
六
六

920

　
　
　

  「
理
性
は
、「
理
論
」
理
性
と
か
「
実
践
」
理
性
と
か
「
美
的
」
理
性
と

か
、
な
ん
で
あ
れ
そ
う
い
っ
た
も
の
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
な

い
。」（H

u
a V

I S.275

）

１　

序

最
初
に
長
い
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い①
。

１－

１
．
被
害
と
理
性

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
一
四
時
四
六
分
、
Ｍ
9
の
巨
大
地
震
が
東
日
本
を
襲
っ

た
。
さ
ら
に
、
大
津
波
が
東
北
地
方
沿
岸
に
壊
滅
的
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
世
界

最
大
・
最
強
と
し
て
『
ギ
ネ
ス
ブ
ッ
ク
』
に
登
録
さ
れ
て
い
た
防
潮
堤
さ
え
も
津
波

の
猛
威
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
被
害
は
き
わ
め
て
広
範
囲
に
及
び
、
死

者
・
行
方
不
明
者
は
同
年
一
二
月
三
〇
日
時
点
で
一
五
八
四
四
人
・
三
四
五
一
人
と

さ
れ
て
い
る
。
物
損
的
被
害
額
は
、
政
府
の
発
表
を
信
じ
れ
ば
、
約
一
六
〜
二
五
兆

円
だ
が
、今
後
の
原
発
関
係
の
も
の
を
含
め
る
と
一
〇
〇
兆
円
と
い
う
試
算
も
あ
る
。

津
波
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
電
源
装
置
を
す
べ
て
破
壊
し
、

そ
の
結
果
、
冷
却
機
能
を
失
っ
た
三
基
の
原
子
炉
は
相
次
い
で
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
を
引

き
起
こ
し
た
。
そ
の
時
に
発
生
し
た
水
素
は
、二
つ
の
原
子
炉
建
屋
を
吹
き
飛
ば
し
、

ひ
と
つ
の
建
屋
は
残
る
も
、
原
子
炉
格
納
容
器
を
破
壊
し
、
こ
れ
ら
三
基
か
ら
放
射

性
物
質
が
放
出
さ
れ
た
。
レ
ベ
ル
7
だ
と
い
う
。
原
子
炉
に
は
、
冷
却
の
た
め
に
真

水
の
み
な
ら
ず
海
水
も
注
入
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
が
海
に
流
れ
出
し
た
。
さ
ら
に
、

高
濃
度
の
汚
染
水
を
そ
れ
以
上
流
出
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
に
た
め
ら
れ
て

い
た
低
濃
度
の
汚
染
水
が
意
図
的
に
海
に
放
出
さ
れ
た
り
も
し
た
。

空
気
中
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
汚
染
で
、発
電
所
の
周
辺
三
〇
キ
ロ
圏
に
、

そ
し
て
、
一
部
は
そ
れ
を
越
え
て
、
避
難
指
示
が
出
さ
れ
、
多
く
の
避
難
民
が
出
た
。

水
産
業
、
農
業
、
牧
畜
業
な
ど
に
従
事
し
て
い
た
人
々
も
、
家
を
離
れ
ざ
る
を
え
な

く
な
っ
た
。
老
人
や
身
体
障
害
者
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
同
年
一
二
月
一
五
日
で
避

難
者
は
三
三
四
七
八
六
人
で
あ
る
。
海
に
流
出
し
た
放
射
性
物
質②
は
ま
ず
小
魚
の
よ

う
な
海
産
物
か
ら
検
出
さ
れ
、
水
産
業
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
大
気
中
に
放
出
さ
れ

た
放
射
能
に
よ
る
汚
染
は
、
と
り
わ
け
葉
物
野
菜
や
茶
に
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
、

原
発
近
く
で
は
牛
乳
か
ら
、
さ
ら
に
4
ヶ
月
後
に
な
っ
て
肉
牛
か
ら
も
放
射
性
物
質

が
検
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
事
態
は
、
福
島
第
一
原
発
の
み
な
ら
ず
、
他
の
原

発
を
停
止
さ
せ
、
あ
る
い
は
定
期
検
査
中
で
あ
っ
た
原
発
の
再
稼
働
が
認
め
ら
れ
な

い
と
い
っ
た
事
態
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
現
在
、
日
本
の
原
発
五
四
基
の
八
割
ほ
ど

が
停
止
し
て
い
る
。
震
災
と
津
波
に
よ
っ
て
、
東
日
本
の
工
場
の
多
く
は
生
産
中
止

に
追
い
込
ま
れ
、
現
在
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
た
生
産
体
制
で
は
、
そ
の
影
響
は

日
本
全
国
に
、
そ
し
て
世
界
に
も
広
が
っ
た
。
し
か
し
、
原
発
停
止
に
よ
る
電
力
不

危
機
に
お
け
る
生
と
生
活
世
界

谷　
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足
は
、
今
後
さ
ら
に
日
本
全
体
の
工
業
生
産
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
人
の
「
生
（
活
）」
と
「
生
活
世
界
」
を
脅
か
し
て
い
る
今
回
の

未
曾
有
の
災
害
が
、
い
わ
ゆ
る
天
災
と
人
災
と
の
「
複
合
災
害
」
で
あ
る
こ
と
は
、

誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

地
震
お
よ
び
震
災
に
対
し
て
予
知
を
含
む
自
然
科
学
的
研
究
に
多
く
の
資
金
が
投

入
さ
れ
て
き
た
。
他
方
で
、
原
子
力
発
電
は
、
近
代
技
術
に
よ
る
「
安
全
」
を
保
証

さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
政
府
と
電
力
会
社
に
よ
っ
て
宣
伝
さ
れ
て
き
た
。
日
本
の
原

発
を
推
進
し
て
き
た
人
々

―
政
治
家
、
電
力
会
社
員
、
原
発
技
術
者
の
み
な
ら
ず
、

純
粋
な
科
学
者
を
含
む

―
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
地
震
と
津
波
を
「
想
定
外
」
だ
と

言
っ
た
。
科
学
的
予
測
の
範
囲
を
超
え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
科
学
は
、
近
代

以
降
、「
真
な
る
認
識
」
の
役
割
を
担
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
、
そ
の
認
識
は

貧
弱
な
も
の
だ
っ
た
。「
津
波
」（tsu

n
am

i

）
と
い
う
言
葉
は
日
本
語
で
あ
り
、
そ
れ

が
世
界
中
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、津
波
の
科
学
的
研
究
は
、

日
本
に
お
い
て
す
ら
欠
陥
だ
ら
け
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
原
発
関
係
の
技
術
者
た
ち
の

言
う
「
安
全
」
も
、
貧
弱
な
想
定
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
原
子
力

安
全
委
員
会
は
「
原
子
炉
の
安
全
設
計
審
査
指
針
」
に
お
い
て
「
長
期
間
に
わ
た
る

全
交
流
電
源
喪
失
は
、
送
電
線
の
復
旧
ま
た
は
非
常
用
交
流
電
源
設
備
の
修
復
が
期

待
で
き
る
の
で
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
」
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
記
し
て
い
た
。
日
本

で
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
よ
う
な
事
故
は
起
き
な
い
と
思
い
こ
ん
で
き
た
の
で
あ

る
。
つ
い
昨
年
に
は
、
八
六
九
年
に
起
き
た
貞
観
地
震
の
研
究
か
ら
、
巨
大
地
震
・

巨
大
津
波
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
ま
っ
た
く
活
か
さ
れ
な
か
っ
た
。

震
災
は
、
自
然
認
識
お
よ
び
自
然
の
技
術
的
支
配
と
い
う
、
近
代
的
理
性
の
二
つ
の

側
面
を
疑
問
に
さ
ら
し
た
。

原
発
は
、日
本
で
は
一
九
六
三
年
以
来
、稼
働
し
て
い
る
。
す
で
に
四
八
年
の
「
歴

史
」
を
も
つ
の
だ
か
ら
、原
子
力
発
電
は
最
先
端
技
術
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
政
府
は
、

最
初
に
原
発
が
稼
働
し
た
一
〇
月
二
六
日
を
「
原
子
力
の
日
」
と
命
名
し
、
原
子
力

発
電
を
推
進
し
て
き
た
。
調
べ
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く

の
事
故
は
あ
っ
た
が
。

原
子
力
発
電
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
推
進
さ
れ

て
き
た
。
安
全
保
障
が
重
要
視
さ
れ
る
理
由
は
、
人
々
の
「
愛
国
心
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
不
安③
」
で
あ
る
。
不
安
を
前
提
に
し
つ
つ
、
そ
れ
に
寄
生
し
つ
つ
、
安
全

保
障
を
「
合
理
化
」
し
て
述
べ
立
て
る
の
は
い
わ
ば
「
安
全
理
性
」
で
あ
る
。
軍
備

に
よ
る
安
全
保
障
も
基
本
的
に
同
質
で
あ
る
。国
民
の
安
全
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
安
全
保
障
の
た
め

の
原
発
が
、
安
全
で
は
な
か
っ
た
。

原
発
は
、
発
電
コ
ス
ト
の
観
点
か
ら
も
推
進
さ
れ
て
き
た
。「
安
」
全
と
と
も
に

「
安
」
価
が
問
題
に
な
る④
。
原
発
所
在
地
は
、
国
の
安
全
保
障
を
担
う
代
わ
り
に
、
原

発
の
稼
働
に
よ
っ
て
電
力
会
社
や
政
府
か
ら
多
く
の
補
助
金
を
得
て
き
た
。
そ
れ
を

差
し
引
い
て
も
、
原
発
は
「
安
価
」・「
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
」（reason

able

）
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
「
経
済
理
性
」
の
判
断
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
事

故
は
、
そ
れ
が
「
安
価
」
で
な
く
、
と
て
つ
も
な
く
「
高
価
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し

た
が
、
し
か
し
、「
安
価
・
高
価
」
の
よ
う
に
コ
ス
ト
で
考
え
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
れ
自
体
が

「
経
済
理
性
」
の
土
俵
内
に
あ
る
。

経
済
理
性
も
、
安
全
理
性
も
、
変
容
し
て
い
る
に
せ
よ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
、

区
別
を
許
さ
な
い
「
理
性
」（reason

）
の
一
部
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、近
年
の
気
候
変
動
に
も
関
わ
る
二
酸
化
炭
素
削
減
の
た
め
の
「
切
り
札
」

と
し
て
、
現
在
の
政
府
は
原
子
力
発
電
を
い
っ
そ
う
推
進
す
る
方
向
を
打
ち
出
し
て

い
た
。
原
発
は
、
地
球
と
そ
の
生
命
圏
の
悲
痛
な
叫
び
に
応
え
る
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
で
、
日
本
の
企
業
は
、
外
国
で
の
原
発
建
設
さ
え

も
受
注
し
て
き
た
。
二
酸
化
炭
素
問
題
は
原
発
の
追
い
風
だ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
環

境
倫
理
に
関
わ
る
実
践
理
性
と
経
済
理
性
の
結
託
が
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
後
者
に

よ
る
前
者
の
取
り
込
み
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。そ
こ
に
巨
大
な
波
が
襲
っ
た
。
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地
震
学
者
が
今
回
の
地
震
と
津
波
の
大
き
さ
を
「
想
定
外
」
と
言
う
の
だ
か
ら
、

原
子
力
技
術
者
が
そ
れ
を
想
定
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
子
力
技
術
者
が
、
全
電
源
が
長
時
間
に
わ
た
っ
て

喪
失
す
る
と
い
う
事
態

―
こ
れ
は
、
こ
れ
自
体
と
し
て
、
大
地
震
／
大
津
波
以
外

に
よ
っ
て
も
起
こ
り
う
る
だ
ろ
う

―
を
想
定
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
致
命

的
な
失
敗
だ
っ
た
。
こ
れ
を
想
定
し
て
い
た
ら
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、む
し
ろ
、そ
も
そ
も
す
べ
て
を
「
想

定
内
」
に
収
め
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
不
可
能
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
不
可
能
性
を
、

大
半
の
科
学
者
、
技
術
者
が
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
政
府
も

政
治
家
た
ち
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。「
無
知
の
知
」を
忘
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
こ
の
忘
却
を
促
し
て
い
た
の
は
、
や
は
り
経
済
理
性
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
先

述
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
も
つ
な
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。
す
べ
て
の
危
険
を
予
見
し
、
そ

れ
に
対
策
を
取
ろ
う
と
す
れ
ば
、
コ
ス
ト
が
か
か
り
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
と
き
、
認
識
に
関
わ
る
「
理
論
理
性
」
も
、「
美
的
理
性
」
と
い
う
よ
り
も
テ
ク

ネ
ー
に
関
わ
る
「
技
術
的
理
性
」
も
、
そ
し
て
、
政
治
に
関
わ
る
「
実
践
理
性
」
も

支
配
し
て
い
る
の
は
、
じ
つ
は
別
の
理
性
、
す
な
わ
ち
「
安
全
理
性
」
と
「
経
済
理

性
」
で
あ
る
。
い
ま
や
理
論
理
性
さ
え
も
、
そ
の
成
果
に
関
し
て
は
知
的
財
産
と
な

り
、
特
許
な
ど
に
よ
り
莫
大
な
利
益
を
生
み
う
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
理
論
理
性
も
経
済
的
理
性
に
支
配
さ
れ
て
い
る
し
、
安
全
理
性
は
理
論
理

性
を
国
家
「
戦
略
」
に
位
置
づ
け
る
。

さ
ら
に
、
少
な
く
と
も
日
本
で
は
、
実
践
理
性
も
疑
問
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
震

災
以
後
、
仮
設
住
宅
の
建
設
、
電
気
・
水
道
・
ガ
ス
の
復
旧
、
鉄
道
・
道
路
の
復
旧
、

瓦
礫
処
理
、
除
染
、
そ
し
て
、
今
後
の
復
興
計
画
を
め
ぐ
る
地
域
計
画
、
財
政
計
画

な
ど
、
未
解
決
の
問
題
は
山
積
み
で
あ
る
。
他
方
、
農
業
や
漁
業
で
は
、
放
射
性
物

質
に
よ
る
実
害
の
ほ
か
に
、
い
わ
ゆ
る
風
評
被
害
も
生
じ
て
い
る
。
観
光
業
も
同
様

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
応
す
る
の
は
、政
治
の
仕
事
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、

日
本
の
政
治
は
、
与
党
・
野
党
と
も
に
、
政
治
的
指
導
力
の
不
足
を
さ
ら
け
出
し
、

無
駄
な
時
間
を
浪
費
し
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
な
実
践
理
性
が
少
な
く

と
も
現
在
の
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
か
、
致
命
的
な
機
能
不
全
に

陥
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

１－

２　

 

日
本
の
生
活
世
界
の
歴
史

現
代
の
技
術
は
、
多
く
の
被
災
者
が
、
こ
の
災
害
に
対
し
て
、
泣
き
叫
ぶ
こ
と
な

く
、
静
か
に
、
し
か
し
必
死
に
耐
え
て
い
る
姿
を
映
像
と
し
て
世
界
の
遠
隔
地
に
ま

で
送
っ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。
日
本
に
は
、
自
然
と
一
体
化
し
、
天
災
も
甘
ん
じ
て

受
け
入
れ
て
耐
え
る
と
い
う
文
化
的
伝
統
が
あ
る
、
と
和
辻
哲
郎
な
ら
ば
言
う
か
も

し
れ
な
い⑤

―
和
辻
の
場
合
、
議
論
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
気
候
や
地
理
的

条
件
で
あ
り
、
今
回
は
そ
れ
を
地
震
に
ま
で
拡
大
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
。

日
本
で
は
震
災
は
ほ
と
ん
ど
常
時
起
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
約
八
〇
〇
年
前
に
、

鴨
長
明
は
『
方
丈
記
』
と
い
う
、
日
本
で
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
随
筆
を
遺
し
て
い

る
。「
家
の
内
に
を
れ
ば
、
忽
ち
に
ひ
し
げ
な
ん
と
す
。
走
り
出
づ
れ
ば
、
地
わ
れ
さ

く
。
羽
な
け
れ
ば
、
空
を
飛
ぶ
べ
か
ら
ず
。
竜
な
ら
ば
や
、
雲
に
も
乗
ら
む
。
恐
れ

の
な
か
に
恐
る
べ
か
り
け
る
は
、只
地
震
な
り
け
り
と
こ
そ
覚
え
侍
り
し
か
」。
地
震

こ
そ
が
最
も
恐
ろ
し
い
も
の
だ
と
い
う
言
葉
は
、
今
回
も
当
て
は
ま
る
。

鴨
長
明
は
「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。
よ

ど
み
に
浮
ぶ
う
た
か
た
は
、
か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
、
久
し
く
と
ゞ
ま
り
た
る
た
め

し
な
し
。
世
中
に
あ
る
人
と
栖
と
、又
か
く
の
ご
と
し
。」
と
い
う
言
葉
を
こ
の
随
筆

の
冒
頭
に
記
し
た
。
こ
の
名
句
は
、
部
分
的
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス

の
「
パ
ン
タ
・
レ
イ
」
を
連
想
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ア

の
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
の
よ
う
に
永
遠
に
「
と
ど
ま
る
」
も
の
を
求
め
た
の
に
対
し

て
、
鴨
長
明
は
、
そ
し
て
日
本
人
は
、
た
え
ず
生
じ
て
は
消
え
て
い
く
動
き
そ
の
も

の
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
動
き
に
耐
え
忍
び
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
静
か
に
受
け
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入
れ
る
よ
う
な
世
界
観
・
自
然
観
を
「
無
常
」
と
い
う
概
念
で
捉
え
て
き
た
。
ご
く

大
雑
把
に
は
こ
う
言
え
る
だ
ろ
う
。
今
回
の
被
災
者
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
古
来
の

考
え
方
を
「
思
い
出
し
て
」、
苦
し
み
に
耐
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

太
古
の
昔
か
ら
、
日
本
は
中
国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
。
お

そ
ら
く
固
有
の
日
本
文
化
と
い
っ
た
も
の
は
な
い

―
「
文
化
」
と
い
う
概
念
自
体

が
、
中
国
と
い
う
よ
り
西
洋
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
九
八
四
年
に
遣
唐

使
が
廃
止
さ
れ
た
後
の
時
代
に
は
中
国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
の
影
響
が
相
対
的
に
弱

ま
っ
て
、
一
〇
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
頃
ま
で
「
国
風
文
化
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
形

成
さ
れ
た
。
日
本
文
化
と
い
う
言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
も
の
の
多
く
は
、
こ
の
頃

に
発
展
し
た
。
か
な
文
字
も
こ
の
頃
に
発
明
さ
れ
た
。
先
に
あ
げ
た
『
方
丈
記
』
は
、

そ
の
後
の
一
三
世
紀
に
、
漢
字
の
み
な
ら
ず
、
か
な
文
字
も
使
い
な
が
ら
書
か
れ
た

こ
と
も
あ
り
、
現
代
で
も
読
ま
れ
て
い
る
。

国
風
文
化
以
後
に
は
、
日
本
は
ま
た
中
国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
よ

う
に
な
っ
た
。そ
う
し
た
影
響
が
ふ
た
た
び
弱
ま
っ
た
の
が
、鎖
国
の
時
代（
一
六
三
九

〜
一
八
五
四
年
）
で
あ
る
。
当
時
の
政
府
（
幕
府
）
が
西
洋
の
植
民
地
主
義
、
そ
し
て

キ
リ
ス
ト
教

―
こ
れ
に
は
当
初
寛
大
だ
っ
た
が

―
に
強
い
警
戒
を
抱
い
て
い
た

こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
。
た
だ
、
実
際
に
は
、
当
時
の
政
府
（
幕
府
）
は
、
諸
外

国
、
と
り
わ
け
西
洋
に
つ
い
て
の
知
識
を
収
集
し
て
い
た⑥
。

そ
の
後
、日
本
は
西
洋
か
ら
圧
力
を
受
け
て
開
国
し
た
。
明
治
政
府
（
一
八
六
八
年

〜
）
は
、
西
洋
の
学
問
と
技
術
を
本
格
的
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
急
速
な

西
洋
化
の
な
か
で
、「
和
魂
洋
才
」
が
叫
ば
れ
た
。
こ
れ
は
、
国
風
文
化
が
展
開
し
た

平
安
時
代
（
七
九
四
〜
一
一
九
二
年
）
の
「
和
魂
漢
才
」
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
才
」
は
技
術
を
意
味
す
る
。
日
本
は
、精
神
性
に
お
い
て
は
「
和
」（
大
和
魂
）
を
重

視
し
、「
才
」
す
な
わ
ち
技
術
に
関
し
て
は
、
中
国
か
ら
で
も
西
洋
か
ら
で
も
取
り
入

れ
よ
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
以
後
は
、「
脱
亜
入
欧
」
が
叫
ば

れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響
が
圧
倒
的
に
強
ま
っ
た
。
一
時
期
は
、
公
用
語
を
英
語
に

し
よ
う
と
す
る
動
き
さ
え
起
き
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
頃
の
反
英
米
思
想
（「
鬼
畜

米
英
」）
の
高
ま
り
を
除
け
ば
、
日
本
は
、
精
神
性
に
お
い
て
も
大
き
く
西
洋
化
さ
れ

て
き
た
。
細
か
く
言
え
ば
、
明
治
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

ア
メ
リ
カ
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
、

ア
メ
リ
カ
の
政
策
的
な
支
援
と
、
朝
鮮
戦
争
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
特
需
を
経
て
、
極

東
の
小
国
が
「
経
済
大
国
」、「
先
進
技
術
国
」
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。
東
海

道
新
幹
線
と
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
一
九
六
四
年
）、
東
名
高
速
道
路
と
大
阪
万
博

（
一
九
六
九
〜
一
九
七
〇
年
）
は
、
こ
の
歴
史
の
記
念
碑
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
西
洋
化
さ
れ
て
、
日
本
は
、
西
洋
の
「
歴
史
」

―
こ
れ
が
「
世
界

史
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る

―
に
組
み
込
ま
れ
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
は
、
そ

の
「
歴
史
」
を
リ
ー
ド
さ
え
し
て
い
る
。「
先
進
国
首
脳
会
議
」（
当
初
の
Ｇ
６
か
ら
今

で
は
Ｇ
８
だ
が
）
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、
お
そ
ら
く
西
洋
的
基
準
で
の
「
先
進
国
」

だ
と
認
知
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
日
本
で
大
震
災
が
起
き
た
。
日
本
は
危
機

に
あ
る
。
い
や
、
日
本
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
福
島
第
一
原
発
の
事
故
は
た
だ
ち

に
西
洋
の
ド
イ
ツ
な
ど
の
原
発
計
画
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
今
、
西
洋
を
モ
デ

ル
と
し
た
近
代
化
の
道
を
進
ん
で
き
た
日
本
、そ
し
て
世
界
は
、す
な
わ
ち
、グ
ロ
ー

バ
ル
化
し
た
「
生
活
世
界
」
と
そ
の
「
生
」
は
、
そ
の
進
む
道
の
大
き
な
断
絶
、
大

き
な
危
機
を
経
験
し
て
い
る
。

い
や
、
進
む
道
が
危
険
で
あ
る
こ
と
を
、
現
象
学
者
・
哲
学
者
は
よ
く
知
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
慢
性
化
し
た
。
こ
の
慢
性
化
（ch

ron
icity

）
が
含
意
す
る
時

間
性
は
、
無
害
で
は
な
い
。
そ
れ
は
危
機
／
危
険
を

―
こ
う
い
う
二
元
論
を
一
時

許
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

―
言
葉
だ
け
の
も
の
に
し
て
、
現
実
を
覆
い
隠
し
、
忘
却

さ
せ
る
。
安
全
と
は
危
機
／
危
険
の
忘
却
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
、dan

ger

（
危
険
）
が

dom
in

iu
m

（
支
配
）
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
す
れ
ば⑦
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
的
な
自

然
支
配
、
そ
し
て
技
術
的
な
自
然
支
配
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

慢
性
化
は
、d

om
in

iu
m

の
裏
面
で
あ
るd

an
ger

を
忘
却
さ
せ
て
き
た
、
と
も
言
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え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、安
全
と
は
危
険
／
危
険
の
本
質
の
忘
却
で
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
忘
却
の
背
後
で
病
の
ほ
う
は
深
く
進
行
し
て
い
た
。
そ
れ
が
今
回
い

わ
ば
集
中
的
に
顕
在
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
癒
や
し
、
救
う
可
能
性
は
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
古
来
の
生
き
方
に
戻
れ
な
い
。
無
常
観
を
も
っ
て
天
災
に

耐
え
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
変
化
し
た
生
活
世
界
の
な
か
の
生

は
、ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
背
景
に
し
て
、

理
性
（reason

）
と
生
（life
）
と
、
哲
学
の
責
任
（respon

sibility

）
と
い
う
テ
ー
マ

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
現
象
学
は
、
こ
れ
に
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
。２　

危
機
・
危
険
・
意
味

危
機
と
危
険
を
、
少
な
く
と
も
そ
の
急
性
期
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
知
っ
て
い

た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
／
科
学
の
危
機
に
つ
い
て
語
り⑧
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
技
術
に
関
連
し
て
危
険
に
つ
い
て
語
っ
た⑨
。
さ
ら
に
、
ア
ー

レ
ン
ト
は
、「
共
和
国
の
危
機⑩
」
な
ど
の
言
葉
で
政
治
の
危
機
も
示
し
た
。
古
代
ギ
リ

シ
ア
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
を
支
え
て
き
た
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
、

プ
ラ
ク
シ
ス
が
、
二
〇
世
紀
に
は
す
べ
て
危
機
・
危
険
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、も
う
少
し
詳
細
な
哲
学
的
考
察
が
必
要
で
あ
る
。ま
ず
も
っ
て
フ
ッ
サ
ー

ル
が
危
機
を
語
っ
た
時
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
科
学
が
今
で
は
人
間
が
現
に
存
在

す
る
こ
と
の
「
意
味
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
主
張
し

て
い
た⑪
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
意
味
」
で
あ
っ
た
。
現
象
学
こ
そ
が
意
味
に
つ
い
て
語

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
現
象
学
が
、「
意
味
」
が
そ
こ
に

お
い
て
成
立
し
て
い
る
根
源
的
な
圏
域

―
こ
れ
が
「
生
」
と
呼
ば
れ
る

―
に
お

い
て
活
動
し
、そ
の
「
意
味
」
を
反
省
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
生
」
と
相
関
的
な
世
界
が
「
生
活
世
界
」
で
あ
る
。

現
象
学
は
、
こ
の
生
へ
と
立
ち
戻
る
の
で
あ
っ
て
、
一
見
す
る
と
そ
う
思
え
る
よ

う
に
確
実
・
安
全
な
隔
壁
内
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な

隔
壁
が
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
場
面
と
し
て
の
「
生
」
に
お
の
れ
を
開
き
、
そ
こ
に

お
け
る
意
味
の
発
生
に
、
内
的
に
あ
る
い
は
媒
体
と
し
て
、
立
ち
会
う
の
で
あ
る
。

で
は
、「
意
味
」
と
は
何
か
。
こ
こ
で
は
、
西
洋
の
現
象
学
者
の
大
半
に
は
周
知
の

こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
東
洋
の
現
象
学
者
に
は
必
ず
し
も
周
知
の
こ
と
で
な
い
事
実
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
意
味sen

se, S
in

n
, sen

s

と
い
っ
た
言
葉
が
、
イ

ン
ド
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
祖
語
のsen

t-

に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
同
じsen

t-

か
ら
、
送
るsen

d, sen
den

と
い
っ
た
言
葉
が
、
そ
し
て
と
り
わ
け

ド
イ
ツ
語
のS

en
d

u
n

g

（
送
付
・
使
命⑫
）
と
い
う
言
葉
が
派
生
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。送

る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
が
何
か
を
（
お
の
れ
自
身
を
含
め
て
）
ど
こ
か
に
送
る

こ
と
を
含
意
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
あ
る
方
向
性
を
も
っ
た
運
動
を
含
意
す

る
。
そ
し
て
、
多
く
の
現
象
学
的
な
哲
学
者
た
ち
は
歴
史
の
意
味
に
つ
い
て
、
そ
れ

ゆ
え
歴
史
の
方
向
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
目
的
論
的
な
歴
史
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
のG

esch
ick

⑬
、
そ
し
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
で
は
、
歴
史
が
提
案
し
て

く
る
い
く
つ
か
の
意
味
と
い
っ
た
考
え
方
を
思
い
起
こ
せ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
を
見
よ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
、
言
語
の
「
意
味
」
は
「
対
象
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
に
関
係
し
て
い
く
。
さ
ら
に
こ
の
「
意
味
」
の
概
念
が
ノ
エ
マ
へ
と

一
般
化
さ
れ
て
、
知
覚
的
意
味
と
し
て
の
「
ノ
エ
マ
」
は
「
端
的
な
対
象
」
に
関
係

し
て
い
く
。
意
味
は
、対
象
的
な
も
の
へ
関
わ
っ
て
い
く
方
向
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
最
も
基
本
的
な
事
項
に
す
ぎ
な
い
。

意
味
は
ど
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
る
の
か
。
当
初
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
意
味
賦

与
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
た
。
こ
れ
は
、
自
我
が
自
由
に
意
味
を
賦
与
で
き
る

と
い
う
こ
と
を
含
意
し
な
い
が
、
し
か
し
、
た
と
え
ば
サ
ル
ト
ル
が
こ
の
発
想
を
受
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け
継
い
だ
と
き
に
は
、
対
自
的
な
意
識
の
「
自
由
」
が
中
心
的
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
概
念
の
内
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
は
、
発
生
的
現
象
学
と
歴

史
の
現
象
学
が
生
じ
て
く
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

発
生
的
現
象
学
が
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
意
味
は
発
生
し
て
く
る
。
最
初
は
、「
感
覚

的
な
も
の
」（das S

en
su

elle

）
が
、
同
質
性
と
異
質
性
を
原
理
と
し
て
、
際
立
っ
て

く
る⑭
。
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
、
自
我
が
目
を
向
け
、
そ
れ
を
「
意
味
」
と
し
て
構
成

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
我
に
よ
る
構
成
は
、
す
で
に
自
我
が
（
触

発
さ
れ
て
）
受
け
と
る
も
の
を
前
提
に
し
て
い
る
。
自
我
は
け
っ
し
て
「
勝
手
に
」
意

味
を
賦
与
で
き
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
意
味
賦
与
は
、
自
我
が
お
の
れ
の

支
配
を
越
え
た
仕
方
で
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
、
そ
れ
を
受
け
と
る
こ
と
に
な
る
よ
う

な
、sen

su
ell

（
感
覚
的
）
な
も
の
の
受
容
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

sen
su

ell

な
も
の
がS

in
n

（
意
味
）
へ
と
生
成
す
る
こ
と
が
意
味
の
発
生
で
あ
る
。

こ
の
か
ぎ
り
で
、
意
味
は
、
そ
の
根
が
い
わ
ば
自
我
の
支
配
圏
の
外
部
へ
と
開
い
て

い
る
。
自
我
の
支
配
力
は
限
定
的
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
歴
史
の
現
象
学
が
示
す
よ
う
に
、こ
の
意
味
の
構
成
に
は
、

「
自
身
や
他
者
の
以
前
の
活
動⑮
」が
関
与
し
て
い
る
。
自
身
の
以
前
の
活
動
が
関
与
し

て
い
る
な
ら
ば
、
歴
史
は
過
去
に
依
拠
す
る
（
少
な
く
と
も
現
在
の
自
我
の
支
配
領
域
を

越
え
る
）。
い
や
、
そ
れ
以
上
に
、
そ
こ
に
他
者
の
活
動
が
関
与
し
て
い
る
な
ら
ば
、

歴
史
は
、（
現
在
の
で
あ
れ
過
去
の
で
あ
れ
）
自
我
の
支
配
領
域
を
越
え
て
い
る
。
そ
れ

は
い
わ
ば
横
に
も
開
い
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
開
く
の
か
。
特
定
の
共
同
体
ま
で
か
。

こ
れ
が
ひ
と
つ
の
（
別
の
言
い
方
で
す
ぐ
そ
れ
に
立
ち
戻
る
が
）
問
題
で
あ
る
。
他
方
、

意
味
構
成
が
「
歴
史
」
を
も
つ
な
ら
ば
、
意
味
構
成
は
、
毎
回
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う

に
（
あ
る
い
は
毎
回
が
初
回
の
よ
う
に
）
な
さ
れ
る
の
で
な
く
、変
化
し
て
い
く
。
そ
れ

ま
で
の
「
歴
史
」
が
そ
れ
以
後
の
構
成
に
影
響
を
与
え
る
。「
自
我
」（
私
）
そ
し
て

「
我
々
」
は
、
そ
れ
を
受
容
し
つ
つ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
新
た
な
構
成
を
遂
行
す

る
。
意
味
の
積
み
重
な
り
に
よ
っ
て
、「
歴
史
」
は
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
の
「
方

向
」
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
「
我
々
」
は
ど
こ
ま
で
広
が
る
の
だ
ろ
う

か
（
こ
れ
が
先
述
の
問
題
で
あ
る
）。
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
、基
本
的
に
「
我
々
」
は
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
、「
ド
イ
ツ
人
」
で
あ

ろ
う
か
、
あ
る
い
は
最
大
限
で
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
」
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
、「
ア
ジ
ア

人
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か⑯
。
こ
れ
ら
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
「
歴
史
」
の
「
方
向
」
に

進
む
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
と
か
、
ア
ジ
ア
的
と
い
っ
た
複
数
の

歴
史
の
方
向
が
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、世
界
の
「
唯
一
性
」
を
認
め
、そ
れ
の
構
造
が
意
味
構
成
の
「
何

で
も
あ
り
」
を
許
さ
な
い
と
考
え
た
が
、
こ
れ
は
歴
史
の
方
向

―
歴
史
の
目
的
論

―
に
つ
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
は
、フ
ッ
サ
ー

ル
的
な
理
性
も
、
そ
の
一
部
と
し
て
の
経
済
理
性
に
引
き
ず
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
形

で
、
人
間
の
歴
史
は
「
世
界
市
民
」
の
「
世
界
史
」
へ
の
道
を
進
む
の
だ
ろ
う
か
。

仮
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
な
か
で
今
回
の
震
災
は
ど
う
い
う
「
意
味
」
を
も
つ

の
だ
ろ
う
か
。「
極
東
」
の
小
国
で
起
き
た
に
す
ぎ
な
い
震
災
は
、「
世
界
史
」
の
意

味
と
は
無
関
係
な
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
小
さ
な
意
味
し
か
も
た
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
逆
に
、
そ
れ
こ
そ
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
「
世
界
史
」

の
「
危
機
」
に
関
わ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

３　

危
機
と
先
見
・
予
知

現
象
学
は
経
験
（exp

erien
ce

）
を
基
礎
に
す
る
。
そ
し
て
経
験
か
ら
離
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
のexperien

ce

と
い
う
言
葉
は
ギ
リ
シ
ア
語
のpeira

（
試
み
、
冒
険
・

危
険
）
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
さ
ら
に
、「
前
に
・
先
に
」
を
意
味
す
る

イ
ン
ド
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
祖
語
のp

er- 

に
由
来
し
て
い
る
。「
前
に
・
先
に
」
進
む
こ
と

は
、
そ
れ
自
体
が
、
す
で
に
一
定
の
危
険
を
孕
ん
で
い
る
。
ド
イ
ツ
語
のG

efah
r

（
危
険
）
も
、
や
は
り
こ
のper- 

に
深
く
関
わ
っ
て
い
る⑰
。
古
代
以
来
、
そ
し
て
、
と
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り
わ
け
近
代
以
来
、
経
験
科
学
に
も
と
づ
い
て
「
前
に
・
先
に
」
進
ん
で
き
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
「
文
明
」
な
い
し
「
文
化⑱
」
が
、
先
述
の
三
つ
の
危
険
そ
し
て
危
機
に
ま

で
到
達
し
て
し
ま
っ
た
の
が
、
二
〇
世
紀
で
あ
っ
た
、
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
圏
で
は
、「
先
」
を
示
す
文
字
は
、「
之
」（
足
の
跡
）
と

「
人
」
の
合
成
で
あ
り
、
そ
れ
は
ス
カ
ウ
ト
（
斥
候
）
の
よ
う
な
役
割
を
意
味
し
た
と

い
う
解
釈
が
あ
る
。
ス
カ
ウ
ト
は
、
先
行
き
の
危
険
・
危
機
を
確
認
す
る
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
未
来
の
危
険
・
危
機
を
見
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
「
先
見
」
と
呼
ん
で

お
き
た
い
。

人
は
「
前
に
・
先
に
」
進
む
と
き
、「
先
見
」
を
必
要
と
す
る
。
そ
こ
に
は
「
未

知
」
の
危
険
が
待
ち
構
え
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
そ
の
未
知
に
対
す
る
科
学

的
な
知

―
こ
れ
を
「
予
知
」
と
呼
ぼ
う

―
が
求
め
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
古
代
で

は
、disaster

（
災
害⑲
）
の
「
予
知
」
の
役
割
を
果
た
す
も
の
はastrology

（
占
星
術
）

で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
お
そ
ら
く
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
だ
現
代
の
意
味

で
の
科
学
の
知
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
近
代
自
然
科

学

―
こ
の
展
開
に
は
、astron

om
y

（
天
文
学
）
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
ガ
リ
レ
イ
、

そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
取
り
上
げ
た
ガ
リ
レ
イ
が
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
わ
け

だ
が⑳

―
が
「
知
」
の
中
心
に
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
純
粋
に
認
識
論
的

に
見
て
も
、
近
代
自
然
科
学
は
、
時
間
を
数
学
的
な
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
「
予
知
」

の
力
を
も
つ
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、disaster

（
災
害
）
の
強
力

な
「
予
知
」
を
可
能
に
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
れ
が
西
洋
で
展
開
し
、
東
洋

に
も
導
入
さ
れ
た
。

経
験
は
危
険
で
あ
る
。
科
学
は
そ
の
予
知
の
可
能
性
を
も
つ
。
さ
ら
に
、こ
れ
は
、

到
来
す
る
事
態
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
可
能
性
、
支
配
の
可
能
性
を
与
え
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
科
学
が
、
天
文
学
以
外
に
、
錬
金
術
（alch

em
y

）

―
こ
こ
か

ら
化
学
（ch

em
istry

）
が
生
じ
た

―
を
も
祖
先
と
し
て
も
つ
と
す
れ
ば
、
後
者
の

地
上
性
と
手
工
性
と
実
利
性
が
技
術
と
よ
り
直
接
的
に
結
び
つ
い
て
、
事
象
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
方
向
性
を
開
い
た
と
い
う
の
も
、
不
思
議
で
は
な
い㉑
。
予
知
も
自
然

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
る
。

日
本
で
は
「
地
震
予
知
連
絡
会
」
が
一
九
六
九
年
に
発
足
し
た
。
こ
れ
は
、
研
究

の
た
め
の
連
絡
会
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
天
気
予
報
の
よ
う
な
実
用
的
な
地
震
予
知

を
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
会
員
を
含
む
大
半
の
地
震
学
者
が
、
今
回

の
大
震
災
に
つ
い
て
も
、
大
津
波
に
つ
い
て
も
、「
想
定
外
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返

し
た
。
科
学
的
な
予
知
は
で
き
な
か
っ
た
。
語
呂
を
あ
わ
せ
れ
ば

―
あ
ら
か
じ
め

の
想
定
と
し
て
の

―
「
予
想
」
す
ら
で
き
な
か
っ
た
。
先
述
の
言
葉
使
い
で
言
え

ば
、
お
よ
そ
先
見
の
明
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
予
想
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
支
配
で
き
な
い
も
の
も

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、ど
う
す
る
か
。
た
と
え
ば
経
済
理
性
は「
保
険
」（in

su
ran

ce

）

と
い
う
発
想
を
持
ち
だ
す
か
も
し
れ
な
い
。
危
険
は
「
危
険
評
価
」
に
も
と
づ
い
て

経
済
的
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
。
飛
行
機
事
故
や
交
通
事
故
の
よ
う
に
原
発
事

故
に
も
、
保
険
を
か
け
、
仮
に
そ
の
保
険
の
コ
ス
ト
が
原
発
稼
働
に
見
合
わ
な
け
れ

ば
原
発
は
廃
止
し
、
見
合
う
な
ら
ば
稼
働
さ
せ
る
べ
き
だ
、
と
。
原
発
が
「
切
り
札
」

と
な
る
は
ず
の
二
酸
化
炭
素
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
見
合
う
炭
素
税
な
ど
を
か

け
て
、
同
様
に
処
理
す
べ
き
だ
、
と
。
結
局
、
問
題
は
こ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
、
と
。

逆
に
、
こ
の
こ
と
が
、
安
全
性
の
高
い
原
発
や
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
抑
制
の
技
術

を
発
達
さ
せ
、
危
険
の
問
題
そ
の
も
の
を
「
解
消
」
さ
せ
て
い
く
だ
ろ
う
、
と
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
「
理
性
的
」
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
経

済
理
性
的
にprogram

化
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
）
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
は
予
想
・
想
定
が
可
能
な
場
合
の
話
で
あ
る
。
で
は
、
現
象
学
は
ど

う
だ
ろ
う
。
現
象
学
は
、
地
震
学
に
対
し
て
、
お
よ
そ
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、

（
科
学
的
な
）
予
知
の
能
力
を
も
た
な
い
し
、
ま
し
て
や
電
力
の
今
後
の
開
発
な
ど
に

つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
歯
が
立
た
な
い
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現

象
学
は
、「
先
見
」
を
示
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
諸
学
が
生
の
意
味
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
論
じ
た
。
そ

れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
い
う
「
生
」
そ
し
て
そ
れ
と
相
関
的
で
不
可
分
な
「
生
活
世

界
」
と
い
う
次
元
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
が
見
失
い
、
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
の
み
見

出
さ
れ
る
「
意
味
」
を
見
失
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
意
味
」
が
、
こ
れ
ま
で
に

沈
殿
し
て
き
た
「
歴
史
」
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
意
味
の
喪
失
は
、

歴
史
の
喪
失
で
も
あ
り
、歴
史
の
喪
失
は
そ
の
「
先
見
」
を
も
不
可
能
に
す
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、「
生
活
世
界
」
に
帰
り
、さ
ら
に
は
「
生
」
に
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
歴

史
」
の
方
向
を
見
出
し
た
と
考
え
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
歴
史
的
「
先
見
」
は
、
世
界

全
体
の
「
学
問
化
」
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
で
、
こ
の
先

見
は
当
た
っ
た
と
言
え
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
科
学
と
そ
の
成
果
は
、
い
ま
や
知
的

財
産
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
財
産
を
扱
う
「
経
済
的
理
性
」
こ
そ
が
、
世
界
を
支
配

し
て
い
る
。
い
や
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
危
機
』
書
に
お
い
て
わ
ざ
わ
ざ
英
語
で

prosperity

（
繁
栄
）
を
語
っ
た
時
、
す
で
に
経
済
的
理
性
の
支
配
を
先
見
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い㉒
。

し
か
し
、
現
象
学
は
、
そ
の
大
き
な
枠
組
み
で
の
歴
史
へ
の
先
見
を
語
る
前
に
、

個
々
の
未
来
の
「
未
知
性
」
を
語
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
原
印
象
的
な

も
の
で
す
ら
、
意
識
に
と
っ
て
疎
遠
で
あ
り
（bew

u
ßtsein

sfrem
d

㉓
）、
自
我
の
支
配

が
及
ば
な
い
。
ま
し
て
や
未
来
に
つ
い
て
は
、
予
持
が
そ
の
到
来
を
待
ち
構
え
て
い

る
と
し
て
も
、実
際
に
到
来
す
る
内
実
が
し
ば
し
ば
「
期
待
外
れ
」（E

n
ttäu

sch
u

n
g

）

を
引
き
起
こ
す
。
経
験
に
基
礎
を
置
く
経
験
科
学
は
、こ
れ
を
免
れ
え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
意
味
で
の
理
性
の
限
界
は
、
た
と
え
ば
「
上
か
ら
の
哲
学
」
と
し
て
の
カ

ン
ト
哲
学
に
お
け
る
よ
う
な
主
観
的
な
制
約
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
経
験
そ
の
も
の

の
制
約
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
我
は
、
到
来
す
る
も
の
を
、
支
配
す
る
よ
り
も
受
け

入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
間
意
識
に
基
礎
を
置
く
歴
史
へ
の
先
見
に
お
い
て
も
、

そ
う
し
た
制
約
は
残
る
は
ず
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
制
約
の
う
ち
に
は
、「
支

配
」
に
つ
な
が
る
「
予
知
」
と
は
別
の
仕
方
で
の
知
の
在
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
鴨
長
明
の
よ
う
に
、（
時
間
的
に
あ
る
い
は
歴
史
的
に
）
到
来
す
る
事
態
す

べ
て
を
無
常
観
の
も
と
で
受
容
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
に
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
あ
る
い
は
、
後
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
にG

esch
ick

が
変
わ
る
の
を
、
準

備
し
つ
つ
で
あ
れ
、「
待
つ
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
近
代
の
技
術
は
、

危
険
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
支
配
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
人
間
中
心
主
義

と
い
う
意
味
で
の
主
観
主
義
が
働
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
観
主
義
は
、
た
し
か
に

む
し
ろG

estell

体
制
が
人
間
を
支
配
し
て
成
立
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
と
は
い
え
、
と
り
わ
け
原
発
が
危
険
に
陥
っ
て
い
る
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
は

G
esch

ick

が
変
わ
る
の
を
「
待
つ
」
余
裕
は
な
い
。
い
や
、
原
発
と
い
っ
た
個
別
の

問
題
で
は
な
く
、G

estell

体
制
そ
れ
自
体
が
問
題
だ
と
し
て
も
、
言
い
換
え
れ
ば
、

原
発
に
対
す
る
緊
急
対
応
も
、
原
発
を
生
み
だ
し
た
の
と
同
じG

estell

体
制
の
な

か
で
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
、
そ
のG

estell

体
制
が
変
わ
る
の
を

「
待
つ
」
し
か
な
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
を
「
わ
れ
わ
れ
」
が
自
由
意
志
的
に
変

え
よ
う
と
す
る
の
は
、
主
観
主
義
で
あ
り
人
間
中
心
主
義
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
別
の

可
能
性
を
開
く
の
は
芸
術
的
な
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
お
そ
ら
く
、
わ
れ
わ
れ
が
、
歴
史
が
「
い
ま
」
わ
れ
わ
れ
の
「
理
性
」
に
課

し
て
い
る
課
題
に
「
責
任
」
を
も
っ
て
応
え
る
に
は
、
こ
の
ど
ち
ら
も
十
分
で
な
い

だ
ろ
う
。

４　

告
発
と
責
任

現
代
の
映
像
技
術
は
、
地
震
と
津
波
に
よ
っ
て
家
族
を
な
く
し
た
人
々
の
顔
を
、

さ
ら
に
そ
の
後
に
は
原
発
事
故
に
よ
っ
て
住
む
土
地
か
ら
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

人
々
の
顔
を
、
鮮
明
に
映
し
出
す
。
そ
う
し
た
顔
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
前
で
、
対
面

状
況
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、私
は
「
自
己
」
を
告
発
（accu

sé

）
さ
れ
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る
も
の
と
感
じ
る
。
こ
の
と
き
の
「
自
己
」
は
、
主
体
性
を
も
っ
た
能
動
的
な
「
主

格
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
自
己
」
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
言
う
よ
う
に
、「
告
発
」

さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
対
格accu

satif

」
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
う
記
し
て

い
る
。「
私
の
意
に
反
し
て
、〈
他
者
の
た
め
に
〉（p

ou
r-u

n
-au

tre

）〔
が
生
じ
る
〕。

こ
れ
こ
そ
が
卓
越
し
た
意
味
作
用
（sign

ification

）
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
自
己
自

身
（soi-m

êm
e

）
の
、
す
な
わ
ち
自
己
（se

）
の
意
味
（sen

s

）
で
も
あ
る
の
だ
。
こ

の
自
己
（se

）
は
対
格
＝
被
告
格
（accu

satif

）
で
あ
り
、
こ
れ
は
い
か
な
る
主
格
か

ら
も
派
生
し
な
い
。
こ
れ
は
、
自
己
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
再
び
見
い
だ
す

と
い
う
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
仕
方
で
自
己
を
告
知
す
る
と
い
う
こ
と

に
は
格
別
な
何
か
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
私
を
他
者
の
顔
に
向
か
う
よ
う
に

命
じ
る
こ
と
に
あ
る㉔
」。「
自
己
」
と
し
て
の
「
私
」
と
は
、
ほ
か
の
多
数
の
人
間
の

な
か
の
一
人
と
し
て
の
私
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
開
か
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
「
こ
の
私
」
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、「
私
」
は
選
ば
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
選

ば
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
、
不
運
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
状
態
か
ら
逃
げ

出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
私
」
が
、
デ
カ
ル
ト
の
「
私
」
と
は
異
な
っ
て
、
世
界
に
、

歴
史
に
、
意
味
の
運
動
に
開
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
発
見
が
、
現
象

学
の
発
見
だ
っ
た
。
現
象
学
的
還
元
は
、
意
識
の
内
部
に
引
き
こ
も
る
こ
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
、
意
味
の
領
分
に
開
か
れ
、
そ
こ
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の

意
味
の
領
分
は
、
私
が
支
配
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
私
に
、
意
味
と
し
て
完
成

さ
せ
る
よ
う
に
促
し
て
く
る
運
動
が
生
じ
る
領
分
で
あ
っ
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
発
見

し
た
の
は
、さ
ら
に
、そ
う
し
た
「
私
」
の
開
け
に
は
、さ
ら
に
「
他
者
」
が
関
わ
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。「
他
者
」
の
顔
に
「
私
」
は
曝
さ
れ
、他
者
の
ほ
う
に

振
り
向
く
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
ま
た
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
従
属
的
主

体
と
し
て
、
そ
れ
へ
の
応
答
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
こ

そ
、「
私
」
の
「
意
味
」
が
生
じ
る
。

だ
が
、「
私
」
は
、
対
面
状
況
に
お
け
る
他
者
の
顔
だ
け
で
な
く
、
映
像
に
お
け
る

顔
た
ち
の
顔
に
も
、「
私
」
は
応
答
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

そ
の
顔
を
私
が
見
た
こ
と
の
な
い
「
死
者
た
ち
」
に
も
応
答
責
任
を
感
じ
て
し
ま
う
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
私
」
は
、
科
学
と
技
術
と
経
済
の
も
と
で
人
間
の
現
存
在

（
生
存
）
を
継
続
す
る
現
代
社
会
の
な
か
で
、
そ
の
歴
史
と
文
明
／
文
化
に
曝
さ
れ
な

が
ら
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
を
つ
う
じ
て
自
然
に
も
曝
さ
れ
な
が
ら
、
生
き
て
い
る
。

こ
の
全
体
状
況
の
な
か
で
、「
私
」
は
告
発
さ
れ
、
応
答
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
あ
る
意
味
で
は
ト
ラ
ウ
マ
的
な
事
態
で
あ
る
。

告
発
さ
れ
る
「
私
」
は
、
唯
一
的
で
あ
る
。
な
ぜ
他
人
で
な
く
、
こ
の
私
が
告
発

さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は
、
理
由
を
見
出
せ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
問
い
と
し
て

有
効
で
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
私
」
は
、
す
で
に
唯
一
の
、
選
ば
れ

て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
告
発
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
「
私
」

は
、
対
面
状
況
に
お
け
る
他
者
の
顔
に
の
み
な
ら
ず
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
そ
の

歴
史
、
そ
の
文
明
、
そ
の
文
化
、
そ
し
て
そ
の
自
然
に
も
開
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

に
開
か
れ
て
い
る
の
は
、
し
か
し
、
唯
一
化
・
単
独
化
し
た
「
私
」
を
越
え
て
、「
わ

れ
わ
れ
」
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
私
」
の
み
な
ら
ず
「
わ
れ
わ
れ
」
も
、accu

satif

（
対
格
＝
被
告
格
）
と
し
て
告
発
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
言

う
と
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
示
し
た
よ
う
な
唯
一
的
な
主
体
の
応
答
責
任
を
、
い
わ
ば
希

釈
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
結
局
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
努
力
を
水
泡
に
帰
さ
せ
る

危
険
を
孕
む
。
そ
れ
で
も
、
今
回
の
災
害
は
、
単
純
な
天
災
で
も
な
く
、
逆
に
、
単

純
な
人
災
で
も
な
く
、
歴
史
、
文
明
／
文
化
、
自
然
の
い
っ
さ
い
に
か
か
わ
る
複
合

的
な
災
害
で
あ
る
。
こ
れ
を
目
に
す
る
と
き
、
唯
一
的
な
主
体
の
問
題
で
は
済
ま
な

い
。
と
す
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
」
の
応
答
責
任
は
、
現
代
の
現
象
学
の
き
わ
め
て
大
き

な
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
災
害
が
、
た
と
え
ば
放
射
性
ヨ

ウ
素
に
代
表
さ
れ
る
短
期
的
な
も
の
（
半
減
期
八
日
）
だ
け
で
な
く
、
放
射
性
セ
シ
ウ

ム
（
半
減
期
三
〇
年
）、
さ
ら
に
あ
ま
り
に
長
期
的
な
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
な
ど
の
問
題
を
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含
ん
で
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
現
在
の
「
わ
れ
わ
れ
」
の
み
で
な

く
、「
間
世
代
性
」
と
し
て
の
「
わ
れ
わ
れ
」
に
関
わ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
課
さ
れ

た
問
題
に
応
答
し
続
け
て
い
く
作
業
の
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」（
持
続
可
能
性
）
に

関
わ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
つ
て
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
近
代
資
本
主
義
が
人
間
労
働
の
集
約
度
を
高
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
「
生
産
性
」
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
仕
事
を
は
じ
め
た
と
き
、

そ
れ
を
こ
の
上
も
な
く
頑
強
に
妨
害
し
つ
づ
け
た
も
の
は
、
資
本
主
義
以
前
の
経
済

労
働
の
こ
う
し
た
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
な
の
で
あ
っ
た㉕
」
と
述
べ
た
。
こ
の
発
想
の

前
提
に
あ
る
の
は
、「
人
は
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
」
で
き
る
だ
け
多
く
の
貨
幣
を
え
よ

う
と
願
う
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
単
純
に
生
活
す
る
、
つ
ま
り
習
慣
と
し
て
き

た
生
活
を
つ
づ
け
、
そ
れ
に
必
要
な
も
の
を
え
る
こ
と
だ
け
を
願
う
に
す
ぎ
な
い
」

と
い
う
人
間
洞
察
だ
っ
た
。
し
か
し
、現
在
の「
世
界
史
」の「
方
向
」は
、produ

ction

中
心
で
あ
り
、project

的
で
あ
り
、こ
の
意
味
で
、progressive

で
あ
り
、program

的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
べ
て
がpro

の
方
向
に
、per-

の
方
向
に
傾
い
て

い
る
。
こ
れ
はprosperity

を
目
指
す
が
、
同
時
に
、
そ
こ
にproblem

も
生
じ
て

し
ま
う
。
こ
の
動
向
そ
の
も
の
が
継
続
的
で
あ
る
な
か
で
、
可
能
な
も
の
だ
け
を
実

現
す
る
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
的
発
想
に
対
抗
す
る
デ
リ
ダ
の
「
不
可
能
な
も
の
」
の
発

想
は
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
仕
方
で
のproblem

へ
の
応
答
は
、
ど
こ
ま
で
／
い

つ
ま
でsu

stain
able

で
あ
ろ
う
か
。

終
わ
り
に

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
存
在
か
ら
課
さ
れ
る
課
題
に
対
し
て
、
応
答
（en

t-sp
rech

en

）

し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
場
合
のen

t-sprech
en

は
、第
一
義
的
に
、Gew

orfen
h

eit

（
被
投
性
）
に
対
す
るE

n
tw

u
rf

（
企
投
）
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
与
え
ら
れ
も
の
を

よ
り
い
っ
そ
う
遠
く
に
投
げ
る
と
い
う
関
係
だ
っ
た
。
し
か
し
、en

t

に
は
、
も
う

ひ
と
つ
の
可
能
な
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
はen

tgegen

（
対
抗
し
て
）
の
意
味
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
、
こ
の
意
味
は
十
分
に
活
か
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る㉖
。

彼
のV

ern
u

n
ft

（
理
性
）
も
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
性
と
は

ま
っ
た
く
異
質
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
基
本
的
に
、
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を

vern
eh

m
en

（
受
け
取
る
）
す
る
。

理
性
（reason

, V
ern

u
ft

）
は
、
日
本
で
は
「
理
性
」
と
表
記
さ
れ
る
。
こ
こ
に
含

ま
れ
る
「
理
」
は
、「
こ
と
わ
り
」
と
も
呼
ば
れ
る
。「
こ
と
わ
り
」
は
、動
詞
の
「
こ

と
わ
る
」
に
由
来
す
る
。
こ
れ
は
「
事
割
る
」
を
原
義
と
す
る
。
物
事
の
隠
れ
た
筋

道
を
（
見
つ
け
出
し
て
）
判
断
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の

言
葉
は
、
筋
を
通
し
て
「
拒
絶
す
る
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本

の
理
性
は
、
洞
察
と
と
も
に
拒
絶
の
機
能
を
も
つ
の
で
あ
る
。
日
本
の
情
緒
の
、
天

災
を
受
け
入
れ
る
傾
向
に
対
し
て
、
日
本
の
理
性
は
、
事
象
の
真
理
を
洞
察
し
つ
つ
、

と
き
に
、
プ
ロ
フ
ェ
ク
ト
を
リ
ジ
ェ
ク
ト
す
る
（reject

）。

現
在
の
「
理
性
」
そ
の
も
の
の
内
的
な
支
配
関
係

―
理
性
の
一
部
分
が
他
の
す

べ
て
の
部
分
の
支
配
者
と
な
っ
て
い
る

―
に
対
し
て
、
そ
の
「
理
性
」
は
、
お
の

れ
の
進
ん
で
い
る
道
を
、
そ
の
方
向
を
、
ま
さ
に
こ
の
新
た
な
危
機
に
お
い
て
、
立

ち
止
ま
っ
て
洞
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

も
し
フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、
理
性
は
さ
ま
ざ
ま
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
を
許

さ
な
い
な
ら
ば
、
経
済
理
性
だ
け
を
理
性
か
ら
追
放
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
私
自
身
もreason

able

な
航
空
券
に
よ
っ
て
こ
こ
に
来
て
い
る
。
し
か

し
、
も
し
理
性
に
「
こ
と
わ
る
」
機
能
が
含
ま
れ
る
な
ら
ば
、
理
性
自
身
の
う
ち
で
、

経
済
理
性
が
理
性
す
べ
て
を
代
表
し
て
し
ま
う
越
権
を
「
こ
と
わ
る
」
こ
と
が
必
要

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
理
性
の
理
性
自
身
に
対
す
る
、
応
答
で
あ
り
、

責
任
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
歴
史
の
方
向
運
動
に
対
し
て
も
、
今
、
立
ち
と
ど
ま
っ
て

考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ひ
た
す
らp

ro

だ
け
に
向
か
う
の
で
な
く
、
言
い
換
え
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れ
ば
、project

を
立
て
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
ひ
た
す
ら
速
く
走
り
、
他
者
を
リ
ー

ド
す
る
こ
と
だ
け
を
狙
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
運
動
の
な
か
で
も
、
そ
れ
を
拒
絶

（reject
）
し
て
、
立
ち
と
ど
ま
る
こ
と
（stan

din
g

）
が
必
要
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

予
知
の
能
力
、（
科
学
的
）
説
明
の
能
力
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
理
解
（u

n
derstan

d
in

g, 

versteh
en

）
の
能
力
も
限
界
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
理
解
と
は
別
の
も
の
が
わ

れ
わ
れ
を
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、今
回
の
震
災
は
教
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
、

多
く
の
国
外
の
友
人
た
ち
が
送
っ
て
く
れ
た「
わ
れ
わ
れ
は
君
た
ち
と
と
も
に
あ
る
」

（w
e are w

ith
 you

）と
い
う
言
葉
に
間
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
は
、stan

din
g-

by

、beisteh
en

で
も
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
グ

ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
の
文
明
／

文
化
の
歴
史
を
共
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
も
互
い

に
理
解
し
合
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
のpro
の
傾
き
を
止
め
る
こ
と
は「
不

可
能
」
で
あ
る
。
い
や
、
完
全
に
止
め
て
し
ま
え
ば
、
お
そ
ら
く
生
存
す
ら
も
危
機

に
陥
る
。
と
は
い
え
、p

ro

の
傾
き
が
大
き
す
ぎ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
が
、
お
そ
ら
く
今
回
の

problem

の
根
幹
に
あ
る
。

互
い
に
理
解
し
な
い
者
同
士
が
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
で
き
な
い
者
同
士
が
、

そ
れ
で
も
一
人
で
は
な
く
、
と
も
にbeisteh

en

す
る
と
い
う
可
能
性
が
、
わ
れ
わ

れ
の
生
と
生
活
世
界
の
な
か
に
残
っ
て
い
る
。
未
来
を
予
見
で
き
ず
、
他
者
を
理
解

で
き
な
い
者
が
、
そ
れ
で
も
、「
前
に
・
先
に
」

―
た
だ
し
こ
れ
ま
で
と
は
「
別
の

仕
方
で
」

―
進
む
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
他
者
に
先
ん
じ
る
の
で

な
く
、
む
し
ろ
、
他
者
と
のbeisteh

en

を
忘
れ
な
い
と
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

の
と
き
、p

ro

の
速
度
を
い
く
ら
か
抑
制
し
て
進
む
、
生
と
生
活
世
界
の
可
能
性
が

生
じ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
今
回
の
震
災
に
お
い
て
、
多
く
の
友

人
た
ち
が
私
に
教
え
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
、
歴
史
が
送
っ
て
く
る
課
題
に

対
し
て
現
象
学
的
理
性
が
責
任
を
も
っ
て
応
答
す
る
た
め
の
基
盤
で
あ
ろ
う㉗
。

T
h

an
k you

 for you
r stan

din
g-by.

注
①　

本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
九
月
に
ス
ペ
イ
ン
・
セ
ゴ
ヴ
ィ
ア
のIE

 U
n

iversidad

で

開
催
さ
れ
た
第
４
回O

rgan
ization

 of P
h

en
om

en
ological O

rgan
ization

s

大

会
（O

P
O

 IV

）「
理
性
と
生

―
哲
学
の
責
任
」
に
お
い
て
基
調
講
演
と
し
て
読
ま

れ
た
も
の
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
外
国
で
の
講
演
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
た

め
、
日
本
の
読
者
に
と
っ
て
不
要
と
感
じ
ら
れ
る
文
言
も
含
ま
れ
る
。
し
か
も
、
基
調

講
演
と
し
て
の
性
格
か
ら
し
て
、詳
細
な
議
論
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
が
日
下
部

吉
信
・
服
部
健
二
両
先
生
の
退
職
記
念
号
に
ふ
さ
わ
し
い
原
稿
で
あ
る
か
、
私
自
身
迷

い
が
あ
っ
た
が
、
上
記
大
会
に
お
い
て
組
織
者
のA

gu
stín

 de S
erran

o de H
aro 

M
artin

ez

氏
や
、D

erm
ot M

oran

氏
（
次
期
「
世
界
哲
学
会
」
の
会
長
）
な
ど
か

ら
評
価
や
公
表
の
勧
め
を
受
け
た
こ
と
が
、
本
稿
を
寄
稿
す
る
動
機
づ
け
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
記
さ
れ
た
東
日
本
大
震
災
の
現
状
が
今
後
の
日
本
そ
し
て
世
界
の
進
む
方
向

に
、
そ
し
て
哲
学
の
進
む
方
向
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
現
在
に
お
け
る
哲
学
的
・
現
象
学
的
な
思
索
を
残
し
て
お
く
こ

と
は
お
そ
ら
く
両
先
生
に
と
っ
て
も
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、も
し
現
象
学

が
科
学
の
「
危
機
」
の
哲
学
で
あ
り
、
そ
の
科
学
が
か
つ
て
の
リ
ス
ボ
ン
大
震
災

（
一
七
五
五
年
）
に
お
い
て
そ
の
展
開
の
大
き
な
機
縁
を
得
た
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
、

東
日
本
大
震
災
が
リ
ス
ボ
ン
大
震
災
か
ら
現
在
ま
で
の
科
学（
そ
し
て
同
時
に
展
開
し

た
技
術
）
と
そ
の
転
機
に
対
し
て
真
摯
な
反
省
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
。

②　

二
〇
一
一
年
六
月
時
点
で
の
推
計
で
は
、
広
島
型
原
爆
一
六
八
個
分
の
セ
シ
ウ
ム

一
三
七
が
放
出
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
る
。

③　
「
安
全
」
を
意
味
す
るsecu

re

と
い
う
言
葉
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
のsan

s sou
ci

と

同
様
に
、「
気
遣
い
・
憂
慮
が
な
い
」
と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
（
接
頭
辞
のse

は
否
定

の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
）。
こ
の
こ
と
を
ど
う
解
釈
す
る
か
。
私
は
「
安
全
」
あ
る

い
は
「
安
心
」
が
先
行
し
て
、
そ
の
後
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
「
不
安
」
が
生
じ
る
の

で
は
な
く
、
逆
だ
と
考
え
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
安
全
・
安
心
は
、
気
遣
い
・
憂

慮
・
不
安
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
そ
れ
を
否
定
し
、
覆
い
隠
す
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

④　
「
安
全
」
の
「
安
」
が
原
意
（
神
な
ど
に
安
静
・
安
寧
を
求
め
る
）
に
近
く
、「
安

価
」
の
「
安
」
は
日
本
語
で
の
語
法
だ
と
さ
れ
る
。
両
者
を
単
純
に
結
び
つ
け
る
の
は

「
安
直
」
だ
が
、
実
際
、
震
災
前
の
日
本
で
は
両
者
が
安
直
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
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⑤　

和
辻
は
、
モ
ン
ス
ー
ン
的
な
風
土
類
型
の
な
か
で
、
日
本
人
に
「
台
風
的
性
格
」
を

認
め
る
。
モ
ン
ス
ー
ン
的
な
そ
れ
は
、「
受
容
的
」
で
「
忍
従
的
」
だ
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、
受
容
性
の
な
か
で
、
日
本
は
一
定
の
特
殊
性
を
も
つ
。「
第
一
に
そ
れ
は
熱
帯

的
・
寒
帯
的
で
あ
る
。
…
…
四
季
お
り
お
り
の
季
節
の
変
化
0

0

が
著
し
い
よ
う
に
、
日
本

の
人
間
の
受
容
性
は
調
子
の
早
い
移
り
変
わ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
要
求
す
る
。」「
第
二
に
そ
れ
は
季
節

的
・
突
発
的
で
あ
る
。
変
化
に
お
い
て
ひ
そ
か
に
持
久
す
る
感
情
は
、
…
…
変
化
の
各

0

0

0

0

瞬
間
に
突
発
性
を
含
み
つ
つ
前
の
感
情
に
規
定
せ
ら
れ
た
他
の
感
情
に
転
化
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の

で
あ
る
。」（
和
辻
哲
郎
『
風
土
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
、
一
六
三
頁
）

　
　

忍
従
性
も
、
一
定
程
度
、
特
殊
で
あ
る
。「
こ
こ
で
も
そ
れ
は
第
一
に
熱
帯
的
・
寒

帯
的
で
あ
る
。…
…
あ
き
ら
め
で
も
あ
り
つ
つ
も
反
抗
に
お
い
て
変
化
を
通
じ
て
気
短

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
辛
抱
す
る
忍
従

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。」
あ
る
い
は
「
持
久
的
な
ら
ぬ
あ
き
ら
め

0

0

0

0

」
と
も
言
わ
れ

る
。「
第
二
に
こ
の
忍
従
性
も
ま
た
季
節
的
・
突
発
的
で
あ
る
。
…
…
繰
り
返
し
行
く

忍
従
の
各
瞬
間
に
突
発
的
な
忍
従
を
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。忍
従
に
含
ま
れ
た
反
抗

は
し
ば
し
ば
台
風
的
な
る
猛
烈
さ
を
も
っ
て
突
発
的
に
燃
え
上
が
る
が
、し
か
し
こ
の

感
情
の
嵐
の
あ
と
に
は
突
如
と
し
て
静
寂
な
あ
き
ら
め
が
現
わ
れ
る
。」（
一
六
四
〜

一
六
五
頁
）

　
　

さ
ら
に
和
辻
は
、
日
本
人
の
道
徳
に
つ
い
て
、「
そ
れ
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
決
し

て
日
本
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。し
か
し
日
本
に
お
い
て
特
殊
な
力
強
さ
を
も
っ
て
自

覚
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
自
覚
の
特
殊
性
は
ま
さ
に
し
め
や
か
な
激

情
・
戦
闘
的
恬
淡
と
い
う
ご
と
き
国
民
の
特
殊
性
に
も
と
づ
く
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」

（
一
八
四
〜
一
八
五
頁
）
と
い
う
。

⑥　

中
国
も
一
六
五
五
年
か
ら
「
海
禁
」
を
行
っ
た
が
、目
的
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

⑦　

“ME
 d

au
n

ger A
F

 d
a

（u

）nger = O
F

 d
an

gier, d
on

gier

（F
 dan

ger

）pow
er, 

dom
in

ation
, < V

L
 d

om
in

iariu

（m

）, 

↑ L
 d

om
in

iu
m

 lordsh
ip, pow

er, 

↑ 
d

om
in

iu
s lord

”（『D
iction

ary of E
n

glish
 E

tym
ology

』、
研
究
社
、
一
九
九
七

年
）

⑧　
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』（H

u
a V

I

）
参
照
。

⑨　
『
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
』（G

A
 B

d.79

）
参
照
。

⑩　
『
暴
力
に
つ
い
て

―
共
和
国
の
危
機
』（H

an
n

ah
 A

ren
d

t, C
risis of th

e 

R
epu

blic, H
arcou

rt B
race Javan

ovich
, In

c. N
ew

 York, 1969

）
参
照
。
も
ち

ろ
ん
、「
文
化
の
危
機
」
も
危
機
の
問
題
に
つ
ら
な
る
。

⑪　
「
単
な
る
事
実
学
は
…
…
こ
の
人
間
の
現
存
在
全
体
の
意
味
な
い
し
無
意
味
に
つ
い

て
の
問
い
を
排
除
す
る
」（H

u
a V

I, 4

）。

⑫　

S
en

du
n

g

と
い
う
言
葉
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
使
っ
て
い
る
。

⑬　

こ
の
言
葉
はsch

ick
en

（
送
る
）
に
由
来
す
る
が
、
内
容
的
にsen

d
en

と
重
な

る
。

⑭　

H
u

a X
I, S.129

参
照
。

⑮　
「
自
然
的
な
言
い
回
し
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
言
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
、
わ

れ
わ
れ
は
机
や
ベ
ン
チ
や
大
学
ノ
ー
ト
な
ど
を
見
る
、
と
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
が
、
見

ら
れ
た
事
物
を
〔
単
純
に
そ
れ
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
〕、
あ
る
意
味
連

関
の
う
ち
で

―
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
自
身
の
お
よ
び
他
者
の
〔
先
行
す
る
〕
活
動

に
わ
れ
わ
れ
を
引
き
戻
す
よ
う
な
意
味
連
関
な
の
だ
が

―
表
現
し
て
い
る
と
い
う

の
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
見
る
星
々
を
、

天
体
と
し
て
特
徴
づ
け
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
、
温
度
に
つ
い
て
述
べ
る
経
験
的
言
明

の
事
例
と
し
て
受
け
と
る
な
ら
ば
、そ
の
つ
ど
現
実
に
経
験
さ
れ
た
も
の
〔
＝
見
ら
れ

た
星
々
〕
に
は
、
た
い
て
い
、
知
の
沈
殿

―
こ
れ
は
、
以
前
の
思
考
活
動
に
由
来
し

て
い
る

―
が
付
着
し
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。」（H

u
a IX

 S.57

）
こ
こ
で

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
星
々
」
を
「
天
体
」
と
し
て
見
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
が
、こ
う
し

た
「
天
文
学
」
的
見
方
も
、
歴
史
的
沈
殿
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑯　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
イ
ン
ド
人
化
」（In

dian
isieru

n
g

）
を
拒
ん
で
い
た
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
「
日
本
人
」
が
西
欧
の
歴
史
に
関
わ
る
こ
と
に
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
た
。
ハ

イ
デ
ガ
ー
と
東
洋
（
日
本
）
の
思
想
を
結
び
つ
け
る
解
釈
は
少
な
く
な
い
が
、こ
こ
で

は
慎
重
を
期
し
て
、
判
断
を
留
保
し
て
お
き
た
い
。

⑰　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、Gefahr

がfara

に
由
来
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、fara

は
さ
ら

に
こ
のper-

に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。Cf. D

uden: D
as H

erku
n

ftw
örterbu

ch
.

⑱　

こ
の
「
文
明
」
な
い
し
「
文
化
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
、西
川
長
夫
の
研
究
が
重
要

で
あ
ろ
う
。

⑲　

こ
のd

isaster

と
い
う
言
葉
は
、
い
わ
ば
「
星
の
巡
り
の
悪
さ
」
と
で
も
い
っ
た

意
味
を
も
つ
。
日
本
語
に
訳
す
と
い
く
ら
か
わ
か
り
に
く
く
な
る
が
、こ
の
文
脈
で
は

「
星
」（
天
体
）
を
軸
に
し
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

⑳　
『
危
機
』
書
と
注
⑮
参
照
。
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㉑　

ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
で
の
議
論
が
有
名
だ
が
、広

義
の
自
然
支
配
に
関
し
て
は
近
代
の
（
解
剖
学
的
・
外
科
的
）
医
術
の
展
開
も
重
視
す

べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㉒　

H
u

a V
I, S.4

参
照
。

㉓　

H
u

a X
, S.100

参
照
。

㉔　

A
u

trem
en

t qu

’être ou
 au

-d
elà d

’essen
ce, M

artin
u

s N
ijh

off, 1974, p.14. 

こ
の
箇
所
は
、
サ
ル
ト
ル
の
議
論
を
い
わ
ば
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め

る
。
サ
ル
ト
ル
で
は
、ま
ず
「
対
自
」（pou

r-soi

）
が
、自
己
超
越
的
な
企
投
に
よ
っ

て
対
象
に
意
味
賦
与
す
る
。
こ
れ
が
意
味
作
用
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
対
自
は
、
そ
の
後
、
他
者
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て

―
も
し
そ
の
「
自
己
」
を
お

お
ざ
っ
ぱ
に
「
私
」（m

oi

）
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
私
の
意
に

反
し
て
」

―
「
対
他
」（pou

r-au
tru

i
）
に
転
化
・
派
生
す
る
。
対
他
は
、
対
象-

自
己
で
あ
り
、
他
者
に
と
っ
て
の
対
格
だ
と
も
言
え
る
。
た
だ
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で

は
、
あ
る
意
味
で
逆
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
（
と
り
わ
け
他
者
の
顔
に
お
い
て
）

起
こ
る
こ
と
が
、
卓
越
し
た
意
味
作
用
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
己
の
側
の
企
投
に
は
属
さ

な
い
。　

㉕　
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
世
界
の
名
著
、
河
出
書

房
、
一
二
三
〜
一
二
四
頁
）

㉖　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
抗
争
」
も
重
視
す
る
が
、
し
か
し
、
人
間
（
現
存
在
）
の
側
か
ら

の
（
抗
争
的
な
？
）
拒
絶
と
い
う
側
面
は
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
が
拒
絶
さ
れ

る
こ
と
は
あ
る
が
。

㉗　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
な
倫
理
学
は
、ま
ず
も
っ
て
論
理
学
の
構
想
を
拡
張
す
る

形
で
、
構
想
さ
れ
た
。
し
か
し
、
諸
学
の
基
礎
と
な
る
形
式
論
理
学
は
、
そ
れ
自
体
、

経
験
（
経
験
論
的
な
経
験
で
は
な
く
、「
超
越
論
的
経
験
」
だ
が
）
か
ら
基
礎
づ
け
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、（
形
式
的
価
値
論
や
形
式
的
実
践
論
か
ら
成
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
）
フ
ッ
サ
ー
ル
の
倫
理
学
も
、
同
様
に
、
経
験
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
経
験
に
お
い
て
、「
意
味
」
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
と

き
、
自
我
・
自
然
・
他
者
が
絡
ん
で
く
る
。
私
（
自
我
）
は
、
自
然
か
ら
呼
び
か
け
ら

れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
自
然
は
純
粋
な
自
然
で
は
な
く
、
つ
ね
に
文
化
的
に
汚
染
さ

れ
た
自
然
、
あ
る
い
は
歴
史
的
な
自
然
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
私
（
自
我
）
は
、
他
者
か

ら
も
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
者
は
歴
史
に
も
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
自
律
を
是

と
す
る
カ
ン
ト
的
（
近
代
的
）
自
我
の
自
己
立
法
は
、
こ
れ
ら
か
ら
距
離
を
と
る
が
、

し
か
し
、
完
全
な
自
律
・
自
立

―
こ
の
可
能
性
の
た
め
に
カ
ン
ト
は
英
知
界
を
要
請

し
た
わ
け
だ
が

―
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。具
体
的
な
経
験
は
こ
れ
ら
の
絡
み
合
い

の
な
か
に
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
の
分
析
を
こ
こ
で
一
部
試
み
た
が
、さ
ら
な
る
分
析

が
お
そ
ら
く
本
来
の
現
象
学
的
な
倫
理
の
基
礎
と
な
る
だ
ろ
う
。（

本
学
文
学
部
教
授
）


