
第
４
回
九
鬼
周
造
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
書
簡
と
遺
稿
が
伝
え
る
九
鬼
周
造
の
面
影
」

二
〇
二
二
年
一
二
月
一
七
日

甲
南
大
学
一
八
号
館
三
階
講
演
室
開
催

○
司
会

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
よ
う
こ
そ
甲
南
大
学
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
か
ら
「
第
４
回
九
鬼
周
造
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
〈
書
簡
と
遺
稿
が
伝
え
る
九
鬼
周
造
の
面
影
〉
」
を
始
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
私
は
本
学
文
学
部
教
員
の
西
欣
也
と
申
し
ま
す
。

こ
の
「
九
鬼
周
造
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
は
、
近
代
日
本
を
代
表
す

る
哲
学
者
で
あ
る
九
鬼
周
造
が
甲
南
大
学
と
特
別
な
関
わ
り
を
持
っ
て

い
る
こ
と
に
ち
な
ん
で
、
本
学
人
間
科
学
研
究
所
で
毎
年
開
催
さ
れ
て

い
る
企
画
で
す
。
「
特
別
な
関
わ
り
」
と
い
う
の
は
、
九
鬼
周
造
の
蔵

書
類
、
ま
た
自
筆
ノ
ー
ト
や
草
稿
な
ど
が
九
鬼
周
造
文
庫
と
い
う
形
で

甲
南
大
学
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ノ
ー
ト
、

原
稿
、
そ
れ
か
ら
新
聞
記
事
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
な
ど
、
主
な
部
分
は
既
に

甲
南
大
学
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ヴ
と
い
う
形
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

公
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
書
簡
な
ど
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る

恐
れ
の
あ
る
も
の
、
ま
た
新
た
に
見
つ
か
っ
た
資
料
に
つ
い
て
は
未
発

表
の
状
態
で
す
。
今
後
の
公
開
に
向
け
て
、
現
在
整
備
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

さ
て
今
回
は
「
資
料
の
公
開
」
と
い
う
観
点
か
ら
九
鬼
周
造
の
哲
学

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
趣
旨
で
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
一
般
に
、
新
し
い
資
料
が
発
見
さ
れ
公
開
さ
れ
て
い
く

こ
と
で
著
名
人
の
新
し
い
相
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
哲

学
者
の
場
合
、
例
え
ば
小
説
家
や
政
治
家
の
草
稿
の
場
合
と
は
異
な
っ

た
事
情
が
生
じ
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
は
そ
の
哲
学
者
の
場
合
に
は

新
し
い
資
料
の
発
掘
や
公
開
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
得
る
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
問
題
意
識
の
下
で
、
本
日
は
お
二
人
の
先
生
か

ら
お
話
を
う
か
が
い
、
ま
た
皆
様
と
と
も
に
議
論
し
な
が
ら
考
え
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
哲
学
者
の
遺
稿
を
発
見
し
て
い
く
こ
と

の
難
し
さ
で
あ
る
と
か
、
楽
し
さ
や
お
も
し
ろ
さ
も
見
え
て
く
る
と
い

い
の
か
な
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

な
お
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
会
場
に
足
を
運
ん
で
く
だ

さ
っ
た
皆
様
に
限
っ
て
、
未
公
開
の
資
料
を
投
影
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
休
憩
時
間
に
は
写
真
資
料
も
自
由
に
御
覧
い
た
だ
け
る
機
会
を
設

け
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
は
ま
だ
翻
刻

作
業
も
完
了
し
て
い
な
い
状
態
に
あ
り
ま
す
の
で
、
撮
影
等
は
御
遠
慮

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
御
配
慮
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

で
は
早
速
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
方
々
を
御
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、
中
嶋
優
太
先
生
で
す
。
中
嶋
先
生
は
石
川
県
西
田
幾
多
郎
記
念

哲
学
館
で
研
究
員
を
さ
れ
る
中
で
、
西
田
幾
多
郎
の
遺
稿
類
の
公
開
の
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た
め
に
先
駆
的
な
取
組
を
さ
れ
ま
し
た
。
今
日
は
そ
の
お
立
場
か
ら
、

哲
学
者
の
資
料
、
遺
稿
の
公
開
一
般
に
つ
い
て
お
話
く
だ
さ
い
ま
す
。

お
隣
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
小
浜
善
信
先
生
で
す
。
小
浜
先
生
は
、

岩
波
文
庫
版
の
九
鬼
周
造
『
時
間
論
』
の
編
集
・
注
解
を
御
担
当
さ
れ
、

ま
た
御
著
書
『
九
鬼
周
造

漂
泊
の
魂
』
を
二
〇
〇
六
年
に
著
さ
れ
て

い
る
ほ
か
、
九
鬼
周
造
に
つ
い
て
多
く
の
論
文
等
を
発
表
し
て
お
ら
れ

ま
す
。
九
鬼
研
究
の
第
一
人
者
と
言
え
る
方
で
す
。
本
学
が
所
蔵
し
て

お
り
ま
す
九
鬼
文
庫
の
翻
刻
作
業
も
、
小
浜
先
生
が
中
心
と
な
っ
て
進

め
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
中
嶋
先
生
か
ら
お
話
を
い
た
だ
き
、
続
い
て
小
浜
先
生
か
ら
九

鬼
の
書
簡
等
の
公
開
の
意
義
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
く
流
れ
と
な
り
ま

す
。
で
は
中
嶋
優
太
先
生
か
ら
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
中
嶋

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
、
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
中
嶋

と
い
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

私
は
、
九
鬼
周
造
に
つ
い
て
は
小
浜
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ

と
が
あ
る
の
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
素
人
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
ん
な
と
こ

ろ
で
お
話
を
し
て
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
今
日
は
西

田
幾
多
郎
の
資
料
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
こ
と
を
お
話
し
す
る
こ
と
で
構

わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
来
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

九
鬼
周
造
の
資
料
に
関
し
て
は
、
ノ
ー
ト
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ

た
も
の
は
既
に
整
理
を
さ
れ
て
公
開
ま
で
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま

す
。
そ
の
点
で
は
、
あ
ま
り
お
役
に
立
て
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
新
し
い
、
公
開
さ
れ
て
な
い
資
料
も
あ
る
と
い
う

お
話
で
し
た
の
で
、
何
か
し
ら
お
役
に
立
て
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
ず
、
私
の
自
己
紹
介
で
す
。
実
は
こ
の
一
〇
月
か
ら
石
川
県
立
看

護
大
学
に
赴
任
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
ど
こ
に
い
た
か
と
言

い
ま
す
と
、
石
川
県
西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
と
い
う
、
西
田
幾
多
郎

と
い
う
哲
学
者
の
博
物
館
で
働
い
て
お
り
ま
し
た
。
今
日
お
話
し
す
る

の
は
、
主
に
こ
こ
で
や
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。

こ
の
博
物
館
の
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
だ
け
お
話
を
し
て
お
い
た
ほ

う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
博
物
館
は
二
〇
〇
二
年
に
開
館
い
た
し

ま
し
て
、
博
物
館
の
建
物
自
体
は
石
川
県
が
建
て
て
お
り
ま
す
。
で
す

か
ら
館
名
に
「
石
川
県
」
と
つ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
運
営
は
石
川
県

で
は
な
く
、
か
ほ
く
市
と
い
う
人
口
三
万
五
千
人
の
小
さ
な
市
が
運
営

を
し
て
い
ま
す
。
か
ほ
く
市
出
身
の
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
の
顕
彰
を
す

る
と
い
う
こ
と
で
、
彼
の
遺
品
な
ん
か
を
収
集
し
、
書
簡
で
あ
る
と
か
、

遺
稿
な
ん
か
も
も
ち
ろ
ん
収
集
を
し
て
い
る
「
人
物
博
物
館
」
で
す
。

そ
れ
と
同
時
に
哲
学
の
魅
力
を
伝
え
る
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
あ
っ
て
、

「
哲
学
の
博
物
館
」
と
い
う
役
割
も
持
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
の
前
身
が
「
西
田
記
念
館
」
と

い
い
ま
し
て
、
一
九
六
八
年
に
開
館
を
し
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
長
い

歴
史
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
頃
か
ら
資
料
を
収
集
し
て
お
り
ま
す
。
た

だ
、
そ
の
道
の
り
は
平
坦
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
特
に
西
田
記
念
館
の

頃
に
は
、
御
遺
族
の
方
か
ら
は
あ
ま
り
よ
く
思
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
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と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
と
は

思
い
ま
す
が
、
親
で
あ
る
と
か
、
近
し
い
親
族
の
関
係
の
中
で
す
と
、

自
分
の
親
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
あ
る
種
祭
り
上
げ
ら
れ
て
く
る
こ
と
に

違
和
感
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
な
か
な
か
う
ま
く
御
遺
族
の

方
と
関
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
学
芸

員
さ
ん
の
努
力
も
あ
り
ま
し
て
次
第
に
ご
遺
族
の
方
と
も
親
し
く
さ
せ

て
い
た
だ
く
形
に
な
っ
て
き
た
、
そ
う
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
西
田
哲
学
館
は
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

今
日
お
話
し
す
る
資
料
の
翻
刻
と
か
公
開
に
つ
い
て
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

自
体
は
ご
く
最
近
に
始
ま
っ
た
も
の
で
す
。
二
〇
一
五
年
の
一
〇
月
に

西
田
幾
多
郎
の
御
遺
族
の
方
、
西
田
幾
久
彦
さ
ん
か
ら
西
田
哲
学
館
に

資
料
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
以
前
か
ら
や
り
取
り
が
あ

り
ま
し
て
、
ち
ょ
う
ど
引
っ
越
し
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
か
と
思
う
ん

で
す
け
ど
、
西
田
家
で
引
っ
越
し
を
さ
れ
る
と
き
に
家
を
整
理
し
て
い

た
ら
こ
ん
な
も
の
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
荷
物
を
送
っ
て
い
た

だ
い
た
と
こ
ろ
が
ス
タ
ー
ト
に
な
り
ま
す
。

そ
の
送
ら
れ
て
き
た
も
の
が
何
だ
っ
た
か
と
言
う
と
一
二
個
の
紙
包

み
で
す
。
届
い
た
と
き
に
は
、
中
身
は
分
か
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、

後
ほ
ど
確
認
で
き
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ノ
ー
ト
が
五
〇
冊
、
ノ
ー
ト

の
形
に
な
っ
て
い
な
い
紙
状
の
資
料
が
二
五
〇
部
あ
る
。
そ
れ
が
届
い

た
時
点
で
は
か
な
り
湿
気
を
帯
び
て
い
ま
し
た
。
保
存
さ
れ
て
い
た
場

所
も
、
御
遺
族
も
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
場
所
だ
と
い
う
こ

と
で
、
湿
気
を
帯
び
て
い
て
、
カ
ビ
て
い
ま
し
た
。
す
ご
い
甘
い
匂
い

が
し
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
資
料
を
め
く
る
の
も
難
し
い
状
況
で

し
た
。
比
較
的
き
れ
い
な
状
態
の
も
の
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
バ
リ

バ
リ
に
固
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
非
常
に
困
難
な
状
態
の
も
の
も
あ

り
ま
し
た
。

こ
の
資
料
を
一
目
見
て
、
西
田
直
筆
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
未
公
開

の
資
料
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
時
点
で
、
将
来
的
に
は
翻
刻

を
行
う
必
要
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
な
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

今
振
り
返
る
と
、
哲
学
館
の
資
料
の
修
復
、
翻
刻
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

始
め
る
背
中
を
押
し
た
の
は
、
資
料
の
状
態
の
悪
さ
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
ま
ま
冬
を
迎
え
て
、
湿
気
の
多
い
梅
雨
、
そ

し
て
夏
と
な
っ
て
い
く
と
、
恐
ら
く
カ
ビ
な
ど
の
た
め
に
、
こ
の
資
料

の
中
の
多
く
は
損
壊
し
て
し
ま
っ
て
内
部
の
情
報
が
見
え
な
く
な
っ
て

し
ま
う
、
そ
う
い
う
切
迫
し
た
状
況
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
で
資
料
を
救
う
た
め
に
は
す
ぐ
に
修
復
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
に
は
か
な
り
の
人
手
も
コ
ス
ト
も
か
か
る
。
こ
れ
は
ど

う
い
う
組
織
で
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
そ
う
い
う
作
業
を
す
る

た
め
に
は
、
こ
の
資
料
の
重
要
性
、
資
料
活
用
の
方
向
性
を
示
す
必
要

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
中
身
が
十
分
見
ら
れ
な
い
状
態
で
も
あ
り
、

あ
る
い
は
、
見
切
り
発
車
の
部
分
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ

れ
ら
の
資
料
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
て
、
西
田
哲
学
研
究
、
日

本
哲
学
の
研
究
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
の
だ
と
言
い
切
っ
て
、
初
め
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か
ら
出
版
を
目
指
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。
そ
う
い
う

経
緯
が
あ
り
ま
す
。

写
真
を
見
な
が
ら
経
緯
を
見
て
い
き
ま
す
。
資
料
が
届
い
た
と
こ
ろ

で
す
。
最
初
に
調
書
を
取
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。
こ
れ
は
紙
包
み
の
調
書

を
取
っ
て
い
る
状
況
で
す
。
次
に
、
一
冊
ご
と
に
調
書
を
取
っ
て
い
ま

す
。
開
こ
う
と
し
て
も
、
こ
れ
以
上
は
開
か
な
い
資
料
も
あ
り
ま
す
。

見
て
も
ら
っ
た
ら
分
か
る
よ
う
に
、
水
で
流
れ
て
い
る
文
字
も
あ
る
。

特
に
赤
い
文
字
が
流
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
一

番
ひ
ど
か
っ
た
資
料
の
写
真
で
す
。
こ
れ
は
紙
包
み
の
状
態
で
す
が
、

板
状
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
分
解
し
ま
す
と
中
に
四
冊
ノ
ー
ト
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
ノ
ー
ト
の
形
に
な
っ
て
い
な
い
資
料
は
こ

の
よ
う
に
背
中
が
と
じ
て
な
い
。
そ
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
に
ひ
ど
い

状
態
の
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
資
料
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
修
復
し
て
い
っ
た
の
か
。
ま
ず

湿
っ
て
い
ま
す
の
で
乾
燥
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
。
奈
良
の
文
化
財
研

究
所
に
お
願
い
を
い
た
し
ま
し
て
「
真
空
凍
結
乾
燥
法
」
と
い
う
も
の

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
、
よ
く
分
か
っ
て
な
い
で
す
が
、
資
料

を
凍
結
さ
せ
て
、
そ
れ
を
真
空
状
態
に
す
る
。
そ
れ
を
真
空
状
態
の
ま

ま
温
度
を
上
げ
る
と
、
氷
が
液
体
に
な
ら
ず
に
気
体
へ
と
昇
華
し
て
、

乾
燥
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
原
理
だ
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
乾
燥
を
さ
せ
る
と
、
今
度
は
乾
燥
し
過
ぎ
て

資
料
を
開
け
な
い
と
い
う
状
況
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
で
ペ
ー
ジ

を
開
く
と
い
う
展
開
の
作
業
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

い
く
つ
か
作
業
中
の
写
真
を
お
見
せ
し
ま
す
。
展
開
作
業
、
つ
ま
り

ペ
ー
ジ
を
開
く
作
業
を
し
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
感
じ
で
す
ね
。
中
に
は
、

こ
ん
な
ひ
ど
い
資
料
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
開
く
の
は
怖
い
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
こ
ち
ら
は
機
械
で
殺
菌
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
ち
ら
も
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
で
す
。

こ
の
よ
う
な
展
開
作
業
を
し
ま
し
て
、
ペ
ー
ジ
が
開
け
ま
し
た
ら
、

今
度
は
写
真
を
撮
り
ま
し
た
。
写
真
が
あ
り
ま
す
と
翻
刻
を
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
し
、
一
方
で
レ
プ
リ
カ
を
作
成
し
て
展
示
に
使
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。

ま
た
、
翻
刻
が
完
成
す
る
ま
で
に
途
中
経
過
の
段
階
で
プ
レ
ス
リ

リ
ー
ス
を
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
二
〇
一
八
年
で
し
た
け
れ
ど
も
、

地
方
紙
で
は
一
面
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
ほ
か
、
全
国
紙
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
継

続
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
ア
ピ
ー
ル
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
、
資
料
の
全
体
像
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま

ず
、
時
代
的
な
と
こ
ろ
で
す
。
西
田
幾
多
郎
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
お

配
り
し
て
い
る
哲
学
館
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
開
い
て
い
た
だ
い
た
と
こ

ろ
に
「
略
年
譜
」
が
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
西
田
の
人
生
は
大
き
く
分
け
る
と
、
ま
ず
、

石
川
県
で
育
ち
ま
し
て
、
東
京
に
、
帝
国
大
学
に
行
く
。
そ
の
後
、
ま
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た
金
沢
に
戻
っ
て
き
て
、
し
ば
ら
く
中
学
校
の
先
生
、
高
校
の
先
生
を

し
て
い
る
。
途
中
に
一
回
山
口
に
も
行
き
ま
す
け
ど
、
主
に
石
川
県
に

い
る
。
そ
れ
か
ら
、
一
年
間
だ
け
学
習
院
に
つ
と
め
ま
し
て
、
そ
こ
か

ら
京
都
に
行
く
。
こ
う
い
う
流
れ
に
な
り
ま
す
。

今
回
見
つ
か
っ
た
資
料
の
う
ち
一
番
古
い
の
は
、
西
田
が
帝
大
で
学

生
だ
っ
た
頃
の
も
の
に
な
り
ま
し
て
、
一
番
多
い
の
は
西
田
が
金
沢
に

戻
っ
て
き
て
、
中
学
校
、
高
校
の
先
生
を
し
て
い
た
金
沢
時
代
の
も
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
西
田
が
京
都
に
行
っ
て
か
ら

の
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
け
ど
、
恐
ら
く
は
京
都
に
行
っ
て
す
ぐ

く
ら
い
の
、
か
な
り
京
都
の
初
期
の
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ

う
い
う
わ
け
で
、
西
田
の
キ
ャ
リ
ア
の
中
で
言
え
ば
比
較
的
若
い
頃
の

資
料
が
大
半
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
時
期
区
分
は
か

な
り
分
か
ら
な
い
部
分
が
多
く
あ
り
ま
す
。
今
見
て
い
た
だ
い
て
い
る

の
は
以
前
に
お
こ
な
っ
た
企
画
展
の
図
録
に
掲
載
し
た
図
で
す
が
、
こ

こ
で
は
、
ノ
ー
ト
の
形
状
と
か
、
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
た
マ
ー
ク
を
手
が

か
り
に
分
類
し
て
い
ま
す
。
マ
ー
ク
は
メ
ー
カ
ー
や
販
売
所
の
も
の
だ

と
思
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
同
じ
種
類
の
ノ
ー
ト
、
同
じ
販
売
所
か
ら
出

て
い
る
ノ
ー
ト
は
大
体
同
じ
時
期
に
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う

推
測
の
下
に
分
類
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

今
度
は
、
時
期
で
は
な
く
て
ノ
ー
ト
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
特
に
貴
重
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
講
義
ノ
ー
ト
と
か
思

索
ノ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
西
田
が
自
分
自
身
の
思
想
を
書
き
つ

け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
ノ
ー
ト
で
す
。
そ
れ
か
ら
貴
重
な
と
い

う
か
、
こ
ん
な
も
の
が
残
っ
て
い
た
の
か
と
驚
い
た
の
が
受
講
ノ
ー
ト

で
す
。
西
田
が
帝
大
時
代
に
受
講
を
し
た
と
き
の
ノ
ー
ト
で
す
。
そ
れ

か
ら
、
一
番
数
が
多
か
っ
た
の
は
読
書
ノ
ー
ト
で
す
。
こ
れ
は
欧
文
を

そ
の
ま
ま
書
い
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
ま
と
め
な
が
ら
、

日
本
語
に
訳
し
な
が
ら
書
い
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

当
然
分
か
ら
な
い
も
の
も
結
構
あ
り
ま
し
た
。

ノ
ー
ト
は
哲
学
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

是
非
見
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
ち
ら
が
哲
学
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
す

け
ど
、
そ
こ
に
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
バ
ナ
ー
が
あ
り
ま
し
て
、
そ

れ
を
選
択
す
る
と
こ
の
よ
う
な
画
面
に
な
り
ま
す
。
下
を
見
て
い
く
と
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
つ
ま
り
ノ
ー
ト
の
内
容
の
種
類
か
ら
ノ
ー
ト
を
検
索
で
で

き
ま
す
。
例
え
ば
「
講
義
ノ
ー
ト
」
を
選
び
ま
す
と
、
ア
ー
カ
イ
ブ
に

移
動
い
た
し
ま
し
て
、
講
義
ノ
ー
ト
が
こ
ん
な
ふ
う
に
ず
ら
っ
と
出
て

く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

講
義
ノ
ー
ト
は
三
種
類
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
倫
理
学
講
義
ノ
ー
ト
。

こ
れ
は
西
田
が
京
大
に
行
っ
て
す
ぐ
に
行
っ
た
倫
理
学
の
講
義
の
講
義

ノ
ー
ト
で
、
四
冊
あ
り
ま
す
。
つ
ぎ
に
宗
教
学
講
義
ノ
ー
ト
。
こ
れ
も

西
田
が
京
大
に
行
っ
て
割
合
す
ぐ
に
行
っ
た
授
業
の
講
義
の
ノ
ー
ト
で

す
。
そ
れ
と
論
理
講
義
ノ
ー
ト
。
こ
れ
は
恐
ら
く
金
沢
で
西
田
が
思
考

で
論
理
の
授
業
を
し
た
ノ
ー
ト
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
見
て
い
た

だ
い
て
い
る
の
は
倫
理
講
義
ノ
ー
ト
で
す
が
、
か
な
り
文
字
が
薄
く
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な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
り
、
汚
れ
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
が

分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
か
な
と
思
い
ま
す
。

こ
の
ノ
ー
ト
の
場
合
、
基
本
的
に
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
重
要
な
単
語
の
ほ
と
ん
ど
は
日
本
語
で
は
な
く
英
語
か
ド
イ
ツ
語

で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
西
田
の
ノ
ー
ト
の
特
徴
か
な
と
思
い
ま
す
。

次
に
思
索
ノ
ー
ト
も
少
し
お
見
せ
し
ま
す
。
講
義
の
ノ
ー
ト
で
は
な

い
で
す
け
ど
、
恐
ら
く
西
田
が
自
分
自
身
の
思
想
を
書
い
て
い
る
も
の

だ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
見
出
し
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
下
に
文
章

が
あ
っ
て
数
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
て
、
ま
た
新
し
い
見
出

し
が
あ
っ
て
、
ま
た
数
ペ
ー
ジ
議
論
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
ノ
ー
ト
に

な
っ
て
い
ま
す
。

ず
っ
と
お
見
せ
し
て
い
る
と
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、

あ
と
一
つ
、
受
講
ノ
ー
ト
を
お
見
せ
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
西
田
が
帝
大

時
代
に
村
上
専
精
の
イ
ン
ド
哲
学
を
受
講
し
た
と
き
の
も
の
で
す
。
こ

う
い
う
ふ
う
に
表
紙
に
タ
イ
ト
ル
を
書
い
て
い
ま
す
の
で
、
内
容
の
特

定
が
楽
で
し
た
。
中
は
縦
書
き
で
書
い
て
い
ま
す
。
西
田
の
場
合
、
こ

の
よ
う
な
古
い
時
期
の
ノ
ー
ト
は
片
仮
名
で
書
い
て
い
る
こ
と
が
多
い

で
す
。

こ
の
中
で
、
一
番
興
味
深
い
の
は
講
義
ノ
ー
ト
か
な
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
、
講
義
ノ
ー
ト
と
い
う
と
、
そ
ん
な
に
重
要
で
は
な
い
と
感
じ

ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
教
科
書
的
な
内
容
が
書
か
れ
て

い
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
西

田
の
場
合
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
『
善
の
研
究
』
の
第
二
編

と
第
三
編
が
、
実
は
四
高
で
の
倫
理
講
義
の
講
義
ノ
ー
ト
だ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
今
お
見
せ
し
て
い
た
京
大
で
の
倫
理
学
講
義
ノ
ー
ト
は
、

言
わ
ば
『
善
の
研
究
』
の
続
編
と
い
い
ま
す
か
、『
善
の
研
究
』
で
論

じ
て
い
た
こ
と
を
、
さ
ら
に
洗
練
さ
せ
た
も
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
す
。
ま
た
、『
善
の
研
究
』
に
は
有
名
な
「
純
粋
経
験
」
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
こ
の
「
純
粋
経
験
」
と
い
う

言
葉
、
西
田
は
京
都
に
行
っ
て
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
使
わ
な
く
な
っ
て
い

く
の
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
倫
理
学
講
義
ノ
ー
ト
は
「
純
粋
経
験
」
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
最
後
の
時
期
の
テ
ク
ス
ト
と
い
う
意
味
も

持
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
な

く
な
っ
た
の
か
、
西
田
の
立
場
が
変
わ
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
捉
え
る

貴
重
な
資
料
に
も
な
っ
て
い
る
か
な
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
回
、
事
務
的
な
話
に
戻
り
ま
し
て
、
資
料
の
公
開
と
か
活
用

に
関
し
て
ど
う
い
う
こ
と
を
し
た
の
か
報
告
を
い
た
し
ま
す
。
哲
学
館

で
は
、
い
ろ
ん
な
方
向
で
公
開
と
い
い
ま
す
か
、
活
用
し
た
わ
け
で
す

が
、
特
に
二
〇
二
〇
年
が
西
田
幾
多
郎
の
生
誕
一
五
〇
年
の
年
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
向
け
て
様
々
な
公
開
を
仕
掛
け
て
い
っ
た
と

い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
二
〇
一
八
年
三
月
に
報
告
書
を
刊
行
し
ま
し
て
、
そ
の
後
、
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毎
年
刊
行
し
て
い
ま
す
。
第
一
部
は
修
復
と
か
翻
刻
の
経
過
で
す
。
い

わ
ゆ
る
事
業
報
告
で
す
。
第
二
部
は
寄
稿
で
、
翻
刻
に
関
わ
っ
て
い
た

だ
い
た
方
と
か
、
あ
る
い
は
修
復
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
方
に
寄
稿

を
し
て
も
ら
う
パ
ー
ト
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
一
番
重
要
で
す
が
、

第
三
部
に
翻
刻
の
パ
ー
ト
を
も
う
け
ま
し
た
。
実
際
に
翻
刻
を
し
た
テ

ク
ス
ト
を
こ
こ
に
載
せ
た
り
、
資
料
調
査
の
結
果
を
掲
載
し
た
り
と
い

う
形
で
、
少
し
ず
つ
翻
刻
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
う
い
う
報
告
書
に
出
す
だ
け
で
は
な
く
て
、
重
要
な
資
料
に
関
し

て
は
ち
ゃ
ん
と
出
版
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
先
ほ
ど
お
話
を
し
て
い

た
倫
理
学
講
義
ノ
ー
ト
と
宗
教
学
講
義
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
西
田
幾

多
郎
の
全
集
が
岩
波
書
店
か
ら
出
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の

別
巻
と
し
て
二
〇
二
〇
年
に
刊
行
い
た
し
ま
し
た
。
全
集
に
な
ら
な
い

と
研
究
者
は
な
か
な
か
利
用
し
て
く
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

重
要
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
が
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
公
開
で
す
。
こ
れ
は
二
〇

二
一
年
三
月
に
や
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
こ
れ
は
あ
ま
り
学
術
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

博
物
館
で
す
の
で
、
企
画
展
示
で
幾
つ
か
展
示
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ

こ
で
は
レ
プ
リ
カ
を
使
っ
た
展
示
を
し
ま
し
た
。
と
言
い
ま
す
の
も
、

資
料
の
多
く
に
カ
ビ
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の

ま
ま
展
示
す
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
の
で
す
。

さ
ら
に
、
グ
ッ
ズ
を
作
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。
西
田
幾
多
郎
の
倫
理

学
講
義
ノ
ー
ト
、
そ
れ
か
ら
思
索
ノ
ー
ト
の
中
か
ら
「G

edanken

」
と

書
か
れ
た
ノ
ー
ト
を
、
表
紙
と
そ
の
形
を
そ
の
ま
ま
現
物
に
合
わ
せ
作

成
し
、
販
売
し
た
も
の
で
す
。
ノ
ー
ト
の
中
に
も
、
こ
ん
な
ふ
う
に
西

田
の
直
筆
そ
の
も
の
を
最
初
の
二
ペ
ー
ジ
ぐ
ら
い
入
れ
ま
し
て
、
そ
の

後
は
白
紙
に
な
っ
て
い
ま
す
。
購
入
い
た
だ
い
た
方
に
普
通
の
ノ
ー
ト

と
し
て
使
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
、
西
田
が
書
き
始
め
た
ノ
ー
ト
を
購

入
者
が
書
き
続
け
て
い
く
趣
向
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま

ざ
ま
な
仕
方
で
活
用
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

次
に
、
恐
ら
く
皆
さ
ん
が
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
一
番
関
心
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
と
こ
ろ
で
、
翻
刻
の
進
め
方
に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

翻
刻
の
方
針
を
固
め
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
資
料
の
特
徴
を
考
え
ま

し
た
。
ま
ず
、
①
こ
れ
が
哲
学
分
野
の
資
料
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
私

の
偏
見
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
哲
学
の
研
究
者
の
多
く
は
手
書
き
の
資

料
を
読
ま
な
い
の
で
す
。
私
も
哲
学
館
に
行
く
ま
で
そ
う
で
し
た
け
れ

ど
も
、
ほ
と
ん
ど
全
集
し
か
使
わ
な
い
。
活
字
し
か
読
ま
な
い
わ
け
で

す
。
こ
れ
が
、
例
え
ば
国
文
学
と
か
歴
史
の
研
究
者
は
、
手
書
き
資
料

を
使
う
の
は
当
然
だ
と
い
う
感
覚
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し

て
、
哲
学
の
研
究
者
の
多
く
は
、
翻
刻
さ
れ
た
、
活
字
に
な
っ
た
も
の

し
か
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
翻
刻
し

な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
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も
う
一
つ
の
特
徴
は
②
非
常
に
劣
化
し
、
カ
ビ
が
あ
っ
て
保
存
に
注

意
が
必
要
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
原
資
料
を

個
々
の
研
究
者
が
読
む
こ
と
は
基
本
的
に
も
う
で
き
な
い
。
そ
ん
な
こ

と
を
す
れ
ば
、
資
料
が
損
壊
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
画
像

で
公
開
す
る
か
、
あ
る
い
は
翻
刻
を
読
む
か
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
も
そ
も
判
読
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
し
た
。
非

常
に
状
態
が
悪
く
て
イ
ン
ク
が
か
す
れ
た
り
に
じ
ん
だ
り
し
て
、
カ
ビ

も
発
生
し
て
い
る
こ
と
で
読
み
に
く
い
資
料
で
す
。
で
す
の
で
、
正
確

に
翻
刻
を
行
う
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
が
必
要
で
し
て
、
特
に

我
々
が
や
り
ま
し
た
の
は
、
西
田
が
引
用
し
た
り
参
照
し
た
り
し
た
書

籍
を
見
つ
け
出
し
て
、
そ
れ
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
翻
刻
を
し
て
い

く
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
信
憑
性
の
高
い
活
字
化
を
し
よ
う
と
し
た
わ
け

で
す
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
③
基
本
的
に
は
日
本
語
で
書
か
れ
た

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
英
語
や
ド
イ
ツ
語
な
ど
の
欧
文
が
多
い
。

講
義
ノ
ー
ト
と
か
思
索
ノ
ー
ト
、
こ
れ
は
基
本
的
に
日
本
語
で
書
か
れ

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
重
要
な
多
く
の
名
詞
は
欧
米
語
で
表
記

さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
多
く
の
場
合
は
省
略
を
さ
れ
て
い
る
。
頭
文
字

し
か
書
か
れ
て
い
な
い
と
か
、
最
初
の
数
文
字
し
か
書
い
て
な
い
と
い

う
も
の
が
か
な
り
多
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
省
略
を
補
っ
て
読
み
や

す
く
す
る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

最
後
に
、
先
ほ
ど
の
、
西
田
が
引
用
し
た
り
参
照
し
た
り
し
た
書
籍

を
参
照
す
る
話
と
絡
む
ん
で
す
が
、
直
筆
ノ
ー
ト
の
中
で
は
欧
語
が
そ

の
ま
ま
残
さ
れ
て
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
お
か

げ
で
④
出
典
を
探
す
こ
と
は
結
構
や
り
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
実
際
、
西
田
が
刊
行
し
た
論
文
で
は
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ

は
日
本
語
に
直
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
欧
語
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
出
典
を
探
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
直
筆

ノ
ー
ト
か
ら
で
あ
れ
ば
、
出
典
を
た
ど
る
こ
と
が
結
構
簡
単
に
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
ま
ず
読
み
や
す
く
し
な
い

と
い
け
な
い
こ
と
が
あ
る
一
方
で
、
翻
刻
に
し
か
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な

い
研
究
者
が
多
い
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
た
め
に
、
原
資
料
に
対
し
て

厳
密
な
翻
刻
を
し
な
い
と
い
け
な
い
。
翻
刻
だ
け
を
見
て
い
て
も
原
資

料
が
あ
る
程
度
分
か
る
よ
う
な
、
研
究
に
耐
え
る
よ
う
な
も
の
に
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
、
い
ろ
い
ろ
補
い
は
し
た
の
で
す
が
、
補
う
と

き
に
は
補
っ
た
と
分
か
る
よ
う
な
形
に
し
よ
う
、
そ
う
い
う
方
針
で
や

り
ま
し
た
。
も
う
一
つ
の
方
針
と
し
て
は
、
先
ほ
ど
の
出
典
の
調
査
で

す
。
資
料
の
正
確
性
を
保
つ
た
め
に
と
い
う
意
味
で
も
、
出
典
調
査
を

か
な
り
力
を
入
れ
て
や
り
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
翻
刻
し
た
も
の
に

つ
い
て
は
か
な
り
出
典
が
、「
こ
の
部
分
は
こ
こ
を
参
照
し
て
い
る
」
と

分
か
る
よ
う
な
形
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
注
と
い
う
形
で
情
報
を
残
し

ま
し
た
。

で
は
、
実
際
に
ど
う
い
う
体
制
で
翻
刻
を
し
た
の
か
。
我
々
は
、
作

業
を
階
層
化
し
て
進
め
ま
し
た
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
ま
ず
資
料
が
非
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常
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
我
々
の
場
合
に
は
、
二
〇
二
〇
年
の
西
田

の
生
誕
一
五
〇
年
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
か
な
り
ス
ピ
ー
ド
感
を

持
っ
て
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ

れ
で
、
作
業
を
、
一
次
翻
刻
、
二
次
翻
刻
と
い
う
形
で
階
層
化
い
た
し

ま
し
て
、
ま
ず
一
次
翻
刻
で
は
あ
ら
あ
ら
と
し
た
形
で
構
わ
な
い
の
で
、

多
く
の
資
料
を
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
翻
刻
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
関
し

て
は
哲
学
館
の
ス
タ
ッ
フ
で
行
う
の
で
は
な
く
て
、
京
都
大
学
の
林
晋

先
生
、
金
沢
大
学
の
森
雅
秀
先
生
の
御
協
力
の
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学

の
学
部
生
徒
と
か
大
学
院
生
、
Ｏ
Ｂ
の
方
で
チ
ー
ム
を
作
っ
て
い
た
だ

い
て
、
そ
ち
ら
に
業
務
委
託
を
す
る
形
で
一
気
に
翻
刻
を
進
め
る
こ
と

を
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
一
次
翻
刻
で
す
。

そ
う
し
て
、
あ
ら
あ
ら
と
し
た
形
で
あ
れ
、
大
量
の
翻
刻
を
ま
ず
作

り
ま
し
て
、
そ
の
中
か
ら
重
要
そ
う
な
も
の
を
二
次
翻
刻
と
し
て
進
め

ま
し
た
。
こ
こ
に
は
西
田
哲
学
館
の
関
係
者
、
西
田
哲
学
の
研
究
者
、

あ
る
い
は
哲
学
と
か
宗
教
哲
学
の
研
究
者
に
入
っ
て
も
ら
い
ま
し
て
、

三
人
で
一
つ
の
チ
ー
ム
を
作
り
ま
し
て
、
読
み
合
わ
せ
を
し
な
が
ら
さ

ら
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
を
す
る
作
業
を
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
際
にsm
art-gs

と
い
う
林
晋
先
生
が
作
ら
れ
た
ソ
フ
ト
を

使
っ
て
作
業
を
い
た
し
ま
し
た
。
今
、
画
面
で
見
て
い
た
だ
い
て
い
る

も
の
で
す
。
た
と
え
ば
画
面
の
右
側
に
ノ
ー
ト
の
画
像
を
出
し
て
、
左

側
の
ス
ペ
ー
ス
に
翻
刻
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
ソ
フ

ト
を
紹
介
す
る
と
「
こ
れ
は
自
動
で
翻
刻
で
き
る
ん
で
す
か
」
と
聞
か

れ
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
こ
れ

は
全
部
手
で
打
ち
込
ん
で
い
き
ま
す
。
重
要
な
の
は
何
か
と
言
い
ま
す

と
、
こ
の
ツ
ー
ル
を
使
う
と
、
み
ん
な
で
共
同
作
業
が
し
や
す
く
な
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
翻
刻
で
使
わ
れ
る
画
像
は
か
な
り
重
た
い
も
の
で

す
。
特
に
、
読
み
に
く
い
資
料
で
す
と
結
構
拡
大
を
し
て
読
ん
だ
り
し

ま
す
の
で
、
や
は
り
画
質
が
よ
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
画
像

が
非
常
に
重
た
い
の
で
す
。
も
し
、
例
え
ば
写
真
デ
ー
タ
と
か
あ
る
い

は
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
に
、
直
に
テ
ク
ス
ト
を
入
れ
て
い
っ
た
り
し
ま
す
と
、

デ
ー
タ
が
非
常
に
重
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
共
同
作
業
が
で

き
な
い
の
で
す
。sm

art-gs

の
デ
ー
タ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
い

ま
す
と
、
画
像
の
デ
ー
タ
と
翻
刻
の
デ
ー
タ
が
別
々
に
な
っ
て
お
り
ま

し
て
、
画
像
デ
ー
タ
は
各
自
が
手
元
に
持
っ
て
お
く
形
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
状
態
で
、
こ
の
翻
刻
の
デ
ー
タ
だ
け
を
み
ん
な
で
共
有
し
合
い
な

が
ら
共
同
作
業
を
す
る
。
そ
う
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

実
際
、
私
は
京
大
に
い
る
研
究
員
と
三
人
で
作
業
し
ま
し
た
。
そ
う

い
う
の
が
で
き
る
の
がsm

art-gs

の
翻
刻
の
強
み
か
な
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
強
調
し
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
翻
刻
を
す
る
と

き
は
一
人
で
は
ど
う
し
て
も
読
み
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、
二
～
三
人
で
や
る
の
が
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

今
、
二
次
翻
刻
作
業
中
の
画
面
を
見
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、

色
の
つ
い
た
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
が
二
次
翻
刻
で
修
正
が
入
っ
た

部
分
で
あ
る
と
思
っ
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
注
を
入
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れ
た
り
、
補
っ
た
り
、
修
正
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

二
次
翻
刻
の
後
に
、
さ
ら
に
出
版
に
向
け
て
体
裁
を
整
え
て
い
く
作

業
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
二
次
翻
刻

と
い
う
の
は
、
ノ
ー
ト
を
見
た
ま
ま
に
翻
刻
し
て
い
る
の
で
、
ノ
ー
ト

の
端
っ
こ
ま
で
行
っ
た
ら
、
折
り
返
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
段

落
と
い
う
概
念
が
な
い
の
で
す
。
こ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
読
め
る
形
に
す
る

こ
と
で
段
落
を
整
え
て
い
っ
て
、
さ
ら
に
体
裁
を
整
え
て
い
く
作
業
が

必
要
で
す
。

こ
の
よ
う
に
一
次
翻
刻
、
二
次
翻
刻
、
そ
れ
か
ら
校
訂
編
集
作
業
と
、

最
終
的
な
編
集
作
業
を
や
っ
て
、
ま
ず
は
報
告
書
と
い
う
形
で
翻
刻
を

出
す
。
さ
ら
に
そ
れ
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し
て
、
全
集
を
目
指
し
て

い
く
、
そ
ん
な
形
で
作
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

最
後
に
少
し
、
資
料
研
究
の
可
能
性
に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
ま
ず
、
こ
ち
ら
の
資
料
に
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
資
料
を
使
っ

た
研
究
に
は
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
タ
イ
ト
ル
だ
け
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
私
自
身
が
出
し
た
論
文
と
か
、
吉
野
さ
ん
と
い
う
方
（
二
次
翻
刻

を
手
伝
っ
て
い
た
だ
い
た
方
で
す
）
が
書
か
れ
た
も
の
、
い
わ
ば
翻
刻

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
部
の
人
間
が
書
い
て
い
る
も
の
が
多
い
で
す
け
ど
、

一
部
外
部
の
方
に
書
い
て
い
た
だ
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

一
つ
紹
介
い
た
し
ま
す
と
、
大
橋
容
一
郎
先
生
の
論
文
が
あ
り
ま
す
。

大
橋
容
一
郎
「
明
治
前
期
に
お
け
る
論
理
学
の
位
相
―
西
周
、
清
野
勉

と
カ
ン
ト
論
理
学
―
」（『
思
想
』
一
一
七
〇
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一

年
一
〇
月
）。
明
治
前
期
の
論
理
学
の
日
本
に
お
け
る
受
容
を
主
題
と

し
て
論
じ
な
が
ら
、
そ
の
中
で
、
そ
の
後
の
明
治
後
期
の
状
況
に
つ
い

て
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
橋
先
生
は
、
先
ほ
ど
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
を
御
覧
い
た
だ
い
て
、
西
田
の
論
理
講
義
ノ
ー
ト
に
触
れ
、
西

田
が
講
義
の
中
で
ど
う
い
う
論
理
学
者
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
か
を
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
。
橋
爪
博
幸
「
学
校
教
育
で
推
進
さ
れ
る
べ
き
自
然
共
生

系
の
理
解
―
ミ
ツ
バ
チ
の
活
動
に
魅
せ
ら
れ
た
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
著

述
を
出
発
点
と
し
て
―
」（『
桐
生
大
学
教
職
課
程
年
報
』
第
五
号
、
二

〇
二
二
年
三
月
）。
不
思
議
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
橋
爪
先
生
（
教
育

学
の
専
門
の
方
だ
と
思
い
ま
す
）
が
西
田
の
読
書
ノ
ー
ト
と
い
い
ま
す

か
、
抜
粋
集
を
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
橋
爪
先
生
は
、
西

田
が
抜
粋
集
の
中
で
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
を
書
き
出
し
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
て
、
西
田
が
な
ぜ
そ
こ
に
関
心
を
持
っ
た
の
か
を
分
析
さ
れ
て
い

ま
す
。
珍
し
い
例
か
な
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

ま
だ
数
は
少
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
を
見
た
う
え

で
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
資
料
研
究
の
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
考
え
て

み
ま
し
た
。
四
つ
ほ
ど
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
「
出
典
研
究
」

で
す
。
出
典
が
分
か
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り
研
究
の
上
で
は
非
常
に
大
き
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2022年度 公開シンポジウム報告



な
強
み
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
の
論
文
も
そ
う
で
す
し
、
吉
野
さ
ん

の
論
文
も
そ
う
い
う
強
み
を
生
か
し
て
書
か
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

二
つ
め
は
「
東
洋
思
想
の
影
響
」
で
す
。
実
は
、
西
田
は
自
分
自
身

が
刊
行
し
た
論
文
の
中
で
は
、
あ
ま
り
儒
教
的
な
も
の
と
か
仏
教
的
な

も
の
は
、
そ
ん
な
に
は
っ
き
り
書
か
な
い
人
で
す
。
自
分
は
西
洋
哲
学

の
研
究
者
だ
と
い
う
思
い
が
多
分
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
こ
う
い
う
直
筆
資
料
の
中
に
は
、
そ
う
い
っ
た
東
洋
的
な
言
説
が

か
な
り
素
直
に
出
て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
西
田
の
思
索
の

背
景
を
知
る
と
い
う
意
味
で
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
な

と
思
い
ま
す
。

三
つ
め
に
「
哲
学
教
育
史
」
と
書
き
ま
し
た
。
特
に
西
田
哲
学
の
研

究
を
し
て
い
ま
す
と
、
西
田
の
独
創
的
な
部
分
ば
か
り
に
目
を
向
け
る

わ
け
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
西
田
も
講
義
ノ
ー
ト
の
中
で
は
、

あ
る
意
味
で
は
標
準
的
な
、
当
時
の
一
般
的
な
教
育
を
行
っ
た
り
も
し

て
い
た
と
思
い
ま
す
。
当
時
の
一
般
的
な
潮
流
と
か
標
準
的
な
教
育
体

制
を
知
る
こ
と
も
、
そ
れ
自
体
が
重
要
で
は
な
い
か
な
と
思
う
わ
け
で

す
。
講
義
ノ
ー
ト
と
か
受
講
ノ
ー
ト
は
、
そ
う
い
う
研
究
の
対
象
に
な

る
か
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
「
他
分
野
と
の
協
働
」
と
し
て
お
き
ま
し
た
。
先
ほ
ど

の
橋
爪
先
生
の
例
で
す
が
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
整
備
い
た
し
ま

す
と
検
索
か
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
検
索
し
た
ら
引
っ

か
か
っ
た
り
す
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、
他
分
野
か
ら
も
利
用
さ
れ
う
る

資
料
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
可
能
性
も
お
も
し
ろ
い
点
な
の
か
な

と
思
っ
て
い
ま
す
。

す
み
ま
せ
ん
、
ち
ょ
っ
と
時
間
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

こ
れ
で
私
の
話
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

○
司
会

中
嶋
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
い
て
小
浜
先
生

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

○
小
浜

小
浜
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

早
速
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
手
元
に
配
布
資
料
が
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
こ
れ
を
読
み
な
が
ら
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

画
像
を
も
利
用
し
つ
つ
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、
九
鬼
家
と
中
橋
家
の
こ
と
を
お
話
し
し
ま
す
。
九
鬼
家
の
家

長
で
あ
っ
た
九
鬼
隆
一
（
一
八
五
二
│
一
九
三
一
）
は
、
元
摂
津
の
国

さ
だ
も
と

三
田
藩
の
武
士
星
崎
貞
幹
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
八
歳
で
丹
波
の
国

た
か
ち
か

綾
部
藩
の
家
老
九
鬼
隆
周
の
養
嗣
子
と
な
り
ま
し
た
。
明
治
維
新
後
は

し

ょ

う

福
沢
諭
吉
に
師
事
、
そ
の
後
文
部
少
輔
と
し
て
仕
官
し
ま
す
。

隆
一
は
、
駐
米
特
命
全
権
公
使
に
転
出
し
ワ
シ
ン
ト
ン
に
赴
任
し
ま

す
（
一
八
八
四
年
）。
彼
は
米
国
で
身
ご
も
っ
た
妻
波
津
子
（
一
八
五

九
│
一
九
三
一
）
を
文
部
省
時
代
の
部
下
岡
倉
天
心
（
岡
倉
覚
三：

一

八
六
二
│
一
九
一
三
）
に
託
し
、
海
路
、
帰
国
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
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し
た
。
こ
れ
が
一
大
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
引
き
起
こ
す
誘
因
と
な
り
、
周

造
は
そ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
渦
中
の
一
八
八
八
年
二
月
一
五
日
、
東
京

で
生
を
享
け
ま
し
た
。

ぽ
ん
と
ち
ょ
う

波
津
子
は
京
都
の
花
柳
界
�
園
あ
る
い
は
先
斗
町
、
あ
る
い
は
東
京

の
新
橋
花
街
の
出
と
さ
れ
ま
す
が
、
諸
説
あ
り
ま
す
（
岡
倉
一
雄
、
松

本
清
張
、
大
岡
信
）
。
な
お
、
一
九
〇
〇
年
八
月
二
〇
日
に
隆
一
と
は

離
婚
し
て
い
ま
す
。

九
鬼
周
造
（
一
八
八
八
│
一
九
四
一
）
の
著
作
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン

ス
の
出
版
社
か
ら
出
し
たPropos

sur
le
tem
ps,1928

（
『
時
間
論
』）

の
ほ
か
、
『
「
い
き
」
の
構
造
』
（
一
九
三
〇
年
）
、
『
日
本
詩
の
押
韻
』

（
一
九
三
一
年
）、『
偶
然
性
の
問
題
』（
一
九
三
五
年
）、『
人
間
と
実
存
』

（
一
九
三
九
年
）、『
文
芸
論
』（
一
九
四
一
年
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
九

鬼
哲
学
は
三
つ
の
大
き
な
根
本
問
題
を
主
題
に
し
て
い
ま
す
。「
時
間

論
」
と
「
押
韻
論
」、
そ
し
て
「
偶
然
性
の
問
題
」
が
そ
れ
で
す
。

周
造
は
、
早
逝
し
た
九
鬼
家
の
次
男
一
造
の
妻
で
あ
っ
た
縫
子
（
一

八
九
五
│
一
九
八
二
）
と
結
婚
し
ま
し
た
（
一
九
一
八
年
四
月
）。
縫

子
は
再
婚
に
な
り
ま
す
。
一
九
二
一
年
一
〇
月
か
ら
二
九
年
一
月
に
わ

た
っ
て
、
足
か
け
八
年
間
、
周
造
は
縫
子
と
と
も
に
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン

ス
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
に
旅
立
ち
ま
す
。

一
九
三
一
年
、
父
隆
一
及
び
母
波
津
子
、
両
親
と
も
同
じ
年
に
他
界

し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
頃
に
周
造
と
縫
子
の
離
婚
話
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
周
造
の
縫
子
宛
未
公
開
書
簡
草
稿
に
よ
れ
ば
、
次
兄
一
造
と
縫

子
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
、
十
四
、
五
歳
に
な
っ
て
い
た
長
男
隆
一
郎

が
「
自
分
た
ち
子
供
を
取
る
か
、
周
造
を
取
る
か
」
と
母
・
縫
子
に

迫
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
縫
子
は
息
子
と
周
造
と
の
あ
い
だ
で
「
板
挟

み
」
状
態
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。
ま
た
、
あ
る
時
期
以
降
、
縫
子
の

母
中
橋
ゑ
つ
（
悦
子
）
も
長
兄
・
武
一
も
離
婚
を
勧
め
て
い
た
よ
う
で

す
。
お
よ
そ
八
年
後
の
一
九
三
九
年
、
周
造
と
縫
子
は
離
婚
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

次
に
、
九
鬼
家
の
菩
提
寺
に
つ
い
て
。
兵
庫
県
の
三
田
市
に
心
月
院

と
い
う
古
刹
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
墓
地
に
は
隆
一
、
哲
造
、
一
造
、
そ

の
妻
縫
子
、
そ
し
て
一
造
と
縫
子
の
間
の
二
人
の
子
、
隆
一
郎
と
隆
造

た

み

こ

が
埋
葬
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
男
哲
造
は
、
隆
一
の
先
妻
、
農
子
と
の
間

の
子
で
す
。
縫
子
に
つ
い
て
は
「
九
鬼
一
造

室

縫
子
」
と
墓
石
に

は
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
周
造
の
で
は
な
く
て
一
造
の
妻
と
し
て

併
記
さ
れ
て
、
同
じ
墓
に
埋
葬
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
波
津
子
は
東
京
駒
込
の
染
井
墓
地
に
、
岡
倉
天
心
の
墓
の
す

ぐ
近
く
、「
星
崎
波
津
子
」
と
い
う
墓
碑
名
で
埋
葬
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
私
が
何
年
か
前
に
訪
ね
た
と
き
、
よ
そ
に
移
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ

は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
墓
が
九
鬼
姓
で
は
な
く
て
星
崎
姓

に
な
っ
て
い
た
の
は
、
波
津
子
は
隆
一
と
結
婚
す
る
前
に
、「
杉
山
」
と

い
う
家
か
ら
隆
一
の
兄
、
星
崎
琢
磨
の
養
女
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
経

緯
が
あ
っ
て
、
隆
一
と
離
婚
（
一
九
〇
〇
年
）
の
後
に
そ
の
旧
姓
（
星

崎
）
に
復
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
周
造
自
身
は
、
京
都
市
左
京
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し
し
が
た
に

区
鹿
ヶ
谷
法
然
院
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。
墓
碑
名
は
西
田
幾
多

郎
の
揮
毫
に
よ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
法
然
院
の
墓
地
に
は
、
谷
崎
潤
一

郎
、
内
藤
湖
南
、
河
上
肇
な
ど
の
墓
も
あ
り
ま
す
。

簡
単
に
、
中
橋
家
に
つ
い
て
。
家
長
は
徳
五
郎
（
一
八
六
一
│
一
九

三
四
）
で
、
大
阪
市
議
会
議
長
や
大
阪
商
船
社
長
、
原
敬
内
閣
ほ
か
の

大
臣
を
歴
任
し
て
い
ま
す
。
妻
は
「
ゑ
つ
」
で
す
が
、
周
造
は
書
簡
の

中
で
「
悦
子
」
と
い
う
表
記
も
使
っ
て
い
ま
す
。
長
男
が
武
一
、
次
男

が
謹
二
、
長
女
が
縫
子
で
す
。

次
に
、
甲
南
大
学
の
「
九
鬼
周
造
文
庫
」
所
蔵
の
未
公
開
書
簡
に
つ

い
て
お
話
し
し
ま
す
。
九
鬼
宛
て
の
書
簡
が
一
八
八
通
、
九
鬼
に
よ
る

書
簡
や
電
報
の
草
稿
ほ
か
九
〇
通
、
計
二
七
八
通
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま

す
。
未
確
定
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
ほ
ぼ
こ
れ
で
す
べ
て
と
言
っ
て
い

い
と
思
い
ま
す
。

書
簡
の
中
に
は
、
岩
元
禎
、
西
田
幾
多
郎
、
田
邊
元
、
桑
木
厳
翼
、

天
野
貞
祐
、
岩
下
壮
一
、
和
�
哲
郎
な
ど
の
哲
学
者
た
ち
、
ま
た
Ｈ
・

ベ
ル
ク
ソ
ン
や
Ｋ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者

た
ち
か
ら
の
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
の
書
簡
も
あ
り
ま
す
。
レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
の
た
め
に
書
か
れ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
ド
イ

ツ
語
推
薦
状
、
そ
し
て
ロ
ー
マ
大
学
の
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ジ
ェ
ン

テ
ィ
ー
レ
の
イ
タ
リ
ア
語
推
薦
状
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
が
公

刊
さ
れ
れ
ば
本
邦
の
み
な
ら
ず
世
界
に
お
い
て
も
初
公
開
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
貴
重
な
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

文
学
者
と
し
て
は
林
芙
美
子
、
中
河
与
一
、
山
口
誓
子
、
こ
の
三
人

（
だ
け
）
で
す
。
林
芙
美
子
（
一
九
〇
三
│
一
九
五
一
）
は
、
ど
う
し

て
周
造
と
の
関
係
が
で
き
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
詳
細
は
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
林
芙
美
子
か
ら
九
鬼
に
宛
て
た
書
簡
画

像
を
映
し
ま
す
。

こ
れ
［
画
像
］
が
、
林
芙
美
子
の
九
鬼
宛
て
の
書
簡
で
す
。
真
ん
中

辺
り
に
、「
あ
な
た
（
九
鬼
）
の
『
偶
然
性
の
問
題
』
を
愛
読
し
て
い

る
」
と
か
、
そ
の
後
に
、「
私
は
あ
な
た
を
本
当
に
知
り
た
い
」「
私
は

熱
心
な
読
者
」
だ
と
か
書
い
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
『
偶
然
性
の
問
題
』

の
根
底
に
あ
る
思
想
と
の
関
係
で
二
人
は
つ
な
が
り
が
で
き
た
し
、
そ

れ
か
ら
結
構
長
く
付
き
合
い
が
続
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
偶
然
性
の
問
題
」
と
い
う
の
は
、「
存
在
と
無
の
問
題
」
と
も
言

い
換
え
ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、「
偶
」
と
は
「
た
ま
た
ま
」、

「
然
」
と
は
「
し
か
る
（
し
か
あ
る
）」
す
な
わ
ち
「
そ
う
で
あ
る
」
と

い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
、「
偶
然
性
」
と
は
「
た
ま
た
ま
し
か
あ�

る�

こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、「
偶
然
性
」
と
い
う
言

葉
に
は
、
そ
の
裏
面
に
「
そ
う
で
な�

い�

こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
い
う
意

味
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
人
間
に
即
し
て
い
う

と
「
生
と
死
の
問
題
」
で
す
。
生
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
偶
然
で
す
。

「
生
」
と
「
死
」
は
裏
腹
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と

の
意
味
に
つ
い
て
は
、「
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
な
い
と
、
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本
当
は
そ
の
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
も
考
え
ら
れ
な
い
。

九
鬼
は
人
間
を
「
無
の
深
淵
」
（A

bgrund
des
N
ichts

）
の
上
に

浮
遊
す
る
存
在
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
人
間
は
壊
れ
や
す
い
仮

小
屋
に
住
ん
で
い
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
非
常
に
は
か
な
く
、

も
ろ
い
、
絶
え
ず
無
（
死
）
に
さ
ら
さ
れ
た
存
在
だ
（
人
間
は
ふ
だ
ん

そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
ま
す
が
）
、
と
。
そ
う
い
う
点
で
、
九
鬼
と
林

芙
美
子
は
、
世
界
観
と
い
う
か
人
生
観
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
『
偶
然
性
の
問

題
』
を
読
む
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
が
、
偶
然
性
と
い
う
問
題
を
九

鬼
が
取
り
上
げ
た
根
底
に
は
、
そ
う
し
た
人
間
・
世
界
観
が
あ
っ
た
の

だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
『
放
浪
記
』
や
『
浮
雲
』
の
著

者
林
芙
美
子
は
『
偶
然
性
の
問
題
』
の
根
底
に
あ
る
思
想
、
す
な
わ
ち
、

「
私
」
の
存
在
は
「
無
の
深
淵
の
上
に
さ
し
か
け
ら
れ
た
も
ろ
く
は
か

な
い
存
在
」、「
私
」
の
生
は
「
死
と
裏
腹
に
な
っ
た
生
」
だ
と
い
う
思

想
に
深
い
共
感
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
富
岡
は
、
ま
る
で
、

浮
き
雲
の
よ
う
な
、
己
の
姿
を
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
何
時
、
何
処
か

で
、
消
え
る
と
も
な
く
消
え
て
ゆ
く
、
浮
雲
で
あ
る
」（『
浮
雲
』
六
七
）。

京
都
帝
大
の
同
僚
か
ら
の
書
簡
と
し
て
は
、
田
邊
元
、
朝
永
三
十
郎
、

波
多
野
精
一
、
天
野
貞
祐
、
新
村
出
ほ
か
か
ら
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

朝
永
三
十
郎
は
、
物
理
学
の
素
粒
子
論
で
ノ
ー
ベ
ル
章
を
受
賞
し
た
朝

永
振
一
郎
の
親
御
さ
ん
で
す
。

私
が
こ
れ
ら
の
書
簡
の
翻
刻
・
注
解
を
行
い
な
が
ら
感
じ
た
の
は
、

そ
れ
ら
の
同
僚
の
中
で
心
置
き
な
く
一
番
楽
し
い
付
き
合
い
を
し
て
い

た
の
は
新
村
出
（
一
八
七
六
│
一
九
六
七
）
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
新
村
は
『
広
辞
苑
』
の
編
纂
者
と
し
て
有
名
で
す
が
、
エ

ス
ペ
ラ
ン
テ
ィ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
し
、
さ
ら
に
、
花
木
、
植
物
を
と
て

も
愛
し
て
い
て
、
歌
も
作
っ
て
い
ま
す
。

他
方
で
、
九
鬼
も
、
実
は
中
学
校
の
と
き
以
来
で
す
が
、
大
学
の
文

学
部
を
出
て
か
ら
も
理
学
部
に
入
り
直
し
て
植
物
学
者
に
な
ろ
う
か
と

思
っ
て
い
た
と
さ
え
い
う
ほ
ど
に
、
ま
た
、
留
学
先
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
で
も
夏
休
み
に
ア
ル
プ
ス
へ
出
か
け
て
植
物
採
集
に
熱
中
し
た
ほ
ど

に
、
花
木
に
対
す
る
愛
が
強
く
、
花
木
に
対
す
る
愛
情
と
い
う
点
で
お

互
い
の
心
が
通
じ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

と
が
く
し
や
ま

九
鬼
は
信
州
の
戸
隠
山
で
採
取
し
た
白
い
ラ
イ
ラ
ッ
ク
を
こ
の
よ
う

な
［
画
像
に
あ
る
よ
う
な
］
標
本
に
し
て
、
京
都
の
新
村
に
贈
っ
た
よ

う
で
す
。
新
村
の
『
牡
丹
の
園：

歌
集
』（
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年

六
月
一
五
日
）
に
は
、「
九
鬼
周
造
博
士
七
回
忌

法
然
院
」
と
題
し

た

た
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。「
戸
隠
ゆ
白
リ
ラ
を
賜
び
し
君
な
り
き

白
玉
椿
い
ま
ぞ
手
向
く
る
」。

友
人
か
ら
の
書
簡
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
中
世
哲
学
研
究
者
で
キ

リ
ス
ト
者
の
岩
下
壮
一
、
カ
ン
ト
研
究
の
天
野
貞
祐
、
美
術
史
家
で
白

樺
派
の
画
家
で
も
あ
っ
た
児
島
喜
久
雄
、
ド
イ
ツ
文
学
の
立
澤
剛
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
が
ユ
ニ
ー
ク
な
人
物
で
す
が
、
彼
ら
の
書
簡
で
す
。
九
鬼
の

一
番
親
し
い
友
人
は
岩
下
壮
一
（
一
八
八
九
│
一
九
四
〇
）
だ
っ
た
だ
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ろ
う
と
思
い
ま
す
。
岩
下
と
は
、
竹
馬
の
友
の
よ
う
な
付
き
合
い
で
し

た
。
岩
下
は
、
哲
学
者
と
し
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
留

学
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
地
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
に
な
っ
て
帰
国
し
、

富
士
山
麓
の
神
山
復
生
病
院
院
長
と
し
て
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
福
祉
に

尽
力
し
ま
し
た
。『
信
仰
の
遺
産
』（
一
九
四
一
年
）、『
中
世
哲
学
思
想

史
研
究
』
（
一
九
四
二
年
）
な
ど
の
著
作
も
あ
り
ま
す
。

天
野
貞
祐
（
一
八
八
四
│
一
九
八
〇
）
は
甲
南
高
校
の
校
長
や
文
部

大
臣
を
務
め
た
り
し
ま
し
た
が
、
カ
ン
ト
哲
学
、
特
に
そ
の
倫
理
学
に

親
炙
し
た
人
で
し
た
。
天
野
は
、
自
分
に
も
厳
し
い
が
人
に
も
厳
し
い

と
い
う
感
じ
の
人
だ
っ
た
よ
う
で
、
非
常
に
厳
格
過
ぎ
る
と
い
う
感
じ

が
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
次
の
詩
は
パ
リ
時
代
の
も
の
で

す
が
、
留
学
先
の
ド
イ
ツ
か
ら
先
に
帰
国
し
て
い
た
天
野
に
つ
い
て
、

九
鬼
が
そ
の
よ
う
な
感
覚
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る

よ
う
な
内
容
だ
と
思
い
ま
す
。
「
さ
う
言
え
ば
Ａ
〔
天
野
〕
は
今
頃
何

を
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
日
本
へ
帰
っ
て
か
ら
も
う
一
年
た
っ
た
夏
休
み

後
の
新
学
期
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
講
義
で
も
し
て
い
る
か
、
あ
れ
程

の
道
徳
的
人
格
は
滅
多
に
な
い
な
、
ど
ん
な
に
疲
れ
た
晩
で
も
『
汝
の

義
務
を
為
せ
』
と
言
っ
て
ね
む
い
目
を
擦
り
な
が
ら
翌
日
の
講
義
の
調

カ
テ
ゴ
リ
シ
エ
ル
イ
ン
ペ
ラ
チ
イ
フ

べ
を
す
る
人
だ
、

断

言

的

命
令
が
あ
れ
ま
で
生
き
た
力
に
な
っ
て

い
る
性
格
を
君
は
他
に
見
た
事
が
あ
る
か
…
…
」。
九
鬼
に
と
っ
て
天

野
は
文
字
通
り
「
畏
友
」
と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
関
係
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

九
鬼
家
の
親
族
で
は
、
三
男
の
三
郎
と
姉
の
光
子
か
ら
周
造
宛
て
書

簡
が
届
い
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
周
造
の
著
作
『「
い
き
」
の
構
造
』

を
受
領
し
た
こ
と
へ
の
礼
状
で
す
。

そ
れ
か
ら
中
橋
家
に
関
わ
る
書
簡
と
し
て
は
、
義
母
ゑ
つ
、
長
男
の

武
一
、
妻
の
縫
子
、
こ
の
三
人
に
宛
て
た
周
造
の
書
簡
の
草
稿
が
残
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
は
「
マ
ル
秘
」
が
つ
く
よ
う
な
内
容
が
含
ま
れ

て
い
て
、
主
に
縫
子
と
の
離
婚
問
題
、
そ
れ
か
ら
中
橋
家
と
周
造
と
の

間
の
、
ま
た
九
鬼
家
親
族
間
の
遺
産
処
理
問
題
な
ど
に
関
わ
る
書
簡
類

で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

以
上
の
中
か
ら
、『
九
鬼
周
造
全
集
』（
岩
波
書
店
）
か
ら
は
ほ
と
ん

ど
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
九
鬼
の
側
面
に
関
わ
る
次
の
書
簡
、［
配
布

資
料
の
］
一
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
九
鬼
」、
二
「
林
芙
美
子
と
九
鬼
」、
三

「
Ｋ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
Ｋ
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
と

九
鬼
」、
四
「
岩
下
壮
一
と
九
鬼
」、
五
「
新
村
出
と
九
鬼
」、
六
「
中

橋
家
と
九
鬼
」
関
係
書
簡
を
取
り
上
げ
て
、
い
ろ
い
ろ
触
れ
て
み
た
い

の
で
す
が
、
実
は
ど
れ
を
取
り
上
げ
て
も
切
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と
て

も
時
間
内
に
収
ま
り
そ
う
に
な
い
の
で
、
そ
の
う
ち
、
今
回
は
特
に
一

の
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
九
鬼
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
書
簡
を
取
り
上
げ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
前
に
、
上
述
の
三
「
Ｋ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
、
Ｋ
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
九
鬼
」
に
つ
い
て
だ
け
、
そ
れ
に
関
わ
る

書
簡
画
像
を
映
し
な
が
ら
、
一
応
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

三七

2022年度 公開シンポジウム報告



す
。ま

ず
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
（
一
八
九
七
│
一
九
七
三
）
か
ら
の

書
簡
画
像
で
す
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
ユ
ダ
ヤ
系
の
ド
イ
ツ
人
で
、
第
一

次
世
界
大
戦
後
に
ナ
チ
ス
が
台
頭
し
た
頃
に
、
ナ
チ
ス
か
ら
職
を
追
わ

れ
ま
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
も
と
で
、
九
鬼
と
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
一
緒

に
共
同
研
究
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
九
鬼
が
日
本
に
帰
っ
て
、
ち
ょ
う

ど
ナ
チ
ス
が
台
頭
し
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
職
を
追
わ
れ
て
、
も
う
行
く

と
こ
ろ
が
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
彼
は
、
日
本
に
職
は
な
い

か
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
九
鬼
に
尋
ね
て
き
ま
す
。
こ
の
ド
イ
ツ
語

書
簡
（
一
九
三
六
年
一
月
二
日
付
と
四
月
二
三
日
付
の
二
通
）
か
ら
は
、

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
、
非
常
に
切
迫
し
た
心
境
が
窺
わ
れ
ま
す
。

そ
の
書
簡
を
受
け
取
っ
た
九
鬼
は
、
お
そ
ら
く
「
そ
れ
で
は
日
本
で

尽
力
し
て
み
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
内
容
の
返
信
を
出
し
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
自
分
の
履
歴
書
や
業
績

表
、
そ
し
て
、
予
め
得
て
手
元
に
置
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
（
一
九
三
四
年
一
〇
月
二
三
日
付
）
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
（
一

九
三
四
年
一
〇
月
一
七
日
付
）
か
ら
の
推
薦
状
な
ど
を
同
封
し
て
九
鬼

に
送
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
理
論
的
創

始
者
と
さ
れ
る
哲
学
者
で
あ
り
、
政
治
家
で
も
あ
っ
た
ロ
ー
マ
大
学
の

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
（G

iovanniG
entile:1875－

1944

）
の
イ
タ
リ
ア
語
に
よ
る
推
薦
状
（
一
九
三
五
年
三
月
二
五
日
付
）

も
同
封
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
研
究
の
た
め
ロ
ッ
ク

フ
ェ
ラ
ー
財
団
か
ら
得
た
奨
学
金
で
ロ
ー
マ
に
滞
在
し
て
い
た
の
で
す

が
、
上
の
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
か
ら
九
鬼
宛
書
簡
は
そ
の
ロ
ー
マ
で
書
か
れ

た
も
の
で
し
た
。
彼
は
、
そ
の
奨
学
金
の
受
給
も
終
わ
り
か
け
て
い
る

と
書
い
て
い
ま
す
が
、
い
よ
い
よ
窮
地
に
陥
り
つ
つ
あ
る
状
況
が
窺
わ

れ
ま
す
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
推
薦
書
に
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
自
分
は

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
学
生
で
あ
っ
た
頃
か
ら
よ
く
知
っ
て
い
る
、
彼
は
社

会
学
や
精
神
分
析
学
ほ
か
、
そ
の
研
究
領
域
は
多
面
的
で
、
ま
た
教
育

活
動
で
も
よ
い
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
推
薦
書
に
は
、「
彼
（
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
）
の
専
門

領
域
は
、
歴
史
的
に
は
一
九
世
紀
で
、
体
系
的
に
は
社
会
学
と
人
間
学

で
す
。
彼
は
教
育
活
動
に
お
い
て
、
活
き
い
き
と
し
て
感
銘
深
い
大
学

講
師
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
大
き
な
熟
練
度
を
得
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、
一

九
三
六
年
六
月
に
日
本
か
ら
招
聘
の
電
報
を
受
け
取
り
、
一
一
月
に
東

北
大
学
哲
学
科
講
師
に
着
任
、
し
か
し
、
日
独
伊
三
国
同
盟
ゆ
え
に
、

四
一
年
に
は
米
国
へ
転
じ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
今
回
九
鬼
の
未
公
開
書
簡
の
翻
刻
と
注
解
を
行
い
な
が
ら
感

じ
た
点
を
一
つ
。
九
鬼
と
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、

こ
れ
ら
直
接
面
識
の
あ
っ
た
三
人
の
関
係
者
の
仕
事
を
改
め
て
振
り

返
っ
て
み
ま
す
と
、
彼
ら
に
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
時
代
に
共
通
す
る
一

三八

2022年度 公開シンポジウム報告



つ
の
大
き
な
哲
学
的
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
。「
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
」（N

ihilism
us

）
と
「
同
一
の
も
の
の
永
遠
回
帰
」（die

ew
ige

W
iederkunft

des
G
leichen

）
の
思
想
が
そ
れ
で
す
。
九
鬼
の
『
時

間
論
』（Propos

sur
Tem
ps,1928

）
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
『
同
一

の
も
の
の
永
遠
回
帰
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
』（N

ietzsches
Philoso-

phie
der
ew
igen

W
iederkunft

des
G
leichen,1935

）
や
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
『
ニ
ー
チ
ェ
』（N

ietzsche,1961

）
が
提
示
し
た
思
想
を
先
取

り
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と

は
異
な
っ
た
、
全
く
独
自
の
視
点
か
ら
そ
の
思
想
の
解
明
を
試
み
て
い

る
と
さ
え
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
九
鬼
の
『
時
間

論
』
は
、
ま
さ
に
「
同
一
の
も
の
の
永
遠
回
帰
」
（
「
輪
廻
」
）
と
い
う

思
想
を
究
極
に
ま
で
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」（「
苦

界
」
と
い
う
世
界
観
）
を
超
克
す
る
方
途
を
提
示
す
る
こ
と
を
テ
ー
マ

と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
独
自
性
は
西
洋
人
か
ら
見
れ
ば
驚
く
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
『
時
間
論
』
や
論
考
「
形
而

上
学
的
時
間
」
の
読
み
直
し
が
必
要
で
す
。

次
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
九
鬼
に
つ
い
て
、
特
に
〈B

ergson
au
Ja-

pon

〉
と
、
そ
れ
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
九
鬼
へ
の
礼
状
に
つ
い

て
お
話
し
し
ま
す
。

未
公
開
書
簡
の
中
に
石
井
菊
次
郎
（
一
八
六
六
│
一
九
四
五
）
関
係

の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
九
鬼
は
、
第
二
次
大
隈
重
信
内
閣
の
外
相
（
一

九
一
五
）
を
務
め
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
大
使
（
一
九
二
〇
）
で
あ
る
と

同
時
に
国
際
連
盟
の
日
本
代
表
を
も
務
め
た
石
井
の
紹
介
を
通
し
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
議
論
の
機
会
を
得
て
い
ま
し
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
第

一
次
大
戦
後
の
一
九
二
二
年
、
国
際
連
盟
の
諮
問
機
関
と
し
て
設
立
さ

れ
、
現
在
の
ユ
ネ
ス
コ
の
源
流
と
な
っ
た
「
国
際
知
的
協
力
委
員
会
」

委
員
に
任
命
さ
れ
、
第
一
回
会
合
で
は
議
長
を
務
め
、
石
井
や
当
時
の

国
際
連
盟
事
務
次
長
で
あ
り
、『
武
士
道
』（B

ushido:T
he
SoulofJa-

pan

）
の
著
者
で
も
あ
る
新
渡
戸
稲
造
と
も
面
識
が
あ
っ
た
の
で
す
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
に
映
さ
れ
て
い
る
画
像
は
九
鬼
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン

に
宛
て
た
書
簡
で
す
。
九
鬼
は
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
に
足
掛
け
八
年
、

そ
れ
ぞ
れ
二
回
ず
つ
滞
在
し
て
い
ま
し
た
。
第
一
回
フ
ラ
ン
ス
滞
在
中

に
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
会
話
を
交
わ
す
機
会
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
九
鬼

か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
宛
て
た
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
礼
状
で
す
。
プ
ラ
ト

ン
の
こ
と
や
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
に
つ
い
て
少
し
触
れ
、
九
鬼
が
訪

問
時
、
ち
ょ
う
ど
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
リ
ウ
マ
チ
か
何
か
で
非
常
に
重
い
病

気
に
か
か
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
話
を
す
る
機
会
を
設
け
て
く
れ
た

こ
と
に
感
謝
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
内
容
の
礼
状
で
す
。

こ
の
書
簡
の
日
付
は
一
九
二
七
年
一
月
四
日
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

第
一
回
目
の
パ
リ
滞
在
時
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
本
文
中
に
は
、

「
昨�

日�

の�

私
た
ち
の
会
話
」（notre

entretien
d’hier

）
と
い
う
フ
ラ

ン
ス
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
、
九
鬼
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
と

の
最
初
の
出
会
い
は
、
一
九
二
七
年
一
月
三
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

三九
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れ
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
九
鬼
が
書
い
た
〈B

ergson
au
Japon

〉
（
「
日
本
に

お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
」
）
に
関
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
九
鬼
へ
宛
て
た
礼

状
で
す
。
き
ょ
う
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
九
鬼
に
宛
て
た
こ
の
フ
ラ
ン
ス

語
書
簡
（
礼
状
）
の
方
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
説
明
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

九
鬼
が
二
回
目
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
会
っ
た
の
は
、
一
九
二
八
年
八
月

に
パ
リ
近
郊
の
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
で
二
つ
の
フ
ラ
ン
ス
語
講
演
（〈La

no-

tion
du
tem
ps
et
la
reprise

sur
le
tem
ps
en
O
rient

〉
と
〈L’ex-

pression
de
l’infinidans

l’art
japonais

〉
）
を
行
な
っ
た
後
の
、
秋

頃
で
し
た
。
そ
の
際
九
鬼
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
記
念

号
と
し
て
発
刊
さ
れ
るLes

N
ouvelles

Littéraires

紙
か
ら
寄
稿
を

依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
書
か
れ
た
短
論
文
が
〈B

ergson

au
Japon

〉
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
二
月
一
五
日
付
同
紙
に
掲
載
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
こ
と
が
機
縁
に
な
っ
て
九
鬼
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
た
び
た

び
手
紙
を
も
ら
っ
た
と
い
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
「
九
鬼
周
造
文
庫
」

に
そ
れ
ら
は
見
出
せ
ま
せ
ん
が
。

と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
九
鬼
宛
礼
状
の
中
で
、
九
鬼
が
寄

稿
し
た
〈B
ergson

au
Japon

〉
に
対
し
て
謝
意
を
示
し
、
そ
の
内
容

に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
決
し
て
単
な
る
形
式

的
な
お
礼
の
た
め
の
お
世
辞
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〈B

ergson
au
Ja-

pon

〉
に
お
い
て
九
鬼
は
、
ま
さ
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
礼
状
の
中
で
の
適

切
な
言
葉
を
使
っ
て
い
い
ま
す
と
、「
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
の
み
な
ら
ず
、

一
般
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
に
対
す
る
日
本
の
思
想
の
態
度
」
を
「
極

度
の
簡
潔
と
極
度
の
正
確
を
も
っ
て
数
ペ
ー
ジ
の
中
に
述
べ
」、「
か
つ

ま
た
そ
の
態
度
の
理
由
を
吾
々
に
理
解
さ
せ
」、「
東
洋
と
西
洋
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
不
思
議
に
暗
示
的
な
言
葉
で
文
を
結
」
ん
で
い
ま
す
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
九
鬼
の
〈B

ergson
au
Japon

〉
は
、
東
西
比
較
思

想
論
と
し
て
甚
だ
興
味
あ
る
内
容
を
含
む
も
の
だ
と
指
摘
し
ま
す
。
私

も
こ
れ
ま
で
何
回
も
〈B

ergson
au
Japon

〉
を
読
ん
で
は
い
た
の
で

す
が
、
こ
の
礼
状
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
触
発
さ
れ

て
、
改
め
て
〈B

ergson
au
Japon

〉
を
読
み
直
し
て
み
ま
す
と
、
地

理
的
、
文
化
的
に
西
洋
か
ら
遠
く
離
れ
た
日
本
で
独
自
に
育
ま
れ
て
き

た
思
想
な
い
し
思
考
方
法
と
、
ド
イ
ツ
の
カ
ン
ト
や
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ル

ク
ソ
ン
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
生
粋
の
西
洋
思
想
な
い
し
思
考

方
法
と
が
ゆ
く
り
な
く
符
合
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
、
そ
こ
で

の
九
鬼
の
問
い
と
そ
れ
に
対
し
て
の
彼
の
回
答
は
、
日
本
人
に
と
っ
て

だ
け
で
は
な
く
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
も
極
め
て
新
鮮
な
驚
き
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
思
い
を
強
く
さ
せ
ま
す
。
ま
た
、
さ
ら
に

〈B
ergson

au
Japon

〉
が
「
東
西
比
較
思
想
論
」
と
し
て
も
、
珠
玉

の
論
考
で
あ
る
こ
と
を
も
改
め
て
確
認
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
九
鬼
は
、〈B

ergson
au
Japon

〉
を
、
ア
メ
リ
カ
の
ペ

リ
ー
来
航
に
よ
っ
て
日
本
の
鎖
国
が
解
か
れ
た
出
来
事
か
ら
書
き
始
め

ま
す
。
日
本
人
が
「
西
洋
哲
学
」
と
し
て
最
初
に
触
れ
た
の
は
必
然
的

四〇
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に
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
、
つ
ま
り
「
功
利
主
義
」（utilita-

rism
e

）、
そ
し
て
引
き
続
い
て
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
（pragm

a-

tism
e

）
で
し
た
。
し
か
し
、
日
本
人
は
そ
れ
ら
の
特
質
で
あ
る
相
対

主
義
（relativism

e

）
に
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
九

鬼
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
五
年
頃
、
ド
イ
ツ
哲
学
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
、

特
に
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
（la

philosophie
transcendantale

）、

道
徳
哲
学
が
深
い
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
受
容
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
そ

し
て
、
新
カ
ン
ト
派
の
論
理
主
義
も
熱
心
に
研
究
さ
れ
た
の
で
す
が
、

一
九
一
〇
年
頃
、
突
然
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
名
が
登
場
し
た
と
さ
れ
ま
す
。

「
我
々
の
も
と
で
彼
の
果
た
し
た
役
割
は
、
主
と
し
て
形
而
上
学
へ
の

意
欲
を
駆
り
立
て
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
新
カ
ン
ト
派
の
批
判
的

形
式
主
義
に
よ
っ
て
あ
ま
り
に
も
干
か
ら
び
さ
せ
ら
れ
た
我
々
の
精
神

は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
形
而
上
学
的
直
観
（l’intuition

m
étaphysique

bergsonienne

）
と
い
う
『
天
恵
の
慈
雨
』
を
迎
え
入
れ
た
の
で
あ
っ

た
。〔
中
略
〕
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
現
在
の
日
本
で
最
も
深
い
思
索
者

で
あ
る
西
田
〔
幾
多
郎
〕
の
哲
学
は
、
超
越
論
哲
学
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲

学
の
総
合
へ
の
努
力
と
し
て
現
れ
て
い
る
」
（
九
鬼
全
集
、
第
一
巻
、

四
三
七
頁
）
と
九
鬼
は
書
い
て
い
ま
す
。
彼
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に

よ
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
と
し
て
二
点
指
摘
し
ま
す
。
一
つ

は
、
日
本
人
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
よ
っ
て
新
カ
ン
ト
主
義
か
ら

「
現
象
学
」
（phénom

énologie

）
へ
導
か
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
も
う

一
つ
は
、
ル
ソ
ー
や
コ
ン
ト
だ
け
で
は
な
く
、
ブ
ー
ト
ル
ー
（「
偶
然
」

contingence

の
哲
学
）
や
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
（「
習
慣
」l’habitude

の

観
念
）
や
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
（「
直
接
知
覚
」aperception

im
-

m
édiate

の
方
法
）
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
一
般
を
評
価
す
る
こ
と

へ
促
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
論
じ
て
、
九
鬼
は
問
い
ま
す
。「
一
体
、
何
故
に
我
々

は
功
利
主
義
に
本
能
的
な
反
発
を
感
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
故
に
カ

ン
ト
は
か
く
も
大
き
な
影
響
を
我
々
に
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

何
故
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
氏
は
日
本
で
か
く
も
尊
重
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
」（
同
、
四
三
八
～
四
三
九
頁
）。
九
鬼
は
、
日
本
に
は
も
と
も
と
主

要
な
二
つ
の
思
想
の
流
れ
が
あ
る
と
主
張
し
ま
す
。

一
つ
は
武
士
道
に
基
づ
く
「
絶
対
的
精
神
の
信
仰
」（le

culte
de

l’esprit
absolu

）
、
「
物
質
的
な
る
も
の
の
無
視
」
（le

m
épris

du

m
atériel

）、
す
な
わ
ち
、「
善
意
志
」（“la

bonne
volonté”

）
の
理

想
主
義
的
道
徳
で
す
が
、
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
、
特
に
そ
の
道
徳

哲
学
受
容
の
必
要
不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
ま
す
。
な
お
、

九
鬼
全
集
版
の
〈B

ergson
au
Japon

〉
の
日
本
語
訳
で
は“la

bonne

volonté”

は
「
意
気
」
と
意
訳
さ
れ
て
い
ま
す
（
そ
の
適
否
は
こ
こ
で

は
問
わ
な
い
が
、
私
と
し
て
は
や
は
り
「
善
意
志
」
と
直
訳
す
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
）。
九
鬼
が
「
武
士
道
」
の
倫
理
道
徳
と
し
て“la

bonne

volonté”

を
挙
げ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
九
鬼

が
こ
の“la

bonne
volonté”

と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
時
、
か
れ
が
念

頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
明
ら
か
に
カ
ン
ト
の
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』

四一
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G
rundlegung

zur
M
etaphysik

der
Sitten

の
第
一
章
の
、
あ
の
有
名

な
、
格
調
高
い
冒
頭
文
で
す
。
「
お
よ
そ
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
、
い

や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
世
界
の
外
に
お
い
て
も
、
無
制
限
に
よ
い
と
み

な
さ
れ
う
る
も
の
は
、
た
だ
善
意
志
（guter

W
ille:der

gute
W
ille:

la
bonne

volonté
）
以
外
に
は
何
も
考
え
ら
れ
な
い
」
。
九
鬼
に
よ
れ

ば
、
カ
ン
ト
の
こ
の
「
善
意
志
」
の
思
想
が
日
本
に
受
け
容
れ
ら
れ
た

の
は
、
も
と
も
と
武
士
道
の
「
絶
対
的
精
神
の
信
仰
」
が
素
地
と
し
て

あ
り
、
そ
こ
に
親
和
性
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
禅
仏
教
の
「

ぜ
ん
じ
ょ
う

禅
定
」（dhyāna

）
あ
る
い
は
「
瞑
想
」

（m
éditation

）、
す
な
わ
ち
絶
対
を
直
観
に
よ
っ
て
把
え
よ
う
と
す
る

努
力
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が
日
本
に
受
容
さ
れ
る
た

め
の
条
件
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、「
純
粋

持
続
」
（durée

pure

）
は
直
観
（intuition

）
に
よ
っ
て
の
み
把
え
ら

れ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
言
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に

九
鬼
は
、
言
語
化
の
限
界
を
指
摘
す
る
禅
仏
教
の
瞑
想
の
方
法
と
の
明

ら
か
な
親
和
性
を
み
て
い
ま
す
。
方
法
の
み
な
ら
ず
内
容
に
お
い
て
も

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
仏
教
思
想
と
大
い
な
る
類
似
性
を
持
つ
と
い
い
ま

す
。
第
一
に
、
「
水
の
流
れ
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
示
さ
れ
る
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
持
続
の
観
念
は
、
「
諸
行
無
常
、
生
成
流
転
」
と
い
う
仏
教

の
根
本
観
念
で
も
あ
り
ま
す
。
第
二
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
「
二
律

背
反
の
定
立
と
反
定
立
と
を
、
同
時
に
同
一
の
地
盤
に
受
け
入
れ
る
」

可
能
性
を
認
め
る
が
、
そ
れ
は
、
涅
槃
即
仏
陀
（N

irvāna
est
B
oud-

dha

）、
無
即
有
（N

éant
est
Ê
tre

）
と
い
う
禅
語
録
に
あ
る
逆
説
的

真
理
に
完
全
に
近
い
と
書
き
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
点
が
重
要
な
の
で
す
が
、
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
類
似

性
は
、
完
全
に
独
立
し
て
い
る
も
の
の
間
で
見
ら
れ
る
そ
れ
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
両
者
が
親
和
性
を
示
し
て
い
る

と
い
う
こ
の
事
実
こ
そ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が
日
本
人
を
惹
き
つ
け
る

魅
力
の
根
源
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
当
時
日
本
人
に
人

気
の
あ
っ
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
の
場
合
、
日
本
人

〔
九
鬼
〕
か
ら
み
れ
ば
、
彼
ら
の
哲
学
を
西
洋
的
な
哲
学
と
み
な
す
に

は
余
り
に
東
洋
の
影
響
が
あ
り
す
ぎ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
ベ
ル
ク

ソ
ン
氏
は
西
洋
的
特
質
の
限
界
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
故
に
一
層
我
々

を
惹
き
つ
け
る
の
で
あ
る
」
と
九
鬼
は
い
い
ま
す
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
と
は
違
っ
て
東
洋
思
想
と
は
全
く

無
縁
の
思
想
的
風
土
の
中
で
、
す
な
わ
ち
純
粋
に
西
洋
的
な
思
想
的
風

土
の
中
で
思
索
し
、
独
自
の
思
想
に
到
達
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
結
果
と
し
て
、
我
々
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
の

思
想
の
中
に
以
上
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
の
中
に
東
洋
の
思
想
に
通

じ
る
も
の
を
見
て
驚
き
、
共
感
を
覚
え
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

な
ぜ
日
本
は
、
遠
く
離
れ
た
地
理
的
・
文
化
的
・
思
想
的
基
盤
の
中

で
生
み
出
さ
れ
た
カ
ン
ト
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
に
よ
っ
て
か
く
も
大

き
な
影
響
を
受
け
、
そ
れ
ら
を
尊
重
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由

を
、
単
に
明
治
維
新
以
来
、
欧
米
先
進
諸
国
の
思
想
・
文
化
を
導
入
し
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よ
う
と
し
て
い
た
日
本
の
文
化
政
策
に
の
み
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
英
米
の
思
想
は
重
用
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら

で
す
。
そ
こ
に
は
や
は
り
取
捨
選
択
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ

ん
。
カ
ン
ト
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
が
日
本
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
最
大

の
理
由
は
、
何
の
違
和
感
も
な
く
、
そ
れ
ら
に
共
鳴
し
、
そ
の
素
地
の

も
と
に
そ
れ
ら
を
受
け
容
れ
て
十
分
に
消
化
吸
収
す
る
だ
け
の
、
独
自

の
思
想
的
基
盤
が
す
で
に
日
本
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
が
九
鬼
の

主
張
で
す
（
逆
に
英
米
の
思
想
は
も
と
も
と
日
本
の
文
化
・
思
想
的
風

土
に
は
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
っ
た
）
。
こ
れ
ほ
ど
ユ
ニ
ー
ク
で
適
切

な
カ
ン
ト
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
評
、
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
て
、
西
洋
哲
学
と

日
本
思
想
と
の
比
較
論
を
私
は
知
り
ま
せ
ん
。
日
本
近
代
哲
学
史
上
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
の
み
な
ら
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
も
こ
れ
ほ
ど
強
い
印
象

を
与
え
、
こ
れ
ほ
ど
高
い
評
価
を
彼
ら
か
ら
得
て
い
た
日
本
の
哲
学
者

は
他
に
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
早
逝
が
惜
し
ま
れ
ま
す
。
享
年
五
三

歳
で
し
た
。

〈B
ergson

au
Japon

〉
の
中
で
触
れ
ら
れ
る
カ
ン
ト
（
一
七
二
四

│
一
八
〇
四
）
の
「
善
意
志
」（guter

W
ille:la

bonne
volonté

）
に

つ
い
て
、
配
布
資
料
に
私
が
書
い
た
趣
旨
を
ご
く
簡
単
に
い
う
と
、

「
嘘
も
方
便
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
り

ま
す
。
カ
ン
ト
の
場
合
は
絶
対
認
め
な
い
と
思
い
ま
す
。
嘘
も
方
便
な

ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
嘘
は
や
は
り
嘘
以
外
で
は
あ
り
え
な

い
。
で
も
、
や
は
り
場
合
に
よ
っ
て
は
、
行
為
の
結
果
を
予
測
し
て
、

特
に
悪
い
結
果
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
場
し
の
ぎ
に
事
実
に
反
す

る
こ
と
を
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
事
態
が
生
じ
え
ま
す
。

脅
迫
な
ど
に
よ
る
不
慮
の
悲
劇
を
避
け
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
事
実

に
反
す
る
こ
と
を
口
に
す
る
こ
と
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
り
う
る
、

認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
考
え
方
。

「
善
意
志
」
に
つ
い
て
も
う
一
つ
の
例
を
あ
げ
て
み
ま
す
。
サ
ッ

カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
日
か
明
日
か
に

決
勝
が
あ
る
は
ず
で
す
。
日
本
の
サ
ポ
ー
タ
ー
が
、
試
合
が
終
わ
っ
た

後
に
会
場
を
掃
除
す
る
と
か
、
選
手
が
控
室
を
掃
除
す
る
、
日
本
チ
ー

ム
の
更
衣
室
に
は
大
会
ス
タ
ッ
フ
に
謝
意
を
示
す
こ
と
ば
が
残
さ
れ
て

い
た
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
賞
賛
さ
れ
、
外
国
の
人
た
ち
か
ら

「
日
本
人
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
だ
」
と
い
う
問
い
か
け

が
あ
っ
た
ら
し
い
。
で
も
、
日
本
人
か
ら
す
る
と
、
そ
う
で
な
い
人
も

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
私
か
ら
す
る
と
、
そ
う
い
う

問
い
に
は
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
か
、
な
ぜ
か
と
い
え
ば
当
た
り
前
の

こ
と
、
そ
の
意
味
で
特
段
の
理
由
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
は
、
別
に
結
果
を
考
え
て
何
か
や
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
こ

う
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
、
結
果
こ
う
な
る
だ
ろ
う
と
い
っ
た
よ
う
な
、

結
果
を
考
え
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
あ
る
意
味
、
善
意
志

で
や
っ
て
い
る
、
善
意
志
に
の
っ
と
っ
て
や
っ
て
い
る
と
し
か
い
い
よ

う
が
な
い
。
あ
る
意
味
、
他
者
の
た
め
で
は
な
い
し
、
自
分
の
た
め
で

も
な
い
、
そ
の
善
意
志
の
た
め
に
や
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
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味
で
は
理
由
が
な
い
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
と
同
様
我
々
に
と
っ
て
も
、

「
善
行
為
」
と
は
、
ひ
た
す
ら
「
善
意
志
に
発
し
」
（von

dem
guten

W
illen

）
、
「
善
意
志
に
則
っ
て
」
（gem

äß
dem

guten
W
illen

）
、

「
善
意
志
の
た
め
に
」
（für

den
guten

W
illen

）
行
わ
れ
る
行
為
と

い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

次
に
、
〈B

ergson
au
Japon

〉
の
中
で
触
れ
ら
れ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
「
直
観
」（intuition
）
に
つ
い
て
。
「
『
普
遍
的
』
『
客
観
的
』
と
云

ふ
文
字
も
今
日
は
皮
肉
に
目
礼
を
す
る
」、「
灰
い
ろ
の
抽
象
の
世
に
住

ま
ん
に
は
濃
き
に
過
ぎ
た
る
煩
悩
の
色
」（
全
集
第
一
巻
、「
巴
里
心
景
」、

一
八
九
頁
）
。
こ
れ
ら
は
、
パ
リ
へ
移
っ
た
九
鬼
が
ド
イ
ツ
の
ハ
イ
デ

ル
ベ
ル
ク
時
代
を
回
想
し
て
詠
っ
た
歌
で
す
。
当
時
の
、
新
カ
ン
ト
学

派
の
哲
学
に
対
す
る
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
ま
す
。「
直

観
の
哲
学
は
う
れ
し
手
に
ふ
る
るH
ecceitas

の
か
を
り
の
ゆ
ゑ
に
」

（
別
巻
、
「
短
歌
習
作
」、
一
一
〇
頁
）。
こ
れ
も
同
じ
く
パ
リ
時
代
の
歌

で
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
哲
学
の
後
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
（
「
直
観
の

哲
学
」
）
に
出
会
っ
た
喜
び
を
率
直
に
詠
っ
て
い
ま
す
。

九
鬼
が
そ
の
歌
で
使
っ
て
い
る
ラ
テ
ン
語
〈H

ecceitas

〉
は
、
遠

く
西
洋
中
世
時
代
の
ド
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
（
一
二
六
六
？
│
一
三
〇

八
）
と
ゆ
か
り
の
あ
る
言
葉
で
す
が
、
女
性
名
詞
を
指
示
す
る
ラ
テ
ン

語
代
名
詞
〈haec

〉
（
英
語
の
〈this

〉
）
を
も
と
に
し
た
抽
象
名
詞
で

あ
り
、
直
訳
す
れ
ば
「
こ
れ
・
性
」
（H

eccei-tas

）
で
す
。
す
な
わ
ち

そ
れ
は
「
個
物
（
個
体
）
性
」（individualitas

）
を
意
味
し
ま
す
。

新
カ
ン
ト
学
派
の
哲
学
を
象
徴
す
る
「
抽
象
性
」
や
「
普
遍
性
」
に
対

し
て
「
具
象
性
」
や
「
個
物
性
」（H

ecceitas

）
を
強
調
す
る
ベ
ル
ク

ソ
ン
哲
学
へ
の
深
い
共
感
の
心
が
表
白
さ
れ
た
歌
で
あ
り
ま
す
。
九
鬼

は
、
本
来
は
小
文
字
で
表
記
す
る
は
ず
の
〈hecceitas

〉
を
、
こ
の
歌

で
は
大
文
字
〈H

ecceitas

〉
で
表
記
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
意
図

的
で
、
九
鬼
が
「
個
物
性
」
と
い
う
こ
と
を
特
に
強
調
し
た
か
っ
た
と

い
う
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
個
物
を
個
物
と

し
て
あ
り
の
ま
ま
に
把
え
る
に
は
直
観
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
わ
け

で
す
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
直
観
」
を
め
ぐ
っ
て
も
う
一
つ
例
を
あ
げ
ま
す
。

「
生
命
と
は
何
か
」
と
問
わ
れ
た
と
き
に
、
あ
る
科
学
者
は
水
槽
か
ら

ま
な
い
た

魚
を
採
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
俎
板
や
、
実
験
台
に
乗
せ
て
、
そ
れ
を
解

剖
し
て
見
せ
て
、
こ
こ
に
心
臓
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
浮
き
袋
が
あ
り

…
…
、
と
い
ろ
い
ろ
説
明
し
て
い
っ
て
、
生
命
の
中
枢
は
心
臓
の
こ
こ

だ
と
か
い
っ
た
よ
う
に
し
て
、
解
答
を
試
み
よ
う
と
す
る
と
思
い
ま
す
。

「
分
析
」（analyse

）
と
い
う
手
法
に
よ
る
説
明
・
解
答
で
す
。

で
も
、
考
え
て
み
る
と
、
水
槽
か
ら
魚
を
採
っ
て
き
て
、
メ
ス
や
包

丁
で
解
体
す
る
。
実
は
、
そ
の
時
点
で
生
命
は
失
わ
れ
て
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。
生
命
を
亡
く
し
て
お
い
て
、「
生
命
と
は
何
か
」
と

い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
お

か
し
い
、
矛
盾
で
は
な
い
か
。「
生
命
と
は
何
か
」
と
い
う
の
は
、
そ

れ
を
見
れ
ば
分
か
り
ま
す
。
見
る
だ
け
で
分
か
り
ま
す
。
水
槽
で
泳
い
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で
い
る
、
水
族
館
で
泳
い
で
い
る
魚
の
、
動
い
て
い
る
、
動
き
そ
の
も

の
を
見
れ
ば
い
い
。
見
る
だ
け
で
い
い
。
そ
れ
は
大
人
で
も
子
供
で
も
、

見
て
直
観
的
に
分
か
り
ま
す
。
生
命
と
は
一
種
の
流
れ
で
す
。
流
れ
そ

の
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に
把
え
る
。
流
動
と
し
て
の
生
命
を
あ
り
の
ま

ま
把
え
る
の
は
「
直
観
」
で
す
。
説
明
（
言
葉
）
は
要
り
ま
せ
ん
。

「
生
命
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
言
葉
を
以
て
説
明
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
真
相
は
む
し
ろ
隠
れ
ま
す
。
実
在
の
真
相
を
把
え
る
こ
と
は
全
然

難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
禅
仏
教
で
も
そ
う
い
わ
れ
ま
す
し
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
も
そ
う
い
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と

禅
の
根
本
思
想
は
通
底
し
て
い
ま
す
。

今
の
、
「
生
命
と
は
何
か
」
に
関
す
る
話
は
、
学
生
時
代
か
ら
の
私

の
親
友
で
、
京
都
南
禅
寺
の
現
管
長
を
務
め
る
田
中
寛
洲
と
学
生
時
代

に
交
わ
し
て
い
た
話
で
す
。
学
生
時
代
に
は
彼
も
哲
学
を
や
っ
て
い
て
、

彼
は
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
、
私
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ヤ
ス

パ
ー
ス
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
彼
は
、
哲
学
に
は
限
界
が
あ

る
、
哲
学
で
は
究
極
の
問
題
は
解
決
で
き
な
い
と
い
っ
て
、
禅
の
ほ
う

に
転
向
し
ま
し
た
。
こ
の
度
、
そ
の
転
向
後
に
そ
う
い
う
話
を
彼
と
交

わ
し
た
記
憶
が
蘇
り
ま
し
た
。
改
め
て
〈B

ergson
au
Japon

〉
を
読

み
直
し
て
、
そ
れ
が
契
機
に
な
っ
て
、
禅
者
田
中
老
師
と
の
昔
日
の
そ

の
会
話
を
懐
か
し
く
想
い
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
禅
で
い
う
直
観

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
い
っ
て
い
る
直
観
は
通
じ
て
い
ま
す
。
九
鬼
の
慧
眼

か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
一
つ
注
意
す
べ
き
点
が
あ
り
ま
す
。
上
に
、「
言
葉
は
真
相

を
隠
す
」
と
い
い
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
禅
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
「
言
葉
」

を
全
面
的
に
拒
否
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
両
者
と
も
、

日
常
言
語
の
使
用
方
法
を
破
壊
す
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
破
壊
の
た

め
の
破
壊
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
否
定
を
媒
介
に
し
て
言
語
以
前
の
あ
り

の
ま
ま
の
姿
に
立
ち
返
ら
せ
、
言
語
に
原
初
的
な
意
味
を
取
り
戻
さ
せ

る
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
純

粋
持
続
」（durée

pure

）
は
「
時
間
で
は
な�

い�

時
間
」
と
い
っ
た
よ

う
な
も
の
で
す
。「
純
粋
持
続
」
は
「
時
間
」
な
の
だ
が
、
し
か
し

「
時
間
」（tem

ps

）
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て

も
、
例
え
ば
、
普
段
馴
染
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
馴
染
み
す
ぎ
て
い
る

と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
時
計
時
間
の
よ
う
な

「
数
量
的
な
流
れ
」
と
し
て
の
「
時
間
」（tem

ps-quantité

）
を
思
い

浮
か
べ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
「
時
間
」
を
一
度
否
定
し
て
、

「
質
的
な
流
れ
」
を
あ
り
の
ま
ま
に
把
え
ま
す
。
こ
れ
が
本
当
の
「
時

間
」（tem

ps-qualité

）
で
す
。
流
れ
そ
の
も
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、

こ
れ
は
「
時
間
で
は
な�

い�

時
間
」
で
す
。
時
間
な
の
で
す
が
時
間
で
は

な
い
時
間
な
の
で
す
。
こ
れ
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
純
粋
持
続
」
と
呼
び

ま
す
。「
時
間
で
は
な�

い�

時
間
」
と
い
う
表
現
は
冗
長
す
ぎ
る
と
い
う

か
、
事
態
に
密
着
し
き
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
そ
の

「
時
間
で
は
な�

い�

時
間
」
を
「
純
粋
持
続
」
と
い
う
直
截
な
表
現
に
置

き
換
え
る
わ
け
で
す
。

四五
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す
み
ま
せ
ん
、
ち
ょ
っ
と
時
間
超
過
し
ま
し
て
。

○
司
会

小
浜
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
こ
こ
で
三
分

間
休
憩
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
休
憩
の
間
、
未
公
開
の
資
料
の

画
像
を
こ
ち
ら
の
机
の
上
に
置
き
ま
す
の
で
、
関
心
を
お
持
ち
の
方
は

御
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
休
憩
）

○
司
会

そ
れ
で
は
、
討
議
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

中
嶋
先
生
、
小
浜
先
生
、
お
話
を
い
た
だ
き
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
ま
ず
中
嶋
先
生
、
資
料
の
実
際
の
作
業
に
あ
た
ら
れ
た

方
で
な
い
と
分
か
ら
な
い
情
報
や
写
真
な
ど
も
交
え
な
が
ら
、
実
に
詳

し
く
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
て
、
甲
南
大
学
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
は
、

ぜ
ひ
こ
ん
な
充
実
し
た
形
で
こ
れ
か
ら
作
業
で
き
れ
ば
い
い
な
、
と
い

う
希
望
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
小
浜
先
生
は
哲
学
の
議
論
の
ほ
か

九
鬼
周
造
の
人
生
の
様
々
な
側
面
や
関
心
に
触
れ
て
い
た
だ
き
、
実
際

に
今
後
九
鬼
の
資
料
を
使
っ
て
哲
学
研
究
が
ど
の
よ
う
に
深
め
ら
れ
て

い
く
か
と
い
う
部
分
で
可
能
性
の
一
端
も
見
せ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な

お
話
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
皆
様
、
御
質
問
、
御
意
見
な
ど
お
持
ち
と
思
い
ま
す
の
で
、

ど
な
た
か
ら
で
も
挙
手
い
た
だ
い
て
御
発
言
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま

す
。

○
質
問
者
一

筑
波
大
学
で
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
津
崎

良
典
と
申
し
ま
す
。
非
常
に
興
味
深
く
拝
聴
し
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
関
し
て
言
う
と
、
二
〇
世
紀
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
想

家
の
講
義
録
が
、
現
在
、
整
理
さ
れ
、
ま
た
、
翻
訳
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま

す
。
デ
リ
ダ
で
あ
る
と
か
ド
ゥ
ル
ー
ズ
で
あ
る
と
か
、
さ
ら
に
は
ベ
ル

ク
ソ
ン
も
そ
う
で
す
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
関
し
て
は
、
実
は
遺
言
で
、
コ

レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
講
義
録
は
す
べ
て
出
版
し
て
は
い
け
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
遺
言
を
破
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
本
国

で
講
義
録
が
出
版
さ
れ
、
か
つ
、
日
本
語
訳
が
始
ま
っ
て
い
る
。

私
は
デ
リ
ダ
の
講
義
録
に
つ
い
て
と
て
も
興
味
深
く
思
っ
た
ん
で
す

が
、
彼
は
例
え
ば
、「
こ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
声
色
で
も
の
ま
ね
を
し
て

く
り
返
す
」
と
か
、「
沈
黙
の
時
間
を
目
立
た
せ
る
」
と
か
、
あ
る
い

は
「
即
興
で
註
解
す
る
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
演
技
指
導
の
よ
う
な
も

の
を
原
稿
に
書
き
込
ん
で
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
意
図
的

に
演
劇
の
よ
う
に
講
義
を
し
て
い
た
。

そ
こ
で
中
嶋
先
生
に
お
伺
い
し
た
い
の
は
、
西
田
の
講
義
録
を
研
究

し
て
い
る
と
、
ど
こ
か
彼
の
肉
声
の
よ
う
な
も
の
が
聞
こ
え
て
く
る
と

か
、
講
義
ノ
ー
ト
だ
か
ら
こ
そ
窺
え
る
彼
の
人
柄
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
と
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

先
生
の
御
感
想
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
れ
ば
、
と
存
じ
ま
す
。

も
う
一
つ
の
質
問
は
、
研
究
手
法
に
関
す
る
こ
と
で
す
。
私
自
身
は

デ
カ
ル
ト
を
研
究
し
て
お
り
ま
す
。
デ
カ
ル
ト
に
関
し
て
も
生
前
出
版

さ
れ
た
四
つ
の
著
作
の
ほ
か
に
、
遺
稿
や
書
簡
が
あ
り
ま
す
。
彼
の
書

簡
は
、
現
存
し
て
い
る
も
の
で
約
七
三
〇
通
あ
り
ま
す
が
、
す
べ
て
日

四六
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本
語
に
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
研
究

者
の
知
ら
な
か
っ
た
書
簡
が
「
発
見
」
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。

二
〇
世
紀
の
デ
カ
ル
ト
研
究
史
を
振
り
返
る
と
、
デ
カ
ル
ト
の
生
前

に
刊
行
さ
れ
た
著
作
以
外
の
資
料
に
依
拠
し
て
彼
の
思
想
を
研
究
す
る

こ
と
は
、
手
法
と
し
て
は
問
題
含
み
だ
と
い
う
主
張
が
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、
マ
ル
シ
ャ
ル
・
ゲ
ル
ー
と
い
っ
た
研
究
者
は
基
本
的
に
、
生

前
に
刊
行
さ
れ
た
著
作
以
外
の
資
料
に
は
依
拠
し
ま
せ
ん
。
当
然
、
そ

の
よ
う
な
手
法
に
は
批
判
も
あ
り
ま
す
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
お
二
人
の
先
生
は
む
し
ろ
、
刊
本
以

外
も
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
者
の
思
想
に
関
す
る
理

解
が
深
ま
る
、
と
い
う
立
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
自
身
も
そ
う

い
う
立
場
に
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
を
研
究
し
て
い
る
と
、

さ
き
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
よ
う
な
研
究
手
法
を
念
頭
に
、
そ
れ
で
は
駄
目

な
ん
だ
、
そ
れ
で
は
テ
ク
ス
ト
の
徹
底
し
た
内
在
的
な
理
解
に
な
ら
な

い
ん
だ
、
と
い
う
声
も
聞
こ
え
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
の
よ
う
な
批
判
に
研
究
者
と
し
て
ど
う
応
え
て
い
く
か
、
と
い
う

の
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今

回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
と
り
わ
け
九
鬼
に
関
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

と
の
未
公
開
書
簡
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
つ
つ
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
こ

と
で
、
刊
本
に
お
い
て
公
開
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
私
た
ち
に
既
知
の
、

九
鬼
そ
の
人
の
思
想
や
生
涯
に
関
す
る
理
解
が
深
ま
る
、
と
い
う
こ
と

が
示
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
も
う
少
し
そ
の
よ
う
な
事
例
を
挙

げ
て
く
だ
さ
れ
ば
と
思
い
ま
す
し
、
さ
ら
に
は
、
テ
ク
ス
ト
を
読
解
し
、

思
想
を
理
解
す
る
う
え
で
、
さ
き
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
テ
ク
ス
ト
内
在
主

義
と
外
在
主
義
を
め
ぐ
る
対
立
と
い
う
か
両
立
と
い
う
か
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
に
つ
い
て
、
何
か
お
考
え
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
お
聞
か
せ
く
だ

さ
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

○
司
会

ま
ず
、
中
嶋
先
生
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

○
中
嶋

後
の
ほ
う
か
ら
お
答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
研
究
手
法
と
し

て
、
西
田
が
刊
行
し
て
い
な
い
も
の
を
使
っ
て
研
究
し
て
い
く
こ
と
の

問
題
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
の
場
合
、
特
に
博
物
館
な
ん
か
に
い
ま
し

た
の
で
、
西
田
の
哲
学
の
研
究
だ
け
で
は
な
く
て
、
人
物
誌
的
な
研
究

を
期
待
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
し
、
一
般
の
お
客
さ
ん
向
け
に
は
、
む
し

ろ
人
物
の
側
面
の
ほ
う
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
り
す
る
。
た
だ
、
危
険
だ

な
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
人
物
誌
的
な
論
点
と
し
て
、
よ
く
あ
り
が
ち

な
話
と
し
て
西
田
自
身
の
御
家
族
の
不
幸
と
関
連
付
け
て
西
田
の
哲
学

を
理
解
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
は
、
こ
れ
は
無
関

係
だ
と
は
思
わ
な
い
で
す
が
、
あ
る
程
度
、
禁
欲
的
に
し
た
ほ
う
が
い

い
だ
ろ
う
と
い
う
気
は
い
た
し
ま
す
。

○
質
問
者
一

そ
の
あ
た
り
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
と
る
か
が
す
ご
く
難
し

い
で
す
よ
ね
。

○
中
嶋

そ
う
で
す
ね
、
そ
こ
は
難
し
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
一
方
で
西
田
の
場
合
、
刊
行
さ
れ
た
論
文
の
中
に
は
、
ほ
と

四七
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ん
ど
出
典
が
出
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
論
理
の
飛
躍
が
非
常
に
多

か
っ
た
り
す
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
当
時
の
学
生
さ
ん
で
あ
れ
ば
、
常

識
的
に
分
か
る
文
脈
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
今
の
我
々
に

は
と
て
も
分
か
ら
な
い
文
脈
が
多
過
ぎ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
確
定
し
て

い
く
た
め
に
、
今
の
よ
う
な
資
料
は
使
え
る
の
か
な
と
い
う
理
解
を
し

て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
西
田
の
講
義
録
を
見
て
感
じ
た
こ
と
が
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
画
像
を
お
見
せ
し
た
ほ
う
が
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
、
推
敲
の
跡
が
見
ら
れ
る
の
が
非
常
に
お
も

し
ろ
い
と
い
う
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
か
な
と
思
い
ま
す
。

○
質
問
者
一

そ
の
推
敲
の
痕
跡
か
ら
何
か
彼
な
り
の
思
索
の
パ
タ
ー
ン

み
た
い
な
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
り
と
か
（
大
胆
な
仮
説
で
す

が
）
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

○
中
嶋

パ
タ
ー
ン
と
言
え
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。

○
質
問
者
一

書
き
方
と
か
ノ
ー
ト
の
使
い
方
に
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

○
中
嶋

取
り
あ
え
ず
一
つ
紹
介
し
た
い
の
が
、
タ
イ
ト
ル
が
二
重
、
三

重
に
修
正
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
倫
理
講
義
ノ
ー
ト
の
第
二
章
の

タ
イ
ト
ル
が
「
人
格
と
個
人
性
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
個
人
性
」

の
ほ
う
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
西
田
は
最
初
に
「
個
人
性
」
と
書
い
て
、

そ
れ
を
一
旦
消
し
て
「
人
格
性
」
に
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
最
後
に
、

「
人
格
性
」
を
消
し
て
「
イ
キ
ル
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
「
個
人

性
」
の
削
除
を
取
り
消
し
て
生
か
す
と
い
う
こ
と
で
、
も
と
も
「
人
格

と
個
人
性
」
に
戻
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
の
を
見
て
い
る
と
、
西
田
に
と
っ
て
「
個
人
性
」
と
い
う

言
葉
は
し
っ
く
り
来
て
な
い
。「
人
格
性
」
も
多
分
あ
ま
り
し
っ
く
り

来
て
な
い
み
た
い
。
そ
の
辺
り
を
お
も
し
ろ
い
な
と
思
い
な
が
ら
読
ん

で
い
ま
し
た
。

○
質
問
者
一

結
局
の
と
こ
ろ
、
ノ
ー
ト
は
肉
筆
な
の
で
、
彼
な
り
の
筆

使
い
と
い
う
か
、
そ
う
い
っ
た
部
分
に
、
先
ほ
ど
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
な
、
彼
の
人
物
像
の
よ
う
な
も
の
が
窺
い
知
れ
る
の
か
な
、
な

ど
と
思
っ
た
り
し
て
お
答
え
を
拝
聴
し
ま
し
た
。
西
田
の
場
合
、
講
義

の
音
声
は
残
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
（
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の

フ
ー
コ
ー
や
デ
リ
ダ
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
場
合
は
講
義
の
録
音
が
残
っ
て

い
る
）、
そ
れ
だ
け
に
講
義
ノ
ー
ト
の
肉
筆
部
分
と
い
う
の
は
、
思
想

研
究
上
の
重
要
な
情
報
源
に
な
り
う
る
の
か
な
、
な
ど
と
も
考
え
ま
し

た
。

○
中
嶋

そ
う
い
う
面
で
い
う
と
、
時
々
縦
書
き
が
入
る
と
き
が
あ
る
の

で
す
。
そ
れ
は
議
論
に
必
要
の
な
い
言
葉
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
西
田
の

心
情
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
書
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
そ
ん
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
あ
る
の
か
な
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、

画
像
を
見
な
い
と
分
か
ら
な
い
で
す
。

○
質
問
者
一

そ
う
で
す
よ
ね
。
よ
く
分
か
り
ま
し
た
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

○
司
会

小
浜
先
生
か
ら
も
お
答
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

四八
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○
小
浜

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
九
鬼
の
場
合
は
パ
リ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

生
の
哲
学
、
直
観
の
哲
学
に
共
感
を
持
ち
ま
し
た
。
パ
リ
か
ら
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
い
た
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
へ
転
じ
ま
す
。
二

回
目
の
ド
イ
ツ
滞
在
で
し
た
。
「
全
集
」
第
一
〇
巻
所
収
の
「
講
義

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
的
存
在
論
」
の
中
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
は
死

が
な
い
と
書
い
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
個
人
の
生
に
は
必
ず
死
は
あ
る

か
ら
、
生
と
死
を
ト
ー
タ
ル
で
問
題
に
し
な
い
と
、
具
体
的
な
も
の
は

捕
ま
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
流
に
い
え
ば
、
具
体
的
な
個
人

の
生
、
存
在
は
「
死
に
即
し
た
生
」
（Leben

zum
Tode

）
、
「
無
に
即

し
た
存
在
」（Sein

zum
N
ichts

）
で
す
。

林
芙
美
子
と
の
交
流
の
き
っ
か
け
、
そ
の
後
の
交
流
の
継
続
の
要
因

も
そ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
九
鬼
と
芙
美
子
は
、「
死

に
即
し
た
生
」、「
無
に
即
し
た
存
在
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
と
て
も

強
い
共
感
を
持
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
未
公
開
書
簡
か
ら
も
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
あ
る
種
の

文
学
と
哲
学
と
は
問
題
を
共
有
す
る
部
分
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
回
は
触
れ
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
「
偶
然
文
学
論
」
の

中
河
与
一
と
の
往
復
書
簡
も
そ
の
方
面
の
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
も
の

に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

逆
に
少
し
お
聞
き
し
た
い
の
は
、
未
公
開
の
書
簡
等
を
、
哲
学
の
理

解
に
、
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
の
理
解
に
、
利
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
言
う
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
…
…
。

○
質
問
者
一

そ
う
で
す
。

○
小
浜

そ
れ
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
、
逆
に
お
尋
ね
し
た
い
。
現
在
、

未
公
開
書
簡
の
発
刊
に
向
け
た
翻
刻
・
注
解
の
作
業
も
ほ
ぼ
終
わ
り
に

近
づ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
作
業
に
携
わ
っ
て
き
た
私
に
は
こ
れ

ま
で
そ
う
い
う
発
想
が
全
然
な
か
っ
た
の
で
、
ご
教
示
願
い
た
い
。

○
質
問
者
一

つ
ま
り
、
同
時
代
の
人
や
後
代
の
人
に
共
有
さ
れ
て
い
な

い
資
料
を
使
っ
た
解
釈
と
い
う
の
は
、
結
局
、
恣
意
性
を
免
れ
な
い
と

い
う
か
…
…
。

○
小
浜

恣
意
性
が
入
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

○
質
問
者
一

公
開
さ
れ
た
資
料
と
い
う
の
は
、
著
者
の
手
元
を
離
れ
ま

す
か
ら
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
、
客
観
的
な
存
在
と
し
て
あ
る
。
誰
も
が

等
権
利
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
遺
稿
や
書
簡

に
つ
い
て
言
え
ば
、
と
り
わ
け
今
回
ご
紹
介
く
だ
さ
っ
た
資
料
と
い
う

の
は
ま
だ
門
外
不
出
な
わ
け
で
、
大
仰
に
申
し
上
げ
れ
ば
、
資
料
と
し

て
は
結
局
の
と
こ
ろ
共
有
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
等
権

利
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
。
こ
れ
を
使
っ
た
思
想
の
解
釈
は
、
ど

こ
か
で
恣
意
的
な
操
作
が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
可
能
性
は
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。

例
え
ば
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
さ
れ
た
、
九
鬼
の
一
身
上
の
問
題
（
遺
産

だ
と
か
離
婚
だ
と
か
）
に
関
す
る
書
簡
の
扱
い
は
な
る
ほ
ど
難
し
い
。

私
も
直
感
的
に
そ
う
思
い
ま
す
。
デ
カ
ル
ト
の
場
合
も
実
は
遺
産
に
関

す
る
書
簡
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
死
後
、
四
〇
〇
年
近
く
た
っ
て
い
ま

四九
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す
か
ら
、
私
た
ち
は
何
の
躊
躇
も
な
く
全
部
訳
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
多
く
の
人
に
読

ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
。
た
し
か
に
一
七
世
紀
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
書
か
れ
た
書
簡
の
う
ち
、
例
え
ば
科
学
論
文
に
相
当
す

る
よ
う
な
書
簡
は
、
送
ら
れ
て
き
た
側
が
勝
手
に
複
写
を
し
て
、
自
分

が
所
属
す
る
学
問
共
同
体
の
な
か
で
回
覧
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
遺
産
に
関
す
る
よ
う
な
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

な
書
簡
ま
で
そ
う
だ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
多
分
そ
う
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
と
な
る
と
、
多
く
の
人
が
共
有
で
き
な
い
も
の
に
ど
こ
ま
で
依

拠
し
て
、
テ
ク
ス
ト
や
思
想
を
解
釈
し
て
い
く
の
か
、
い
け
る
の
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
な
恣
意
性
の
問
題
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
と
す
れ
ば
、
最
初
か
ら
潔
く
そ
れ
は
全
部
排
除
し
て
、
生
前
に
刊

行
さ
れ
た
資
料
だ
け
を
使
っ
て
厳
密
に
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い

う
、
二
〇
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
思
想
の
一
潮
流
で
あ
っ
た
構
造
主
義
的
な

研
究
手
法
が
訴
求
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る

批
判
と
い
う
の
は
、
書
簡
な
ど
を
使
う
解
釈
法
は
、
哲
学
者
や
思
想
家

は
当
時
ど
の
よ
う
な
心
理
状
態
に
あ
り
、
そ
れ
が
思
索
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
る
限
り
で
心
理
主

義
的
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

○
小
浜

例
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
な
ど
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
例
え
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
ど
の
場
合
は
、
未

公
開
書
簡
の
方
も
重
要
な
場
合
も
あ
り
そ
う
な
気
も
し
ま
す
が
。（
哲

学
者
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
ひ
い
て
は
、「
哲
学
と

は
何
か
」
と
い
う
問
題
に
も
関
わ
っ
て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
書
簡
」
の
持
つ
意
味
も
哲
学
者
や
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。）

○
質
問
者
一

そ
の
意
味
で
、
私
は
、
先
ほ
ど
先
生
が
御
紹
介
く
だ
さ
っ

た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
推
薦
書
な
ど
を
拝
見
し
て
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
ん
だ
、
と
。
で
す
か
ら
、
本
当
に
い
ろ
い

ろ
蒙
を
啓
か
れ
ま
し
た
。

○
小
浜

す
み
ま
せ
ん
、
何
か
逆
に
聞
い
て
し
ま
っ
て
。

○
司
会

い
え
い
え
。
多
分
、
今
日
は
そ
こ
が
一
番
本
質
的
な
問
題
と
い

い
ま
す
か
、
我
々
に
と
っ
て
切
実
な
部
分
な
の
で
す
。
哲
学
者
の
死
後

に
ど
れ
だ
け
時
間
が
経
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
し
、
哲
学
者
の
性
質
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
九
鬼
の
場
合
、
ど
う
し
て
も
花
柳
界
で
の
遊
興
と

か
、
そ
の
辺
の
人
生
の
部
分
が
一
緒
に
語
ら
れ
る
思
想
家
で
す
の
で
、

公
開
す
る
こ
と
で
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
く
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
ど

う
判
断
す
る
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
点
は
ま
た
西
田
の
場
合
と

も
違
っ
て
く
る
の
か
な
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
部
分
を
御
議
論
い
た

だ
い
て
、
非
常
に
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

○
質
問
者
二

広
島
大
学
名
誉
教
授
（
現
在
、
安
田
女
子
大
学
教
授
）
の

五〇
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山
内
廣
隆
と
申
し
ま
す
。

中
嶋
さ
ん
に
は
、
時
間
が
な
い
か
ら
後
で
お
話
し
す
る
と
し
て
、
私

の
中
学
時
代
か
ら
の
先
輩
で
あ
る
小
浜
さ
ん
に
、
二
つ
三
つ
お
話
し
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

カ
ン
ト
の
善
意
志
に
つ
い
て
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
我
々
に
理
解

し
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
問
題
を
出
さ
れ
た
ん
で

す
が
、
ち
ょ
っ
と
ま
ず
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
掃

除
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
研
究
す
る
人
が
い
て
、

そ
う
い
う
人
か
ら
見
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
は
、
掃
除
は

ず
っ
と
歴
史
的
に
奴
隷
の
仕
事
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
人

に
と
っ
て
は
精
神
修
養
の
仕
事
で
す
。
そ
う
い
う
違
い
か
ら
掃
除
を
説

い
て
、
教
育
学
に
生
か
し
た
人
が
お
ら
れ
て
、
そ
れ
を
す
ぐ
善
意
志
と

結
び
つ
け
る
の
は
ど
う
か
な
、
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
一
つ
。

そ
れ
か
ら
、
一
八
八
五
年
か
ら
英
米
系
の
哲
学
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ

系
の
哲
学
が
入
っ
て
き
た
と
書
か
れ
て
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
も
う

ち
ょ
っ
と
ド
イ
ツ
は
後
じ
ゃ
な
い
か
と
。
一
八
九
二
～
九
三
年
。
こ
れ

も
イ
ギ
リ
ス
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
の
哲
学
が
入
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
ト
ー

マ
ス
・
ヒ
ル
・
グ
リ
ー
ン
を
通
し
て
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
入
っ
て
く

る
の
で
、
も
う
ち
ょ
っ
と
後
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

一
番
、
小
浜
先
輩
に
質
問
し
た
い
の
が
「
即
」
で
す
。
田
邊
元
な
ん

か
、「
無
即
有
」
と
か
言
っ
た
り
し
ま
す
が
、
こ
の
「
即
」
で
す
。
田

邊
な
ん
か
あ
る
と
こ
ろ
で
「
即
」
を
ド
イ
ツ
語
の
「als

」
と
読
ん
で

も
い
い
と
言
っ
た
り
し
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
て
も
「als

」
だ
け
で

は
読
め
な
い
わ
け
で
、「
無
即
有
」
と
「
即
」
を
使
う
の
が
マ
イ
ナ
ス

の
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
多
分
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
（
小
浜
さ
ん
は
ベ
ル
ク
ソ

ン
に
は
生
し
か
な
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
）
そ
こ
に
と
ど
ま
っ

た
由
縁
か
も
し
れ
な
い
非
常
に
深
い
問
題
で
、
あ
な
た
は
「
即
」
を
ど

う
考
え
ま
す
か
と
い
う
こ
と
を
一
番
質
問
し
た
い
と
思
っ
て
手
を
挙
げ

ま
し
た
。
即
、
お
願
い
し
ま
す
。
中
嶋
さ
ん
に
は
、
ま
た
後
で
飲
み
な

が
ら
で
も
。

○
小
浜

ま
ず
、
善
意
志
を
、
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
の
掃
除
に
結
び
つ
け

る
の
は
ま
ず
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
理
由
は
、

「
掃
除
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
奴
隷
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
日
本
で
は
そ

れ
が
精
神
修
養
の
行
い
で
あ
っ
た
か
ら
と
か
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、

そ
う
い
う
こ
と
を
私
は
全
然
考
え
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
か
、

そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
や
は
り
い
け
な
い
、
ま
ず
い
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。（
私
に
は
全
然
理
解
で
き
な
い
、
と
い
う
か
、
議
論
の
共

通
の
土
俵
に
立
て
な
い
と
い
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。）

○
質
問
者
二

い
や
、
い
か
ん
と
い
う
よ
り
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
体
系

化
し
て
、
日
本
の
教
育
に
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
よ
と
、
掃
除
す
る
こ
と

は
。
あ
ち
こ
ち
で
、
宗
教
団
体
で
も
そ
う
い
う
の
を
使
っ
た
り
し
て
ま

す
よ
ね
。

私
は
西
田
、
山
科
に
あ
る
天
香
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
修
業
し
た
こ
と
が

昔
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
高
校
の
教
員
を
や
っ
て
る
と
き
に
生
徒

五一
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会
の
生
徒
を
連
れ
て
三
日
ぐ
ら
い
泊
ま
っ
て
、
便
所
掃
除
も
あ
り
ま
し

た
け
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
掃
除
が
教
育
の
ツ
ー
ル
と
し
て

使
わ
れ
て
、
そ
の
心
は
掃
除
を
す
る
、
特
に
ト
イ
レ
を
掃
除
す
る
の
は

精
神
修
養
で
。
あ
る
程
度
、
日
本
で
は
共
通
認
識
が
あ
る
。

○
小
浜

い
や
、
だ
か
ら
、
私
の
言
い
た
い
の
は
、
（
そ
れ
は
全
然
「
精

神
修
養
」
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
思
う
し
、
そ
も
そ

も
そ
う
い
う
発
想
自
体
が
私
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
と
え
そ
う
で
あ
っ

た
と
し
て
も
）
精
神
修
養
で
は
な
ぜ
い
け
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
が
。

○
質
問
者
二

い
や
、
そ
の
精
神
修
養
が
カ
ン
ト
の
善
意
志
で
は
な
い
。

カ
ン
ト
の
善
意
志
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
違
う
日
本
的
な
徳
概
念
と
い

う
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
根
本
に
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
。

○
小
浜

「
掃
除
」
と
い
う
例
が
ま
ず
い
と
い
う
ご
指
摘
で
、
そ
れ
は
そ

う
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
考
え
方
は
色
々
あ
っ
て
い
い
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
私
が
言
い
た
い
こ
と
を
突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
要
す
る
に

カ
ン
ト
が
言
い
た
い
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
「
善
意
志
に

よ
っ
て
（von

dem
guten

W
illen

）
」
行
い
始
め
、
行
為
自
体
が

「
善
意
志
に
の
っ
と
っ
て
（gem

äß
dem

guten
W
illen

）
」
行
わ
れ
、

そ
し
て
最
終
的
に
は
他
者
の
た
め
で
は
な
く
て
自
分
の
た
め
で
も
な
く

て
「
善
意
志
の
た
め
に
（für

den
guten

W
illen

）
」
行
う
。
カ
ン
ト

が
言
い
た
い
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

○
質
問
者
二

そ
う
で
す
ね
。

○
小
浜

わ
れ
わ
れ
は
、
何
か
自
分
の
行
為
の
結
果
な
い
し
成
果
に
対
す

る
見
返
り
を
求
め
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
他
者
か
ら
何
か
を
求
め
た
が

る
。

○
質
問
者
二

た
だ
、
こ
の
質
問
に
は
深
い
意
味
が
あ
っ
て
、
西
田
の

「
純
粋
経
験
」
と
善
意
志
は
つ
な
が
る
ん
で
す
よ
。
他
者
の
た
め
に
や

る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
、
自
分
の
た
め
に
や
る
ん
で
す
よ
。
西
田
が

説
く
「
必
然
的
自
由
」
と
い
う
人
間
の
自
由
は
徹
底
的
に
自
分
の
た
め

に
や
る
ん
で
す
よ
。
こ
の
場
合
の
人
間
は
普
遍
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う

構
造
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
問
題
が
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
が
。
で
も
、

他
者
の
た
め
に
と
い
う
の
が
欠
け
る
と
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ

な
い
で
す
か
ね
。

○
小
浜

い
や
、
私
は
、
究
極
的
に
は
、
善
意
志
に
も
と
づ
く
行
為
と
い

う
の
は
、
自
分
の
た
め
に
も
や
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
い
ま
す
。

○
質
問
者
二

い
や
、
多
分
、
こ
こ
で
今
、
哲
学
の
問
題
で
突
っ
込
ま
な

き
ゃ
い
け
な
い
の
は
、「
即
」
の
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
か
ら
、

つ
な
げ
て
話
し
て
も
ら
っ
た
ら
。

○
小
浜

「
即
」
と
い
う
の
は
、
前
述
の
九
鬼
の
論
考
〈B

ergson
au
Ja-

pon

〉
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
「est

」、
ド
イ
ツ
語
の
「ist

」
で
す
。

○
質
問
者
二

「als

」。

○
小
浜

「als

」
で
す
か
。

○
質
問
者
二

「
と
し
て
（als

）」。

○
小
浜

「
と
し
て
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
も
ち
ょ
っ
と
聞
き
逃
し

五二
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て
い
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
質
問
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
「
と
し
て
」
と

い
う
の
は
。

○
質
問
者
二

だ
か
ら
、
「
即
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
に
は
、
ド
イ

ツ
語
の
「als
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
と
い
う
言
い
方
だ
け
で

は
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
「
即
」
に
は
い
っ
ぱ
い
出
て
き
ま
す
。
そ

れ
で
、「
即
」
が
出
て
く
る
と
即
、
こ
れ
は
逃
げ
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ

て
私
は
読
ん
で
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
考
え
は
な
い
で
す
か
。

○
小
浜

「
即
」、「
と
し
て
」
？

○
質
問
者
二

い
や
、
あ
る
部
分
、
即
は
「als

」
と
し
て
も
読
め
る
よ

と
田
邊
は
言
っ
て
る
け
れ
ど
も
。

○
小
浜

例
え
ば
、
有
と
無
で
言
う
と
、
ど
う
い
う
感
じ
に
な
る
で
し
ょ

う
か
。（「
有
と�

し�

て�

の�

無
」（N

ichts
als
Sein
）
、
「
無
と�

し�

て�

の�

有
」

（Sein
als
N
ichts

）
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
が
。）

○
質
問
者
二

だ
か
ら
、
「
有
即
無
」
に
は
「als

」
は
使
え
な
い
と
思
い

ま
す
。

○
小
浜

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

○
司
会

質
問
の
御
趣
旨
は
、
「als

」
は
「
即
」
と
読
め
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

○
質
問
者
二

い
や
い
や
、
例
え
ば
、
即
で
よ
く
日
本
の
哲
学
は
つ
な
ぐ

ん
で
す
よ
。
「
そ
ん
な
に
つ
な
が
る
の
？
」
と
い
う
の
が
、
多
く
の
人

が
思
う
疑
問
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
し
っ
か
り
答
え
ら
れ
な
い
日
本
の
哲

学
研
究
は
ど
う
か
な
と
思
う
ん
で
す
。
山
内
得
立
な
ん
か
は
出
会
う
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
ま
す
ね
、「als

」
を
。
で
も
、「
即
」
は
出
会
う

だ
け
で
あ
っ
て
決
し
て
総
合
で
は
な
い
の
に
、
即
を
総
合
と
い
う
意
味

で
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

○
小
浜

「
即
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
今
こ
の
場
で
す
ぐ
ど
う
の
こ
う
の

と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。（
ま
た
別
の
機
会
に
、
別
の
テ
ー
マ
の
席
で
、

と
し
か
…
…
）

○
質
問
者
二

そ
こ
が
、
日
本
の
哲
学
の
ポ
イ
ン
ト
。

○
小
浜

先
ほ
ど
の
九
鬼
の
表
現
だ
と
、〈N

éant
est
Ê
tre

〉（〈N
ichts

ist
Sein

〉、〈N
othing

is
B
e

〉）
を
「
無
即�

有
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。

直
訳
す
る
と
「
無
は
有
（
存
在
）
で�

あ�

る�

」
と
い
う
意
味
で
す
。「
無
」

と
「
有
」
が
〈être

〉
の
三
人
称
単
数
形
（〈est

〉）
の
繋
辞
で
結
ば
れ

て
い
ま
す
。
主
語
と
述
語
の
同
一
性
を
意
味
す
る
こ
の
繋
辞
を
九
鬼
は

「
即
」
と
訳
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
「
即
」
が
問
題
だ
と
い
う
の

で
し
ょ
う
が
、
い
ま
こ
の
場
で
は
こ
こ
ま
で
し
か
言
え
ま
せ
ん
。

○
質
問
者
二

「
存
在
は
無
で
あ
る
」
と
い
っ
た
と
き
に
。

○
小
浜

繰
り
返
し
ま
す
が
、〈N

éant
est
Ê
tre

〉
を
九
鬼
は
「
無
即
有
」

と
訳
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
、
九
鬼
が
「
無
即
有
」

と
訳
す
〈N

éant
est
Ê
tre

〉
と
い
う
命
題
を
読
ん
で
い
ま
す
。
多
分
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
も
彼
な
り
に
そ
れ
を
理
解
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
参
考

ま
で
に
、
先
に
芙
美
子
と
の
関
係
で
述
べ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
〈Sein

zum
N
ichits

〉、〈Leben
zum

Tode

〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
無
へ�

の�

存

在
」、「
死
へ�

の�

生
」
で
は
な
く
、「
無
に
即�

し�

た�

存
在
」、「
死
に
即�

し�

五三
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た�

生
」
で
す
。
こ
こ
で
の
ド
イ
ツ
語
〈zu

〉
と
は
そ
う
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
で
す
。
〈to

〉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
質
問
者
二

い
や
、
私
が
聞
き
た
い
の
は
、
小
浜
先
生
が
「
即
」
を
ど

う
理
解
し
て
る
か
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
。

○
司
会

か
な
り
深
い
議
論
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
旦
そ
の

あ
た
り
で
中
断
し
て
い
た
だ
い
て
、
ま
た
、
い
ず
れ
公
開
さ
れ
た
際
に

議
論
を
深
め
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

○
司
会

時
間
を
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
い
ま
し
て
、
司
会
者
と
し
て
は
大

変
恐
縮
で
す
。
今
日
は
遠
方
か
ら
も
お
越
し
い
た
だ
い
て
い
る
方
々
が

あ
る
と
伺
っ
て
い
ま
す
の
で
「
せ
っ
か
く
神
戸
ま
で
来
た
か
ら
に
は
、

一
言
こ
れ
は
言
っ
て
お
き
た
い
」
と
い
う
方
が
あ
れ
ば
、
ど
う
ぞ
。

○
質
問
者
三

東
京
の
立
正
大
学
か
ら
来
ま
し
た
。
八
杖
春
樹
と
申
し
ま

す
。
今
、
学
部
の
三
年
で
、
卒
業
論
文
で
九
鬼
を
扱
お
う
と
考
え
て
い

ま
す
。
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
一
点
だ
け
お
願
い
し
ま
す
。

九
鬼
の
カ
ン
ト
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
評
の
所
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
「
善

意
志
」
の
受
容
と
い
う
点
に
つ
い
て
一
つ
疑
問
が
あ
っ
て
、
僕
は
こ
れ

ま
で
の
質
問
者
さ
ん
と
は
違
い
、
か
な
り
稚
拙
で
素
朴
な
疑
問
に
な
っ

て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
「
善
意
志
」
が
日
本
で
受
容
さ
れ
る
上

で
、
武
士
道
の
「
絶
対
的
精
神
」
の
信
仰
が
素
地
に
あ
っ
た
と
い
う
九

鬼
の
主
張
。
こ
れ
は
と
て
も
納
得
が
い
き
ま
す
。
た
だ
、
そ
こ
で
疑
問

に
思
う
の
は
、
九
鬼
自
身
が
「
善
意
志
」
を
ど
う
受
容
し
て
い
た
の
か
、

も
っ
と
広
く
言
え
ば
、
九
鬼
自
身
が
カ
ン
ト
倫
理
学
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
。

九
鬼
を
読
ん
で
い
て
、
あ
ま
り
一
貫
し
て
な
い
よ
う
に
感
じ
る
点
が

あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
、
い
わ
ゆ
る
九
鬼
の
時
間

論
な
か
で
、
す
ご
く
「
善
意
志
」
を
尊
重
し
て
い
る
な
と
見
え
る
と
こ

ろ
が
あ
る
一
方
で
、『
偶
然
性
の
問
題
』
の
最
後
の
ほ
う
で
は
、
お
そ

ら
く
カ
ン
ト
倫
理
学
を
念
頭
に
置
い
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
批
判
し
て
い

る
。
カ
ン
ト
の
考
え
は
す
ご
く
抽
象
的
で
、
具
現
性
に
欠
け
て
い
る
み

た
い
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
九
鬼
自
身
、
カ
ン
ト
を
ど
う
受
容
し
て

い
た
の
か
ち
ょ
っ
と
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
に
、「
善
意
志
」
が
日
本
で

受
容
さ
れ
る
上
で
重
要
に
な
っ
て
い
た
武
士
道
の
「
絶
対
的
精
神
」
の

信
仰
の
よ
う
な
も
の
が
、
九
鬼
自
身
に
も
関
わ
っ
て
き
て
い
た
の
か
。

そ
れ
と
も
、
あ
ま
り
関
係
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
、

お
伺
い
で
き
れ
ば
。

○
小
浜

九
鬼
が
そ
の
哲
学
の
中
に
、
カ
ン
ト
の
「
善
意
志
」
の
思
想
を

取
り
入
れ
て
生
か
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
で
す
が
、
生
か
し
た
い
と

い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
は
確
か
だ
と
思
い
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、

論
考
〈B

ergson
au
Japon

〉
や
「
形
而
上
学
的
時
間
」
な
ど
で
は
、

特
に
武
士
道
の
「
絶
対
精
神
」
と
通
じ
る
も
の
と
し
て
そ
れ
を
大
い
に

称
揚
し
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
「
形
而
上
学
的
時
間
」
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ

よ
り
は
は
る
か
に
論
理
的
に
、
Ｋ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

に
先
立
っ
て
、「
同
一
の
も
の
の
永
遠
回
帰
」
と
い
う
思
想
に
よ
っ
て

五四
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「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
時
代
の
病
を
超
克
す
る
た
め
の
方
途
を
提
示

し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
い
わ
ば
「
超
・
力
」
（Ü

ber-

m
acht

）
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
が
、
武
士
道
の
「
絶
対
精
神
」
で
あ

り
、
そ
し
て
そ
れ
に
通
じ
る
カ
ン
ト
の
「
善
意
志
」
で
あ
る
と
見
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
九
鬼
は
カ
ン
ト
の
「
善
意
志
」
を
議

論
の
中
で
生
か
そ
う
と
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
か
し
、
先
に
引
用
し
た
九
鬼
の
詩
篇
の
中
に
天
野
貞
祐
に
つ

い
て
歌
っ
た
一
篇
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
天
野
は

ま
さ
に
カ
ン
ト
の
「
善
意
志
」
あ
る
い
は
「
定
言
命
法
」
（kategori-

scher
Im
perativ

）
を
具
現
化
し
た
よ
う
な
人
格
で
、
そ
の
意
味
で
全

面
的
に
尊
敬
に
値
し
、
憧
憬
す
べ
き
友
な
の
だ
が
、
し
か
し
他
方
で
、

自
分
は
と
て
も
カ
ン
ト
倫
理
学
の
具
現
者
天
野
の
よ
う
に
は
な
れ
な
い
、

も
う
少
し
人
間
の
迷
い
や
弱
さ
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
そ

の
詩
篇
に
は
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
直
接
に

は
天
野
に
つ
い
て
歌
っ
た
も
の
で
す
が
、
実
は
カ
ン
ト
倫
理
学
に
対
す

る
九
鬼
の
思
い
で
も
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
九
鬼
が
カ
ン
ト
倫

理
学
と
こ
の
世
に
迷
う
煩
悩
の
わ
が
身
と
の
懸
隔
な
い
し
乖
離
を
感
じ

て
い
た
の
も
事
実
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

○
質
問
者
三

九
鬼
は
そ
の
時
間
論
の
な
か
で
、
シ
シ
ュ
フ
ォ
ス
の
神
話

や
地
下
鉄
の
話
を
取
り
上
げ
て
、
シ
シ
ュ
フ
ォ
ス
は
幾
ら
岩
を
落
と
さ

れ
て
も
ま
た
何
度
で
も
岩
を
持
ち
上
げ
る
と
か
、
地
下
鉄
が
幾
ら
地
震

で
破
壊
さ
れ
て
も
我
々
は
ま
た
つ
く
り
直
す
、
地
下
鉄
が
あ
る
と
い
う

こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、
作
ろ
う
と
い
う
意
志
の
ほ
う
に
意
味
が
あ
る
ん
だ

と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
点
か
ら
、
九
鬼
は
カ
ン
ト
の
「
善
意
志
」
を
極
め
て
好
意
的
に
捉
え
、

自
身
の
哲
学
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
導
入
し
て
い
る
の
だ
と
僕
は
思
っ
て

い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
。

九
鬼
は
そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の

「
善
意
志
」
と
ち
ょ
っ
と
ず
れ
て
い
る
所
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
で
し
ょ
う
か
。

○
小
浜

ご
指
摘
の
よ
う
に
、
九
鬼
は
、
論
考
「
形
而
上
学
的
時
間
」
の

結
論
近
く
で
有
名
な
「
シ
シ
ュ
フ
ォ
ス
の
神
話
」
を
取
り
上
げ
て
い
ま

す
。
そ
の
罪
を
許
さ
れ
る
た
め
に
、
岩
を
山
頂
へ
と
運
ぶ
よ
う
命
じ
ら

れ
た
シ
シ
ュ
フ
ォ
ス
が
、
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
で
い
つ
も
岩
を
落
と
し

て
し
ま
う
。「
ま
た
し
て
も
、
ま
た
し
て
も
」（πάλιν

καὶπάλιν

）、
同

じ
こ
と
の
無
限
の
繰
り
返
し
、
と
い
っ
た
よ
う
な
内
容
の
、
九
鬼
の
後

に
は
カ
ミ
ュ
も
取
り
上
げ
た
ギ
リ
シ
ア
神
話
で
す
。
そ
れ
は
、
日
々
同

じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
私
た
ち
の
日
常
生
活
（「
同
一
の
も
の
の

永
遠
回
帰
」）
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
退
屈
な
生
か
、
無
意
味

で
ニ
ヒ
ル
な
生
か
と
九
鬼
は
自
問
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
彼
は
、
い

や
、「
同
一
の
も
の
の
永
遠
回
帰
」
と
し
て
の
こ
の
生
は
、
こ
れ
を
日
々

生
き
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
充
実
し
た
楽
し
い
生
、
有
意
味
で
豊
穣
な
生

に
な
し
う
る
の
だ
と
自
答
し
ま
す
。
そ
の
力
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
が

五五
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「
武
士
道
の
精
神
」
に
通
じ
る
「
善
意
志
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
た
だ
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
他
方
で
九
鬼
は
、
自
身
の

生
の
基
準
と
し
て
は
「
善
意
志
」
に
対
し
て
少
し
「
遠
さ
」
を
感
じ
て

い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

○
質
問
者
三

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

○
小
浜

な
ん
と
な
く
は
っ
き
り
し
な
い
回
答
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

○
司
会

そ
れ
で
は
大
分
時
間
も
過
ぎ
て
お
り
ま
す
の
で
、
本
日
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
は
以
上
で
終
了
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
日
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
を
務
め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
中
嶋
先
生
、
小
浜

先
生
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
会
場
に
お
越
し

く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
様
も
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

五六
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