
序　

言

我
が
国
の
哲
学
者
九
鬼
周
造
（
一
八
八
八
〜
一
九
四
一
）
は
、
狭
義
の

哲
学
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
芸
術
や
文
芸
に
つ
い
て
の
論
考
も
多
く
、
ま

た
自
ら
詩
作
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
時
に
詩
人
哲
学
者
と
呼
ば
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
の
哲
学
へ
の
関
心
は
、
狭
義
の
哲
学
研
究
の

み
な
ら
ず
、
文
芸
研
究
や
美
学
研
究
、
あ
る
い
は
日
本
文
化
研
究
の
方
面

か
ら
も
し
ば
し
ば
向
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
諸
研

究
は
、
各
々
の
研
究
領
域
に
お
け
る
文
脈
と
関
心
か
ら
九
鬼
哲
学
の
一
側

面
に
光
を
当
て
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
創
造
的
な
解
釈
を
加
え
る
と
い
う
点

で
は
た
し
か
に
興
味
深
く
、
ま
た
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
反
面
、
あ
く
ま

で
も
一
側
面
で
し
か
な
い「
部
分
」を
九
鬼
哲
学
の「
全
体
」か
ら
切
り
取
っ

た
断
片
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
傾
向
も
ま
た
否
め
な
い
。
た
し
か
に
、
九

鬼
哲
学
に
お
け
る
様
々
な
主
題—

例
え
ば
時
間
論
、
偶
然
論
、「
い
き
」、

日
本
詩
に
お
け
る
押
韻
論
、
等
々—

は
、
そ
の
各
々
が
独
立
し
た
論
考

と
し
て
の
完
成
度
を
保
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
ら
を
単
体
と
し
て

考
察
対
象
と
し
て
も
十
分
に
意
義
深
い
研
究
と
な
り
得
る
性
格
の
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
一
見
稀
に
見
る
ほ
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て

い
る
九
鬼
哲
学
の
様
々
な
主
題
は
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
「
全
体
」
と
し

て
の
九
鬼
哲
学
の
中
で
相
互
に
有
機
的
に
連
関
し
て
お
り
、
そ
の
連
関
に

注
目
し
て
全
体
か
ら
部
分
を
見
、
ま
た
部
分
か
ら
全
体
を
見
る
と
い
う
往

還
的
な
視
点
が
な
け
れ
ば
、
九
鬼
哲
学
の
全
体
は
も
と
よ
り
、
個
々
の
主

題
に
つ
い
て
さ
え
、
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
無

論
、
そ
れ
は
九
鬼
哲
学
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
哲
学
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は

お
よ
そ
学
と
呼
ば
れ
る
あ
ら
ゆ
る
学
に
つ
い
て
言
わ
れ
得
る
、
ま
た
言
わ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
と
り
わ
け
そ
の
主
題
の
多
彩

さ
と
各
々
の
主
題
の
魅
力
が
際
立
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
九
鬼
哲
学
に
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つ
い
て
は
、
か
か
る
視
点
を
意
識
し
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
決
し
て
十
分
で

あ
っ
た
と
は
言
え
ず
、
従
っ
て
そ
の
こ
と
が
改
め
て
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
か
る
九
鬼
哲
学
研
究
の
状
況
に
あ
っ
て
、
小
浜
善
信
の
『
九
鬼
周
造

の
哲
学—
漂
泊
の
魂
』（
二
〇
〇
七
年
）
は
、
ま
さ
に
如
上
の
視
点
、

つ
ま
り
全
体
か
ら
部
分
を
見
、
ま
た
部
分
か
ら
全
体
を
見
る
と
い
う
往
還

的
な
視
点
を
意
識
し
た
優
れ
た
研
究
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
る

に
そ
の
小
浜
が
特
に
重
視
す
る
点
の
一
つ
は
、
九
鬼
の
文
芸
論
、
な
か
ん

ず
く
そ
の
押
韻
論
の
際
立
っ
た
重
要
性
で
あ
る
。
小
浜
曰
く
、「
九
鬼
哲

学
全
体
の
中
で
詩
歌
を
含
む
広
い
意
味
で
の
文
芸
論
に
正
当
な
位
置
を
与

え
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
九
鬼
の
形
而
上
学
を
理
解
す
る
う
え
で
ど
う
し

て
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
で
は
何
故
に

そ
れ
ほ
ど
九
鬼
の
押
韻
論
が
彼
の
哲
学
全
体
の
中
で
際
立
っ
た
重
要
性
を

も
っ
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
、
そ
こ
に
彼
の
哲

学
研
究
の
二
つ
の
軸
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
時
間
論
と
偶
然
論
と
が
見
事

に
総
合
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
九
鬼
の
文
芸
論
お
よ
び
押
韻
論
を
、

彼
の
一
見
極
め
て
抽
象
的
な
時
間
論
や
偶
然
論
と
い
っ
た
形
而
上
学
と
関

連
づ
け
、
む
し
ろ
そ
れ
が
凝
縮
さ
れ
か
つ
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
そ

の
哲
学
的
意
義
を
指
摘
し
た
点
に
お
い
て
、
小
浜
の
研
究
は
大
な
る
功
績

を
も
つ
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
小
浜
の
優
れ
た
研
究
に
お
い
て
も
、
な
お
一

つ
の
大
き
な
問
題
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
九

鬼
の
文
芸
論
あ
る
い
は
『「
い
き
」
の
構
造
』
を
含
む
一
連
の
美
学
・
芸

術
論
が
、
彼
な
り
の
「
唯
美
主
義
（Aesthetizism

us

）」
の
立
場
を
表

明
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
何
故
に
九
鬼
が
そ
の
よ
う
な

唯
美
主
義
の
立
場
に
強
い
拘
り
を
抱
き
続
け
て
い
た
の
か
と
い
う
、
そ
の

問
題
で
あ
る
。

九
鬼
が
自
身
の
哲
学
的
あ
る
い
は
美
学
的
立
場—

少
な
く
と
も
そ
の

一
面—

を
一
種
の
唯
美
主
義
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
た
こ
と
は
、
他
な

ら
ぬ
九
鬼
自
身
が
、田
辺
元
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、自
分
は「『
刹
那
々
々

を
生
の
充
実
に
由
っ
て
生
か
すAesthetizism

us

の
立
場
』
を
偶
然
論

に
取
入
れ
度
い
願
望
を
有
っ
て
居
る
」
と
告
白
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

う
し
て
公
刊
さ
れ
た
彼
の
テ
キ
ス
ト
を
見
て
も
、
例
え
ば
一
九
三
七
年
に

発
表
さ
れ
た
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
に
お
い
て
は
、「
風
流
」
の
立

場
は
「
耽
美
」
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
「
唯
美
主
義
的
生
活
」
を
意
図
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
し
（
Ⅳ
・
六
三
）、
彼
の
有
名

な『「
い
き
」の
構
造
』（
一
九
三
〇
年
）に
お
い
て
も
、西
洋
に
お
い
て「『
い

き
』
と
類
似
し
た
構
造
を
有
っ
て
い
る
」
の
は
「
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
」
で
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
Ⅰ
・
七
九
）、
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と
は
ま

さ
に
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
西
洋（
特
に
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
）

の
芸
術
・
文
芸
論
の
な
か
で
、
唯
美
主
義
の
一
形
態
な
い
し
そ
れ
の
極
ま

り
と
し
て
理
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。

で
は
、
そ
も
そ
も
何
故
に
、
如
何
な
る
観
点
か
ら
、
九
鬼
は
唯
美
主
義

の
立
場
に
拘
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
九
鬼
は
唯
美
主

義
と
い
う
そ
れ
自
体
定
義
が
困
難
で
曖
昧
な
概
念
で
も
っ
て
、
具
体
的
に

如
何
な
る
芸
術
・
文
芸
論
の
立
場
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

★
2

★
3

★
4



60人文学の正午　No. 1　2010

問
題
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
彼
の
芸
術
・
文
芸
論
そ
の
も
の
の
内
容
を

理
解
す
る
う
え
で
も
、
ま
た
彼
が
そ
の
多
岐
に
わ
た
る
哲
学
的
主
題
全
体

の
な
か
で
何
を
問
い
、
そ
れ
に
対
し
て
如
何
な
る
解
答
を
与
え
よ
う
と
し

て
い
た
の
か
と
い
う
、い
わ
ば
九
鬼
哲
学
の
根
本
問
題
を
探
る
う
え
で
も
、

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
彼
の
偶
然
性
や
時
間
を
め
ぐ
る
形
而
上
学
的
思
索

と
、
芸
術
や
文
芸
を
め
ぐ
る
美
学
的
思
索
と
を
総
合
的
に
解
釈
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
彼
の
哲
学
を
一
個
の
唯
美
主
義
哲
学
と
し
て
、
つ
ま
り
あ
る
種

の
唯
美
主
義
的
立
場
の
哲
学
的
論
理
化
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
を
試
み
て

み
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
彼
の
哲
学
全
体
を
貫
く
両
輪
で
あ
る
時
間

論
と
偶
然
論
に
関
し
て
、
そ
も
そ
も
の
そ
の
主
題
設
定
の
意
図
を
問
う
こ

と
に
よ
っ
て
彼
の
哲
学
の
根
本
問
題
を
闡
明
し
、
次
い
で
彼
が
そ
の
時
間

論
と
偶
然
論
に
よ
っ
て
そ
の
問
題
に
如
何
な
る
解
答
を
与
え
よ
う
と
し
た

の
か
を
考
察
し
、
最
後
に
そ
の
形
而
上
学
的
知
見
が
彼
の
芸
術
・
文
芸
論

に
如
何
に
反
映
さ
れ
、
あ
る
い
は
具
体
化
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
行

く
こ
と
に
し
よ
う
。

 

一　

九
鬼
哲
学
の
根
本
問
題

 

そ
も
そ
も
九
鬼
は
何
故
に
時
間
や
偶
然
性
を
、
あ
る
い
は
芸
術
や
文
芸

を
問
題
と
し
た
の
か
。
ま
ず
は
時
間
の
問
題
か
ら
見
て
行
こ
う
。

時
間
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
西
洋
哲
学
史
全
体

を
貫
く
大
問
題
で
あ
り
、
と
り
わ
け
近
代
に
お
い
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
い
っ
た
代
表
的
な
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ

て
、
哲
学
の
根
本
問
題
と
し
て
そ
の
際
立
っ
た
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
来

た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
何
故
、
時
間
と
い
う
問
題
が
そ
れ
ほ
ど
問
題
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
西
洋
哲
学
史
に
お
け
る
時
間
の
問
題

を
考
究
し
続
け
て
来
た
小
浜
善
信
は
、「
時
間
は
生
成
消
滅
の
、
と
り
わ

け
消
滅
の
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
と
言
う
。

曰
く
、新

し
い
も
の
が
生
成
す
る
た
め
に
は
時
間
の
経
過
が
必
要
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
時
間
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
ご
と
も
時
間
の

到
来
な
し
に
は
成
就
し
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
時
間
は
も
の
を
古
く

さ
せ
消
滅
さ
せ
も
す
る
。
時
間
は
わ
れ
わ
れ
を
待
た
な
い
。
な
に
ご

と
も
時
間
の
経
過
に
抗
し
て
自
己
同
一
性
を
保
持
で
き
な
い
。
時
間

は
新
し
い
存
在
・
生
命
の
誕
生
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
存
在
・

生
命
を
無
・
死
へ
と
引
き
連
れ
て
ゆ
く
。

要
す
る
に
、
時
間
の
問
題
は
人
間
の
有
限
性
の
問
題
と
不
可
分
離
の
関

係
を
も
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
時
間
と
は「
時
の
間
」で
あ
り
、始
ま
り（
誕

生
）
と
終
わ
り
（
死
）
と
を
も
つ
有
限
性
を
そ
の
本
質
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
時
間
」
は
、
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
「
永
遠
」
の

影
、
否
定
、
頽
落
等
と
思
惟
さ
れ
て
き
た
。
永
遠
が
神
の
属
性
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
時
間
は
世
界
と
人
間
の
属
性
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
現
存
在
の
根
本
的
性
格
を
何
よ
り
も
時
間
的
存
在
で
あ

★
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る
と
考
え
、
そ
の
存
在
様
態
を
闡
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
存
在
の
原

本
的
あ
り
よ
う
を
開
示
し
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

九
鬼
が
時
間
論
を
そ
の
哲
学
の
中
心
的
な
主
題
と
し
た
の
も
、
ま
さ
に

か
か
る
関
心
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
九
鬼
は
足
掛
け
八
年
に
及
ぶ
西
洋
留
学
中
、
ま
ず
最
初
リ
ッ
ケ
ル
ト

の
下
で
新
カ
ン
ト
学
派
の
認
識
論
を
中
心
に
学
ぶ
も
、
そ
れ
に
飽
き
足
ら

ず
、
そ
の
後
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
生
の
哲
学
」
に
関
心
を
寄
せ
、

し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
も
な
お
不
満
を
覚
え
、
最
終
的
に
は
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
存
在
論
に
自
身
の
関
心
と
の
合
致
を
見
る
に
至
っ
た
。
そ
の
頃
に

九
鬼
が
詠
ん
だ
詩
の
一
節
が
、
そ
の
間
の
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る

（「
秋
の
一
日
」『
巴
里
心
景
』
Ⅰ
・
一
二
八
〜
一
二
九
）。

僕
は
や
つ
ぱ
り
寂
し
い
よ
、

闇
を
辿
る
者
の
孤
独
、
見
え
ざ
る
影
を
追
ふ
者
の
悲
哀
、

形
而
上
学
の
な
い
哲
学
は
寂
し
い
、

人
間
の
存
在
や
死
を
問
題
と
す
る
形
而
上
学
が
欲
し
い
。

九
鬼
は
後
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
を
評
し
て
、そ
こ
に
は
「
死
が
な
い
」

と
言
っ
て
い
る
（「H

eidegger

の
現
象
学
的
存
在
論
」
Ⅹ
・
一
二
〇
）。

た
し
か
に
、「
生
」
と
は
不
断
に
流
動
す
る
純
粋
持
続
そ
の
も
の
で
あ
る

と
見
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
に
は
、
そ
の
否
定
・
無
化
と
し
て
の
「
死
」

が
入
り
込
む
余
地
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
九
鬼
は
か
か
る
ベ
ル
グ
ソ

ン
の
哲
学
に
一
定
の
共
感
を
抱
き
つ
つ
も
、
し
か
し
あ
く
ま
で
も
「
存
在

と
死
」
を
問
う
哲
学
を
求
め
た
。「
形
而
上
学
の
な
い
哲
学
」
と
は
、
そ

れ
ゆ
え
、
決
し
て
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
に
つ
い
て
の
み
言
わ
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
生
の
哲
学
に
つ
い
て
も
、
九
鬼
は
同
様
に

そ
う
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
九
鬼
に
と
っ
て
「
形
而
上
学
」
と
は
、

文
字
通
りphysik

を
超
え
たm

eta-physik

へ
の
問
い
、
す
な
わ
ち
存

在
を
超
え
た
非
存
在（
無
）へ
の
問
い
を
意
味
し
て
い
る
。そ
う
し
て
生（
存

在
、
有
）
と
死
（
非
存
在
、
無
）
と
を
二
つ
な
が
ら
に
問
う
と
い
う
意
味

で
の
形
而
上
学
は
、
ま
さ
に
誕
生
と
死
と
の
「
時
の
間
」
に
あ
る
存
在
と

し
て
の
現
実
存
在
の
構
造
を
闡
明
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か

く
し
て
、「
存
在
と
死
」
を
問
題
と
す
る
形
而
上
学
を
求
め
た
九
鬼
に
と
っ

て
、
現
存
在
を
「
死
へ
の
存
在
」
な
い
し
「
死
に
即
し
た
存
在
」（Sein 

zum
 Tode

）
と
見
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
同
様
、「
時
間
」
の
問
題
が
そ

の
哲
学
の
根
本
的
な
主
題
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
非
存
在
か
ら
存
在

へ
と
推
移
し
、
常
に
非
存
在
に
晒
さ
れ
な
が
ら
存
在
し
、
や
が
て
存
在
か

ら
非
存
在
へ
と
推
移
す
る
と
い
う
意
味
で
、
人
間
は
、
あ
る
い
は
現
実
存

在
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
時
間
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
か

ら
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
偶
然
性
と
い
う
問
題
も
、
ま
さ
に
こ
の
存
在
と
非
存
在
へ

の
問
い
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
偶
然
と
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
「
無

い
こ
と
の
可
能
」
を
意
味
す
る
と
九
鬼
は
言
う
。
何
故
な
ら
、「
偶
々
然

か
有
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
そ
こ
に
「
そ
う
で
無
い
こ
と
も
可
能

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
本
質
的
に
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
す

る
も
の
は
、
存
在
し
無
い
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
偶
々
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存
在
し
、
そ
う
し
て
常
に
存
在
し
無
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
「
非

存
在
の
可
能
性
」
に
晒
さ
れ
な
が
ら
存
在
し
、
や
が
て
は
そ
の
可
能
性
の

実
現
と
と
も
に
消
滅
す
る
。
九
鬼
が
一
九
三
〇
年
に
行
な
っ
た
講
義
「
偶

然
性
」
の
以
下
の
一
節
は
、
か
か
る
事
情
を
最
も
よ
く
表
現
し
て
い
る
。

偶
然
は
非
存
在
の
可
能
を
意
味
す
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
い
う
が

如
く
「
底
を
も
た
な
い
」（It hath no bottom

）。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

い
う
が
如
く
「
理
由
を
も
た
な
い
」（Es hat keinen G

rund

）。

偶
然
は
「
絶
対
的
不
安
」（absolute U

nruhe

）
で
あ
る
。
偶
然

に
お
い
て
は
非
存
在
が
深
く
存
在
を
侵
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
偶
然

は
脆
き
存
在
で
あ
る
。
偶
然
は
単
に
「
こ
の
場
所
」
に
ま
た
「
そ
の

瞬
間
」
に
尖
端
的
な
虚
弱
な
存
在
を
繋
ぐ
の
み
で
あ
る
。
そ
う
し
て

絶
対
的
必
然
は
一
切
の
偶
然
が
亡
び
ん
が
た
め
に
墜
落
す
る
「
ま

こ
と
の
深
淵
」（unbedingte N
otw
endigkeit ist der w

ahre 
Abgrund

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
切
の
偶
然
は
崩
壊
と
破
滅
の

運
命
を
原
本
的
に
自
己
の
う
ち
に
蔵
し
て
い
る
。（
XI
・
二
八
七
）

つ
ま
り
、
偶
然
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

そ
れ
が
非
存
在
（
無
）
に
晒
さ
れ
た
存
在
、
従
っ
て
死
に
即
し
た
存
在
、

す
な
わ
ち
時
間
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
九
鬼
哲
学
に
お

い
て
、
時
間
論
と
偶
然
論
と
は
、
関
連
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
以
上
に
、

実
は
ほ
と
ん
ど
同
一
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
再
言
す
れ
ば
、

そ
れ
は
現
実
存
在
の
有
限
性
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。

そ
う
し
て
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、時
間
の
問
題
お
よ
び
偶
然
性
の
問
題
は
、

最
終
的
に
は
、
そ
れ
と
永
遠
（
無
限
）
お
よ
び
必
然
性
と
の
関
係
如
何
が

問
題
と
な
っ
て
来
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
時
間
は
如
何
に
永
遠
と

切
り
結
び
得
る
か
」、「
偶
然
は
如
何
に
必
然
化
さ
れ
得
る
か
」
と
い
う
問

題
に
他
な
ら
な
い
。
畢
竟
す
る
に
、そ
れ
は
有
限
者
と
し
て
の
人
間
の「
救

い
」
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
九
鬼
哲
学
の
根
本
問
題
で
あ
っ
た
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
の
意
志
と
何
ら
関
わ
り
な
く
、
偶
々
こ
の
世

界
に
投
げ
出
さ
れ
、
様
々
な
偶
然
的
属
性—

性
別
、
国
籍
、
貧
富
、
強

弱
、
等
々—

を
背
負
わ
さ
れ
、
そ
し
て
や
が
て
は
死
す
べ
き
運
命
に
あ

る
人
間
が
、
如
何
に
そ
の
時
間
性
か
ら
解
放
さ
れ
、
偶
然
性
を
克
服
し
得

る
か
。
古
来
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教—

九
鬼
が
特
に
共
感
を
も
っ
て
い

た
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
前
者
で
あ
る
が—

が
応
答
し
よ
う
と
し

て
来
た
こ
の
人
間
の
「
究
極
的
関
心
」
を
、
九
鬼
は
哲
学
の
立
場
か
ら
問

い
窮
め
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

然
る
に
私
見
に
よ
れ
ば
、
九
鬼
は
二
つ
の
「
行
き
方
」
で
こ
の
問
題
を

考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
、芸
術
な
い
し
美
に
よ
る
「
救
い
」

と
、
倫
理
な
い
し
宗
教
に
よ
る
そ
れ
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
、
九
鬼
の
時
間
論
（
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
）
と
芸
術
・
文
芸
論

は
前
者
を
、そ
し
て
特
に
『
偶
然
性
の
問
題
』
以
降
の
偶
然
論
は
後
者
を
、

そ
れ
ぞ
れ
指
し
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
九
鬼
自
身
の
陳
述
と
し

て
、
先
に
も
触
れ
た
九
鬼
の
田
辺
元
宛
て
の
書
簡
に
あ
る
一
文
を
引
い
て

お
こ
う
。
九
鬼
が
一
九
三
二
年
に
提
出
し
た
博
士
論
文
『
偶
然
性
』
に
対

し
て
、
田
辺
は
、
当
論
文
で
は
「
刹
那
々
々
を
生
の
充
実
に
由
っ
て
生
か
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すAesthetizism
us

の
立
場
」
が
説
か
れ
る
ば
か
り
で
「
偶
然
を
必
然

化
す
る
原
理
」
と
し
て
の
「
道
徳
的
実
践
」
の
問
題
が
充
分
に
闡
明
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
批
判
を
提
示
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
九
鬼
は
、「
自
分

で
も
大
い
に
感
じ
て
居
り
ま
す
」
と
そ
の
批
判
を
受
け
容
れ
な
が
ら
、
以

下
の
よ
う
に
返
答
し
て
い
る
。

私
は
大
兄
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
「
刹
那
々
々
を
生
の
充
実
に
由
っ

て
生
か
すAesthetizism

us

の
立
場
」
を
偶
然
論
に
取
入
れ
度
い

願
望
を
有
っ
て
居
る
の
は
事
実
で
御
座
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に

偶
然
性
の
問
題
は
結
局
は
宗
教
（
広
義
の
）
へ
行
く
べ
き
も
の
と
考

え
て
居
り
ま
す
。

 

そ
う
し
て
こ
の
博
士
論
文
か
ら
三
年
後
の
一
九
三
五
年
、
そ
れ
に
大
幅

な
加
筆
を
施
し
て
発
表
さ
れ
た
『
偶
然
性
の
問
題
』
に
お
い
て
は
、
ま
さ

に
如
上
の
「
道
徳
的
実
践
」
に
よ
る
「
偶
然
の
必
然
化
」
が
そ
の
結
論
部

分
で
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
九
鬼
は
、
偶
然
性
の
問
題
は
、

最
終
的
に
は
「『
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ
』
と
い
う
命
令
を
自
己
に

与
え
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、偶
然
性
を
必
然
性
と
連
関
さ
せ
、も
っ
て
「
偶

然̶

必
然
」
の
相
関
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
、「
有
限
な
る
実
存
者
に
与

え
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
実
存
す
る
有
限
者
の
救
い
」
で

あ
る
と
説
く
に
至
る
の
で
あ
る
（
Ⅱ
・
二
五
九
以
下
）。
か
く
し
て
九
鬼

の
偶
然
論
は
、
道
徳
・
倫
理
な
い
し
宗
教
の
次
元
に
お
け
る
「
偶
然
の
必

然
化
」—

九
鬼
は
そ
れ
を
「
運
命
」
と
呼
ぶ—

の
問
題
へ
と
大
き
く

展
開
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、『
偶
然
性
の
問
題
』
以
前
の
九
鬼

哲
学
に
お
い
て
は
、「
刹
那
々
々
を
生
の
充
実
に
由
っ
て
生
か
す

Aesthetizism
us

の
立
場
」
こ
そ
が
、
い
わ
ば
隠
れ
た
主
題
と
な
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
で
は
九
鬼
哲
学
は

前
期
の
美
的
唯
美
主
義
的
立
場
か
ら
後
期
の
倫
理
的
道
徳
的
実
践
の
立

場
へ
と
移
行
な
い
し
転
回
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
。
九
鬼
は
『
偶
然
性
の
問
題
』
以
降
も
、
先
に
も
触
れ
た

一
九
三
七
年
の
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
に
お
い
て
、
い
わ
ば
日
本
に

お
け
る
唯
美
主
義
の
一
形
態
と
し
て
の
「
風
流
」
を
主
題
化
し
て
い
る
し
、

一
九
三
八
年
に
発
表
さ
れ
た
短
歌
批
評
「
芸
術
と
生
活
と
の
融
合
」
に
お

い
て
も
、
ま
さ
に
表
題
の
如
く
の
唯
美
主
義
的
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。

し
て
み
れ
ば
、
唯
美
主
義
的
な
鑑
賞
の
立
場
と
、
倫
理
的
道
徳
的
実
践
の

立
場
と
は
、
九
鬼
に
お
い
て
は
二
つ
の
「
行
き
方
」
と
し
て
並
存
し
て
い

た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

然
る
に
こ
の
二
つ
の
「
行
き
方
」
は
、
ま
さ
に
九
鬼
の
時
間
論
に
お
け

る
際
立
っ
た
特
徴
で
も
あ
る
時
間
の
構
造
の
二
側
面
、
す
な
わ
ち
時
間
の

垂
直
面
と
し
て
の
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
と
、
水
平
面
と
し
て
の
直
線

的
現
象
学
的
時
間
と
に
、各
々
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

過
去
・
現
在
・
未
来
と
継
起
す
る
時
間
の
水
平
面
に
お
い
て
、
各
々
の
瞬

間
を
合
目
的
的
に
連
関
せ
し
め
る
道
徳
的
実
践
に
よ
っ
て
偶
然
を
必
然
化

し
よ
う
と
す
る
「
行
き
方
」
が
、『
偶
然
性
の
問
題
』
の
結
論
部
分
に
お

い
て
闡
明
さ
れ
た
そ
れ
で
あ
る
の
に
対
し
、
無
限
に
回
帰
す
る
形
而
上
学

★
8

★
7

★
9
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的
時
間
構
造
に
お
い
て
、
各
々
の
現
在
の
瞬
間
を
、
無
限
回
繰
り
返
し
繰

り
返
さ
れ
た
同
一
の
今
と
い
う
意
味
で
の
「
永
遠
の
今
」
と
し
て
美
的
に

造
形
し
ま
た
鑑
賞
す
る
の
が
、
九
鬼
な
り
の
「
刹
那
々
々
を
生
の
充
実
に

由
っ
て
生
か
すAesthetizism

us

の
立
場
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
以
下
に
、
こ
の
九
鬼
の
独
特
の
時
間
構
造
の
理
解
を
詳
し
く
見
て

み
よ
う
。

 

二　

「
永
遠
の
今
」
の
時
間
構
造

 

前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
哲
学
に
お
け
る
時
間
・
有
限
の
問
題
は
常

に
永
遠
・
無
限
の
問
題
を
背
景
と
し
、
あ
る
い
は
予
想
し
て
い
る
。
二
十

世
紀
に
お
い
て
時
間
の
問
題
の
際
立
っ
た
重
要
性
を
再
説
し
た
フ
ッ
サ
ー

ル
が
、
時
間
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
ま
ず
そ
れ
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら

ぬ
と
力
説
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
も
、
そ
も
そ
も
は
永
遠
論

の
途
上
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
時

間
（
現
在
）
は
永
遠
（
神
）
を
望
見
し
、
永
遠
へ
と
登
高
す
る
場
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
現
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
現
在
は
、
永
遠
と
の
唯
一
の

接
点
で
あ
り
、
そ
の
現
在
に
お
い
て
神
と
繋
が
り
、
時
間
を
永
遠
と
切
り

結
ぶ
こ
と
が
、
無
に
晒
さ
れ
、
消
滅
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
有
限
者
と
し
て

の
人
間
に
と
っ
て
の
救
い
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
初
め
と
す
る

キ
リ
ス
ト
教
哲
学
者
な
い
し
神
学
者
た
ち
は
そ
う
考
え
て
来
た
。
他
方
、

い
わ
ゆ
る
近
代
科
学
の
興
隆
と
と
も
に
次
第
に
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
が

動
揺
を
来
す
な
か
、
十
九
世
紀
後
半
に
至
る
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的

な
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
は
別
の
仕
方
で
時
間
と
永
遠
と
を
切
り
結
ぼ
う
と

す
る
一
連
の
芸
術
家
た
ち
が
登
場
す
る
。
そ
れ
が
、意
識
的
に
「
異
教
（
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
）
崇
拝
」
や
「
悪
魔
主
義
」
を
標
榜
し
た
唯
美
主
義
の
立
場
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
唯
美
主
義
と
い
う
立
場
は
、
そ
れ
を
表
明
し
あ
る
い

は
そ
れ
と
同
定
さ
れ
る
者
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
内
容
に
大
き
な
振
幅
の
あ

る
曖
昧
な
概
念
で
は
あ
る
が
、「
刹
那
の
美
の
中
に
永
遠
を
見
る
」
こ
と

を
そ
の
核
心
と
す
る
点
に
お
い
て
は
共
通
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
と
言
っ
て

よ
い
。
そ
う
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
「
永
遠
の
今
」
に
留
ま
り
、
そ
の
美
を

享
受
し
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
、「
人
生
の
成
功
」
で
あ
る
と
、ウ
ォ
ル
タ
ー
・

ペ
イ
タ
ー
を
初
め
と
す
る
唯
美
主
義
者
た
ち
は
力
説
し
た
の
で
あ
っ
た
。

九
鬼
が
十
九
世
紀
後
半
の
西
洋
に
お
け
る
一
連
の
唯
美
主
義
な
い
し
唯

美
主
義
運
動
に
つ
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
関
心
と
造
詣
を
も
っ
て
い
た
か
は

詳
ら
か
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
彼
は
、
明
示
的
に
は
そ
れ
に
つ
い
て

語
っ
て
お
ら
ず
、
彼
の
蔵
書
を
整
理
し
た
『
九
鬼
周
造
文
庫
目
録
』
を
見

て
も
、
そ
れ
に
関
す
る
研
究
書
の
類
は
多
く
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
九
鬼
が
西
洋
に
お
け
る
唯
美
主
義
な
い
し
唯
美
主
義
運
動
そ
の
も
の

に
対
し
て
特
別
の
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
然
し
な
が
ら
、

例
え
ば
西
洋
留
学
中
に
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
で
行
な
わ
れ
た
講
演

「
日
本
芸
術
に
お
け
る
『
無
限
』
の
表
現
」（
一
九
二
八
年
）
の
以
下
の
言

述
な
ど
は
、
背
徳
的
な
も
の
や
病
的
な
も
の
も
審
美
的
観
点
か
ら
は
一
切

が
美
と
な
り
得
る
の
で
あ
り
、
美
は
た
だ
美
の
た
め
だ
け
に
、
芸
術
は
た

だ
芸
術
の
た
め
だ
け
に
あ
る
と
力
説
し
た
西
洋
唯
美
主
義
の
芸
術
理
論
と

極
め
て
親
近
的
な
立
場
が
表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
と
受
け
取
ら
ざ
る
を
得

★
13

★
10

★
12

★
11
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な
い
。
九
鬼
曰
く
、

無
限
が
万
物
の
う
ち
に
あ
り
と
せ
ば
、
す
べ
て
は
美
と
な
る
の
で

あ
っ
て
例
外
は
な
い
。
す
べ
て
は
そ
の
見
方
に
か
か
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
芸
術
家
の
仕
事
は
ま
さ
に
、
肉
体
的
な
い
し
精
神
的
に
醜
い

も
の
の
中
に
さ
え
も
美
を
求
め
美
を
発
見
す
る
こ
と
に
あ
る
。
我
々

は
皆
、
純
真
な
幼
児
で
あ
り
闇
夜
を
避
け
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
夜

の
う
ち
に
お
い
て
さ
え
我
々
に
光
を
示
す
の
が
芸
術
家
で
あ
る
。
彼

は
一
歩
一
歩
、我
々
に
美
の
王
国
を
現
わ
し
て
み
せ
る
。
彼
は
い
う
、

「
そ
こ
に
美
し
い
怪
物
が
！

そ
こ
に
美
し
い
悪
魔
が
！
」
と
。
鎌

倉
時
代（
一
二
〇
〇
〜
一
四
〇
〇
）の
古
い
絵
巻
物
の
一
つ
に
は—

気
味
の
悪
い
、
む
か
つ
く
よ
う
な—
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
肉
体
的
な

病
気
が
画
か
れ
て
い
る
。
真
と
美
へ
の
驚
嘆
す
べ
き
愛
着
で
あ
る
。

道
徳
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
恥
ず
べ
き
、
い
や
ら
し
い
事
柄
が
、
し

ば
し
ば
、
徳
川
時
代
（
一
六
〇
〇
〜
一
八
五
〇
）
の
版
画
の
材
料
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
と
純
粋
で
清
澄
な
熱
情
を
以
て
扱
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
。
か
く
て
、
何
世
紀
も
前
か
ら
、
芸
術
の
た
め
の
芸

術
の
理
論
、
芸
術
に
お
け
る
絶
対
的
理
想
主
義
の
こ
の
理
論
が
、
実

践
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。（
Ⅰ
・
四
一
八
）

そ
う
し
て
九
鬼
は
、
日
本
芸
術
の
伝
統
の
な
か
に
ま
さ
に
如
上
の
芸
術

至
上
主
義
を
見
出
し
、
そ
の
背
景
に
は
「
刹
那
の
中
に
永
遠
を
見
る
」
と

い
う
「
永
遠
の
今
」
の
時
間
意
識
が
あ
る
と
見
て
、
そ
れ
を
哲
学
的
に
論

理
化
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
上
記
の
講
演
と
同
時

に
行
な
わ
れ
た
彼
の
時
間
に
つ
い
て
の
講
演
「
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お

け
る
時
間
の
反
復
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
説
か
れ
た
「
回
帰
的
形
而
上
学
的

時
間
」
の
構
造
で
あ
っ
た
（
以
下
、
引
用
は
同
講
演
よ
り
。
Ⅰ
・
四
〇
〇

〜
四
一
二
）。

い
っ
た
い
、「
刹
那
の
中
に
永
遠
を
見
る
」
と
か
、「
永
遠
の
今
」
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。九
鬼
は
そ
れ
は
、我
々
が
経
験
す
る「
現
在
」

と
い
う
瞬
間
は
、実
は
無
限
回
繰
り
返
さ
れ
ま
た
繰
り
返
す
そ
れ
で
あ
り
、

従
っ
て
「
各
現
在
は
、
一
方
に
は
未
来
に
、
一
方
に
は
過
去
に
、
同
一
の

時
間
を
無
数
に
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、そ
う
い
う
意
味
で
「
現
在
」

と
い
う
瞬
間
は
「
無
限
に
深
い
厚
み
を
も
っ
た
今
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

九
鬼
は
そ
の
回
帰
的
時
間
論
を
、
そ
の
典
型
的
な
表
明
の
一
つ
で
あ
る

い
わ
ゆ
る
「
輪
廻
」
の
思
想
か
ら
出
発
し
て
説
い
て
い
る
。
輪
廻
と
は
、

別
言
す
れ
ば
「
再
生
」
の
思
想
で
あ
る
。
人
間
は
そ
の
業
に
よ
っ
て
、
あ

る
い
は
男
に
、あ
る
い
は
女
に
、あ
る
い
は
虫
に
、「
再
生
」
す
る
。
無
論
、

こ
れ
は
一
種
の
「
神
話
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
九
鬼
自
身
も
注
釈
を
つ
け

て
、「
個
人
的
に
は
私
は
仏
教
の
輪
廻
を
信
じ
て
い
な
い
。〔
�
�
〕
私
は

た
だ
輪
廻
を
想
像
す
る
可
能
性
を
確
か
め
た
い
と
思
っ
た
だ
け
で
あ
る
」

と
断
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
九
鬼
は
、
輪
廻
と
い
う
「
神
話
」
が
成
立
す
る

哲
学
的
根
拠
、
そ
の
「
神
話
」
の
基
礎
に
あ
る
論
理
を
確
か
め
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
輪
廻
思
想
の
基
礎
に
あ

る
の
は
因
果
律
の
論
理
で
あ
る
。
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輪
廻
は
一
般
に
因
果
律
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
原
因
と
結
果
と
は
連

鎖
を
な
し
て
い
る
。
人
間
は
一
つ
の
存
在
か
ら
他
の
存
在
へ
移
る

が
、
後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
或
る
死
者
は
善
業

に
よ
っ
て
男
に
生
ま
れ
変
り
、
他
の
死
者
は
悪
業
に
よ
っ
て
女
に
生

ま
れ
変
る
。
虫
に
生
ま
れ
、
バ
ッ
タ
に
生
ま
れ
、
蚊
に
生
ま
れ
る
死

者
も
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
因
果
応
報
の
考
え
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
は
、
こ
の
「
原

因
と
結
果
と
の
連
鎖
」
に
あ
る
。
こ
の
因
果
律
と
呼
ば
れ
る
論
理
に
お
い

て
、
原
因
と
結
果
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
こ
の
古
代
ギ
リ
シ

ア
以
来
の
哲
学
問
題
に
つ
い
て
、
九
鬼
は
特
別
の
関
心
を
抱
い
て
い
た
と

見
え
、
別
の
と
こ
ろ
で
も
た
び
た
び
詳
述
し
て
い
る
（「
現
代
の
フ
ラ
ン

ス
哲
学
」
Ⅷ
・
二
〇
六
以
下
、「
現
代
哲
学
の
動
向
」
Ⅸ
・
三
五
三
以
下
）。

そ
う
し
て
、
一
見
形
式
的
な
論
理
学
的
問
題
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
も
見
え

る
こ
の
問
題
は
、
し
か
し
実
は
、
九
鬼
が
そ
の
哲
学
の
根
本
に
も
っ
て
い

た
「
人
間
の
存
在
と
死
」
に
つ
い
て
の
問
い
と
密
接
の
関
係
を
有
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

因
果
律
に
関
し
て
は
、
伝
統
的
に
大
き
く
二
つ
の
見
方
が
あ
る
。
例
え

ば
、2H
+O

↓H
2 O

と
い
う
化
学
式
を
例
に
と
っ
た
場
合
、
左
辺
が
原

因
で
あ
り
、
右
辺
が
結
果
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
左
辺
に
お
い
て
は
存

在
し
な
か
っ
た
水
が
、
右
辺
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま

り
、
無
か
ら
有
が
生
じ
て
い
る
。
そ
う
し
て
も
し
こ
れ
が
再
びH

2 O

↓

2H
+O

と
い
う
形
に
な
れ
ば
、
今
度
は
左
辺
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た

水
が
、右
辺
に
お
い
て
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
こ
こ
に
は
、

生
成
と
消
滅
が
あ
る
。
世
界
は
生
成
と
消
滅
を
繰
り
返
す
、
つ
ま
り
「
万

物
は
流
転
す
る
」
と
見
る
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
、
か
か
る
見
方
の
典
型
で

あ
り
、
九
鬼
は
こ
れ
を
総
合
的
解
釈
と
呼
ぶ
。

し
か
し
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
実
は
、
右
辺
（
結
果
）
は
す

で
に
己
を
そ
の
左
辺
（
原
因
）
の
う
ち
に
も
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
。

2H
+O

とH
2 O

と
は
、
い
わ
ば
そ
の
「
現
象
」
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け

で
あ
り
、
そ
の
「
本
質
」
は
同
一
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
と
す
れ
ば
、「
原

因
は
結
果
に
等
し
い
（causa aequat effectum

）」
の
で
あ
り
、
世
界

は
生
成
と
消
滅
を
繰
り
返
す
と
い
う
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
見
方
は
、
実
は

臆
見
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、「
万
物
は
変
化
し
な
い
。
永
遠

不
変
の
存
在
で
あ
る
」
と
見
た
。
九
鬼
は
こ
れ
を
、分
析
的
解
釈
と
呼
ぶ
。

そ
う
し
て
九
鬼
は
、
純
粋
に
論
理
的
な
問
題
と
し
て
、
こ
こ
で
は
後
者

の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
先
の
引
用
部
分
に
お
け
る
「
人
間
は
一
つ
の
存

在
か
ら
他
の
存
在
へ
移
る
が
、後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
言
述
に
注
意
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
私
が
「
来
世
」
に
お
い

て
善
人
に
再
生
す
べ
く
如
何
に
善
業
を
な
そ
う
と
も
、
そ
の
私
の
存
在
は

す
で
に
「
前
世
」
に
よ
っ
て
「
決
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

り
、
善
人
は
何
度
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
そ
の
本
質
は
善
人
で
あ
り
、
悪
人

は
何
度
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
そ
の
本
質
は
悪
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
と
す
る
と
、「
一
つ
の
存
在
か
ら
他
の
存
在
へ
移
る
」
場
合
、「
一
見
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そ
こ
に
は
変
化
が
あ
る
が
、
そ
の
実
、
何
等
の
変
化
も
な
い
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
か
く
し
て
因
果
性
の
観
念
は
必
然
的
に
同
一
性
の
観
念
に
帰

着
す
る
と
九
鬼
は
考
え
る
。「
こ
こ
に
支
配
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
峻
厳

な
る
宿
命
で
あ
る
」。

し
か
る
に
、
こ
こ
で
こ
の
因
果
律
と
同
一
律
の
論
理
を
徹
底
さ
せ
て
行

け
ば
、
原
因
と
結
果
と
が
そ
の
具
体
性
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
と
い
う
観

念
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
人
間
が
永
遠
に
繰
り
返
し
て
再

び
同
一
の
人
間
に
な
る
場
合
」、「
人
間
が
全
く
同
一
の
人
間
に
生
ま
れ
る

場
合
」
で
あ
る
。
輪
廻
が
因
果
律
に
、
従
っ
て
同
一
律
に
支
配
さ
れ
て
い

る
以
上
、
こ
れ
は
「
輪
廻
の
例
外
的
な
場
合
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
典
型

的
な
場
合
で
あ
る
」。
か
く
し
て
、

輪
廻
説
の
地
平
を
拡
大
し
、
同
時
に
論
理
を
徹
底
さ
せ
る
な
ら
ば
、

一
切
の
人
間
は
相
互
間
の
具
体
的
関
係
を
保
っ
た
ま
ま
、
諸
々
の
事

情
は
そ
の
具
体
的
全
体
を
背
景
と
し
た
ま
ま
、
回
帰
的
に
生
成
す
る

と
い
う
観
念
に
到
達
す
る
。
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
世
界
は
そ
の
同

一
性
を
保
ち
つ
つ
回
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
、「
回
帰
的
時
間
」
の
観
念
、
つ
ま
り
「
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ

る
同
一
的
時
間
」
の
観
念
が
思
惟
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
こ
で
九
鬼
が
引

き
合
い
に
出
す
の
が
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
お
よ
び
と
り
わ
け
ス
ト
ア
派
の
終

末
論
に
採
用
さ
れ
た
「
大
宇
宙
年
」
の
概
念
で
あ
る
。「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

再
び
ア
テ
ネ
に
生
ま
れ
、
ク
サ
ン
テ
ィ
ペ
と
結
婚
し
、
毒
を
仰
い
で
死
ぬ

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
際
限
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
行
く
で
あ
ろ

う
」。
こ
う
考
え
ら
れ
た
大
宇
宙
年
の
観
念
は
、
ま
さ
に
「
永
遠
に
繰
り

返
さ
れ
る
同
一
的
時
間
」
の
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
九
鬼
は
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
論
理
を
徹
底
さ
せ
る
。
大
宇
宙
年

の
観
念
に
従
え
ば
、
た
と
え
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
再
び
ア
テ
ネ
に
生
ま
れ
、
ク

サ
ン
テ
ィ
ペ
と
結
婚
し
、
毒
を
仰
い
で
死
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
の
ソ
ク
ラ

テ
ス
と
ク
サ
ン
テ
ィ
ペ
は
、
い
わ
ば
「
一
大
宇
宙
年
歳
だ
け
年
を
取
る
」

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
間
構
造
は
い
わ
ば
螺
旋
を
描
き
、
相
互

の
大
宇
宙
年
に
厳
密
な
同
一
性
は
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が

ら
、「
原
因
は
結
果
に
等
し
い
」
と
い
う
同
一
律
の
観
念
を
あ
く
ま
で
徹

底
さ
せ
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
あ
る
大
宇
宙
年
と
他
の
大
宇
宙
年
と
の
絶
対

的
同
一
性
を
あ
く
ま
で
思
惟
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
間
観
念
は
螺
旋
で
は

な
く
完
全
な
る
円
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、こ
こ
に
お
い
て
、

時
間
は
可
逆
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
未
来
は
過
去

で
あ
り
過
去
は
未
来
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
惟
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
過

去
に
あ
っ
た
も
の
は
未
来
に
あ
り
得
、
未
来
に
属
す
る
も
の
は
過
去
に
属

し
得
る
」。
か
く
し
て
、
回
帰
的
時
間
に
お
い
て
は
厳
密
な
一
回
性
と
無

限
の
多
数
性
と
が
同
時
に
成
立
す
る
。「
各
々
の
瞬
間
、
各
々
の
現
在
は
、

異
な
っ
た
時
間
の
同
一
の
今
」
な
の
で
あ
る
。

「
各
現
在
は
、
一
方
に
は
未
来
に
、
一
方
に
は
過
去
に
、
同
一
の
時
間
を

無
数
に
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
意
味
で
「
現
在
」
と
い

う
瞬
間
は
「
無
限
に
深
い
厚
み
を
も
っ
た
今
」
で
あ
る
と
は
、
か
か
る
時

間
の
構
造
を
示
し
て
い
る
。
九
鬼
は
こ
の
時
間
構
造
を
、
通
常
の
時
間
意
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識
、
な
ら
び
に
そ
れ
を
分
析
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
現
象
学
的
存
在
学

的
」
時
間
構
造
に
比
し
て
、「
神
秘
説
的
形
而
上
学
的
」
構
造
と
捉
え
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、時
間
は
未
来
・
現
在
・
過
去
と
い
う「
エ
ク
ス
タ
シ
ス
」、

す
な
わ
ち
「
脱
自
」
の
三
つ
の
様
態
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
特
徴

は
そ
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
の
完
全
な
る
統
一
と
し
て
の
「
エ
ク
ス
タ
シ
ス
的

統
一
」
に
存
す
る
と
見
た
。
九
鬼
に
よ
れ
ば
、か
か
る
脱
自
は
「
水
平
的
」

の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
な
お
回
帰
的
時
間
に
お
け

る
「
垂
直
的
」
の
脱
自
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
九
鬼
は
、
こ
の
水
平

面
と
垂
直
面
と
の
交
わ
り
こ
そ
が
勝
義
の
時
間
の
構
造
で
あ
る
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
九
鬼
の
ま
と
め
を
見
て
み
よ
う
。

時
間
の
現
象
学
的
脱
自
と
神
秘
説
的
脱
自
と
の
相
違
は
以
下
の
点
に

存
す
る
。
第
一
に
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
構
成
契
機
の
連
続
性

0

0

0

と
い

う
こ
と
が
核
心
的
で
あ
る
。
後
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
反
対
に
、
契

機
間
に
非
連
続
性

0

0

0

0

が
存
し
て
い
て
、
そ
れ
は
一
種
の
遠
隔
作
用
に

よ
っ
て
の
み
連
絡
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
各

契
機
は
純
粋
異
質
性

0

0

0

0

0

を
示
し
、
従
っ
て
時
間
は
不
可
逆
的
で
あ
る
。

後
者
に
あ
っ
て
は
、
脱
自
の
各
契
機
は
絶
対
的
同
質
性

0

0

0

0

0

0

を
も
ち
、
そ

れ
故
、
互
い
に
交
換
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て

時
間
が
可
逆
的
で
あ
る
。
こ
の
本
質
的
相
違
を
承
認
し
た
上
で
次
の

よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
水
平
面
は
現
象
学
的
存
在
学
的

0

0

0

0

0

0

0

0

脱
自

を
表
わ
し
、
垂
直
面
は
神
秘
説
的
形
而
上
学
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

脱
自
を
表
わ
し
て
い

る
。
水
平
面
は
現
実
面
で
、
垂
直
面
は
仮
想
面
で
あ
る
が
、
こ
の
二

面
の
交
わ
り
が
時
間
の
特
有
の
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。〔
強
調
原

文
〕

か
く
し
て
、
時
間
の
水
平
面
に
お
け
る
現
在
と
い
う
瞬
間
は
、
水
平
面

に
お
い
て
は
「
一
点
に
お
い
て
過
ぎ
行
く
」
無
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
な

が
ら
、
同
時
に
そ
の
垂
直
面
に
お
い
て
は
無
限
の
厚
み
を
も
っ
た
「
永
遠

の
今
」
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
九
鬼
は
、
こ
の

時
間
の
垂
直
面
に
お
け
る
「
永
遠
の
今
」
の
造
形
と
鑑
賞
こ
そ
が
、
芸

術—

と
り
わ
け
日
本
（
東
洋
）
の
そ
れ—

の
本
質
で
あ
る
と
理
解
す

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
、
そ

れ
を
説
い
た
九
鬼
の
芸
術
論
お
よ
び
文
芸
論
を
見
て
み
よ
う
。

三　

芸
術
に
よ
る
「
時
間
か
ら
の
解
放
」

九
鬼
の
芸
術
哲
学
は
、
如
上
の
時
間
論
を
基
礎
と
し
、
と
り
わ
け
現
在

の
瞬
間
に
お
け
る
垂
直
的
脱
自
に
勝
義
の
芸
術
の
時
間
性
を
看
取
す
る
も

の
で
あ
る
。
ま
ず
は
芸
術
の
時
間
性
格
を
主
題
的
に
考
察
し
た
「
文
学
の

時
間
性
」（
一
九
三
六
年
）
お
よ
び
「
文
学
の
形
而
上
学
」（
一
九
四
〇
年
）

を
見
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
九
鬼
は
ま
ず
、
学
問
お
よ
び
真
と
い
う
概
念
の
時
間
性
格
を
過

去
的
の
も
の
、
そ
う
し
て
道
徳
お
よ
び
善
と
い
う
概
念
の
時
間
性
格
を
未

来
的
の
も
の
と
分
析
す
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
学
問
の
基
本
性
格
は
、
時
間

を
過
去
か
ら
未
来
に
向
か
っ
て
流
れ
る
も
の
と
見
て
、
古
い
も
の
に
よ
っ
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て
新
し
い
も
の
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
記
述
的
態
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

原
因
と
結
果
、あ
る
い
は
理
由
と
帰
結
の
必
然
的
関
係
が
支
配
し
て
お
り
、

そ
の
把
握
さ
れ
た
必
然
性
が
真
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
く
る
。
他
方
、
む

し
ろ
時
間
を
未
来
か
ら
現
在
に
将
来
す
る
も
の
と
見
る
の
が
道
徳
的
態
度

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
未
来
の
目
的
に
対
す
る
現
在
の
手
段
が
必
然
的
関
係

を
も
っ
て
結
合
し
、
そ
の
実
現
さ
る
べ
き
目
的
が
善
と
い
う
性
格
を
も
っ

て
く
る
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
態
度
は
い
ず
れ
も
、
過
去
か
ら
未

来
へ
、
あ
る
い
は
未
来
か
ら
過
去
へ
と
い
う
、
時
間
の
水
平
的
な
流
れ
を

見
て
、ま
た
自
身
も
そ
の
時
間
の
流
れ
の
中
に
在
る
と
見
る
点
に
お
い
て
、

動
的
態
度
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
、
こ
の
二
つ
の
動
的
態
度
に
対
し
て
、
現
在
に
重
点
を
置
き
、
静

的
態
度
を
と
る
時
間
性
格
が
考
え
ら
れ
る
。
九
鬼
は
こ
れ
が
芸
術
の
時
間

性
格
で
あ
り
、
芸
術
的
態
度
と
し
て
の
直
観
な
い
し
鑑
賞
の
態
度
で
あ
る

と
考
え
る
。

芸
術
は
如
何
な
る
時
間
的
性
格
を
有
っ
て
い
る
か
と
い
う
に
、
芸
術

が
直
観
を
特
性
と
す
る
限
り
、
時
間
的
に
は
現
在
に
位
置
を
占
め
た

も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
直
観
は
ま
の
あ
た
り
に
見
る
こ
と

を
条
件
と
し
て
い
る
。
ま
の
あ
た
り
に
見
る
の
は
現
在
に
於
て
可
能

で
あ
る
。
歴
史
は
何
等
か
一
定
の
方
向
に
動
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に

直
角
に
交
わ
る
面
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
現

在
で
あ
る
。（
Ⅳ
・
八
）

芸
術
的
態
度
は
歴
史
の
動
き
の
横
断
面
を
凝
視
し
味
わ
お
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
現
在
に
於
て
時
間
を
直
観
し
そ
の
味
に
徹
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。（
Ⅳ
・
五
六
）

い
っ
た
い
、
現
在
の
一
点
か
ら
過
去
を
見
、
あ
る
い
は
未
来
を
見
る
と

き
、
そ
れ
は
常
に
「
斜
視
」
と
い
う
形
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
、
時
間
を
垂
直
に
「
正
視
」
し
得
る
の
は
、
ま
さ
に
現
に
存
在
す

る
も
の
と
し
て
の
現
在
と
い
う
一
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
芸
術
は
こ
の
現

在
の
直
観
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
る
と
九
鬼
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
う

し
て
こ
こ
で
、「
歴
史
の
動
き
の
横
断
面
」
や
、
歴
史
に
「
直
角
に
交
わ

る
面
」
と
言
わ
れ
て
い
る
時
間
構
造
が
、
先
に
見
た
時
間
の
水
平
面
と
垂

直
面
の
交
わ
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
九
鬼
は
、
現

在
の
一
点
を
、
無
限
に
繰
り
返
し
繰
り
返
さ
れ
る
無
限
の
厚
み
を
も
っ
た

「
永
遠
の
今
」
と
見
る
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
こ
そ
が
、
勝
義
の
芸
術

の
時
間
性
格
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
、
時
間
の
水
平
面

を
「
時
間
の
流
れ
」
と
言
っ
た
が
、
九
鬼
は
こ
れ
を
川
の
流
れ
に
譬
え
て

こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

過
去
に
重
心
を
置
く
の
は
船
に
乗
っ
て
川
を
下
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
川
上
か
ら
川
下
へ
船
は
流
れ
て
行
く
。
未
来
に
重
心
を
置
く
の

は
曳
船
を
し
て
川
を
遡
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
川
と
い
う
も
の
の

特
色
は
川
下
か
ら
出
発
し
て
川
上
へ
遡
り
得
る
と
い
う
点
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
に
重
心
を
置
く
の
は
川
に
面
し
て
直
前
を
見

★
14

★
15
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て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
新
し
い
も
の
が
生
れ
て
は
死

に
、
死
ん
で
は
生
れ
る
。
今
と
い
う
現
在
が
源
泉
と
な
る
。
な
お
ま

た
川
を
見
て
、
こ
の
水
が
海
水
に
入
っ
て
そ
れ
が
水
蒸
気
と
な
っ
て

天
に
昇
り
、
更
に
雨
と
な
っ
て
地
に
下
っ
て
山
を
う
る
お
し
、
そ
れ

が
谷
間
か
ら
次
第
に
も
と
の
川
に
流
れ
て
来
る
と
い
う
よ
う
に
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
今
見
て
い
る
こ
の
川
の
水
は
永
遠
に

循
環
し
て
い
る
水
で
あ
り
、
従
っ
て
今
見
て
い
る
水
は
無
限
の
深
い

背
景
を
有
っ
た
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
川
の

水
は
永
遠
の
今
の
象
徴
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
Ⅳ
・
三
四
〜

三
五
）

こ
の
譬
え
に
、
九
鬼
の
言
う
芸
術
的
態
度
の
構
造
と
特
徴
が
よ
く
現
れ

て
い
る
。
現
在
を
正
視
し
直
観
す
る
芸
術
的
態
度
に
お
い
て
は
、
自
己
は

時
間
の
水
平
面
に
対
し
て
い
わ
ば
そ
の
外
側
に
立
ち
、
自
己
自
身
の
人
生

を
も
含
む
現
実
の
一
切
が
、
そ
こ
で
は
無
限
の
深
い
厚
み
を
も
っ
た
「
永

遠
の
今
」
と
し
て
、
美
的
鑑
賞
の
対
象
と
な
る
。
そ
う
し
て
九
鬼
は
、
こ

れ
こ
そ
が
、
無
に
晒
さ
れ
た
脆
く
儚
い
現
在
の
一
点
を
永
遠
と
切
り
結
ぶ

「
時
間
の
秩
序
か
ら
の
解
放
」
で
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
九
鬼
は
、
こ
れ

こ
そ
を
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
人
間
の
「
救
い
」
の
構
造
で
あ
る
と
捉
え

て
い
た
と
言
え
る
。
そ
の
考
え
が
最
も
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
、
先

に
も
見
た
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
「
日
本
芸
術
に
お
け
る
『
無
限
』
の
表
現
」

で
あ
る
。
九
鬼
は
言
う
。

真
の
芸
術
家
は
、
永
遠
の
無
限
す
な
わ
ち
美
を
し
っ
か
り
を
把
握
す

る
。
彼
は
美
を
我
が
物
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、か
つ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
芸
術
家
は
人
間
存
在
の
教
師
と
な
る
。
彼
は

時
間
か
ら
の
解
放
を
教
え
、
美
に
ほ
か
な
ら
ぬ
永
遠
に
お
い
て
生
き

る
こ
と
を
教
え
る
。〔
�
�
〕
芸
術
に
よ
る
時
間
か
ら
の
解
放
は
二

度
現
わ
れ
る
。
一
度
目
は
無
限
を
創
造
す
る
芸
術
家
に
お
い
て
、
二

度
目
は
芸
術
作
品
の
鑑
賞
に
よ
っ
て
い
わ
ば
創
造
に
参
加
す
る
鑑
賞

者
に
お
い
て
で
あ
る
。

例
え
ば
、
か
か
る
意
味
で
の
芸
術
の
最
も
際
立
っ
た
も
の
と
し
て
、
し

ば
し
ば
九
鬼
が
例
示
す
る
の
が
、
芭
蕉
の
句
、

橘
や
い
つ
の
野
中
の
ほ
と
と
ぎ
す

で
あ
る
。
こ
の
句
に
つ
い
て
九
鬼
は
、「
芭
蕉
は
橘
の
花
の
香
を
嗅
ぐ
。

野
原
で
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
の
を
聞
き
な
が
ら
、
か
つ
て
同
じ
花
の
同
じ

香
を
嗅
い
だ
こ
と
の
あ
る
の
を
想
起
し
て
い
る
」
と
解
説
し
、マ
ル
セ
ル
・

プ
ル
ー
ス
ト
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。

か
つ
て
既
に
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
一
つ
の
音
ま
た
嗅
い
だ
こ
と
の
あ

る
一
つ
の
香
が
、
現
実
的
で
な
い
の
に
実
在
的
、
抽
象
で
な
い
の
に

観
念
的
な
も
の
と
し
て
現
在
と
過
去
の
内
に
よ
み
が
え
る
と
き
、
た

ち
ま
ち
、
平
常
は
事
物
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
い
る
永
遠
の
本
質
が
解
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放
さ
れ
、
時
に
は
長
く
死
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
な
が
ら
実
は
死

ん
で
い
な
か
っ
た
我
々
の
真
の
自
己
が
目
覚
め
、
も
た
ら
さ
れ
た
天

上
の
糧
を
受
け
て
生
き
生
き
と
な
る
。
時
間
の
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ

た
一
瞬
が
、
そ
れ
を
感
じ
る
た
め
に
時
間
の
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
た

人
間
を
、
我
々
の
内
に
再
創
造
し
た
の
で
あ
る
。

前
節
に
回
帰
的
時
間
の
構
造
を
見
た
我
々
は
、
今
や
こ
の
注
釈
を
論
理

的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
我
々
が
、
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
の
な

い
は
ず
の
鳥
の
声
を
聞
き
、
嗅
い
だ
こ
と
の
な
い
は
ず
の
花
の
香
を
嗅

ぎ
、
し
か
し
確
か
に
い
つ
か
ど
こ
か
で
同
じ—

「
似
た
よ
う
な
」
で
は

な
い—

鳥
の
同
じ
声
を
聞
き
、
同
じ
花
の
同
じ
香
を
嗅
い
だ
こ
と
が
あ

る
と
感
ず
る
と
き
、
我
々
は
時
間
の
水
平
面
に
お
け
る
過
去
の
「
似
た
よ

う
な
」
一
時
点
を
想
起
し
て
い
る
の
で
は
く
、垂
直
面
に
お
け
る
「
異
な
っ

た
時
間
の
同
一
の
今
」、
す
な
わ
ち
無
限
回
繰
り
返
し
繰
り
返
さ
れ
る
回

帰
的
形
而
上
的
時
間
に
お
け
る
同
一
の
瞬
間
が
、「
一
種
の
遠
隔
作
用
に

よ
っ
て
連
絡
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
時
間
の
水
平
面
に

お
い
て
は
「
一
点
に
お
い
て
過
ぎ
行
く
」
も
の
で
し
か
な
い
現
在
と
い
う

瞬
間
が
、「
無
限
に
深
い
厚
み
を
も
っ
た
今
」
と
し
て
（
再
）
創
造
さ
れ
る
。

そ
の
創
造
と
、
創
造
さ
れ
た
作
品
の
鑑
賞
に
お
い
て
、
い
わ
ば
時
間
の
永

遠
化
が
な
さ
れ
、
人
間
は
「
時
間
か
ら
解
放
」
さ
れ
「
永
遠
に
お
い
て
生

き
る
」
と
九
鬼
は
言
う
の
で
あ
る
。

か
か
る
芸
術
に
お
け
る
時
間
の
永
遠
化
と
時
間
か
ら
の
解
放
は
、
実
は

九
鬼
自
身
に
と
っ
て
も
ま
さ
に
自
己
の
「
救
い
」
の
道
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
触
れ
て
来
な
か
っ
た
が
、
九
鬼
が
そ
の

実
人
生
に
お
い
て
、
母
・
波
津
が
岡
倉
天
心
と
の
い
わ
ゆ
る
不
倫
騒
動
の

末
に
重
い
精
神
疾
患
に
陥
り
、
そ
の
後
半
生
を
精
神
病
院
で
送
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
こ
と
を
、
常
に
「
胸
の
暗
黒
」
と
し
て
抱
き
続
け
て
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
第
一

節
に
見
た
、
時
間
論
と
偶
然
論
を
め
ぐ
る
九
鬼
哲
学
の
根
本
問
題
は
、
不

幸
な
偶
然
と
悲
惨
な
運
命
に
翻
弄
さ
れ
た
母
や
自
分
自
身
の
人
生
問
題
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。そ
う
し
て
九
鬼
は
、

幼
少
の
頃
の
母
と
、「
伯
父
さ
ま
」
と
呼
ん
で
慕
い
な
が
ら
も
他
方
で
「
母

を
悲
惨
な
運
命
に
陥
れ
た
人
」
と
し
て
複
雑
な
感
情
を
抱
き
続
け
て
い
た

岡
倉
と
の
思
い
出
を
回
想
し
た
晩
年
の
随
筆
「
岡
倉
覚
三
氏
の
思
出
」
に

お
い
て
、
そ
の
末
尾
に
次
の
よ
う
な
文
章
を
綴
っ
て
い
る
。

や
が
て
私
の
父
も
死
に
、
母
も
死
ん
だ
。
今
で
は
私
は
岡
倉
氏
に
対

し
て
は
殆
ど
ま
じ
り
気
の
な
い
尊
敬
の
念
だ
け
を
有
っ
て
い
る
。

思
出
の
す
べ
て
が
美
し
い
。
明
り
も
美
し
い
。
蔭
も
美
し
い
。
誰

れ
も
悪
い
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
が
詩
の
よ
う
に
美
し
い
。（
Ⅴ
・

二
三
八
）

「
無
限
が
万
物
の
う
ち
に
あ
り
と
せ
ば
、
す
べ
て
は
美
と
な
る
の
で
あ
っ

て
例
外
は
な
い
。
す
べ
て
は
そ
の
見
方
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と

い
う
九
鬼
な
り
の
唯
美
主
義
宣
言
と
も
言
え
る
一
節
を
改
め
て
想
起
し
よ

う
。
時
間
の
秩
序—
す
な
わ
ち
時
間
の
水
平
面—

か
ら
解
放
さ
れ
、

★
16
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時
の
流
れ
か
ら
離
脱
（
離
俗
）
し
、
そ
れ
を
そ
の
流
れ
の
ほ
と
り
に
立
っ

て
鑑
賞
す
る
と
き
、
人
生
の
各
瞬
間
は
、
無
限
の
深
み
を
も
っ
た
「
永
遠

の
今
」
と
し
て
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
と
き
、
人
生
の
各
瞬
間
は
、

「
明
り
」
も
「
蔭
」
も
、「
道
徳
的
見
地
か
ら
見
て
恥
ず
べ
き
こ
と
」
も
「
悲

惨
な
運
命
」
も
、「
す
べ
て
は
美
と
な
る
の
で
あ
っ
て
例
外
は
な
い
」。
九

鬼
の
芸
術
哲
学
が
、
芸
術
と
美
に
よ
る
人
間
の
「
救
い
」
を
指
し
示
す
も

の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
唯
美
主
義
は
、「
人
生
の
芸
術
化
」
や
「
美
的
生
活
」
や
「
芸

術
と
生
活
の
融
合
」を
高
唱
す
る
。
そ
れ
は
九
鬼
も
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
九
鬼
の
言
う
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
唯
美
主
義
者
た
ち
が
し
ば
し

ば
陥
っ
た
よ
う
な
、
生
活
の
華
美
な
装
飾
や
気
取
っ
た
立
ち
居
振
る
舞
い

と
い
っ
た
も
の
と
は
、
本
質
的
に
は
何
の
関
係
も
な
い
。
人
生
の
各
瞬
間

を
「
永
遠
の
今
」
と
見
て
、そ
れ
を
一
篇
の
詩
の
ご
と
く
鑑
賞
す
る
こ
と
。

そ
れ
が
九
鬼
周
造
の
唯
美
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
「
芸
術
と
生

活
と
の
融
合
」
と
題
さ
れ
た
短
歌
批
評
に
お
い
て
九
鬼
は
、「
各
人
が
自

己
の
生
活
を
直
ち
に
芸
術
意
識
に
高
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
以
外
の

国
で
は
余
り
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
は
悉
く
詩
人
だ
と
云
わ

れ
る
の
も
道
理
が
あ
る
」（
Ⅳ
・
八
九
）
と
言
っ
て
い
る
。
九
鬼
が
数
あ

る
芸
術
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
文
芸
、
し
か
も
俳
句
や
短
歌
を
含
む
日
本

の
詩
歌
の
伝
統
に
強
い
拘
り
を
も
ち
続
け
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
各

人
が
自
己
の
生
活
を
直
ち
に
芸
術
意
識
に
高
め
る
」
こ
と
が
で
き
、
も
っ

て
人
生
を
「
詩
の
よ
う
に
美
し
い
」
も
の
と
し
て
造
形
し
鑑
賞
し
得
る
こ

と
、
そ
う
し
て
そ
れ
が
、「
浮
か
み
も
や
ら
ぬ
、
流
れ
の
う
〔
浮
、
憂
〕

き
身
」（
Ⅰ
・
二
〇
）
を
「
時
間
」
と
い
う
川
に
沈
め
て
生
き
ざ
る
を
得

な
い
有
限
者
と
し
て
の
人
間
存
在
に
、
そ
の
有
限
性
か
ら
の
「
救
い
」、

す
な
わ
ち
「
時
間
か
ら
の
解
放
」
と
「
永
遠
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
」
を

も
た
ら
す
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
語
に
代
え
て

以
上
に
、
九
鬼
周
造
の
主
に
時
間
論
と
芸
術
論
と
を
考
察
し
て
来
た
。

九
鬼
哲
学
の
根
本
問
題
は
、
時
間
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
有
限
性
と
、

そ
れ
か
ら
の
「
救
い
」
の
問
題
で
あ
り
、
九
鬼
の
芸
術
論
は
、
現
在
の
瞬

間
を
無
限
回
繰
り
返
し
繰
り
返
さ
れ
た
無
限
の
厚
み
な
い
し
深
み
を
も
つ

「
永
遠
の
今
」
と
し
て
見
る
回
帰
的
形
而
上
学
的
時
間
論
を
基
礎
と
し
、

も
っ
て
自
己
の
人
生
そ
の
も
の
を
一
篇
の
詩
の
ご
と
く
に
造
形
し
ま
た
鑑

賞
す
る
こ
と
に
よ
る
、
時
間
の
秩
序
か
ら
の
解
放
を
説
く
も
の
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
か
か
る
九
鬼
の
芸
術
哲

学
は
、そ
う
い
う
意
味
で
「
人
生
を
芸
術
化
」
し
「
芸
術
と
生
活
の
融
合
」

を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
本
稿
は
、
九
鬼
周
造
の
唯
美
主
義
哲
学

と
捉
え
た
。

残
念
な
が
ら
本
稿
で
は
、
九
鬼
の
回
帰
的
時
間
の
論
理
に
重
き
を
置
く

あ
ま
り
、
時
間
論
と
偶
然
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
十
分
と
な

り
、
ま
た
そ
の
両
者
の
総
合
と
し
て
の
押
韻
論
の
意
義
に
つ
い
て
も
論
じ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
芸
術
論
に
関
し
て
も
、
そ
の
唯
美
主

義
的
側
面
に
特
に
焦
点
を
絞
っ
た
た
め
、
芸
術
一
般
と
文
芸
と
の
関
係
、
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ま
た
種
々
の
文
芸
の
な
か
で
も
際
立
っ
て
詩
歌
が
も
っ
て
い
る
特
別
な
哲

学
的
意
義
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
も
、
論
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
九
鬼
は
詩
歌
を
、
芸
術
一
般
の
時
間
性
格
と
し
て
の
現
在
性
が
、
い

わ
ば
最
も
角
度
を
鋭
く
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
彼
が
押
韻
に
強

く
拘
っ
た
の
も
、
そ
の
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
独
立
し
た
論
考
を
要
す
る
た
め
、
稿
を
改
め
て

詳
述
し
て
み
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
九
鬼
の
芸
術
・
文
芸
論
は
、
決
し
て
単
に
趣
味
や
余

興
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
い
わ
ゆ
る

日
本
文
化
論
の
類
に
属
す
る
も
の
で
も
な
く
、
彼
の
哲
学
的
主
題
で
あ
る

時
間
論
（
お
よ
び
偶
然
論
）
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
人
間
存
在
の
有
限
性
と
そ
れ
か
ら
の
救
い
と
い
う
彼

の
哲
学
の—

と
言
う
よ
り
も
、
哲
学
と
宗
教
の
伝
統
的
な—

根
本
問

題
に
対
す
る
一
つ
の
応
答
で
あ
る
こ
と
、
そ
う
い
う
意
味
で
そ
れ
は
彼
の

哲
学
全
体
に
お
い
て
そ
の
根
幹
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の

事
柄
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
本
稿
の
目
的
は
一
応
の
達
成
を
見
た
も
の
と
考

え
て
よ
か
ろ
う
。

【
註
】

凡
例:

九
鬼
周
造
の
著
作
か
ら
の
引
用
・
参
照
は
『
九
鬼
周
造
全
集
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
〇
〜
一
九
八
二
年
）に
よ
り
、引
用
・
参
照
箇
所
は
全
集
の
巻
数（
ロ
ー

マ
数
字
）
と
頁
数
（
漢
数
字
）
を
本
文
中
に
記
し
た
。
な
お
、
引
用
に
際
し
、

新
字
体
・
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
が
、
詩
歌
に
つ
い
て
は
そ
の
限
り
で
は

な
い
。

（
1
） 

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
研
究
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
安
田
武
・
多

田
道
太
郎
『『「
い
き
」
の
構
造
』
を
読
む
』〈
朝
日
選
書
〉（
朝
日
新
聞
社
、

一
九
七
九
年
）、
大
東
信
一
『
九
鬼
周
造
と
日
本
文
化
論
』（
梓
出
版
社
、

一
九
九
六
年
）、君
野
隆
久
「
九
鬼
周
造
『
日
本
詩
の
押
韻
』
覚
え
書
」
井
波
律
子
・

井
上
章
一
編
『
文
学
に
お
け
る
近
代—

転
換
期
の
諸
相
』（
国
際
日
本
文
化
セ

ン
タ
ー
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
木
村
敏
『
偶
然
性
の

精
神
病
理
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
や
杉
岡
正
敏
「
九
鬼
と
ユ
ン
グ
に
お

け
る
偶
然
論
の
比
較
」『
比
較
思
想
研
究
』
第
二
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
、

精
神
分
析
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
る
。

（
2
） 

小
浜
善
信
『
九
鬼
周
造
の
哲
学—

漂
泊
の
魂
』（
昭
和
堂
、二
〇
〇
七
年
）
二
頁
。

（
3
） 「〈
資
料
〉
田
辺
元
・
九
鬼
周
造
往
復
書
簡—

博
士
論
文
『
偶
然
性
』
を
め
ぐ
っ

て
」『
九
鬼
周
造
全
集
月
報
12
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）
一
一
頁
。

（
4
） 

ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
そ
の
歴
史
的
変
遷
を
最
も
よ
く
ま
と
め
た
も

の
と
し
て
、Ellen M

oers, The Dandy: Brum
m
ell to Beerbohm

, London: 

Secker &
 W
arburg, 1960

を
参
照
。
生
田
耕
作
『
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム—

栄

光
と
悲
惨
』（
奢
霸
都
館
、
一
九
八
〇
年
）
や
山
田
勝
『
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム—

貴
族
趣
味
と
近
代
文
明
批
判
』〈
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
〉（
日
本
放
送
出
版
協
会
、

一
九
八
八
年
）
な
ど
の
我
が
国
で
の
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
研
究
も
、
多
く
を
こ
れ
に
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拠
っ
て
い
る
。

（
5
） 

西
洋
哲
学
史
に
お
け
る
時
間
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
小
浜
の
諸
研
究
か

ら
多
く
を
学
ん
だ
。「
時
間
と
永
遠—

『
日
本
詩
の
押
韻
』、『
形
而
上
学
的
時

間
』」（
前
掲
書
、
第
４
章
）、「
永
遠
と
時
間—

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
か
ら
ト
マ
ス

ま
で
」
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
協
会
編
『
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
影
響
史
』〈
ネ
オ
プ
ラ

ト
ニ
カ
１
〉（
昭
和
堂
、
一
九
九
八
年
）、「
時
間
の
問
題—

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
」
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
協
会
編
『
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
原
型
と

水
脈
』〈
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
カ
２
〉（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）、「
西
洋
古
代
に
お

け
る
時
間
論
の
四
類
型—
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ス
ト
ア
派
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
」
哲
学
史
研
究
会
編
『
西
洋
哲
学
史
の
再
構
築
に
向
け
て
』

（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
6
） 

小
浜
前
掲
『
九
鬼
周
造
の
哲
学
』
一
二
七
頁
。

（
7
） 

前
掲
「〈
資
料
〉
田
辺
元
・
九
鬼
周
造
往
復
書
簡
」
一
一
頁
。

（
8
） 

九
鬼
の
特
に
『
偶
然
性
の
問
題
』
を
中
心
と
し
た
「
偶
然
の
必
然
化
」
の
論
理

や
「
運
命
」
の
構
造
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
偶
然
性
を
通
し
て
の
偶
然
性
の
克

服—

九
鬼
周
造
に
お
け
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
」『
京
都
大
学
大
学
院
教
育
学

研
究
科
紀
要
』
第
五
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）、「
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ—

九
鬼
周
造
に
お
け
る
『
出
遇
い
』
の
倫
理
」『
教
育
哲
学
研
究
』
第
一
〇
二
号

（
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
「
宗
教
」

の
概
念
を
、
倫
理
の
立
場
が
必
然
的
に
要
求
す
る
そ
の
延
長
と
し
て
捉
え
て
い

る
が
、
九
鬼
は
む
し
ろ
宗
教
の
立
場
を
芸
術
の
立
場
と
親
近
的
な
も
の
と
捉
え

て
い
る
側
面
も
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
慎
重
な
再
考
を
要
す
る
。

（
9
） 

こ
の
二
つ
の
「
行
き
方
」(

倫
理
の
立
場
と
芸
術
の
立
場)

が
、
九
鬼
哲
学
に

お
い
て
最
終
的
に
は
総
合
さ
れ
て
い
る
の
か(

さ
れ
得
て
い
る
の
か)

、
そ
れ
と

も
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
「
二
つ
の
」
も
の
と
し
て
別
個
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、

現
時
点
で
は
筆
者
は
判
断
し
か
ね
て
い
る
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
九
鬼
哲
学
に

こ
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
こ
と
自
体
が
、
こ
れ
ま

で
十
分
に
読
解
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
10
） 

振
幅
の
大
き
い
唯
美
主
義
と
い
う
概
念
の
内
実
を
手
際
よ
く
解
説
し
た
も
の
と

し
て
、
Ｒ
・
Ｖ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
『
唯
美
主
義
』
中
沢
了
訳
〈
文
学
批
評
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
3
〉（
研
究
社
、
一
九
七
一
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
谷
田
博
幸
『
唯
美
主
義
と

ジ
ャ
パ
ニ
ズ
ム
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
の
「
序
章
」
も
、「『
唯

美
主
義
（
運
動
）』
な
る
も
の
の
骨
格
を
大
ま
か
に
ス
ケ
ッ
チ
」（
五
頁
）
し
た

も
の
と
し
て
参
考
に
な
る
。

（
11
） 「
私
た
ち
は
あ
る
期
間
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
や
が
て
地
上
か
ら
姿
を
消
し

て
し
ま
う
。
あ
る
者
は
こ
の
期
間
を
も
の
ぐ
さ
に
過
し
、
ま
た
あ
る
者
は
崇
高

な
情
熱
に
、
ま
た
『
こ
の
世
の
子
ら
た
ち
』
の
う
ち
で
最
も
賢
明
な
人
び
と
は
、

芸
術
と
歌
で
過
す
。〔
�
�
〕
な
ぜ
な
ら
、
芸
術
は
、
刻
々
過
ぎ
て
ゆ
く
瞬
間
に
、

ま
た
た
だ
そ
れ
ら
の
瞬
間
の
た
め
だ
け
に
、
最
高
の
特
性
の
み
を
与
え
る
こ
と

を
は
っ
き
り
と
意
図
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（
ペ
イ
タ
ー
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
富

士
川
義
之
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
六
年
、
二
三
四
頁
）。

（
12
） 

九
鬼
が
そ
の
美
学
・
芸
術
理
論
に
お
い
て
直
接
の
影
響
を
受
け
た
の
は
、
滞
欧

時
に
直
接
師
事
し
た
こ
と
も
あ
る
オ
ス
カ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
ベ
ッ
カ
ー
も
ま
た
、「
美
的
な
も
の
の
時
間
性
は
『
永
遠
の
瞬
間
』
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
（『
美
の
は
か
な
さ
と
芸
術
家
の
冒
険
性
』
久
野
収
訳
、
理
想
社
、

一
九
六
四
年
）。

（
13
） 

例
え
ば
そ
れ
を
挑
戦
的
な
姿
勢
で
表
明
し
た
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
『
ド

リ
ア
ン
・
グ
レ
イ
の
肖
像
』
の
序
文
な
ど
を
参
照
。
な
お
九
鬼
は
、『「
い
き
」

の
構
造
』
の
元
と
な
っ
た
論
文
「『
い
き
』
の
構
造
」
で
、
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
の
表

現
者
の
一
人
と
し
て
ワ
イ
ル
ド
の
名
を
挙
げ
て
い
る
（
別
巻
・
一
〇
〇
）。

（
14
） 

な
お
こ
れ
を
様
相
性
の
見
地
か
ら
言
え
ば
、
過
去
は
必
然
的
性
格
を
も
ち
、

未
来
は
可
能
的
性
格
を
も
つ
の
に
対
し
、
現
在
は
偶
然
的
性
格
を
も
つ
と
い
う
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こ
と
に
な
る
。
偶
然
性
は
現
在
の
一
点
に
存
す
る
。『
偶
然
性
の
問
題
』
II
・

二
〇
六
以
下
。

（
15
） 

厳
密
に
言
え
ば
、
す
ぐ
後
に
見
る
川
の
流
れ
の
譬
え
に
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う

に
、
九
鬼
は
時
間
論
に
は
四
つ
の
類
型
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
過
去
に
重
点

を
置
く
第
一
の
時
間
論
、
未
来
に
重
点
を
置
く
第
二
の
時
間
論
、
そ
れ
ら
に
対

し
て
現
在
に
重
点
を
置
く
第
三
の
時
間
論
、
そ
う
し
て
現
在
を
「
永
遠
の
今
」

と
見
る
第
四
の
時
間
論
で
あ
る
。
第
三
と
第
四
の
時
間
論
は
、
と
も
に
現
在
を

中
心
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
両
者
が
芸
術
の
時
間
性
格
で
あ
る
と
九
鬼
は

考
え
て
い
る
が
、
厳
密
に
言
え
ば
こ
れ
ら
は
、
前
者
は
時
間
の
水
平
軸
に
お
け

る
現
在
を
、
後
者
は
垂
直
軸
に
お
け
る
現
在
を
、
各
々
指
し
示
す
点
に
お
い
て

異
な
っ
て
い
る
。
本
稿
の
主
旨
か
ら
、
こ
こ
で
は
第
四
の
時
間
論
に
基
礎
を
置

く
芸
術
論
の
み
を
取
り
上
げ
る
。

（
16
） 

周
造
の
父
は
明
治
政
府
の
要
職
を
務
め
、「
古
社
寺
保
存
法
」
の
制
定
な
ど
、

美
術
政
策
の
方
面
で
も
活
躍
し
た
九
鬼
隆
一
で
あ
る
。
隆
一
が
駐
米
全
権
公
使

と
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
に
赴
任
中
、
母
・
波
津
が
周
造
を
懐
妊
。
波
津
は
一

人
帰
国
す
る
が
、
そ
の
際
、
偶
々
滞
米
し
て
い
た
隆
一
の
盟
友
・
岡
倉
を
、
隆

一
は
波
津
に
同
行
さ
せ
た
。
以
来
、
波
津
と
岡
倉
が
い
わ
ゆ
る
不
倫
関
係
に
陥

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
岡
倉
を
め
ぐ
る
一
連
の
い
わ
ゆ
る
「
美
術
学
校
騒
動
」

の
際
に
、
岡
倉
が
「
人
の
妻
女
を
強
姦
」
し
た
と
暴
露
さ
れ
て
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

化
し
た
。
波
津
は
ま
も
な
く
精
神
疾
患
に
陥
り
、
そ
の
後
、
精
神
病
院
で
孤
独

な
死
を
迎
え
た
。
周
造
は
十
四
、五
歳
頃
の
あ
る
光
景
を
、
以
下
の
よ
う
に
回
想

し
て
い
る
。

或
る
日
曜
の
朝
早
く
起
き
て
母
の
家
の
庭
で
一
人
で
遊
ん
で
い
る
と
岡
倉

氏
が
家
か
ら
出
て
門
の
方
へ
行
か
れ
る
の
と
ヒ
ョ
ッ
コ
リ
顔
を
見
合
わ
せ

た
。
そ
の
時
の
具
体
的
光
景
は
私
の
脳
裏
に
は
っ
き
り
印
象
さ
れ
て
い
る

が
、語
る
に
忍
び
な
い
。間
も
な
く
母
は
父
か
ら
離
縁
さ
れ
、��

マ

マ

�

�
�
�
。（
Ⅴ
・

二
三
七
）

そ
の
後
、
九
鬼
の
東
京
帝
大
在
学
中
に
は
、
岡
倉
が
東
洋
美
術
史
の
講
義
を
行

な
っ
て
い
た
が
、
九
鬼
は
そ
れ
を
「
私
的
の
感
情
に
支
配
さ
れ
て
遂
に
一
度
も

聴
か
な
か
っ
た
」
と
言
い
、
一
度
構
内
で
岡
倉
と
す
れ
違
っ
た
際
も
、「
下
を
向

い
た
ま
ま
で
お
辞
儀
も
し
な
い
で
行
き
違
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
言
う
。

ふ
る
か
わ
・
ゆ
う
じ
（
近
代
日
本
哲
学
／
京
都
大
学
）


