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は
じ
め
に

現
代
の
環
境
倫
理
は
、
近
代
西
洋
の
人
間
中
心
主
義
の
対
抗
理
論
と
し
て
登
場
し
、
と
り
わ
け
デ
カ
ル
ト
に
由
来
す
る
二
元
論
的
自
然

観
を
主
た
る
批
判
の
対
象
と
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、「
主
体
」
た
る
人
間
は
対
象
化
さ
れ
た
自
然
に
働
き
か
け
自
然
を
改
造
し
て
い
く
、

と
す
る
認
識
も
、
自
然
破
壊
に
つ
な
が
る
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
の
反
自
然
的
本
性
に
照
ら
し
て
自
然

の
改
造
は
不
可
避
で
あ
り
、
む
し
ろ
自
然
改
造
の
「
あ
り
方
」
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
１
）

さ
て
、
近
代
日
本
の
哲
学
者
・
西
田
幾
多
郎
は
晩
年
、
近
代
の
人
間
中
心
主
義
を
批
判
す
る
中
で
、
自
然
を
質
料
的
・
使
用
価
値
的
に

見
る
よ
う
な
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
自
然
観
を
批
判
し
、「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
「
創
造
的
自
然
」
観
に
帰
る
こ
と
を

提
唱
し
た
。
人
間
と
創
造
的
自
然
と
に
よ
る
世
界
の
相
互
形
成
を
力
説
す
る
後
期
西
田
哲
学
は

―
西
田
が
世
界
・
環
境
・
自
然
の
三
者

を
と
も
に
〈
人
間
（
個
物
）
を
取
り
巻
く
超
越
的
・
創
造
的
な
客
観
〉
と
い
う
意
味
で
同
義
的
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
（
２
）

―
こ
れ
を
「
環
境
創
造
」
の
思
想
と
呼
ぶ
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
今
日
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
文
脈
で
い
う
環
境
創
造
の
概
念
と
は
異
な
る
が
、
西
田
は
、
そ
れ
を
含
意
し
つ
つ
も
踏
み
越
え
る
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よ
う
な
〈
環
境
創
造
〉
を
志
向
し
て
い
た
と
い
え
る
。
ゆ
え
に
本
稿
で
は
、
後
期
西
田
哲
学
を
創
造
論
に
着
目
し
て
再
考
す
る
中
で
、
そ

の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
意
義
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

１
　
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
批
判

デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
（D

eep
E
colog

y

）
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
自
然
／
生
態
系
中
心
主
義
（n

atu
re/eco-cen

trism

）
に
よ
る
近
代

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
批
判
は
、
主
に
二
つ
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
デ
カ
ル
ト
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
尊
大
な
人
間
中
心
主

義
的
（an

th
rop
ocen

tric
）
ア
プ
ロ
ー
チ
を
推
進
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
人
間
の
自
然
支
配
を
積
極
的
に
容
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
ま
ず
西
田
の
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
批
判
を
概
観
し
、
次
に
彼
の
環
境
創
造
の
思
想
が
「
人
間
の
自
然
支
配
」
と
い
う
近
代
的
思

考
を
超
え
る
視
座
を
持
つ
か
否
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

西
田
は
第
二
次
大
戦
前
、「
京
都
学
派
」
の
重
鎮
と
し
て
「
近
代
の
超
克
」
論
を
展
開
し
た
。
彼
は
、
単
な
る
近
代
西
洋
哲
学
の
対
抗

理
論
と
し
て
東
洋
思
想
を
称
揚
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
西
洋
哲
学
を
突
き
抜
け
て
」
い
く
こ
と
を
強
調
し
た
。
西
洋
近
代
の
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
も
、
西
田
は
あ
く
ま
で
近
代
の
行
き
詰
ま
り
を
近
代
の
中
で
打
破
す
る
と
の
問
題
意
識
か
ら
批
判
を
加
え
て
い
る
。

こ
れ
が
西
田
の
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
批
判
の
基
本
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。「
人
間
的
存
在
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
西
田
は
西
洋
の
人

間
中
心
主
義
を
批
判
す
る
が
、
そ
こ
で
は
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
「
内
在
的
人
間
主
義
」
と
診
断
さ
れ
た
。
近
代
は
、
理
性
を
人
間
に

内
在
す
る
特
性
と
考
え
、
理
性
的
で
あ
る
こ
と
は
創
造
的
で
あ
る
と
し
た
。
ゆ
え
に
、
人
間
が
創
造
者
で
あ
る
と
の
人
間
主
義
が
成
立
し

た
の
だ
と
い
う
。

我
々
は
個
性
的
世
界
の
個
性
的
要
素
と
し
て
理
性
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
創
造
的
で
あ
る
。
か
か
る
立
場
か
ら
の
み
世
界
を
見
る
こ
と
が
、

い
わ
ゆ
る
合
理
主
義
的
立
場
で
あ
り
、
か
か
る
立
場
か
ら
の
み
人
間
を
見
る
こ
と
が
内
在
的
人
間
主
義
の
立
場
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ

4
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ニ
ズ
ム
の
立
場
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
ら
れ
て
作
る
も
の
の
頂
点
と
し
て
、
人
間
が
自
己
を
創
造
者
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る

（
九
・
五
三
）

西
田
は
、
こ
の
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
性
内
在
主
義
は
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
理
性
は
人
間
の
特
性
と
し
て
内
在
的
な
の
で

は
な
く
、
人
間
が
「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
と
し
て
「
行
為
的
直
観
」
的
に
働
く
極
限
に
お
い
て
現
れ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
の
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
は
、「
作
る
も
の
」
た
る
人
間
が
「
作
ら
れ
た
も
の
」
た
る
環
境
を

否
定
し
て
新
た
な
環
境
を
作
る
一
方
で
、
新
た
な
環
境
は
逆
に
人
間
を
否
定
し
て
、
さ
ら
に
新
た
な
環
境
創
造
へ
と
向
か
わ
し
め
る
。
世

界
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
進
ん
で
い
く
。

（
３
）
　

こ
う
し
た
行
為
的
直
観
的
な
働
き
の
極
限
に
お
い
て
人
間

は
「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
自
己
の
身
体
す
ら
否
定
し
、
単
な
る
「
思
惟
的
自
己
」
に
な
る
。
す
な
わ
ち
理
性
の
登
場
で
あ
る
。

創
造
者
の
創
造
の
極
限
に
お
い
て
、
与
え
ら
れ
た
も
の
が
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
何
処
ま
で
も
否
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
い
う
時
、
歴

史
的
形
成
作
用
は
何
処
ま
で
も
身
体
的
な
る
も
の
を
否
定
し
、
こ
れ
を
越
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
形
式
的
と
な
る
。
符
号
的
表
現

作
用
的
と
な
る
。
そ
れ
が
思
惟
作
用
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
身
体
的
自
己
は
、
そ
の
尖
端
に
お
い
て
思
惟
的
と
な
る
の
で
あ
る

（
九
・
三
六
―
三
七
）

わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
身
体
的
自
己
は
、「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
の
極
限
と
し
て
身
体
を
捨
て
思
惟
的
自
己
に
な
る
。
で

は
、
そ
の
場
合
、
思
惟
的
自
己
は
「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
環
境
か
ら
完
全
に
離
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
西
田
の
答
え
は
「
思
惟
的
自

己
の
自
己
矛
盾
的
否
定
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
世
界
が
い
わ
ゆ
る
認
識
対
象
界
で
あ
る
」（
九
・
三
七
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
思
惟
的
自
己

と
い
え
ど
も
、「
作
ら
れ
た
も
の
」
か
ら
完
全
に
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
思
惟
的
自
己
は
自
己
矛
盾
的
否
定
に
よ
っ
て
認
識
対
象
界
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を
見
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
認
識
対
象
界
は
「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
「
作
る
も
の
」
た
る
思
惟
的
自
己
に
新
た
な
行
為
を
迫
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
認
識
対
象
界
は
思
惟
的
自
己
に
よ
っ
て
行
為
的
直
観
的
に
見
ら
れ
る
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
認
識
対
象
界
と
は
物
理
的
世
界
で
あ
る
が
、
決
し
て
人
間
か
ら
分
離
さ
れ
た
自
然
で
は
な
く
「
見
ら
れ
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
人
間
を
否
定
的
に
形
成
す
る
。「
物
理
的
世
界
と
い
え
ど
も
、
歴
史
的
身
体
的
な
制
作
的
自
己
の
自
己
超
越
の
極
限
に
お

い
て
、
符
号
的
表
現
的
形
成
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
九
・
三
七
）。
と
同
時
に
「
真
の
客
観
的
世
界
は
何
処

ま
で
も
我
々
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
我
々
が
そ
こ
か
ら
生
れ
る
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
九
・
三
八
）
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
翻
っ
て
近
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
考
え
れ
ば
、
思
惟
的
自
己
た
る
近
代
の
合
理
主
義
的
人
間
は
、
物
理
的
自
然
が
理
性
を

否
定
し
、
新
し
い
自
然
観
と
人
間
観
の
創
出
を
迫
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
は
自
然
の
方
向
に
理
性
を

踏
み
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
あ
く
ま
で
理
性
の
方
向
に
理
性
を
踏
み
越
え
よ
う
と

し
て
お
り
、
主
観
主
義
に
堕
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
自
身
を
失
う
こ
と
に
通
じ
る
の
だ
、
と
西
田
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

近
世
の
始
め
に
お
い
て
、
教
権
を
離
れ
て
人
間
が
人
間
に
還
っ
た
人
間
中
心
の
人
間
主
義
は
、
新
た
な
る
歴
史
的
生
命
の
展
開
と
し
て

偉
大
な
る
近
世
文
化
を
形
成
し
た
。
し
か
し
人
間
中
心
主
義
の
発
展
は
自
か
ら
主
観
主
義
、
個
人
主
義
の
方
向
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
理
性
は
理
性
の
方
向
に
理
性
を
踏
み
越
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
か
え
っ
て
人
間
が
人
間
自
身
を
失
う
の
で
あ
る
（
九
・
六

一
）

理
性
が
「
理
性
の
方
向
に
理
性
を
踏
み
越
え
る
」
こ
と
が
、
な
ぜ
「
人
間
が
人
間
自
身
を
失
う
」
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
理
性
が

自
然
を
人
間
か
ら
分
離
し
、
対
象
化
し
、
人
間
形
成
の
契
機
と
し
て
自
然
を
見
る
こ
と
を
止
め
る
か
ら
で
あ
る
。
近
代
の
理
性
は
、
自
然

を
「
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
見
る
。「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
見
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
近
代
人
は
、
行
為
的
直
観
的
に
働
く
こ



と
を
停
止
し
て
い
る
。
近
代
の
理
性
的
人
間
は
、
自
ら
創
造
者
と
な
る
こ
と
で
「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
と
し
て
働
く
こ
と
を
放

棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
人
間
は
創
造
者
＝
神
に
は
な
れ
な
い
。「
作
ら
れ
て
作
る
も
の
の
頂
点
」
で
は
あ
る
が
、「
神
と
人
間
と
は
何
処
ま
で
も
相
反

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
九
・
五
六
）。
し
た
が
っ
て
近
代
人
が
世
界
の
創
造
的
要
素
と
し
て
の
本
来
の
任
務
を
忘
れ
、
創
造

者
と
し
て
自
然
を
支
配
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
間
は
自
己
形
成
の
契
機
を
失
い
、
創
造
性
を
失
い
、
単
な
る
対
象
と
し
て
の
自
然
か
ら
否

定
さ
れ
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
、
と
西
田
は
洞
察
す
る
。

近
世
に
お
い
て
人
間
が
中
心
と
な
っ
た
時
（
人
間
が
神
と
な
っ
た
時
）、
人
間
と
自
然
と
が
対
立
し
た
。
自
然
は
環
境
的
と
し
て
使
用
的

で
も
あ
る
が
、
対
象
的
自
然
は
本
質
的
に
は
人
間
を
否
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
が
自
然
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
な

け
れ
ば
、
人
間
は
そ
の
始
に
お
い
て
終
に
お
い
て
自
然
に
よ
っ
て
否
定
せ
ら
れ
る
の
ほ
か
な
い
。
自
然
を
征
服
す
る
と
い
っ
て
も
、

我
々
は
唯
、
自
然
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
然
を
征
服
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
対
象
的
自
然
に
お
い
て
自
己
と
い
う
も
の
を
見

出
し
よ
う
は
な
い
。
そ
こ
に
は
死
あ
る
の
み
で
あ
る
。
人
間
中
心
主
義
は
か
え
っ
て
人
間
否
定
に
導
く
と
い
う
所
以
で
あ
る
（
九
・
六

一
―
六
二
）

「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
の
世
界
に
お
い
て
、
本
来
、
人
間
と
自
然
は
互
い
に
世
界
創
造
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
。
互
い

に
否
定
し
つ
つ
も
依
存
し
合
っ
て
、
動
的
に
、
す
な
わ
ち
行
為
的
直
観
的
に
、
歴
史
的
世
界
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
る
に
近
代
の
人
間

は
理
性
を
信
奉
す
る
あ
ま
り
、
自
然
と
人
間
の
相
互
的
形
成
と
い
う
現
実
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、「
人
間
の
堕
落
」（
九
・
五
七
）

で
あ
り
「
理
性
の
客
観
性
を
失
う
こ
と
」（
九
・
五
七
―
五
八
）
で
あ
り
「
歴
史
的
生
命
の
行
詰
」（
九
・
六
四
）
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
は

「
自
然
の
死
」
と
と
も
に
「
人
間
の
死
」
も
待
ち
受
け
て
い
よ
う
。
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な
れ
ば
こ
そ
西
田
は
、
人
間
理
性
が
本
来
の
「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
の
立
場
へ
帰
る
べ
き
こ
と
を
力
説
し
て
や
ま
な
い
。

「
理
性
と
い
う
も
の
は
人
間
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
、
超
越
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
せ
ら
れ
る
所
に
、
理
性
が
あ
る
の
で
あ
る
」

（
九
・
五
四
）
と
の
認
識
に
立
ち
、
理
性
的
人
間
は
自
然
を
対
象
化
し
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」

と
し
て
自
然
に
な
り
切
り
、
自
然
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
的
直
観
に
よ
っ
て
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
せ
よ
、
と
西
田
は
提
唱
し
た
。「
行
き
詰
っ
た
時
に
は
、
行
為
的
直
観
の
根
源
に
還
っ
て
、
そ
こ
か
ら
創
造
的

に
構
成
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
弁
証
法
と
は
、
か
か
る
創
造
の
論
理
で
あ
る
」（
九
・
五
九
）「
新
し
い
人
間
は
、
再
び
人
間
成
立
の
根

底
に
還
っ
て
、
制
作
的
・
創
造
的
人
間
と
し
て
生
れ
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
九
・
六
三
）
と
西
田
は
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
西
田
は
「
理
性
内
在
主
義
」
の
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
批
判
し
、
超
越
的
な
も
の
を
根
底
と
す
る
理
性
主
義
へ
の

変
革
を
強
く
訴
え
た
。
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
に
基
づ
い
て
ど
こ
ま
で
も
自
然
と
対
立
す
る
合
理
的
人
間
像
か
ら
、
人
間
と
自
然
の
対
立
を

弁
証
法
的
・
創
造
的
に
統
一
し
ゆ
く
「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
と
し
て
の
人
間
像
、
創
造
的
人
間
像
へ
の
転
換
を
説
い
た
の
で
あ

る
。

２
　
「
創
造
的
自
然
」
の
観
念

―
機
械
論
的
自
然
観
に
お
け
る
人
間
と
自
然
と
の
対
話

以
上
が
西
田
の
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
批
判
の
概
要
で
あ
る
が
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
の
文
脈
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
所
説
か
ら

何
か
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
西
田
は
、
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
間
中
心
主
義
と
人
間
に
よ
る
自
然
の
支
配
を
批
判
し
て

い
る
。
こ
の
視
座
は
現
代
の
自
然
／
生
態
系
中
心
主
義
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
同
じ
で
あ
る
が
、
環
境
哲
学
的
立
場
は
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
西
田
の
自
然
、
環
境
観
は
「
創
造
的
自
然
の
観
念
」
を
基
調
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

自
然
中
心
主
義
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
は
人
間
と
自
然
の
存
在
論
的
な
相
互
依
存
性
を
説
き
、
生
態
学
的
均
衡
の
維
持
を
最
重
要
課
題
と
し
て

「
自
然
保
護
」
を
声
高
に
提
唱
す
る
。
ネ
ス
と
デ
ヴ
ァ
ル
が
ま
と
め
た
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
綱
領
に
は
「
現
在
の
人
間
の
自
然
界
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へ
の
介
入
は
度
を
超
え
て
い
る
」

　
（
４
）

と
い
う
条
項
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
保
存
派
」（p

reserv
ation

ist

）
の
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
に
は
人
間
の

環
境
形
成
能
力
を
罪
悪
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
（S
ocial

E
colog

y

）
な
ど
人
間
中
心
主
義
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
が
、

デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
等
の
保
存
派
の
「
自
然
保
護
」
理
論
を
「
人
間
嫌
い
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
」「
人
類
の
先
祖
帰
り
」
な
ど
と
激
し
く

非
難
す
る
ゆ
え
ん
は
そ
こ
に
あ
る
。

　
（
５
）

こ
の
よ
う
な
保
存
派
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
西
田
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
単
に
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
自
然
観
を
説
い
て
お

り
、
そ
の
点
で
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
も
の
に
映
る
だ
ろ
う
。
西
田
の
考
え
で
は
、
自
然
は
「
作
ら
れ
た
も
の
」
で

あ
っ
て
「
作
る
も
の
」
へ
と
進
む
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
創
造
作
用
な
し
に
自
然
は
存
立
し
得
な
い
。
人
間
と
自
然

の
互
恵
的
な
〈
環
境
創
造
〉
が
西
田
哲
学
の
真
骨
頂
で
あ
る
。

西
田
の
考
え
る
「
歴
史
的
世
界
」
に
お
い
て
は
、
単
に
人
間
が
環
境
を
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
環
境
も
ま
た
人
間
を
限
定
す
る
。

「
人
間
が
環
境
を
作
り
環
境
が
人
間
を
作
る
」（
八
・
五
〇
〇
）
の
で
あ
り
、
人
間
と
環
境
の
い
ず
れ
が
欠
け
て
も
歴
史
的
世
界
の
形
成
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
真
に
「
作
る
も
の
」
で
あ
る
人
間
の
い
な
い
世
界
で
は
、
環
境
と
し
て
の
自
然
は
「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
存

在
意
義
を
否
定
さ
れ
た
に
等
し
い
。
ま
た
自
然
環
境
を
「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
見
ず
、
単
に
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
使
用
価

値
的
に
見
る
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
「
人
間
の
死
」
を
招
く
こ
と
は
、
す
で
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
人
間
の
自
己
存
立
の
基
盤
は

自
然
に
あ
り
、
自
然
の
意
義
は
人
間
に
見
ら
れ
作
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。「
物
と
な
っ
て
見
、
物
と
な
っ
て
行
う
」
と
い
う
西
田
の
行
為

的
直
観
は
、
人
間
が
自
然
と
一
体
化
し
つ
つ
、
環
境
を
創
造
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
西
田
が
い
う
に
は
近
代
人
の
自
然
観
は
物

理
的
自
然
観
で
あ
る
。
環
境
倫
理
の
文
脈
か
ら
は
機
械
論
的
自
然
観
と
い
い
う
る
。
近
代
人
は
機
械
論
的
自
然
を
質
料
的
に
利
用
し
て
も
、

自
然
を
創
造
し
よ
う
と
し
な
い
。
な
ら
ば
機
械
論
的
自
然
観
を
否
定
し
て
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
自
然
観
や
中
世
の
目
的
論
的
自
然
観
に
戻

る
べ
き
な
の
か
。
西
田
は
、
そ
の
よ
う
な
プ
レ
モ
ダ
ン
へ
の
回
帰
も
よ
し
と
は
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
対
し
、
あ
く
ま
で
も
機
械
論
的
自

然
観
に
基
づ
き
、
自
然
を
行
為
的
直
観
的
に
見
る
こ
と
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
科
学
的
世
界
に
お
け
る
人
間
と
自
然
と
の
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対
話
で
あ
り
、
弁
証
法
的
な
相
互
限
定
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

自
然
科
学
的
に
考
え
ら
れ
る
物
と
か
自
然
と
か
い
う
も
の
も
、
歴
史
的
に
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
超
越
的
な
物
自
体
の
現
象
と
い
う
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
意
識
即
実
在
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
内
在
的
た
る
と
共
に

超
越
的
、
超
越
的
た
る
と
共
に
内
在
的
な
も
の
で
あ
る
。
…
…
自
然
科
学
的
知
識
の
発
展
に
於
て
も
、
主
観
が
客
観
を
限
定
し
客
観
が

主
観
を
限
定
す
る
の
で
あ
る
。
科
学
者
は
実
験
に
よ
っ
て
自
然
に
問
い
、
自
然
は
之
に
答
え
る
の
で
あ
る
（
八
･
一
〇
〇
）

要
す
る
に
人
間
は
、
自
然
科
学
的
世
界
に
お
い
て
も
自
然
と
対
話
し
、
自
然
か
ら
新
た
な
創
造
の
力
を
得
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
自
然
科
学
的
に
把
握
さ
れ
た
自
然
の
中
に
も
、
超
越
的
な
る
も
の
の
自
己
表
現
が
存
す
る
。
そ
れ
は
近
代
人
の
あ
り
方
を
否
定
し
、

わ
れ
わ
れ
に
「
新
し
い
人
間
」
へ
の
変
貌
を
迫
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
近
代
人
の
自
然
支
配
に
対
す
る
自
然
の
答
え
は
「
自

然
の
怒
り
」
で
あ
り
、
怒
り
の
声
は
自
然
の
中
の
超
越
的
な
も
の
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
自
然
か
ら
の
応

答
は
自
然
科
学
的
世
界
に
お
け
る
応
答
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
も
あ
く
ま
で
自
然
科
学
的
認
識
に
よ
っ
て
こ
れ
を
聞
き
取
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。「
自
然
の
怒
り
」
に
対
す
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
危
機
感
は
、
自
然
の
理
性
的
科
学
的
認
識
を
通
し
て
、
最
も
よ
く
感
受
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

（
６
）

と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
近
代
人
と
自
然
と
の
相
互
限
定
に
よ
っ
て
生
じ
た
機
械
論
的
自
然
観
を
放
棄
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

機
械
論
的
自
然
観
の
中
で
自
然
と
対
話
し
、
相
互
限
定
し
な
が
ら
、
新
た
な
自
然
観
を
造
り
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
新
た
な
創
造
行
為
が
生
ま
れ
、
環
境
が
創
造
さ
れ
る
と
と
も
に
人
間
の
生
命
も
再
生
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
西
田
の
考

え
に
従
う
な
ら
ば
、
現
在
の
地
球
環
境
問
題
は
、
近
代
の
機
械
論
的
自
然
観
そ
の
も
の
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
、
現
代
人
が
自
然
と
の

対
話
を
忘
れ
た
と
こ
ろ
に
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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か
か
る
意
味
で
の
、
人
間
と
対
話
す
る
自
然
を
西
田
は
「
創
造
的
自
然
」「
歴
史
的
自
然
」
等
と
称
し
て
い
る
。「
新
し
い
生
命
を
得
る

に
は
、
我
々
は
再
び
創
造
的
自
然
の
懐
に
還
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
我
々
は
ま
た
新
な
創
造
の
力
を
得
て
来
る
の
で
あ
る
」

（
九
・
五
八
）
と
西
田
は
い
う
。
こ
こ
で
西
田
の
考
え
る
自
然
と
は
、
歴
史
的
世
界
を
創
造
す
る
源
と
な
る
も
の
を
指
し
て
い
る
。
ゆ
え
に

通
常
い
わ
れ
る
よ
う
な
山
河
等
の
自
然
だ
け
で
な
く
、
時
間
軸
か
ら
見
た
創
造
の
源

―
「
永
遠
の
今
」

―
な
ど
も
自
然
の
概
念
に
含

ま
れ
る
。
西
田
は
、「
自
然
の
概
念
は
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
云
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
無
限
に
物
が
生

れ
る
と
云
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
テ
ィ
ン
語
の
ナ
テ
ゥ
ラ
で
も
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ピ
ゥ
シ
ス
で
も
、
そ
う
い
う
意
味
の
も
の

で
あ
っ
た
と
思
う
」（
八
･
八
三
）
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
西
田
は
自
然
の
客
観
性
を
重
視
し
、「
作
ら
れ
た
も
の
を
歴
史
的
生
命
の
客
観
的
表
現
と
見
、
作
ら
れ
た
も
の
を
通
じ
て
結
合

し
ゆ
く
こ
と
」（
九
・
六
五
）
を
説
い
て
い
る
。
人
類
が
自
然
を
歴
史
的
生
命
の
客
観
的
表
現
、
創
造
的
自
然
と
見
る
こ
と
に
よ
り
、
人
と

人
、
国
と
国
と
の
真
の
連
帯
も
可
能
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
点
、
西
田
の
自
然
観
は
和
辻
哲
郎
の
風
土
論
な
ど
と
異
な
り
、

現
代
の
「
地
球
環
境
」
意
識
に
基
づ
く
環
境
倫
理

―
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
が
「
宇
宙
船
倫
理
（S

p
acesh

ip
E
th
ics

）」
と
称
す
る
よ
う
な
倫

理

―
と
も
矛
盾
し
な
い
。
ま
た
「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
自
然
は
歴
史
的
生
命
の
客
観
的
表
現
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
創
造
的
自

然
・
歴
史
的
自
然
は
超
越
性
を
帯
び
て
い
る
。「
真
の
自
然
は
創
造
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
創
造
的
な
る
も
の
の
根
底
に
は
、
超
越

的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
八
･
四
二
四
）
と
西
田
は
論
じ
て
い
る
。
西
田
に
お
け
る
自
然
は
、
物
理
的
か
つ
超
越
的
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
西
田
は
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
批
判
を
通
じ
、「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
創
造
的
・
客
観
的
・
超
越
的
な
自

然
観
を
強
調
し
て
い
る
。
現
代
の
環
境
倫
理
は
、
近
代
の
機
械
論
的
自
然
観
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
目
的
論
的
自
然
観
の
対
立
を

い
か
に
止
揚
す
る
か
と
い
う
環
境
哲
学
的
課
題
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
西
田
の
超
近
代
の
自
然
観
は
そ
の
解
決
に
向
け
、
一
つ
の
示

唆
を
与
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



３
　
〈
環
境
創
造
〉
の
思
想

次
に
、「
創
造
的
自
然
」
の
観
念
と
結
び
つ
い
た
西
田
の
〈
環
境
創
造
〉
の
思
想
を
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

一
般
に
自
然
／
生
態
系
中
心
主
義
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
は
、
人
間
に
対
し
て
自
然
へ
の
共
感
と
尊
重
を
求
め
る
。
し
か
し
、
自
然
に
は
共
感

で
き
な
い
面
も
多
い
。
自
然
災
害
や
厳
し
い
自
然
環
境
の
中
で
、
自
然
の
猛
威
と
必
死
で
戦
っ
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
、
自
然
へ
の
共
感

な
ど
遠
い
絵
空
事
で
し
か
な
い
。
そ
の
場
合
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
単
な
る
自
然
尊
重
の
思
想
だ
け
で
は
解
決
が
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
自
然
と
共
生
し
ゆ
く
に
は
、
ど
う
し
て
も
自
然
を
人
間
に
と
っ
て
親
和
的
な
存
在
へ
と
変
容
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し

そ
の
自
然
改
造
は
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
利
用
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
思
想
的
デ
ィ
レ
ン
マ
に
挑
戦
す
る
こ
と
こ
そ
現
代
の
環
境

倫
理
の
重
要
な
任
務
で
あ
ろ
う
。

西
田
に
よ
れ
ば
、「
主
客
合
一
」
の
自
己
に
よ
る
自
然
の
改
造
は
、
自
然
自
身
に
よ
る
自
己
の
改
造
と
換
言
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、「
人
の
技
術
が
即
ち
天
の
技
術
で
あ
る
」（
一
〇
・
一
九
六
）
か
ら
で
あ
る
。
後
期
の
西
田
哲
学
は
、
主
客
合
一
の
自
己
実
現

に
お
い
て
、
世
界
（
客
）
の
側
か
ら
の
自
己
実
現
を
強
調
し
た
。
西
田
の
処
女
作
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
自
己
実
現

self-

realization

」
は
、
主
客
合
一
を
説
い
て
は
い
る
が
、
い
ま
だ
「
主
」
か
ら
「
客
」
へ
の
ベ
ク
ト
ル
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
か
た
や
後

期
の
西
田
の
諸
論
文
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
形
成
要
素
と
し
て
の
人
間
観
は
、「
客
」
か
ら
「
主
」
へ
の
ベ
ク
ト
ル
を
強
調
し
た
も
の

で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
そ
西
田
の
〈
環
境
創
造
〉
の
思
想
は
、
西
洋
近
代
の
人
間
中
心
主
義
の
桎
梏
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
西
田
の
〈
環
境
創
造
〉
の
思
想
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
、
中
・
後
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
自
己
実
現
の
思
想
が
い
か
に
変

容
し
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
お
き
た
い
。『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
西
田
の
自
己
実
現
思
想
は
、
意
識
的
自
己
の
実
現
が
、
同
時
に
宇
宙

の
統
一
的
自
己
の
実
現
で
も
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
期
の
西
田

哲
学
は
意
識
的
自
己
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
「
場
所
論
的
転
回
」
を
経
た
後
の
西
田
は
、
初
期
の
意
識
主
義
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を
完
全
に
捨
て
、「
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
こ
の
世
界
を
考
え
る
」（
七
・
二
〇
〇
）
姿
勢
に
徹
し
た
。
し
た
が
っ
て
後
期

の
諸
著
作
に
お
い
て
は
「
歴
史
的
世
界
の
自
己
形
成
」
と
か
「
絶
対
的
一
者
の
自
己
表
現
」
な
ど
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
宇
宙
の
絶
対

者
の
側
か
ら
見
た
自
己
実
現
の
立
場
が
随
所
に
開
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

（
７
）

こ
の
「
世
界
」
の
立
場
か
ら
見
た
「
自
己
実
現
」
を
考
え
る
た
め
に
「
行
為
的
直
観
」
の
概
念
を
見
て
み
よ
う
。「
行
為
的
直
観
」
と

は
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
行
為
と
直
観
が
相
即
不
離
で
あ
る
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
西
田
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
通
常
、
行
為
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
直
観
す
る
と
考
え
、
直
観
か
ら
行
為
は
出
て
こ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
そ
う
思
う
の
は
、「
我
々
は
歴
史
的
世
界
に
お
い

て
の
個
と
し
て
行
為
的
で
あ
る
」（
八
・
五
四
二
）
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
の
行
為
も
直
観
も
、
じ
つ
は
歴
史
的
世
界
の
自
己
形
成
作
用
に
他
な
ら
な
い
。
歴
史
的
世
界
は
弁
証
法
的
発
展
の
世
界
で
あ
り
、

そ
こ
に
お
い
て
は
「
作
る
こ
と
が
見
る
こ
と
」（
八
・
五
四
三
）
で
あ
る
と
西
田
は
い
う
。
行
為
や
直
観
を
意
識
的
自
己
の
立
場
か
ら
で
は

な
く
、
弁
証
法
的
一
般
者
の
立
場
か
ら
見
た
と
き
に
、
行
為
即
直
観
、
直
観
即
行
為
と
い
う
関
係
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
弁
証
法
的
世
界
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
自
己
は
、
な
ぜ
行
為
的
直
観
的
に
働
く
の
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。
西
田
は
論

文
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
冒
頭
で
「
現
実
の
世
界
と
は
物
と
物
と
の
相
働
く
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
の
形
は
物
と
物

と
の
相
互
関
係
と
考
え
ら
れ
る
、
相
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
物
が
働
く
と
い
う
こ
と
は
、
物
が
自
己

自
身
を
否
定
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
九
・
一
四
七
）
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
か
か
る
世
界
は
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ

と
動
き
行
く
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
九
・
一
四
八
）
と
記
し
て
い
る
。
現
実
世
界
は
、
物
と
物
と
が
否
定
的
に
働
き
合
う
こ
と
に

よ
っ
て
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
発
展
し
て
い
く
弁
証
法
的
世
界
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
西
田
の
い
う
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
が
環
境
か
ら
「
作
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
環
境
を
「
作
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

弁
証
法
的
世
界
は
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
の
世
界
と
い
え
る
。
そ
し
て
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
の
も
う
一
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つ
の
意
味
は
、「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
環
境
と
「
作
る
も
の
」
と
し
て
の
主
体
が
相
互
に
否
定
し
、
限
定
し
合
い
な
が
ら
、
弁
証

法
的
世
界
が
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
い
う
。「
主
体
が
環
境
を
形
成
し
環
境
が
主
体
を
形
成
す
る
」（
八
・
五
〇
三
）
の
で
あ
る
。
個
物
の

側
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
が
「
行
為
的
直
観
」
の
過
程
で
あ
る
。「
作
ら
れ
た
も
の
」
は
、
直
観
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
「
作

る
も
の
」
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
を
動
か
す
。「
物
は
我
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
独
立
せ
る
も

の
と
し
て
逆
に
我
々
を
限
定
す
る
、
我
々
は
物
の
世
界
か
ら
生
れ
る
」（
九
・
一
九
四
）。
こ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
制
作
的
行
為
に
よ
っ

て
生
れ
た
物
が
直
観
を
呼
び
起
こ
し
、
わ
れ
わ
れ
を
新
た
な
行
為
へ
と
導
く
。
そ
し
て
作
ら
れ
た
新
た
な
物
が
、
さ
ら
な
る
直
観
を
喚
起

す
る
。
こ
の
行
為
的
直
観
の
過
程
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ
は
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
発
展
し
て
い
く
。
そ
れ
ゆ

え
「
我
々
は
物
の
世
界
か
ら
生
れ
る
」
の
で
あ
る
。
以
上
が
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
の
第
二
の
意
味
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
こ
の
両
意
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
く
同
一
の
現
象
を
二
つ
の
側
面
か
ら
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
が
「
作
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
「
作
る
も
の
」
と
し
て
物
を
作
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
行
為
的
直
観
的

に
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
の
弁
証
法
的

世
界
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
が
行
為
的
直
観
的
に
物
を
作
る
世
界
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
行
為
的
直
観
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
に
よ
る
創
造
作
用
で
あ
る
と
同
時
に
個
物
を
超
え
た
世
界
の
働
き
で
も
あ
る
。

「
行
為
的
直
観
」
の
主
体
た
る
人
間
は
、「
創
造
せ
ら
れ
て
創
造
す
る
も
の
の
極
限
」（
九
・
二
二
）
で
あ
り
、
主
客
合
一
・
主
客
一
如
の
自

己
と
い
え
る
。
西
田
は
、
わ
れ
わ
れ
が
行
為
的
直
観
的
に
物
を
作
る
と
こ
ろ
の
技
術
に
つ
い
て
「
技
術
と
は
、
我
が
物
と
な
り
、
物
が
我

と
な
り
、
主
客
一
如
的
に
、
自
然
に
、
物
が
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
」（
八
・
三
二
一
）
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
の
世
界
観
に
お
い
て
、
個
物

と
世
界
と
は
ど
こ
ま
で
も
等
根
源
的
で
あ
る
。
両
者
は
対
立
し
な
が
ら
、
し
か
も
合
一
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
対
立
し
つ
つ
合
一
す
る
主

客
合
一
の
自
己
が
弁
証
法
的
に
世
界
を
創
造
し
ゆ
く
の
で
あ
る
。
西
田
の
考
え
る
主
客
合
一
と
は
「
主
も
客
も
な
く
な
る
と
か
、
全
然
受

動
的
と
な
る
と
か
云
う
こ
と
で
は
な
い
。
我
々
が
創
造
的
と
な
る
こ
と
で
あ
る
」（
八
･
四
四
六
）。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
個
性
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的
・
創
造
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
的
・
歴
史
的
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
西
田
の
い
う
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界

で
あ
る
。「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
現
在
と
し
て
、
自
己
自
身
を
形
成
す
る
創
造
的
世
界
の
形
成
要
素
と
し
て
個
物
的
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
、
即
ち
具
体
的
人
格
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
我
々
は
行
為
的
直
観
的
に
歴
史
的
創
造
の
尖
端
に
立
つ
の
で
あ
る
」（
九
・
二
〇
二
）。

さ
き
に
問
題
意
識
と
し
て
掲
げ
た
「
世
界
の
立
場
か
ら
の
自
己
実
現
」
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
と
世
界
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
観

点
か
ら
考
え
て
、
は
じ
め
て
理
解
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
後
期
西
田
哲
学
の
世
界
観
を
自
己
実
現
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、

「
人
間
（
個
物
）
と
環
境
（
世
界
）
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
自
己
実
現
」
と
い
う
考
え
方
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
行
為
的
直
観
」
の
過
程
の
中
で
開
け
て
く
る
地
平
な
る
が
ゆ
え
に
、「
環
境
創
造
的
な
自
己
実
現
」
思
想
と
呼

ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
は
人
間
と
自
然
と
の
相
互
的
な
世
界
形
成
の
様
相
が
浮
び
上
が
っ
て
く
る
。
単
に
人
間
が
自
然
を
造
っ
て

限
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
造
ら
れ
た
物
の
世
界
は
第
二
自
然
と
し
て
又
我
々
を
限
定
す
る
」（
八
･
八
七
）
の
で
あ
り
、
人
間
と
自
然
と

の
相
互
限
定
の
う
ち
に
新
た
な
環
境
が
創
造
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
「
第
二
自
然
」
と
し
て
の
自
然
・
環
境
は
、
社
会
的
所
産
を

含
意
し
て
い
る
。「
社
会
の
風
俗
習
慣
制
度
法
律
と
い
う
如
き
も
の
も
、
そ
れ
が
客
観
的
と
し
て
我
々
を
限
定
す
る
か
ぎ
り
、
第
二
の
自

然
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
」（
八
･
八
四
）
と
西
田
は
い
う
。
通
常
、
社
会
制
度
や
文
化
は
環
境
で
は
あ
っ
て
も
、
自
然
と
は
見
な
さ
れ

な
い
。
し
か
る
に
西
田
は
、
社
会
的
な
産
物
も
、
人
間
に
新
た
な
創
造
を
迫
る
客
観
で
あ
る
と
し
て
自
然
概
念
の
中
に
含
め
て
い
る
。
人

間
に
と
っ
て
自
然
と
は
ど
こ
ま
で
も
〈
環
境
創
造
〉
の
源
で
あ
り
、
自
己
実
現
の
基
盤
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

４
　
西
田
の
創
造
論
と
田
辺
元
の
「
種
の
論
理
」

後
期
西
田
哲
学
の
「
歴
史
的
世
界
の
自
己
形
成
」「
行
為
的
直
観
」
と
い
う
思
想
を
自
己
実
現
思
想
の
立
場
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
前
節

の
よ
う
な
「
環
境
創
造
的
な
自
己
実
現
」
の
見
解
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
西
田
の
説
く

「
創
造
」
の
意
義
で
あ
る
。
彼
が
「
創
造
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
ポ
イ
エ
シ
ス
的
実
践
、
芸
術
的
制
作
的
実
践
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で

後期西田哲学における〈環境創造〉の思想
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あ
っ
た
。
西
田
は
、
人
間
主
体
に
よ
る
〈
環
境
創
造
〉
を
歴
史
的
生
命
が
一
瞬
一
瞬
に
自
己
を
顕
現
す
る
働
き
と
捉
え
、
そ
の
適
例
を
芸

術
的
創
作
の
内
に
見
出
し
た
。
け
れ
ど
も
、
か
か
る
意
味
に
お
け
る
創
造
は
、
静
的
・
直
線
的
な
印
象
が
拭
い
去
れ
ず
、
歴
史
的
現
実
の

非
合
理
性
、
無
方
向
性
を
説
明
し
得
な
い
憾
み
が
あ
る
。
西
田
自
身
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
西
田
の
創
造
観
は
「
行
為
的
直
観
」
の

論
理
に
代
表
さ
れ
る
ご
と
く
、
自
己
の
心
を
殺
し
て
物
に
な
り
き
る
こ
と
に
よ
る
〈
環
境
創
造
〉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
環
境
改
変
を
主
眼

と
す
る
「
物
の
論
理
」
よ
り
も
、
自
己
が
環
境
そ
の
も
の
に
な
っ
て
働
く
と
い
う
「
心
の
論
理
」
を
強
調
す
る
が
ゆ
え
に
、
ど
う
し
て
も

現
実
肯
定
的
で
観
想
的
な
性
格
を
持
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
西
田
の
創
造
論
は
、
真
の
意
味
で
歴
史
的
な
「
創
造
」
の
論
理

で
は
な
く
、
む
し
ろ
芸
術
的
な
「
表
現
」
的
世
界
を
示
す
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
懸
念
が
生
ず
る
の
も
致
し
方
な
い
で
あ
ろ

う
。徹

底
し
た
西
田
批
判
で
知
ら
れ
る
田
辺
元
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
「
行
為
的
直
観
と
い
う
も
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
行
為
的
と
は
単
に
芸
術

的
直
接
的
な
る
文
化
創
造
を
意
味
す
る
に
止
ま
り
、
そ
の
基
底
た
る
国
家
更
新
の
政
治
的
実
践
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
畢
竟

非
実
践
的
な
る
現
状
諦
念
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」

（
８
）

と
厳
し
く
指
弾
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ゆ
え
ん
は
歴
史
的
生
命
の
根
底
に
あ

る
絶
対
無
の
場
所
が
直
接
的
・
無
媒
介
的
で
あ
る
た
め
に
、
却
っ
て
弁
証
法
が
成
立
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
。
西
田
の
絶
対
弁

証
法
で
は
、
す
べ
て
の
存
在
が
弁
証
法
的
に
否
定
的
に
媒
介
し
合
い
、
絶
対
無
に
お
い
て
の
み
有
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
「
絶
対
無
が

直
接
に
体
系
の
根
底
と
し
て
、
所
謂
無
の
場
所
と
し
て
、
定
立
せ
ら
れ
る
限
り
、
最
早
そ
れ
は
有
で
あ
っ
て
無
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」

（
９
）

と
田
辺
は
疑
問
を
呈
す
る
。
つ
ま
り
、
絶
対
無
そ
れ
自
身
が
じ
つ
は
非
弁
証
法
的
な
「
有
」
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
種

の
「
発
出
論
」（em
anatische

L
ogik

）
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
西
田
の
絶
対
無
の
弁
証
法
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
発
出
論
と
の

違
い
は
、
た
だ
「
後
者
に
お
い
て
は
全
体
の
思
想
に
ノ
エ
マ
的
傾
向
が
勝
つ
に
反
し
、
前
者
に
お
い
て
は
ノ
エ
シ
ス
の
超
越
と
い
う
先
生

独
特
の
深
き
思
想
が
其
基
調
を
な
す
点
」

（
10
）

の
み
で
あ
る
、
と
田
辺
は
断
ず
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
無
を
最
後
の
一
般
者
と
す
る

発
出
論
的
体
系
は
、
独
断
的
・
宗
教
的
で
あ
っ
て
哲
学
の
自
己
廃
棄
に
等
し
い
う
え
に
「
現
実
と
隔
離
し
た
静
観
諦
観
を
将
来
す
る
恐
」
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あ
り
と
し
、
激
し
く
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
田
辺
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

最
後
の
一
般
者
に
由
つ
て
諸
段
階
の
存
在
が
超
越
的
ノ
エ
シ
ス
に
収
摂
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
非
合
理
的
現
実
も
単
な
る
影
の
存
在
と
な

り
、
行
為
も
観
念
的
生
産
に
化
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
斯
く
て
現
れ
る
も
の
は
一
切
に
対
す
る
諦
観
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私

は
哲
学
の
宗
教
化
が
必
然
に
こ
れ
に
帰
着
す
る
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い（

11
）

絶
対
無
の
場
所
は
「
発
出
論
」
で
あ
り
現
実
諦
観
で
あ
る
、
と
す
る
田
辺
の
批
判
は
、
西
田
か
ら
見
れ
ば
誤
解
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
西
田
が
説
き
た
か
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
個
物
と
一
者
と
が
等
根
源
性
を
有
す
る
よ
う
な
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
で
あ
っ
た
。

「
自
己
同
一
」
と
い
う
言
葉
が
発
出
論
的
に
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
、
西
田
は
「
私
の
自
己
同
一
と
い
う
の
は
唯
一
つ
の
も
の
が
一
つ
の
も

の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
は
な
い
、
変
ず
る
と
共
に
変
ぜ
な
い
、
多
な
る
と
共
に
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
云
う
の
で
あ
る
」（
八
･
七
）

な
ど
と
言
明
し
て
い
た
。
ま
た
田
辺
の
批
判
を
受
け
、
最
晩
年
に
は
「
逆
対
応
」
の
世
界
観
を
表
明
し
、
歴
史
の
矛
盾
性
を
強
調
し
て
い

る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
西
田
本
人
の
努
力
と
意
図
に
反
し
て
、
後
期
の
西
田
哲
学
が
絶
対
無
と
い
う
根
源
的
一
者
の
側
に
ウ
ェ
イ
ト

を
置
き
す
ぎ
た
感
は
否
め
な
い
。
西
田
が
い
く
ら
客
観
的
自
然
の
観
念
を
示
し
、
人
間
と
自
然
と
の
弁
証
法
的
な
創
造
作
用
を
強
調
し
て

み
せ
て
も
、
根
源
の
絶
対
無
が
非
弁
証
法
的
で
あ
る
ゆ
え
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
発
出
論
的
な
世
界
観
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
西
田
が

現
実
社
会
の
動
的
な
倫
理
的
政
治
的
実
践
で
は
な
く
、
静
的
・
諦
観
的
な
芸
術
的
創
作
を
も
っ
て
「
創
造
」
の
範
と
し
た
こ
と
か
ら
も
、

こ
の
点
は
首
肯
さ
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
歴
史
的
現
実
の
非
合
理
性
と
し
て
の
地
球
環
境
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
に
社
会
倫
理
的
な
い
し
社
会
シ
ス
テ
ム
論
的

な
変
革
を
強
く
迫
っ
て
い
る
。
西
田
が
提
唱
し
た
〈
環
境
創
造
〉
の
思
想
は
、
単
に
観
想
的
・
芸
術
的
次
元
か
ら
で
は
な
く
、
歴
史
の
非

合
理
性
を
包
み
つ
つ
止
揚
せ
ん
と
す
る
倫
理
的
・
社
会
変
革
的
な
次
元
か
ら
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
方
途
と
し
て
田
辺

の
ご
と
く
、
絶
対
弁
証
法
の
体
系
に
お
け
る
絶
対
無
の
場
所
の
直
接
性
・
無
媒
介
性
を
取
り
払
う
理
論
的
作
業
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

後期西田哲学における〈環境創造〉の思想

17



ゆ
え
に
し
ば
ら
く
、
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

田
辺
は
西
田
批
判
を
通
じ
て
、
い
か
な
る
直
接
的
な
も
の
の
存
在
も
認
め
な
い
「
絶
対
媒
介
の
論
理
」
に
基
づ
く
「
絶
対
弁
証
法
」
を

構
築
し
、「
社
会
存
在
の
論
理
」
と
し
て
展
開
し
た
。
こ
れ
が
「
種
の
論
理
」
で
あ
る
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
西
田
の
絶
対
弁
証
法
は
弁
証

法
の
論
理
そ
の
も
の
が
直
接
的
に
肯
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
「
弁
証
法
の
非
弁
証
法
的
肯
定
主
張
」
に
他
な
ら
ず
、
真
の
弁
証
法

で
は
な
い
。
そ
こ
で
論
理
そ
れ
自
身
が
直
接
態
た
る
こ
と
を
免
れ
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
「
論
理
を
否
定
す
る
非
合
理
的
直
接
態
を
媒
介

す
る
」
必
要
が
あ
る
と
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
類
種
個
の
論
理
を
用
い
て
「
一
層
具
体
的
な
る
種
の
論
理
」
に
到
達
し
た
と
す
る
。
論

理
の
本
質
は
推
論
で
あ
り
、
推
論
と
は
概
念
に
よ
る
判
断
の
媒
介
で
あ
る
。
し
か
し
て
類
種
個
は
相
互
に
否
定
し
媒
介
し
合
う
が
、
媒
介

の
論
理
の
本
質
は
、
特
殊
（
種
）
の
媒
介
に
よ
る
普
遍
（
類
）
と
個
別
（
個
）
の
否
定
対
立
的
統
一
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
類
種
個
の
う
ち
で

特
殊
な
る
「
種
」
こ
そ
最
も
具
体
的
な
直
接
態
（
民
族
あ
る
い
は
種
的
共
同
体
）
で
あ
り
、
論
理
に
と
っ
て
不
可
欠
な
否
定
契
機
に
な
る
。

「
国
家
と
い
い
民
族
と
い
い
階
級
と
い
い
、
何
れ
も
人
類
の
全
と
個
人
の
個
と
に
対
し
、
種
の
位
置
に
立
つ
も
の
」
で
あ
っ
て
「
社
会
存

在
の
論
理
は
具
体
的
な
る
意
味
に
於
て
種
の
論
理
た
る
こ
と
を
要
求
す
る
」
と
田
辺
は
い
う
。
こ
う
し
て
田
辺
は
種
の
論
理
を
類
の
論
理
、

個
の
論
理
に
先
立
つ
社
会
存
在
の
論
理
と
し
、
歴
史
の
非
合
理
性
を
包
み
動
的
な
倫
理
的
社
会
的
実
践
を
と
も
な
う
絶
対
無
の
弁
証
法
を

企
図
し
た
。
そ
こ
で
は
、
絶
対
無
と
い
え
ど
も
種
的
直
接
態
の
媒
介
に
よ
っ
て
し
か
存
立
し
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
田
辺
の
絶
対
無
は
絶
対

媒
介
と
呼
ば
れ
る
。

で
は
次
に
、
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
に
お
い
て
、
世
界
の
創
造
は
い
か
に
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
田
辺
の
絶
対
弁
証
法
に
あ
っ
て
は
、

絶
対
無
と
い
う
絶
対
媒
介
の
作
用
に
よ
っ
て
、
直
接
態
た
る
類
・
種
・
個
は
い
ず
れ
も
そ
の
直
接
態
を
否
定
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
は
個

の
主
体
的
な
創
造
行
為
に
よ
っ
て
、
種
の
直
接
的
非
合
理
性
が
否
定
即
肯
定
さ
れ
類
化
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
個
体
の
接
点
に
於
て
絶

対
無
と
接
触
す
る
」
の
で
あ
り
、「
個
体
の
主
体
的
創
造
が
世
界
を
形
成
す
る
」

（
12
）

の
で
あ
る
。
個
の
創
造
行
為
に
よ
っ
て
類
化
さ
れ
た
種

が
国
家
で
あ
り
、
そ
の
社
会
的
実
践
を
通
じ
て
「
個
即
種
た
る
類
の
統
一
」

（
13
）

の
理
想
が
実
現
さ
れ
る
。「
種
が
類
に
高
め
ら
る
る
向
上
往
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相
は
、
同
時
に
類
が
個
に
降
る
向
下
還
相
と
相
即
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
此
相
即
を
実
現
す
る
の
が
行
為
で
あ
る
」

（
14
）

こ
の
ゆ
え
に

個
の
創
造
行
為
は
必
然
的
に
国
家
建
設
の
作
業
と
な
っ
て
現
れ
る
。「
行
為
は
死
生
を
賭
す
る
現
実
の
革
新
」
で
あ
っ
て
、
発
出
論
的
な

創
造
観
の
よ
う
に
一
者
の
表
現
と
し
て
静
的
に
国
家
を
見
る
の
は
「
国
家
を
芸
術
品
の
如
く
考
え
た
と
い
わ
れ
る
文
芸
復
興
期
的
人
文
主

義
の
抽
象
」
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
15
）

以
上
が
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
の
概
要
で
あ
る
が
、
絶
対
無
そ
れ
自
身
が
種
的
基
体
の
直
接
態
を
媒
介
と
し
て
作
用
化
・
媒
介
化
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
西
田
の
絶
対
弁
証
法
の
体
系
に
見
ら
れ
た
発
出
論
的
な
一
元
性
は
姿
を
消
し
て
い
る
。
田
辺
の
真
骨
頂
は
、
静
的
発
出

論
的
な
直
観
を
排
除
し
、
あ
く
ま
で
動
的
弁
証
法
な
行
為
の
論
理
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
類
的
統
一
」
と
し
て
の
理
想
国
家
の

建
設
を
目
指
す
社
会
存
在
の
論
理
即
倫
理
を
説
い
た
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
人
間
主
体
の
真
に
歴
史
性
を
持
っ
た
「
創
造
」

行
為
が
奨
励
さ
れ
る
ゆ
え
に
、「
創
造
的
人
間
」「
創
造
的
自
然
」
と
い
う
西
田
の
理
念
を
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
実
践
と
し
て
真
に
現
実
化
す
る

方
途
が
田
辺
哲
学
の
中
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
人
類
的
課
題
で
あ
る
地
球
環
境
問
題
の
解
決
に
は
国
家
間
の
緊
密
な
協
力
が
要

請
さ
れ
る
が
、
田
辺
の
理
想
と
す
る
「
類
の
統
一
」
に
お
い
て
は
、「
諸
国
相
協
和
し
相
尊
敬
」
す
る
人
類
的
立
場
が
達
成
さ
れ
つ
つ
あ

り
、
ま
た
達
成
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
16
）

環
境
哲
学
の
立
場
か
ら
見
た
と
き
、
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
は
そ
の
社
会
実

践
的
性
格
の
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
個
、
種
的
共
同
体
た
る
民
族
・
国
家
・
階
級
な
ど
が
統
一
的
に
共
存
し
得
る
よ
う
な
地
球
環
境
の
創
造

を
目
指
す
「
行
為
の
倫
理
」
を
提
供
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
う
も
の
の
、
田
辺
の
絶
対
弁
証
法
を
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
に
検
討
す
る
と
き
、
危
惧
さ
れ
る
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一

つ
に
は
、
田
辺
の
い
う
「
個
の
主
体
的
創
造
」
が
他
力
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
非
倫
理
的
と
な
り
、
か
え
っ
て
個
の
主
体
性
・
創
造
性
の

滅
失
を
招
き
は
し
な
い
か
、
と
い
う
危
惧
で
あ
る
。
田
辺
は
、
理
想
的
国
家
と
し
て
の
人
類
的
国
家
は
「
菩
薩
国
」
と
言
い
得
る
ゆ
え
に
、

そ
れ
を
形
成
す
る
個
人
は
「
人
類
的
個
人
と
し
て
の
菩
薩
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

（
17
）

菩
薩
の
行
為
は
我
性
の
否
定
で

あ
る
が
、
個
的
自
己
の
否
定
（
往
相
）
は
元
来
、
全
的
自
己
の
肯
定
・
実
現
（
還
相
）
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
悪
の
行
為
が
我
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性
に
由
来
し
我
に
属
す
る
の
に
対
し
、
善
は
我
の
否
定
で
あ
る
か
ら
「
為
善
の
力
は
我
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
絶
対
他
力
に
属
す
る
」

（
18
）

と
田
辺
は
主
張
す
る
。
ゆ
え
に
菩
薩
の
善
行
為
は
「
絶
対
他
力
」
で
あ
る
と
し
、
倫
理
的
行
為
の
還
相
面
を
つ
と
に
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
絶
対
他
力
の
自
己
と
い
っ
て
も
我
性
の
う
ち
に
あ
る
。
大
乗
仏
教
で
は
「
超
越
即
内
在
」「
内
在
即
超
越
」
の
世
界
観
を
説
く
。

そ
れ
は
、
山
内
得
立
の
い
う
「
レ
ン
マ
論
理
」
が
支
配
す
る
「
中
」
の
世
界
観
で
あ
っ
て
、
田
辺
の
説
の
ご
と
き
西
洋
哲
学
的
な
ロ
ゴ
ス

に
よ
っ
て
把
握
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

（
19
）

け
だ
し
、
倫
理
は
倫
理
主
体
と
し
て
の
個
我
を
前
提
と
し
、
往
相
的
に
利
己
的
欲
望
の
克
服
を
目
指
す
立
場
で
あ
る
。
環
境
倫
理
も
往

相
的
な
自
力
の
側
面
を
表
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
我
性
の
否
定
と
し
て
の
「
絶
対
他
力
」
が
、
非
倫
理
的
な
る
が
ゆ
え
に

無
制
限
な
我
性
肯
定
に
つ
な
が
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
生
み
出
し
、
自
然
支
配
的
な
思
想
に
な
る
危
険
性
す
ら
あ
ろ
う
。

ま
た
田
辺
の
種
の
論
理
に
お
い
て
は
、
個
人
の
創
造
性
が
国
家
的
規
模
を
超
え
ら
れ
な
い
と
い
う
難
点
も
あ
る
。
田
辺
は
「
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
に
就
い
て
」
と
い
う
論
文
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
人
間
」
主
義
の
代
り
に
「
社
会
」
主
義
が
、
自
由
主
義
の
代
り
に
組
織
主
義
が
、
現
れ
る
こ
と
が
歴
史
の
必
然
な
の
で
あ
る
。
人
間

は
単
に
人
類
の
代
表
と
し
て
の
個
人
で
な
く
し
て
、
種
的
社
会
た
る
国
民
の
一
員
で
あ
り
、
そ
の
統
一
を
破
る
分
裂
態
と
し
て
の
階
級

の
対
立
に
制
約
せ
ら
れ
る
社
会
人
間
で
あ
る（

20
）

ひ
た
す
ら
我
性
を
退
け
る
田
辺
に
と
っ
て
、
近
代
の
「
個
」
と
し
て
の
人
間
像
は
、「
社
会
人
間
」
へ
と
移
行
す
る
否
定
的
契
機
と
し

て
の
み
存
在
意
義
を
有
す
る
。
国
家
社
会
の
組
織
的
一
員
た
る
こ
と
を
最
高
義
務
と
す
る
、
こ
の
よ
う
な
「
社
会
人
間
」
は
、
国
家
内
の

particular

な
次
元
で
「
類
の
統
一
」
に
貢
献
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
だ
が
、
地
球
的
視
野
に
立
っ
た
環
境
政
策
の
確
立
が
求
め
ら
れ

て
い
る
現
代
に
適
合
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
地
球
環
境
問
題
と
い
う
、
国
家
規
模
を
超
え
た
人
類
的
課
題
に
直
面
し
て
い
る
現
在
で
は
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―
こ
れ
は
田
辺
が
予
期
し
な
か
っ
た
事
態
で
あ
ろ
う

―
持
続
可
能
な
世
界
シ
ス
テ
ム
を
創
造
す
る

universal

な
環
境
倫
理
が
第
一

義
的
に
尊
重
さ
れ
、particular

な
倫
理
観
は

universal

な
環
境
倫
理
と
背
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
の
み
承
認
さ
れ
る
。
そ
う
考
え

れ
ば
、
西
田
の
主
張
し
た
「
行
為
的
直
観
」
に
よ
る
環
境
創
造
は
、
個
々
の
民
族
を
超
え
た
普
遍
的
視
野
か
ら
倫
理
行
為
を
起
こ
す
と
い

う
点
で
、
た
と
え
発
出
論
的
問
題
を
残
す
に
し
て
も
現
代
的
意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
個
人
的
に
は
、
西
田
哲
学
は

「
存
在
」「
肯
定
」
に
、
田
辺
哲
学
は
「
作
用
」「
否
定
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
偏
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
彼
ら
の
哲
学
は
仏
教
的
だ
と
い

わ
れ
る
が
、
真
の
仏
教
的
世
界
観
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
存
在
即
作
用
」「
肯
定
即
否
定
」
の
中
道
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、

西
田
哲
学
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
展
開
に
挑
も
う
と
す
る
研
究
者
に
は
、
西
田
の
〈
環
境
創
造
〉
の
思
想
と
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
と
を
相
互

に
補
完
・
補
正
せ
し
め
つ
つ
、
よ
り
具
体
的
・
現
代
的
な
環
境
倫
理
と
な
る
よ
う
理
論
構
築
し
て
い
く
と
い
う
思
想
的
課
題
が
残
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

後
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
〈
環
境
創
造
〉
の
思
想
は
、『
善
の
研
究
』
で
説
示
さ
れ
た
自
己
実
現
の
倫
理
を
「
世
界
」
の
立
場
か
ら
論

じ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
自
己
実
現
の
人
格
者
が
、
自
他
一
致
の
自
然
愛
の
感
情
に
基
づ
い
て
行
う
環
境
の
創
造

―
こ
れ
が
西
田
の

行
為
論
的
理
想
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。「
創
造
は
い
つ
も
愛
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
愛
な
く
し
て
創
造
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で

あ
る
」（
十
一
・
四
三
七
）
と
西
田
は
訴
え
る
。〈
環
境
創
造
〉
が
自
然
尊
重
へ
、
万
物
の
共
生
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
西
田
の

創
造
論
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
意
義
を
認
め
た
い
と
思
う
。

マ
ル
ク
ス
の
生
産
力
の
理
論
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
Ｍ
・
ブ
ッ
ク
チ
ン
（B

ook
ch
in

）
が
提
唱
す
る
弁
証
法
的
な
自
然
主
義

な
ど
は
、
西
田
と
同
様
、
人
間
が
自
然
へ
合
理
的
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
自
身
を
開
発
す
る
、
と
い
っ
た
視
点
を
有
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
人
間
の
自
然
へ
の
介
入
と
人
間
自
身
の
自
己
実
現
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
把
握
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
っ
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た
。
環
境
創
造
の
思
想
は
、
何
ら
か
の
人
格
論
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
抑
制
の
効
い
た
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
自
然
開
発
の
環
境
倫
理
と

な
り
得
る
。
ポ
ス
ト
産
業
社
会
を
展
望
す
る
と
き
、
人
類
に
と
っ
て
不
可
避
的
で
あ
る
地
球
環
境
の
改
変
行
為
を
思
想
的
に
ど
う
捉
え
、

か
つ
ま
た
実
践
的
に
ど
う
方
向
づ
け
て
い
く
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
や
が
て
ポ
ス
ト
「
自
然
保
護
」
論
争
の
視
界
が
開
け
る
頃
、
エ
コ
ロ

ジ
ー
思
想
に
お
い
て
緊
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
に
違
い
な
い
。

注
＊
西
田
幾
多
郎
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
そ
の
都
度
、
本
文
中
に
お
い
て
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
増
補
改
訂
第
三
版
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
〜
一

九
八
〇
年
）
の
巻
数
と
頁
数
を
漢
数
字
に
て
表
記
す
る
。
例
え
ば
、
西
田
全
集
の
第
一
巻
の
三
頁
を
引
用
す
る
場
合
、
引
用
文
の
後
に
（
一
・
三
）

と
示
す
こ
と
に
す
る
。

（
１
）
こ
の
点
に
関
し
て
Ａ
・
ゲ
ー
レ
ン
は
、「
有
機
生
体
と
し
て
み
れ
ば
、
原
始
的
か
つ
不
備
で
あ
る
人
間
は
、
生
の
原
生
的
自
然
の
ま
っ
た
だ
な
か

で
生
き
て
い
け
な
い
」「
人
間
は
生
き
て
い
く
う
え
に
自
然
を
改
造
（re-create

）
し
克
服
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
世
界
を
経
験
．
．

す
る

可
能
性
を
め
ざ
し
て
創
ら
れ
て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
る
（G

ehlen,A
rnold,

M
an,
H
is
N
ature

and
P
lace

in
the
W
orld

（translated

by
C
lare,M

cm
illan

＆K
arl,P

illem
er

）,C
olom

bia
U
niversity

P
ress,N

ew
Y
ork,1988,p.29.

）

（
２
）
後
期
西
田
哲
学
の
「
環
境
」
概
念
は
、
一
面
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
のU

m
w
elt

（
環
境
世
界
）
説
へ
の
批
判
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
。
場
所

論
的
転
回
を
終
え
た
後
の
西
田
に
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
で
説
示
し
た
「
世
界
」
は
、
抽
象
的
な
主
観
的
自
己
を
媒
介
と
し
て

見
ら
れ
た
世
界
に
す
ぎ
ず
、
真
の
客
観
的
世
界
で
は
な
い
も
の
に
映
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
世
界
」
は
、「
我
々
が
そ
れ
か
ら
生
れ
る
世
界

で
は
な
い
。
そ
れ
は
個
物
を
限
定
す
る
世
界
で
は
な
い
。
私
と
汝
を
包
む
世
界
で
は
な
い
」（
七
・
一
八
〇
）
と
西
田
は
批
判
す
る
。
そ
の
う
え

で
、
例
え
ば
「
論
理
と
生
命
」
で
は
「
我
々
の
自
己
と
交
渉
を
有
つ
も
の
」
を
「
環
境
」
と
定
義
し
つ
つ
も
、「
人
間
の
生
命
に
お
い
て
は
、
環

境
が
即
世
界
で
あ
る
」（
八
･
二
八
六
）「
真
の
環
境
は
、
我
々
が
そ
こ
か
ら
生
れ
、
そ
こ
へ
死
に
ゆ
く
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち

世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
八
･
二
八
七
）
な
ど
と
し
て
、
彼
独
自
の
「
環
境
＝
世
界
」
説
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
西
田
に
お
け
る

「
環
境
」
は
、
人
間
の
創
造
的
生
命
が
生
ま
れ
出
る
超
越
的
・
客
観
的
な
根
源
で
あ
り
、
彼
の
い
う
「
創
造
的
世
界
」「
創
造
的
自
然
」
と
同
義
的
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な
概
念
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
３
）「
行
為
的
直
観
」「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
い
う
西
田
独
自
の
術
語
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
３
に
お
い
て
解
説
し
て
い
る
。

（
４
）D

evall,B
ill

＆Sessions,G
eorge;D

eep
E
cology,G

ibbs
M
Sm
ith,1985,p.70.

（
５
）
ソ
ー
シ
ャ
ル
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
デ
ィ
ー
プ
エ
コ
ロ
ジ
ー
批
判
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
Ｍ
・
ブ
ッ
ク
チ
ン
の
『
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
社
会
』

（B
ookchin,M

urray;
R
em
aking

Society.P
athw

ays
to
a
G
reen

F
uture,B

lack
R
ose
B
ooks,M

ontr éal,1989

藤
堂
麻
理
子
他
訳

『
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
社
会
』
白
水
社
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）
人
間
が
自
然
を
破
壊
す
れ
ば
、
自
然
の
一
員
に
す
ぎ
な
い
人
間
も
破
壊
さ
れ
る

―
近
代
文
明
に
対
す
る
「
自
然
の
復
讐
」
を
い
ち
早
く
察
知
し

た
の
は
東
洋
の
自
然
尊
重
の
精
神
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
海
洋
生
物
学
者
・
Ｒ
・
カ
ー
ソ
ン
が
用
い
た
よ
う
な
、
自
然
破
壊
の
影

響
の
生
態
学
的
分
析
だ
っ
た
。
カ
ー
ソ
ン
が
一
九
六
二
年
に
著
し
た
『
沈
黙
の
春
』
の
中
に
「
自
然
は
逆
襲
す
る
」（N

atu
re
F
ig
h
ts
B
ack

）

と
題
す
る
章
が
あ
る
。
彼
女
は
そ
こ
で
化
学
薬
品
の
使
用
が
自
然
の
自
己
防
御
機
能
を
弱
め
、
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
結
果
、
害
虫
、
毒

虫
が
大
発
生
し
て
人
間
に
危
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
実
態
を
多
く
の
事
例
を
挙
げ
て
指
摘
し
た
（C

arson
,R
ach
el,
S
ilen
t
S
p
rin
g
,

P
enguin

B
ooks,1965

〔first
published

in
1962

〕
青
木
簗
一
訳
『
沈
黙
の
春
』
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
）。

（
７
）
も
っ
と
も
後
期
の
西
田
は
、
努
め
て
「
自
己
実
現
」
的
な
表
現
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
一
つ
に
は
、
彼
が
自
己
実

現
的
な
表
現
方
法
自
体
に
な
お
主
観
主
義
の
残
滓
を
感
じ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
期
の
西
田
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
絶
対
我
の
自
己
実
現
」

を
評
し
て
「
な
お
主
観
主
義
を
脱
し
た
も
の
で
は
な
い
」（
九
・
六
五
）
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
が
「
自
己
を
実
現
」「
自
己
の
発
展
完
成
」
と
い

っ
た
表
現
を
使
わ
な
く
な
っ
た
の
は
、
主
観
主
義
の
立
場
を
脱
し
、
あ
く
ま
で
世
界
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
強
調
し
た
い
が
た
め
だ
っ
た
と
推
察

さ
れ
る
。

（
８
）『
田
辺
元
全
集
』
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
、
四
七
二
頁
。

（
９
）
同
右
、
四
六
七
頁
。

（
10
）『
田
辺
元
全
集
』
第
四
巻
、
一
九
六
三
年
、
三
〇
九
頁
。

（
11
）
同
右
、
三
一
〇
頁
。

（
12
）
同
右
、
四
三
六
頁
。

（
13
）
同
右
、
二
三
一
頁
。

（
14
）
同
右
、
四
九
一
頁
。

（
15
）
同
右
、
五
一
〇
頁
。
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（
16
）
同
右
、
二
三
二
頁
。

（
17
）
同
右
、
一
六
三
頁
。

（
18
）
同
右
、
一
六
五
頁
。

（
19
）
大
乗
仏
教
等
に
見
ら
れ
る
「
具
体
的
に
し
て
直
観
的
な
理
解
の
仕
方
」
を
、
京
都
学
派
の
哲
学
者
・
山
内
得
立
は
「
レ
ン
マ
」
と
名
づ
け
た

（『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
六
八
頁
）。
レ
ン
マ
の
論
理
は
、
排
中
律
を
逆
転
し
て
容
中
律
を
認
め
る
イ
ン
ド
人
の
考
え

方
に
由
来
す
る
と
さ
れ
、「
肯
定
」「
否
定
」
の
他
に
「
肯
定
に
し
て
否
定
」「
肯
定
で
も
否
定
で
も
な
い
」
立
場
を
も
認
め
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が

あ
る
。
山
内
に
よ
る
と
、
龍
樹
の
「
不
生
不
滅
」「
中
」
は
「
肯
定
で
も
否
定
で
も
な
い
」
レ
ン
マ
の
論
理
を
説
く
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
が
「
即
」
の
論
理
な
の
で
あ
る
（
前
掲
書
三
〇
七
頁
）。

（
20
）『
田
辺
元
全
集
』
第
五
巻
、
一
九
六
三
年
、
九
一
頁
。

（
ま
つ
お
か
　
み
き
お
・
研
究
員
）
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The Concept of “Environment Creation” in Late
Nishida Thought

Mikio Matsuoka

In this paper, I consider the ecological significance of the creation theory as seen in the

thought of modern Japanese philosopher, Kitaro Nishida. The latter period of Nishida

philosophy, which asserts that the world is formed through a mutual interaction between

human beings and creative nature, could be called a philosophy of “environment

creation.”

The concept of “environment creation” in Nishida’s thinking is tied to an ethos of

respect for nature and the symbiosis of all beings through his idea of self-realization.

Whereas the Marxist theory of productive forces or Bookchin’s dialectic naturalism set

forth a viewpoint of human development through human rational intervention in nature,

neither give much attention to the relation between human intervention in nature and

human self-realization. The theory of “environment creation,” if it is combined with

some form of personalism, may serve as an ethical foundation for well-balanced

environmental development.

後期西田哲学における〈環境創造〉の思想


