
あ
り
、
後
者
は
、
す
べ

て
の
存
在
は
客
観
の
側
の
存
在
を
通
じ
て
包
越
さ
れ
る
と
す
る
観
点
に
よ
る
包
越
者
の
在
り
方
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
主
観
Ｉ
客

観
ｌ
分
裂
が
根
源
的
に
多
様
な
在
り
方
を
す
る
と
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
二
つ
の
大
き
な
グ
ル
ー
プ
内
で
さ
ら
に
細
か
く
区
別
が

生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
人
間
（
主
観
）
が
、
食
欲
を
満
た
す
た
め
に
。
ハ
ン
（
客
観
）
に
向
か
う
の
か
、
そ
れ
と
も
科
学
的
に

研
究
す
る
た
め
に
パ
ン
に
向
か
う
の
か
は
根
源
的
に
異
な
っ
た
主
観
－
客
観
Ｉ
分
裂
の
あ
り
方
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
の
異
な
る
主

観
Ｉ
客
観
ｌ
分
裂
の
在
り
方
は
異
な
る
包
越
者
の
様
態
か
ら
現
象
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
食
欲
を
も
っ
て

パ
ン
に
向
か
う
と
い
う
主
観
ｌ
客
観
１
分
裂
の
あ
り
方
は
「
現
存
在
」
と
い
う
包
越
者
の
様
態
に
由
来
す
る
現
象
と
さ
れ
、
研
究
の
た

め
に
パ
ン
に
向
か
う
と
い
う
主
観
－
客
観
Ｉ
分
裂
の
あ
り
方
は
一
意
識
一
般
」
と
い
う
包
越
者
の
様
態
に
由
来
す
る
現
象
と
さ
れ
る
の

そ
の
よ
う
に
し
て
包
越
者
は
、
我
々
で
あ
る
存
在
、
つ
ま
り
人
間
存
在
の
側
（
主
観
の
側
）
に
お
い
て
は
、
生
存
欲
の
根
源
と
し
て

の
「
現
存
在
」
、
普
遍
妥
当
的
認
識
（
中
心
的
に
は
科
学
的
認
識
）
の
主
体
、
根
源
で
あ
る
「
意
識
一
般
」
、
国
家
や
大
学
と
い
っ
た
世

界
内
の
全
体
的
な
も
の
の
実
現
の
根
源
と
し
て
の
「
精
神
」
、
自
由
な
決
意
の
根
源
と
し
て
の
「
実
存
」
と
い
う
四
つ
の
異
な
っ
た
在

で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
「
包
越
者
の
諸
様
態
の
哲
学
（
＆
の
宅
巨
ｏ
ｍ
ｏ
で
三
の
ｇ
の
司
三
の
厨
の
ロ
：
⑪
ロ
日
胃
の
觜
①
且
の
ロ
）
」
（
（
舅
］
］
］
）
は
「
哲
学

的
根
本
知
（
目
の
ご
豆
］
○
ｍ
・
己
巨
⑪
ｓ
の
Ｑ
２
且
菖
、
、
の
口
）
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
「
根
本
知
」
に
お
い
て
は
、
人
間
存
在
「
一
般
」

お
よ
び
存
在
。
般
」
の
（
根
源
的
な
）
在
り
方
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
知
は
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
妥
当
す
る

（
根
源
的
）
存
在
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
に
、
存
在
の
具
体
的
、
歴
史
的
な
在
り
方
を
考
慮
の
外
に
置
く
と

い
う
形
で
の
抽
象
化
が
と
も
な
う
。
例
え
ば
「
実
存
」
と
い
う
人
間
存
在
の
一
つ
の
根
源
的
な
在
り
方
に
関
し
て
、
そ
れ
が
具
体
的
な

特
定
の
物
事
を
自
由
な
決
断
に
お
い
て
引
き
受
け
る
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
た
だ
抽
象
的

に
、
こ
の
具
体
的
な
物
事
が
何
で
あ
る
の
か
を
特
定
す
る
こ
と
な
し
に
そ
う
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
抽
象
化
を
と
も
な
い
つ

つ
、
「
実
存
」
は
す
べ
て
の
人
間
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
（
可
能
的
な
）
在
り
方
と
し
て
、
普
遍
的
な
概
念
（
「
実
存
」
）
の
う
ち
で
明

確
に
さ
れ
語
ら
れ
る
。
具
体
的
な
規
定
を
捨
象
す
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
抽
象
化
を
と
も
な
い
つ
つ
、
こ
の
根
本
「
知
」
は
、
す
べ
て

の
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
在
り
方
を
、
普
遍
的
な
概
念
化
の
う
ち
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
的

根
本
知
は
「
哲
学
的
」
で
あ
り
な
が
ら
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
「
我
々
が
こ
の
［
包
越
者
の
開
明
が
明
ら
か
に
す
る
］

空
間
に
お
い
て
運
動
す
る
と
き
、
我
々
は
普
遍
妥
当
的
な
認
識
を
追
求
す
る
の
で
あ
り
、
合
理
的
に
、
誰
も
が
等
し
く
近
づ
け
る
諸
々

の
直
観
で
も
っ
て
、
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
念
す
る
」
（
国
ロ
ロ
豊
）
。

り
方
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
存
在
そ
れ
自
身
の
側
（
客
観
の
側
）
に
お
い
て
は
、
「
世
界
」
と
、
そ
れ
を
越
え
た
「
超
越

者
」
と
い
う
二
つ
の
在
り
方
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
に
お
い
て
、
対
象
（
現
象
）
は
主
観
（
人

間
）
に
と
っ
て
、
生
存
欲
の
対
象
、
普
遍
妥
当
的
認
識
の
対
象
、
世
界
内
の
全
体
的
な
も
の
の
契
機
、
自
由
な
決
意
に
お
い
て
無
制
約

的
に
保
持
す
べ
き
も
の
、
と
い
う
よ
う
に
四
つ
の
根
源
的
に
異
な
っ
た
在
り
方
で
現
れ
る
と
す
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
在
り
方
に
お

い
て
客
観
の
側
に
感
得
さ
れ
る
全
体
的
存
在
が
、
前
の
三
者
に
お
い
て
は
世
界
、
最
後
の
無
制
約
性
に
お
い
て
は
超
越
者
と
呼
ば
れ
て

区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
「
［
哲
学
的
］
根
本
知
の
展
開
は
科
学
的
認
識
と
実
存
的
な
哲
学
と
の
境
に
あ
る
」
（
＆
巨
乞
）
と
言
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
こ
で
は
、
哲
学
か
科
学
か
と
二
分
す
る
考
え
方
だ
け
で
は
な
く
、
科
学
、
哲
学
的
根
本
知
（
包
越
者
の
諸
様
態
の
哲
学
）
、

（
旧
）

実
存
の
現
実
に
関
与
す
る
哲
学
と
い
う
よ
う
に
一
二
分
す
る
考
え
方
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
科
学
に
類
似
し
て
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
包
越
者
の
諸
様
態
の
哲
学
は
、
い
か
な
る
点
で
科
学
的
認
識
と
は
別
の
性

格
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
、
科
学
的
（
悟
性
的
）
認
識
が
普
遍
妥
当
性
を
事
実
上
獲
得
す
る
の
に
対
し
て
、
哲
学
的
根
本
知
は
そ
う
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
あ
る
。
哲
学
的
根
本
知
は
普
遍
妥
当
的
な
知
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
の
哲
学
的
根
本
知
が
「
な
る

ほ
ど
今
ま
で
は
事
実
上
、
普
遍
妥
当
的
な
洞
察
に
到
達
し
て
い
な
い
」
（
因
貝
］
筐
）
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
普
遍
性
を
も

つ
も
の
と
し
て
の
哲
学
的
根
本
知
は
、
ヤ
ス
パ
１
ス
に
お
い
て
な
る
ほ
ど
構
想
さ
れ
提
示
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
完
成
し
た
形
で
礎

哲
学
的
根
本
知
は
科
学
的
認
識
と
似
て
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
と
は
い
え
、
「
科
学
的
な
認
識
と
は
別
の
性
格
を
も
つ
」
Ｂ
貝

」
筐
）
「
哲
学
的
」
な
も
の
と
し
て
、
科
学
的
知
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
根
本
知
は
、
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
点

で
、
信
仰
の
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
「
信
仰
」
と
は
、
特
に
宗
教
的
な
も
の
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
｜
哲
学
的
信
仰
」
と

い
う
言
葉
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
広
く
、
実
存
と
い
う
在
り
方
に
お
い
て
人
間
が
超
越
的
な
も
の
と
関
わ
る
こ
と
を
意
味
す

る
）
具
体
的
内
実
に
関
わ
る
実
存
の
開
明
と
も
区
別
さ
れ
る
。
「
哲
学
す
る
こ
と
の
真
実
性
の
た
め
に
は
、
我
々
を
論
理
的
な
共
同

（
○
の
日
の
旨
い
：
昌
一
）
へ
と
も
た
ら
す
こ
の
思
惟
［
包
越
者
の
諸
様
態
を
開
明
す
る
思
惟
〕
を
、
我
々
を
交
わ
り
の
う
ち
で
同
時
に
分

け
隔
て
も
す
る
、
実
存
を
開
明
す
る
呼
び
掛
け
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
私
は
み
な
す
。
我
々
の
現
存
在
、
我
々
の
精

神
、
我
々
の
可
能
的
な
実
存
、
我
々
の
意
識
一
般
に
お
け
る
根
本
諸
形
式
が
解
明
さ
れ
る
と
き
に
は
、
信
仰
の
内
実
に
関
係
す
る
の
と

は
違
っ
て
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
合
理
的
な
議
論
と
一
致
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
哲
学
の
領
域
が
問
題
な
の
で
あ
る
」
（
因
己

］
西
国
）
。 ③
突
存
の
真
理
・
科
学
・
哲
学
的
根
本
知
の
三
分
法
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得
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
な
お
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
側
面
を
も
つ
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
普
遍
的
な
根
本
知

の
理
念
（
＆
の
固
の
の
９
の
、
巴
」
、
の
日
の
旨
の
。
○
句
目
」
且
め
い
目
⑪
）
」
と
い
う
表
現
（
曰
冒
ミ
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
一
つ
の

「
理
念
」
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

科
学
と
の
相
違
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
二
つ
目
と
し
て
は
、
科
学
が
問
題
と
す
る
も
の
が
有
限
な
存
在
者
と
し
て
の
対
象
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
哲
学
的
根
本
知
の
問
題
に
す
る
も
の
は
、
非
対
象
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
悟
性
的
な
認
識
の
普
遍
妥
当
性

は
、
悟
性
が
も
っ
ぱ
ら
有
限
な
対
象
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。
だ
が
、
包
越
者
と
は
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
の
根

源
、
根
拠
で
あ
る
分
裂
な
き
全
体
者
と
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
対
象
性
の
根
拠
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
は
対
象
で
は
な
い
何
も
の
か
―

（
国
日
Ｓ
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
観
ｌ
客
観
ｌ
分
裂
の
う
ち
で
適
切
に
把
握
で
き
る
対
象
で
は
な
い
。
常
に
主
観
Ｉ
客
観
ｌ
分
裂
の

う
ち
で
対
象
化
し
つ
つ
は
た
ら
か
ざ
る
を
え
な
い
思
惟
は
、
そ
う
し
た
非
対
象
的
な
も
の
と
し
て
の
包
越
者
を
直
接
に
は
把
握
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
包
越
者
の
諸
様
態
の
確
証
は
、
対
象
的
な
知
が
や
む
限
界
で
動
く
ゆ
え
に
、
強
制
的
な
科
学
に
は
な
り

え
な
い
」
（
○
宮
］
ち
）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

哲
学
的
根
本
知
は
科
学
と
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
一
実
存
を
開
明
す
る
呼
び
掛
け
」
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
区
別
の
理

由
は
、
「
実
存
開
明
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
と
暖
昧
に
な
る
。

「
実
存
開
明
」
と
は
、
『
哲
学
』
の
第
二
巻
で
あ
る
「
実
存
開
明
』
と
い
う
著
作
の
う
ち
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
な
思
惟
の
み
を
意
味
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
都
度
具
体
的
で
唯
一
的
な
個
々
人
と
し
て
の
可
能
的
実
存
の
言
動
を
も
含
む
も
の
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
実
存
を
開
明
す
る
思
惟
（
：
、
の
Ｈ
回
目
Ｎ
Ｃ
『
す
の
｝
｝
の
ａ
の

□
の
目
の
ロ
）
は
、
い
わ
ば
二
つ
の
翼
が
羽
ば
た
く
思
惟
で
あ
り
、
こ
の
思
惟
は
、
可
能
的
実
存
と
普
遍
的
な
も
の
の
思
惟
の
両
者
が
現

実
に
羽
ば
た
く
時
に
の
み
う
ま
く
い
く
一
（
翌
白
巨
）
。
こ
こ
で
普
遍
的
な
も
の
を
思
惟
す
る
こ
と
に
対
比
し
て
「
可
能
的
実
存
」

と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
自
由
の
可
能
性
を
も
つ
そ
の
つ
ど
の
具
体
的
な
個
々
人
の
こ
と
で
あ
る
。
「
実
存
開
明
」
と
は
著
作
に
お
け

る
よ
う
に
一
般
的
、
普
遍
的
な
形
で
表
現
さ
れ
た
概
念
的
な
思
惟
と
、
こ
の
思
惟
で
は
表
現
さ
れ
え
な
い
「
も
う
一
つ
の
翼
」
た
る

「
可
能
的
実
存
」
と
し
て
の
「
私
自
身
」
が
共
々
は
た
ら
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
「
私
自
身
」
は
自
由
な
決
断
に
お
い
て
明
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暗
に
確
信
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
｜
実
存
開
明
」
と
は
個
々
人
の
具
体
的
な
生
活
実
践
の
う
ち
で
の
実
存
的
決
心
を
そ
の
極
点
と
し

て
も
つ
思
惟
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
存
の
こ
の
決
断
は
、
（
交
わ
り
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
も
）
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
共
通
な
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
よ
っ
て
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
特
な
内
実
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
実
存
開
明
の
呼
び
掛
け
は
、
「
我
々

を
交
わ
り
の
う
ち
で
同
時
に
分
け
隔
て
も
す
る
」
（
因
。
ご
眉
）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
哲
学
的
根
本
知
は
一
つ
の
一
「
教
説
（
ほ
の
宵
の
）
」
（
言
お
）
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
に
対
す
る
普
遍
性
を
も
と
う
と

し
、
具
体
的
歴
史
的
な
物
事
を
捨
象
し
て
、
個
々
人
で
異
な
る
実
存
の
決
断
に
直
接
に
は
関
与
し
は
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
的

根
本
「
知
」
に
関
し
、
「
知
（
三
㎡
切
目
）
の
言
葉
が
現
実
の
決
意
の
代
わ
り
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
（
○
宮
］
＄
）
と
言
わ
れ
、

哲
学
的
根
本
知
と
具
体
的
な
現
実
に
お
け
る
実
存
の
決
意
と
の
区
別
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
根
本
知
が
「
形
式

的
」
と
言
わ
れ
、
「
形
式
（
句
○
局
日
）
」
の
解
明
と
言
わ
れ
る
一
つ
の
理
由
は
、
こ
の
根
本
知
が
「
内
実
（
。
：
巴
（
）
」
と
し
て
の
実
存

の
具
体
的
な
決
断
、
お
よ
び
こ
の
決
断
を
め
ぐ
る
具
体
的
熟
慮
に
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
（
こ
の
こ
と
は
こ
の
根
本
知
が
実
存
開
明
と

同
時
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
が
）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
実
存
開
明
と
哲
学
的
根
本
知
と
は
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
実
存
開
明
か
ら
そ
の
二
つ
の
翼
」
、
一
つ
の

構
成
部
分
で
あ
る
著
作
に
お
け
る
普
遍
的
な
概
念
の
み
が
取
り
出
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
三
実
存
」
を
包
越
者
の
一
様
態
と
し
て
概
念

的
に
開
明
す
る
哲
学
的
根
本
知
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
で
は
、
根
本
知
と
実
存
開

明
と
は
密
接
に
連
関
し
て
い
る
と
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
「
「
包
越
者
の
］
普
汎
的
な
（
目
：
円
、
巴
）
所
与

諸
形
式
の
認
識
と
、
例
え
ば
実
存
開
明
や
形
而
上
学
の
思
惟
操
作
と
の
間
の
明
噺
な
境
界
は
、
承
認
さ
れ
た
様
態
で
見
出
さ
れ
て
は
い

な
い
」
（
国
ロ
亘
箪
）
と
述
べ
る
の
は
、
実
存
開
明
が
普
遍
的
な
概
念
化
を
も
含
ん
で
い
る
が
ゆ
え
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
包
越
者
の

概
念
化
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

だ
が
し
か
し
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
実
存
開
明
か
ら
二
つ
の
翼
」
た
る
普
遍
的
な
概
念
だ
け
を
単
に
孤
立
さ
せ
て

取
り
出
す
な
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
「
実
存
開
明
一
と
は
言
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
は
実
存
哲
学
の
特
徴
と

は
「
単
な
る
知
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
は
欠
け
て
い
る
真
剣
さ
の
把
握
」
（
團
屋
の
）
に
あ
る
。
実
存
を
単
に
概
念
的
に
規
定
し
、
知
る
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哲
学
的
根
本
知
は
全
体
的
に
し
て
根
源
的
な
存
在
を
「
包
越
者
‐
｜
と
し
て
普
遍
妥
当
的
に
概
念
化
す
る
こ
と
を
目
指
す
が
、
そ
れ
は

実
存
と
い
う
人
間
存
在
の
あ
り
方
の
概
念
化
を
も
「
知
」
と
し
て
含
む
か
ら
、
こ
の
根
本
「
知
」
の
試
み
の
う
ち
で
は
、
実
存
を
単
に

「
知
る
」
こ
と
へ
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
反
対
は
終
息
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
存
開
明
に
お
い
て
著
作

に
お
け
る
「
実
存
」
の
普
遍
的
な
概
念
化
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
「
も
う
一
つ
の
翼
」
を
必
要
と
す
る
と
さ
れ
る
の
と
同
様
な

事
態
が
、
哲
学
的
根
本
知
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
哲
学
と
は
、
思
想
展
開
の
厳
密
さ
の
内
で
既
に
お
の
れ
の
実
を
示
す

の
で
は
な
く
、
生
活
実
践
の
内
で
初
め
て
そ
う
す
る
」
（
＆
竜
］
ｇ
）
と
い
う
の
が
、
哲
学
に
対
す
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
根
本
的
な
姿
勢
で

あ
り
続
け
る
。
こ
の
こ
と
は
、
哲
学
的
根
本
知
の
究
極
的
な
意
図
の
う
ち
で
顕
わ
に
な
る
。

包
越
者
の
諸
様
態
の
哲
学
と
い
う
、
科
学
と
も
実
存
開
明
と
も
異
な
る
哲
学
の
領
域
を
思
惟
し
て
い
く
こ
と
の
一
つ
の
意
図
と
し
て

指
摘
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
実
存
の
決
断
を
で
き
る
限
り
明
噺
な
も
の
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
包
越
者
の
諸
様
態
は
「
哲
学
的
論

理
学
」
の
第
一
巻
た
る
『
真
理
に
つ
い
て
』
の
中
で
詳
論
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
哲
学
的
論
理
学
」
の
意
味
に
つ
い
て
ヤ
ス
パ
ー
ス

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
論
理
学
の
意
味
は
、
…
具
体
的
な
諸
々
の
決
断
を
未
決
定
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

決
断
そ
れ
自
身
を
、
明
噺
さ
を
通
じ
て
真
実
性
と
自
己
意
識
性
の
最
高
の
水
準
に
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
」
（
三
④
。
こ
れ
は
、
包
越

こ
と
で
済
ま
そ
う
と
す
る
こ
と
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
強
く
反
対
す
る
。
実
存
開
明
は
そ
の
う
ち
に
実
存
の
普
遍
的
な
概
念
化
を
含
む
に
せ

よ
、
こ
う
し
た
概
念
化
は
「
補
助
手
段
」
（
し
勺
の
ち
）
で
あ
っ
て
、
実
存
開
明
の
強
調
点
（
そ
れ
は
ま
た
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る

「
実
存
」
と
い
う
概
念
が
も
つ
最
重
要
な
意
味
で
も
あ
る
）
は
、
実
存
の
決
断
を
含
む
具
体
的
な
生
活
実
践
の
方
に
、
そ
れ
ゆ
え
実
存

相
互
で
本
質
的
に
異
な
り
う
る
も
の
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
存
の
概
念
化
に
お
い
て
は
「
実
存
開
明
」
と
「
哲
学
的
根
本

知
」
と
が
連
関
し
、
そ
の
境
界
が
暖
昧
に
な
る
に
し
て
も
、
実
存
の
開
明
は
、
普
遍
妥
当
的
で
は
な
い
実
存
の
自
由
な
決
断
を
最
終
的

に
は
目
指
し
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
哲
学
的
根
本
知
は
す
べ
て
の
人
に
妥
当
し
う
る
よ
う
な
概
念
知
を
目
指
し
て
ゆ
く
。
こ
の
点
で
、

こ
の
両
者
は
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

側
哲
学
的
根
本
知
の
究
欄
的
な
意
図

Hosei University Repository



157 

人
々
の
間
の
交
わ
り
の
促
進
と
い
う
こ
う
し
た
目
的
の
う
ち
に
、
根
本
知
が
目
指
さ
れ
る
も
の
と
し
て
あ
り
完
成
し
た
も
の
と
し
て

あ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
根
本
知
の
理
念
的
な
性
格
も
、
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
「
根
本
知
の
構

想
は
、
…
究
極
的
に
達
成
さ
れ
た
洞
察
の
告
知
を
意
味
せ
ず
、
手
を
差
し
延
べ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
根

は
、
看

あ
る
。

者
の
諸
様
態
の
開
明
は
、
人
間
存
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
在
り
方
を
教
え
る
が
ゆ
え
に
、
例
え
ば
、
人
が
行
為
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
自
ら

の
在
り
方
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
在
り
方
で
あ
る
の
か
、
実
存
的
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
精
神
の
段
階
や
現
存
在
の
あ
り
方
に

あ
る
の
か
等
を
自
覚
さ
せ
、
そ
う
し
た
点
で
、
そ
れ
は
実
存
の
決
断
を
明
確
に
す
る
一
つ
の
手
段
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
包
越
者
の
諸
様
態
の
哲
学
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
実
存
の
真
実
の
決
断
の
た
め
の
道
具
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
同
じ
道
具
、
手
段
と
し
て
の
意
味
で
あ
っ
て
も
、
さ
ら
な
る
、
そ
し
て
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
根
本
知
は
、
実
存
的
に
異
な
っ
た
決
断
を
す
る
人
々
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
人
々
と
の
「
交
わ
り
」
の
道
具
た
ら
ん
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
根
本
知
の
目
指
す
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
我
々
が
そ
こ
で
互
い
に
出
会

う
、
我
々
に
と
っ
て
共
通
な
も
の
と
し
て
包
越
者
を
確
証
す
る
な
ら
、
我
々
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
生
き
て
い
る
諸
根
源
、
見
渡
し
難
く

多
様
で
引
き
離
さ
れ
て
い
る
諸
根
源
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
我
々
は
相
互
に
容
れ
合
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
Ｑ
ご
合
）
。
こ
こ
で
言
わ
れ

て
い
る
、
我
々
の
生
の
基
礎
で
あ
る
諸
根
源
と
は
、
広
く
は
包
越
者
の
諸
々
の
様
態
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
究
極
的
に

は
実
存
が
意
味
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
包
越
者
の
諸
様
態
の
根
本
知
は
、
実
存
の
決
断
に
お
い
て
生
ず
る
実
存
と
実
存
と
の
対
立

の
う
ち
に
あ
っ
て
も
、
な
お
共
通
な
一
致
す
る
事
柄
を
見
い
だ
し
、
交
わ
り
の
完
全
な
断
絶
を
ふ
せ
い
で
、
相
互
に
容
れ
合
う
余
地
を

求
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、
包
越
者
の
諸
様
態
の
哲
学
に
お
い
て
、
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
な
在
り
方
の

一
つ
と
し
て
提
示
さ
れ
る
「
実
存
」
と
い
う
在
り
方
は
、
世
界
と
時
間
を
越
え
た
永
遠
性
に
関
与
す
る
側
面
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
る

が
、
こ
う
し
た
知
を
お
互
い
が
所
有
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
永
遠
性
の
確
信
の
具
体
的
な
在
り
方
、
ど
の
よ
う
な
物
事
に
お
い
て
永
遠
性

を
確
信
す
る
か
が
相
違
し
、
対
立
す
る
人
々
の
間
で
も
、
時
間
を
越
え
何
か
永
遠
的
な
も
の
に
関
与
す
る
と
い
う
こ
の
こ
と
に
関
し
て

は
、
互
い
に
相
手
を
認
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
っ
た
考
え
方
の
も
と
に
、
哲
学
的
根
本
知
は
追
求
さ
れ
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
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本
知
を
、
普
遍
的
な
結
び
つ
き
の
条
件
を
、
自
ら
結
び
つ
き
の
う
ち
で
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
ｓ
ご
巴
）
。
哲
学
的
根
本
知
が
普

遍
的
に
承
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
逆
手
に
と
っ
て
、
交
わ
り
の
う
ち
で
こ
の
知
を
さ
ら
に
展
開
す
れ
ば
よ
い
と
す

る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
根
本
知
の
究
極
的
な
意
図
、
す
な
わ
ち
交
わ
り
の
促
進
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
、
こ
の
知
が
未

完
成
で
あ
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
味
を
も
た
せ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
自
ら
が
提
示
し
た
哲
学
的
根
本
知

の
構
想
に
対
す
る
具
体
的
な
形
で
の
反
論
（
そ
れ
は
例
え
ば
、
人
間
存
在
が
一
般
に
ど
の
よ
う
な
在
り
方
を
も
つ
か
に
つ
い
て
、
ヤ

ス
パ
ー
ス
が
提
示
し
た
在
り
方
を
否
定
し
て
別
の
在
り
方
を
提
示
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
）
を
期
待
す
る
の
で
あ
る

交
わ
り
の
促
進
と
い
う
こ
の
根
本
知
の
最
重
要
な
意
図
は
、
現
代
の
状
況
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
現
代
を
ヤ

ス
。
ハ
ー
ス
は
「
崩
壊
」
の
時
代
と
捉
え
る
の
だ
が
、
こ
の
「
崩
壊
」
を
最
も
痛
切
に
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
共
同
体
の
消
失
で
あ
り
、

人
々
の
結
び
つ
き
の
消
失
で
あ
る
と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
今
日
ま
で
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
信
頼
で
き
る
共
同
体
や
、
諸
々
の

制
度
や
、
普
遍
的
な
精
神
の
う
ち
で
、
人
間
と
人
間
と
の
自
明
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
。
孤
独
な
者
も
彼
の
孤
独
の
う
ち
に
あ
っ
て
な

お
［
そ
れ
ら
の
も
の
に
］
い
わ
ば
支
え
ら
れ
て
い
た
。
今
日
、
ま
す
ま
す
人
間
が
理
解
し
合
わ
な
く
な
り
、
出
会
っ
て
は
別
れ
、
お
互

い
に
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ど
ん
な
忠
実
さ
も
共
同
体
も
疑
問
と
な
り
、
信
頼
さ
れ
る
も
の
で
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
、
崩
壊
が
最
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
国
。
巴
）
。
一
「
現
代
の
直
前
ま
で
は
、
共
通
の
も
の
が
日
常
に
お
い
て
ま
で
も
確
実
に
妥

当
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
た
ち
の
結
び
つ
き
が
あ
り
、
こ
の
結
び
つ
き
ゆ
え
に
交
わ
り
が
特
別
の
問
題
と
な
る
こ
と
は
め
っ

た
に
な
か
っ
た
。
共
に
語
り
合
う
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、
共
に
祈
る
こ
と
は
で
き
る
、
と
い
う
言
葉
で
人
は
満
足
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。
も
は
や
共
に
祈
る
こ
と
も
で
き
な
い
今
日
、
人
間
存
在
が
人
間
の
腹
蔵
な
い
交
わ
り
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
初
め
て
十
全
に
意
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
」
（
勺
。
］
＄
）
。
人
間
を
包
み
込
ん
で
く
れ
て
い
た
共
同
体
と
そ
こ
で
の
人
々
の

結
び
つ
き
（
西
洋
で
は
例
え
ば
教
会
な
ど
に
お
け
る
よ
う
な
）
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
今
日
（
共
同
体
の
こ
う
し
た
崩
壊
は
、
西
洋
に
限

ら
ず
、
日
本
な
ど
、
西
洋
に
始
ま
っ
た
産
業
化
の
波
を
被
っ
た
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
）
、
孤
独
な
者

は
ま
す
ま
す
そ
の
寄
る
辺
の
な
さ
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
し
、
ま
た
、
人
間
相
互
の
異
質
性
が
赤
裸
々
に
自
覚
さ
れ
ざ
る
を

（
ご
ｍ
｝
・
○
臣
］
ｍ
ｅ
。

Hosei University Repository



159 

既
に
見
た
よ
う
に
、
『
哲
学
』
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
一
包
越
者
」
と
い
う
考
え
方
の
登
場
と
同
時
に
、
広
義
の
一
意
識
一
般
一
と

「
理
性
」
の
概
念
が
明
確
に
前
面
に
登
場
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
が
、
人
間
存
在
の
う
ち
に
、
「
悟
性
」
で
も

「
実
存
」
で
も
な
い
も
の
、
科
学
上
の
普
遍
性
を
極
得
す
る
も
の
で
も
実
存
の
歴
史
的
な
決
断
に
と
ど
ま
る
の
で
も
な
い
も
の
を
、
哲

学
的
な
普
遍
性
を
追
求
す
る
主
体
と
し
て
見
い
だ
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

哲
学
的
な
普
遍
性
を
目
指
す
こ
の
主
体
は
、
包
越
者
の
諸
様
態
を
開
明
す
る
「
哲
学
的
根
本
知
」
の
担
い
手
で
あ
り
、
「
包
越
者
」

を
開
明
す
る
こ
の
主
体
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
直
接
的
に
は
思
惟
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
の
意
識
一
般
な
の
で
あ
る
。
｜
意
識
一
般

以
外
の
包
越
者
の
あ
ら
ゆ
る
様
態
は
、
自
ら
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
意
識
一
般
に
よ
っ
て
初
め
て
開
明
さ
れ
る
。
た
だ
認
識
だ
け
が
、

意
識
一
般
の
こ
の
行
為
だ
け
が
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
を
思
惟
し
、
か
つ
自
ら
を
も
思
惟
す
る
」
（
三
ｍ
ｇ
）
。
意
識
一
般
以
外
の
包
越
者
は

意
識
一
般
を
通
じ
て
開
明
さ
れ
、
意
識
一
般
は
自
ら
で
自
ら
を
開
明
す
る
。
包
越
者
の
諸
様
態
を
開
明
す
る
哲
学
的
根
本
知
は
、
普
遍

的
な
概
念
的
思
惟
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
知
の
担
い
手
は
、
思
惟
、
概
念
、
普
遍
妥
当
性
の
担
い
手
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う

得
な
く
な
っ
た
。
交
わ
り
の
促
進
と
は
、
こ
う
し
た
現
代
の
状
況
が
人
間
に
突
き
つ
け
て
く
る
切
実
な
課
題
な
の
で
あ
り
、
「
根
本

知
」
は
そ
う
し
た
課
題
に
対
す
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
な
り
の
応
答
の
努
力
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
根
本
知
は
、
実
存
の
決
断
の
た
め
、
さ
ら
に
は
、
人
々
の
間
で
の
交
わ
り
を
追
求
す
る
と
い
う
、
実
践
的
な

意
図
の
も
と
に
あ
る
。
し
か
も
後
者
（
交
わ
り
の
追
求
）
は
、
実
存
と
実
存
と
の
対
立
、
人
間
相
互
の
根
源
的
な
異
質
性
の
自
覚
と
い

う
実
存
哲
学
の
文
脈
に
お
い
て
最
も
切
実
に
問
題
と
な
り
、
課
題
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
は
、
実
存
の
具
体
的
な
決
断
と

い
う
実
践
を
（
そ
れ
が
は
ら
む
問
題
点
共
々
）
「
地
盤
（
国
・
号
ロ
）
」
と
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヤ
ス
パ
ー

ス
の
こ
の
哲
学
的
根
本
知
の
櫛
想
を
、
単
な
る
知
の
文
脈
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
い
わ
ゆ
る
「
学
的
哲
学
」
へ
の
接
近
と
捉

え
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
そ
れ
は
根
本
的
に
は
、
実
存
を
地
盤
と
し
た
実
践
の
文
脈
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
初
め
て
そ
の
本
来

の
意
味
を
明
確
に
示
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

⑤
哲
学
的
根
本
知
の
明
確
化
と
「
理
性
」
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意
味
で
は
、
こ
の
根
本
知
の
担
い
手
は
一
意
識
一
般
」
と
さ
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
哲
学
的
根
本
知
の
担
い
手
を
「
意
識
一
般
」
と
し
て
済
ま
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
既
に
見

た
よ
う
に
、
包
越
者
の
開
明
の
根
本
的
な
担
い
手
は
「
理
性
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
根
本
知
の
担
い
手
を
「
意
識
一
般
」
と

し
て
済
ま
す
に
は
次
の
二
点
で
妨
げ
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
、
意
識
一
般
の
は
た
ら
き
の
中
心
的
な
場
は
な
ん
と
い
っ
て

も
科
学
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
意
識
一
般
は
「
悟
性
一
と
同
一
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
限
り
で
は
、
意
識
一
般

は
、
科
学
知
と
は
異
な
る
哲
学
知
の
担
い
手
と
は
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
哲
学
的
根
本
知
の
追
求
は
、
単
に
知
の
獲
得
の

文
脈
の
う
ち
に
お
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
交
わ
り
の
促
進
と
い
う
実
践
的
な
課
題
の
文
脈
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
こ
に
は
哲

学
的
根
本
知
と
い
う
概
念
知
を
い
わ
ば
道
具
と
し
て
、
交
わ
り
の
実
践
の
場
に
出
よ
う
と
す
る
「
意
志
」
が
強
く
は
た
ら
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
単
な
る
普
遍
的
な
知
で
は
な
く
交
わ
り
へ
の
意
志
と
い
う
実
践
的
な
も
の
を
表
す
と
い
う
点
で
は
、
「
意
識
一
般
一
は
不
十

で
あ
る
。
単
上

分
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
「
理
性
Ｌ
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
理
論
的
で
も
実
践
的
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
知
的
、
概
念
的
に
は
た
ら
く
と
同
時

に
実
践
的
、
意
志
的
に
は
た
ら
く
哲
学
す
る
こ
と
の
主
体
を
名
指
す
の
に
格
好
の
言
葉
と
見
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

理
性
に
担
わ
れ
て
思
惟
は
、
惰
性
的
思
惟
と
は
異
な
っ
て
、
対
象
を
通
じ
て
非
対
象
的
な
も
の
へ
と
超
越
し
、
包
越
者
を
開
明
す
る

思
惟
と
な
る
。
こ
う
し
た
一
理
性
」
は
ま
た
、
そ
の
根
本
的
な
特
徴
を
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
「
理
性
の
運
動
は
、

（
旧
）

決
し
て
交
わ
り
を
断
つ
ま
い
と
す
る
意
志
の
う
ち
に
そ
の
決
定
的
な
特
徴
を
示
す
。
．
：
理
性
に
特
有
な
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
開
か

れ
て
お
り
何
も
の
を
も
省
略
し
な
い
、
人
間
存
在
全
体
を
貫
く
、
全
体
的
な
交
わ
り
へ
の
意
志
（
ｇ
の
局
８
旦
○
【
○
日
目
目
一
百
‐

夢
○
コ
、
ゴ
ー
一
一
○
）
で
あ
る
」
（
ミ
ヨ
］
）
。
そ
れ
は
「
普
遍
的
な
共
同
の
生
（
ロ
ゴ
耳
目
⑪
Ｃ
」
」
の
⑫
巨
筐
：
の
ロ
）
」
を
目
指
す
こ
と
を
一
根
本
態

度
一
と
す
る
（
三
］
］
巴
と
い
う
き
わ
め
て
実
践
的
な
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
理
性
の
普
遍
性
は
、
悟
性
の
普
遍
性
の
よ
う
に

「
知
」
の
次
元
だ
け
で
い
わ
ば
観
想
的
に
獲
得
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
「
全
体
的
な
交
わ
り
」
の
追
求
と
い
う
実
践
的
な
運
動
の
う
ち

で
意
志
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
意
志
さ
れ
る
理
性
の
普
遍
性
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
と
何
ら
か
の
一
致
を
求
め
る
交
わ
り

を
遂
行
し
つ
つ
共
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
的
根
本
「
知
」
が
目
指
す
普
遍
性
と
は
、
こ
う
し
た
理
性
的
な
普
遍
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性
と
し
て
、
全
体
的
な
（
あ
ら
ゆ
る
人
と
の
）
｜
交
わ
り
」
を
求
め
る
活
動
の
う
ち
に
（
目
指
さ
れ
る
べ
き
理
念
と
し
て
）
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
根
本
知
と
は
、
普
遍
性
を
目
指
し
（
こ
の
点
で
は
実
存
開
明
と
は
方
向
を
異
に
す
る
）
、
非
対
象
的
な
全

体
（
包
越
者
）
を
開
明
す
る
（
こ
の
点
で
は
科
学
と
は
根
本
的
に
異
な
る
）
概
念
的
な
思
惟
で
あ
る
が
、
こ
の
「
知
」
の
追
求
の
試
み

は
、
「
手
を
差
し
延
べ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
（
。
［
ご
臼
）
も
の
と
し
て
、
い
か
な
る
人
間
の
う
ち
に
も
（
可
能
性
と
し
て
は
）
存
在

し
て
い
る
、
限
界
な
く
交
わ
り
を
求
め
ん
と
す
る
意
志
に
担
わ
れ
て
お
り
ｌ
そ
う
し
た
意
志
は
消
極
的
に
は
「
交
わ
り
の
欠
如
に
対

す
る
繍
み
」
（
厚
口
鬮
）
と
し
て
現
れ
う
る
も
の
で
あ
る
が
ｌ
ヤ
ス
．
ハ
ー
ス
が
『
震
と
呼
ん
だ
そ
う
し
た
意
志
が
、
各
人
の

内
で
は
た
ら
く
こ
と
を
、
最
終
的
に
は
頼
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
４
）
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
、
普
遍
妥
当
的
で
あ
る
こ
と
が
即
強
制
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
は
暖
昧
で
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
的
認
識

と
は
、
強
制
的
で
あ
り
、
普
遍
妥
当
的
で
あ
る
こ
と
（
局
］
・
○
】
］
】
）
、
強
制
的
認
識
は
普
遍
妥
当
的
認
識
で
あ
り
、
科
学
的
認
識
で
あ
る
こ
と

（
碕
」
・
乏
念
。
－
念
⑫
）
、
普
遍
妥
当
性
は
あ
る
種
の
哲
学
知
に
お
い
て
も
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
の
科
学
と
は
「
合
理
的
な
方
法
で
概
念
を
通
じ
て
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
明
断
性
」
（
Ｅ
ｇ
を
意
味
す
る
。
こ
の
論

注

（
１
）
一
九
三
二
年
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
諭
で
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
「
理
性
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
す
で
に
こ
の
「
理
性
」
概
念
が
電
視
さ
れ
始
め
て

い
る
の
を
示
し
て
い
る
（
閃
］
・
冨
三
］
Ｓ
『
「
・
）
。
包
越
者
の
諸
様
態
に
関
す
る
講
義
も
す
で
に
一
九
三
二
年
に
行
わ
れ
た
と
ク
ナ
ウ
ス
は
述
べ

て
い
る
。
○
の
『
壷
②
ａ
【
口
目
の
、
”
□
図
国
の
晒
弓
昌
已
Ｃ
ｍ
Ｑ
Ｂ
ｍ
『
の
境
目
』
目
旨
」
Ｐ
の
己
。
『
、
》
で
宮
』
○
ｍ
○
℃
亘
Ｐ
（
旨
尻
Ｐ
『
］
」
園
ロ
ロ
『
ｍ
・
彦
『
、
銅
。
ご
」
〕
・
湯

、
◎
ず
」
」
や
で
』
①
②
『
）
、
。
」
②
一
・

（
２
）
カ
ン
ト
に
お
い
て
「
意
識
一
般
」
と
い
う
言
葉
が
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
言
葉
が
－
．
哲
学
』
以
降
（
『
世
界

観
の
心
理
学
』
二
九
一
九
年
）
で
は
こ
の
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
）
カ
ン
ト
を
意
識
し
つ
つ
使
わ
れ
た
側
面
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
ご
ｍ
］
・
函
。
一
日
巳
宅
［
の
旨
の
同
○
・
Ｅ
の
ｍ
の
『
｛
：
『
目
函
百
二
。
］
：
｝
）
の
．
－
コ
一
の
「
「
）
「
の
Ｅ
三
・
口
目
二
岳
の
。
｝
（
）
、
一
醜
（
》
ゴ
の
シ
コ
の
一
ｍ
。
：
、
こ
の
「

で
三
一
○
ぬ
○
つ
ど
の
【
四
『
］
』
閉
己
の
可
の
》
・
】
召
⑪
．
ｍ
・
堂
・
シ
ロ
目
・
】
③
．

（
３
）
こ
の
意
識
一
般
Ⅱ
悟
性
が
関
係
す
る
経
験
的
に
知
覚
可
能
な
存
在
と
は
、
中
心
的
に
は
生
命
な
き
物
質
（
巨
巴
の
１
の
）
で
あ
る
と
解
さ
れ
る

が
（
ご
頭
一
・
三
画
割
）
、
そ
れ
ゆ
え
強
制
的
認
識
は
精
神
科
学
に
お
い
て
は
自
然
科
学
よ
り
は
頁
・
区
の
日
菖
）
、
＆
に
な
る
と
言
わ
れ
る
（
三

が
（
一

一
③
『
）
ｃ
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ヤ
ス
パ
ー
ス
の
著
書
の
引
用
は
左
記
の
略
符
号
に
よ
る
。

シ
ヮ
シ
］
］
ぬ
の
ロ
〕
の
甘
の
勺
切
望
＆
。
ご
巴
ケ
ｏ
』
ｏ
ｍ
－
の
。
←
・
Ｐ
巨
皀
・
」
垣
急
．
（
や
．
シ
＆
」
。
Ｓ
国
）

（
Ⅲ
）
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
認
識
（
固
『
百
ゴ
ゴ
の
。
）
」
を
、
単
な
る
空
虚
な
思
惟
と
区
別
し
て
、
他
の
包
越
者
の
様
態
と
結
合
し
充
実
さ
れ
て
い
る
思

惟
と
す
る
こ
と
が
あ
る
（
愚
』
・
言
凹
昌
四
囲
）
。

（
Ⅱ
）
超
越
し
つ
つ
意
識
一
般
が
自
ら
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
の
一
現
存
在
分
析
」
は
、
包
越
者
の
諸
様
態
の
開
明
と
い
う
後
の
思
想
に

つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
「
意
識
分
析
［
現
存
在
分
析
］
の
諸
可
能
性
」
（
国
Ｆ
④
）
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、

包
越
者
の
諸
様
態
と
し
て
の
現
存
在
、
意
識
一
般
、
精
神
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
⑫
）
同
様
の
指
摘
を
フ
ァ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
が
し
て
い
る
。
出
の
」
且
員
司
口
冒
の
：
四
目
Ｂ
ｍ
ｍ
ｖ
己
冨
］
。
⑩
。
己
巨
⑪
。
ゴ
の
○
『
目
。
且
陽
の
ロ
八
戸
Ｃ
日
日
こ
‐

巳
衝
冒
の
同
ぐ
の
司
自
昌
一
－
閨
】
ロ
、
の
号
凋
い
貝
、
の
、
の
コ
ョ
酔
風
苗
の
回
国
の
』
の
ｇ
§
ぬ
：
司
勺
嵐
］
ｏ
ｍ
Ｃ
己
匡
の
ご
○
。
【
閂
］
」
閉
己
の
厨
．
（
ご
〆
貰
』

』
山
：
の
『
⑩
・
で
三
］
ｏ
８
ご
戸
少
司
且
で
。
■
蔚
呂
の
Ｈ
Ｃ
の
具
臼
・
理
自
己
Ｃ
⑪
旨
目
２
日
』
Ｓ
・
・
の
ヶ
Ｅ
１
ｍ
厨
、
旨
、
用
の
一
目
』
四
・
一
９
．
』
‐

す
の
『
、
』
や
函
の
）
ぬ
０
画
』
つ
〉
、
’
函
切
←
－
画
②
Ｐ

（
過
）
な
る
ほ
ど
、
実
存
も
ま
た
交
わ
り
を
求
め
、
交
わ
り
に
お
い
て
の
み
開
明
さ
れ
る
。
し
か
し
一
実
存
は
歴
史
的
に
交
わ
り
を
断
つ
こ
と
も
な

さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
言
圏
ｅ
・
実
存
の
交
わ
り
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
全
体
的
な
交
わ
り
へ
の
意
志
」
と
し
て
理
性
が
登

場
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

文
で
は
科
学
が
も
つ
、
悟
性
を
越
え
た
包
括
的
な
諸
々
の
意
味
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
。

（
６
）
循
環
や
同
語
反
復
や
矛
盾
の
う
ち
で
対
象
規
定
が
解
消
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
の
開
明
す
べ
き
も
の
が
非
対
象
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
は
哲
学
的
思
惟
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
な
の
で
あ
る
（
侭
］
・
ぐ
鳥
②
】
》
○
宅
』
Ｓ
［
）
。

（
７
）
意
識
一
般
と
思
惟
の
同
一
視
は
次
の
よ
う
な
表
現
に
も
見
ら
れ
る
。
「
思
惟
（
意
識
一
般
）
」
（
三
思
・
曰
）
。
「
思
惟
そ
れ
自
身
（
意
識
一

般
）
」
（
三
層
③
）
。
「
意
識
一
般
（
あ
る
い
は
思
惟
）
」
（
乏
金
）
。

（
８
）
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
広
い
意
味
で
の
意
識
一
般
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
見
て
い
る
か
を
『
真
理
に
つ
い
て
』
の
第
二
部
の
章
構
成
に
そ
っ
て
言
え

ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
意
識
一
般
は
（
主
観
Ｉ
客
観
Ｉ
分
裂
な
ど
）
諸
々
の
分
裂
の
う
ち
に
あ
る
（
第
一
章
）
、
意
識
一
般
の
構
造
は

概
念
と
判
断
が
形
作
る
（
第
二
章
）
、
意
識
一
般
は
運
動
（
伝
達
の
運
動
を
含
む
）
の
う
ち
に
あ
る
（
第
三
章
）
、
意
識
一
般
は
有
限
で
あ
る

（
第
四
章
）
、
意
識
一
般
は
言
語
と
し
て
現
実
化
す
る
（
第
五
章
）
。

（
９
）
「
思
惟
の
優
位
」
は
す
で
に
『
理
性
と
実
存
』
で
重
要
な
問
題
と
さ
れ
て
い
る
（
第
四
識
）
が
、
思
惟
と
意
識
一
般
の
同
一
視
は
『
真
理
に

つ
い
て
』
ほ
ど
明
確
で
な
い
（
愚
］
・
ぐ
巨
固
患
）
。
『
真
理
に
つ
い
て
』
以
外
の
著
作
で
は
「
意
識
一
般
」
は
「
悟
性
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
真
理
に
つ
い
て
』
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
悟
性
」
が
意
識
一
般
の
根
本
特
徴
で

あ
る
こ
と
に
よ
ろ
う
。
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少
斤
。
ｇ
咄
□
旨
シ
一
○
日
ワ
Ｏ
Ｂ
ワ
の
巨
口
』
。
『
の
㈲
巨
百
曰
『
一
号
⑩
旨
：
い
＆
の
ロ
，
』
屯
訟
。
（
『
・
鈩
昌
］
・
乞
忠
）

固
】
貝
国
ゴ
冨
豈
司
巨
。
”
旨
曰
の
勺
亘
｝
。
、
○
℃
臣
の
。
』
⑪
９
．
（
瞳
・
楊
巳
］
・
］
冨
切
）

固
回
芹
》
Ｃ
旨
定
『
緯
、
⑪
二
⑩
『
国
ヨ
ョ
冤
岳
。
」
。
、
」
鰹
臼
苣
目
、
．
＄
望
．
（
』
・
少
巨
室
・
】
垣
曽
）

。
“
ご
Ｏ
Ｂ
ご
厨
ご
『
巨
。
、
■
ゴ
ー
恩
の
」
」
。
『
。
。
⑪
○
三
□
宮
の
．
］
霞
①
．
（
Ｐ
鈩
巨
声
一
・
】
①
題
）

・
刃
□
】
の
、
副
ｏ
ｍ
Ｃ
ｐ
宅
嵐
Ｐ
Ｃ
ｍ
Ｃ
己
可
の
ロ
・
】
⑫
ヨ
。
（
』
・
少
巨
邑
・
＄
』
』
）

昌
已
、
己
の
の
二
○
『
ご
己
『
の
『
、
一
融
一
・
屋
急
・

言
三
ｍ
ｇ
貰
三
の
す
の
『
・
祠
。
旨
涛
の
円
‐
国
。
『
醜
呂
の
『
－
勺
ご
］
Ｏ
⑩
○
℃
｝
胃
（
岳
旨
）
（
冒
三
曵
三
の
す
の
弓
一
ｍ
。
閏
冒
の
唇
①
、
：
１
『
息
ゴ
》
国
ゴ
富
胃
目
、
ご
Ｏ
ｐ

Ｄ
一
興
の
弓
四
の
ロ
ユ
●
す
．
］
⑫
患
）

（
】
覇
□
の
円
己
三
一
○
ｍ
。
ご
言
い
。
毒
の
。
］
脚
■
す
の
由
口
輌
⑩
砂
一
Ｃ
亘
、
ユ
の
可
〔
罵
扁
の
回
す
四
局
Ｅ
ロ
函
・
』
や
患
・

勺
し
い
つ
三
］
Ｃ
ｍ
ｏ
で
｝
】
一
⑩
Ｓ
の
シ
旦
○
区
。
殉
国
百
三
の
，
］
②
ｇ
・
ｚ
Ｃ
Ｅ
陣
巨
晩
函
回
す
⑩
。
］
ヨ
ヨ
’
（
陣
・
』
＆
］
』
①
段
）

勺
・
如
己
の
門
ご
言
一
○
ｍ
。
己
三
円
。
①
。
］
四
ロ
ケ
の
．
届
盆
．
（
』
・
鈩
巨
室
，
］
患
⑫
）

勺
宮
宅
筥
一
○
⑫
○
℃
三
の
．
』
国
」
の
．
＄
麓
．
（
凸
・
湧
具
』
・
岳
畠
）

ぐ
Ｅ
厚
く
⑩
『
ゴ
巨
ゴ
『
一
口
コ
ユ
ロ
Ｈ
肘
冨
曰
瞭
・
］
垣
鼠
．
（
』
．
シ
旨
］
・
遍
匿
）

ぐ
巨
三
咄
ぐ
の
】
・
目
。
声
巨
己
三
】
：
。
①
目
ロ
ゴ
津
ヨ
口
。
、
の
『
Ｃ
円
噛
。
】
一
・
』
む
ぢ
。
（
四
・
シ
巨
「
一
・
］
②
ｇ
）

菫
如
く
○
口
：
可
三
色
冒
す
四
一
・
＄
ミ
．
（
』
・
尹
巨
津
・
乞
圏
）

な
お
、
引
悶
文
中
の
［
］
は
筆
者
の
補
足
で
あ
る
。
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