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知
恵
と
自
己

─
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話

稲
垣
良
典

　

 

※
本
稿
は
、
２
０
１
５
年
９
月
８
日
、
福
岡
市
・
ア
ク
ロ
ス
福
岡

で
行
わ
れ
た
講
演
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

１　

は
じ
め
に　

知
恵
と
自
己
の
関
係

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
稲
垣
良
典
で
す
。
こ
う

い
う
晴
れ
が
ま
し
い
と
こ
ろ
で
お
話
し
す
る
機
会
を
い
た
だ
き

ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
九
州
大
学
の
と
き
か
ら

私
の
講
義
に
聴
講
に
来
る
学
生
は
ご
く
わ
ず
か
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。
私
の
娘
が
九
州
大
学
の
文
学
部
に
入
り
ま
し
て
、
親
父
の

聴
講
者
が
少
な
い
の
は
気
の
毒
だ
と
い
う
の
で
友
達
を
誘
う
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
︵
笑
︶。

　

き
ょ
う
は
、﹁
知
恵
と
自
己
﹂
と
い
う
私
に
と
っ
て
は
大
き
す

ぎ
る
題
目
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
全
体
を
通
し
て
の

今
回
の
連
続
講
演
会
の
目
標
は
﹁
宗
教
間
・
文
明
間
の
対
話
﹂

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
が
い
た
だ
い
た
テ
ー
マ
は
﹁
キ
リ
ス
ト

教
と
仏
教
と
の
対
話
﹂
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

私
自
身
は
哲
学
を
ず
っ
と
勉
強
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
自

分
の
こ
と
を
﹁
哲
学
者
﹂
と
呼
ぶ
資
格
は
な
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
ま
た
、
縁
あ
っ
て
若
い
と
き
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
り

ま
し
て
、
そ
う
い
う
﹁
哲
学
を
学
ん
で
き
た
キ
リ
ス
ト
信
者
﹂
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で
あ
る
私
が
、
こ
の
テ
ー
マ
を
ど
う
ま
と
め
た
ら
い
い
だ
ろ
う

か
と
考
え
た
末
、﹁
知
恵
と
自
己
﹂
と
い
う
題
目
に
し
ま
し
た
。

　
﹁
知
恵
と
自
己
﹂

─
﹁
と
﹂
と
い
う
接
続
詞
を
付
け
て
﹁
知

恵
﹂
と
﹁
自
己
﹂
を
結
び
つ
け
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
と
い

う
疑
問
を
お
も
ち
に
な
る
方
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。﹁
知
恵
﹂

と
﹁
自
己
﹂
の
間
に
ど
う
い
う
内
的
な
密
接
な
結
び
つ
き
が
あ

る
の
か
と
お
感
じ
に
な
る
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
﹁
知
恵
の
探
求
﹂
と
い
う
と
哲
学
で
あ
り
、
知
恵
︵
ソ
フ
ィ
ア
︶

を
ひ
た
す
ら
愛
し
求
め
る
︵
フ
ィ
レ
オ
︶
こ
と
か
ら
﹁
哲
学
﹂︵
フ
ィ

ロ
ソ
フ
ィ
ア
︶
と
い
う
名
称
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
第
一
の
課

題
は
、
昔
か
ら
﹁
汝
自
身
を
知
れ
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
モ
ッ
ト
ー
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、﹁
知
恵
﹂

と
﹁
自
己
﹂
と
の
結
び
つ
き
は
哲
学
に
と
っ
て
は
非
常
に
な
じ

み
深
い
も
の
で
あ
る
と
申
し
上
げ
て
い
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
幸
福
の
追
求
」
に
は
「
自
己
を
知
る
知
恵
」
が
必
要

　

も
う
ひ
と
つ
私
が
考
え
る
の
は
、﹁
知
恵
と
自
己
﹂
と
の
間
に

は
、
ど
う
し
て
も
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
内
的
な
関
係
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
す

べ
て
の
人
間
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
望
み
、
ま
た
幸
福
を
人
間

の
最
終
的
な
目
的
あ
る
い
は
最
上
の
善
き
も
の
と
し
て
生
き
て

い
く
の
が
人
間
の
あ
り
方
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
場

合
に
﹁
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
望
む
﹂
と
い
う
だ
け
で
幸
福
を
実

現
で
き
る
か
と
い
う
と
、
大
変
に
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、﹁
真
実

ギ
リ
シ
ャ
の
知
恵
の
女
神
・
ソ
フ
ィ
ア
像
（from

 W
ikim

edia 
C

om
m

ons
）。
ト
ル
コ
・
エ
フ
ェ
ソ
ス
遺
跡
の
「
セ
ル
ス
ス
図
書
館
」

前
門
に
立
つ
。
同
図
書
館
は
２
世
紀
の
建
造
。
当
時
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド

リ
ア
図
書
館
、
ペ
ル
ガ
モ
ン
図
書
館
と
並
ぶ
世
界
３
大
図
書
館
の
ひ
と

つ
で
、
１
万
２
千
冊
の
蔵
書
が
あ
っ
た
と
い
う
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の
人
間
の
幸
福
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
い
う
こ
と
を
探
求
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。﹁
い
や
、
一

人
ひ
と
り
が
自
由
に
自
分
は
幸
福
だ
と
感
じ
れ
ば
い
い
で
は
な

い
か
﹂﹁
こ
れ
が
自
分
の
幸
福
だ
と
本
人
が
満
足
す
れ
ば
そ
れ
で

い
い
で
は
な
い
か
﹂、
そ
う
い
う
考
え
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

や
は
り
、
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
福
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
私
は
そ
う
思
い
ま
す
。﹁
真
実
の
人
間
の
幸
福
﹂
を

求
め
て
い
く

─
そ
の
た
め
に
は
、ど
う
し
て
も
﹁
自
己
を
知
る
﹂

必
要
が
あ
り
ま
す
。
自
己
を
抜
き
に
し
た
幸
福
は
他
人
事
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
こ
の
﹁
幸
福
の
追
求
﹂
と
い
う
点
で
、

や
は
り
﹁
知
恵
と
自
己
﹂
と
い
う
ふ
た
つ
が
結
び
つ
い
て
く
る

か
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
人
間
の
真
実
の
幸
福
と
は
何
か
、﹁
自
己
﹂﹁
私
﹂

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
る
か

─
こ
の
問
題
を
私
た

ち
が
深
く
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
科
学
、
サ
イ
エ
ン
ス
の

﹁
知
識
﹂
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
か
ら

さ
ら
に
進
ん
で
、﹁
知
恵
﹂
と
呼
ば
れ
る
段
階
ま
で
私
た
ち
の
考

え
方
が
進
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
、
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
が
、
お
話
し
し
た
い
ひ
と
つ
の
中
心
点
で
す
。

　

き
ょ
う
は
、
五
つ
の
段
階
に
分
け
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
話
が
第
一
段
階
の
﹁
は
じ
め
に
﹂
に

当
た
り
ま
す
。

　

次
に
、
い
ま
申
し
上
げ
ま
し
た
﹁
知
識
と
知
恵
﹂
の
問
題
に

つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
現
代
に
お
い
て
、﹁
知
識
﹂
と
言

え
ば
﹁
科
学
﹂

─
サ
イ
エ
ン
ス
が
代
表
で
す
。
あ
る
問
題
に

つ
い
て
仮
説
を
立
て
、
実
験
で
証
明
さ
れ
、
確
か
め
ら
れ
る
よ

う
な
知
識
で
す
ね
。
そ
の
サ
イ
エ
ン
ス
と
知
恵
と
は
ど
う
い
う

関
係
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
第
二
の
段
階
の
話
に
な
り
ま
す
。

　

第
三
に
、
私
た
ち
が
自
己
を
知
る
こ
と
、﹁
汝
自
身
を
知
れ
﹂

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
自
己
知
と
か
自
己
認
識
と
申
し
ま
す
が
、

そ
の
問
題
を
次
に
扱
い
ま
す
。

　

第
四
に
、
私
ど
も
の
よ
う
に
、
宗
教
と
い
う
も
の
が
一
番
大

事
だ
と
考
え
る
者
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
﹁
自
己
﹂
を
超
え
て

い
く
面
が
ど
う
し
て
も
出
て
来
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、

﹁
自
己
を
知
る
﹂
こ
と
は
非
常
に
大
事
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
さ
ら

に
そ
れ
を
超
え
て
い
く
こ
と
が
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
の

で
は
な
い
か
。﹁
自
己
を
知
る
﹂
こ
と
を
超
え
、
自
己
認
識
を
超

え
て
い
く
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
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最
後
に
﹁
結
び
﹂
と
し
て
、﹁
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
﹂

に
つ
い
て
具
体
的
に
触
れ
る
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

２　

知
識
と
知
恵

　

ま
ず
、﹁
知
識
と
知
恵
﹂
と
い
う
問
題
で
す
。
僭
越
な
言
い
方

に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
我
が
国
で
は

人
間
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
人
間
の
い
の
ち
そ
の
も
の
と
も
言

え
る
よ
う
な
﹁
知
る
﹂
と
い
う
働
き
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
も

あ
い
ま
い
な
考
え
方
が
広
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

ま
す
。

　

哲
学
の
元
祖
と
も
言
わ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
代
表
的
な

著
作
﹃
形
而
上
学
﹄
の
冒
頭
で
、﹁
人
は
み
な
生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
知
る
こ
と
を
欲
す
る
﹂
と
、
は
っ
き
り
言
っ
て
お
り
ま
す
。

﹁
生
ま
れ
な
が
ら
に
﹂、
本
性
か
ら
し
て
、
人
間
は
知
る
こ
と
を

欲
す
る
。
そ
う
い
う
人
間
の
本
性
そ
の
も
の
と
言
っ
て
も
い
い

﹁
知
的
探
求
心
﹂
と
い
う
も
の
を
、
何
と
﹁
好
奇
心
﹂
と
言
い
換

え
て
、
お
か
し
い
と
は
思
わ
な
い
人
が
我
が
国
で
は
多
い
で
す
。

私
は
、
好
奇
心
と
知
の
探
求
を
軽
々
し
く
一
緒
に
し
て
は
い
け

な
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
学
生
た
ち
に
、﹁
好
奇
心
と
い
う
の
は

軽
犯
罪
だ
よ
﹂
と
言
い
ま
す
︵
笑
︶。
知
ら
な
く
て
も
い
い
こ
と

を
知
り
た
が
る
か
ら
好
奇
心
と
言
う
わ
け
で
、
英
語
に
は
﹁
ピ
ー

ピ
ン
グ
・
ト
ム
︵Peeping Tom

︶﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
何
で

も
の
ぞ
き
た
が
る
軽
犯
罪
に
も
な
り
う
る
好
奇
心
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
好
奇
心
を
そ
う
い
う
意
味
だ
け
に
取
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
や
は
り
好
奇
心
と
言
わ
れ
る
も
の
と
、
人
間
そ
の
も

の
に
属
し
て
い
る
根
源
的
な
働
き
で
あ
る
﹁
知
的
探
求
心
﹂
と

を
そ
う
簡
単
に
一
緒
に
し
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

他
方
で
は
、﹁
知
る
﹂
と
い
う
の
は
厳
密
に
言
え
ば
﹁
科
学
的

に
知
る
﹂
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
れ
も
簡
単
に
片
づ
け
る
人
が
多

い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
科
学
と
い
う
も
の
が
一
番
有
効

に
働
く
領
域
は
確
か
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
私
た
ち

の
生
活
を
有
効
と
い
う
か
快
適
に
営
ん
で
い
く
こ
と
は
で
き
な

い
よ
う
な
非
常
に
大
事
な
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹁
知
識
﹂
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、﹁
知
る
﹂
と
言
え
ば
﹁
科
学
的
に
知
る

こ
と
だ
﹂
と
決
め
つ
け
る
人
が
特
に
知
識
人
の
間
に
多
く
、﹁
道

徳
と
か
宗
教
も
、
や
は
り
科
学
的
に
処
理
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
﹂
と
言
う
人
が
い
ま
す
。
一
理
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
、
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そ
れ
は
一
面
的
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
サ
イ
エ
ン
ス
的
知
識
だ

け
が
、﹁
知
る
﹂
こ
と
の
す
べ
て
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
人
間
に
と
っ
て
非
常
に
大
事
な
﹁
自
分
自
身
を

知
る
﹂﹁
人
間
の
真
実
の
幸
福
と
は
何
か
を
知
る
﹂
た
め
に
は
、

﹁
知
識
﹂
の
段
階
で
は
足
り
な
く
て
﹁
知
恵
﹂
の
段
階
に
進
ま
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
、
我
が
国
の
こ

う
い
う
知
的
風
潮
の
な
か
で
説
得
的
に
語
る
こ
と
は
、
な
か
な

か
難
し
い
と
感
じ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
私
た
ち
が
普
通
﹁
知
識
﹂
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は

何
か
と
言
い
ま
す
と
、
科
学
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
﹁
証
明
で

き
る
知
識
﹂
で
あ
り
、﹁
実
験
と
か
観
察
で
検
証
で
き
る
知
識
﹂

の
こ
と
を
、
一
般
的
に
は
私
た
ち
は
知
識
と
言
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
し
か
し
、
そ
の
知
識
の
先
に
あ
る
、
も
う
ひ
と
つ
上
の

段
階
の
﹁
知
恵
﹂
と
は
一
体
何
か
。
そ
れ
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に

ま
ず
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
知
性
の
視
力
」
を
鍛
え
た
先
に
「
知
恵
」
の
光

　

そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
中
国
の
儒
教
の
古
典
と
言
わ
れ
る

﹃
大
学
﹄
を
見
ま
す
。
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、﹃
大
学
﹄﹃
中

庸
﹄﹃
論
語
﹄﹃
孟
子
﹄
が
﹁
四
書
﹂
で
ご
ざ
い
ま
す
。﹁
四
書
﹂

と
ま
と
め
て
尊
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ず
っ
と
後
に

な
っ
て
か
ら
で
す
が
、﹃
大
学
﹄
と
い
う
書
物
そ
の
も
の
は
古
代

か
ら
あ
り
ま
す
。
お
読
み
に
な
っ
た
方
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

私
は
と
て
も
興
味
深
い
書
物
だ
と
思
い
ま
す
。

　

人
間
が
人
間
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
修
錬
を
積
ん
で
い
っ
た
、

そ
の
最
高
の
段
階
を
説
い
た
の
が
﹃
大
学
﹄

─
﹁
大
い
な
る

学
問
﹂
で
す
。
そ
の
人
間
形
成
の
最
高
の
段
階
で
、
私
た
ち
が

確
立
す
べ
き
状
態
は
何
か
と
い
う
と
、﹃
大
学
﹄
と
い
う
書
物
は
、

そ
れ
を
﹁
格
物
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
す
。﹁
物
に
格い

た

る
﹂
と
い
う
意

味
で
す
。

　

順
番
に
申
し
ま
す
と
、﹃
大
学
﹄
と
い
う
頂
点
に
達
し
た
者
が

や
る
べ
き
こ
と
は
﹁
平
天
下
﹂
で
あ
る
、﹁
天
下
に
平
和
を
も
た

ら
す
﹂
こ
と
で
あ
る
と
説
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
自

分
の
身
を
修
め
よ
、
と
。﹁
修
身
﹂
で
す
。
そ
れ
が
あ
っ
て
、
家

を
斉と

と
のえ
る
﹁
斉
家
﹂
が
あ
り
、
国
を
治
め
る
﹁
冶
国
﹂
が
あ
り
、

﹁
平
天
下
﹂
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。﹁
修
身
斉
家
治
国
平
天

下
﹂、
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
我
が
身
を
修
め
る
﹁
修
身
﹂
の
た
め
に
は
何
を
し
な
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け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、﹃
大
学
﹄
は
次
の
よ
う
に

言
い
ま
す
。﹁
修
身
﹂

─
﹁
身
﹂
を
修
め
よ
う
と
す
る
者
は
、

ま
ず
﹁
心
﹂
を
正
す
必
要
が
あ
る
︵
正
心
︶。
心
を
正
す
た
め
に
は
、

意
を
誠
に
す
る
、
自
分
の
意
志
を
正
義
に
か
な
っ
た
も
の
に
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
︵
誠
意
︶。
と
こ
ろ
が
、
意
志
を
正
義
に
か

な
う
も
の
と
す
る
に
は
、
知
を
究
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
致

知
︶。
そ
の
た
め
に
は
、
も
の
ご
と
を
正
し
く
知
ら
ね
ば
な
ら
な

い
︵
格
物
︶。
つ
ま
り
、
政
治
家
も
よ
く
﹁
誠
心
誠
意
、
私
は
や

り
ま
す
﹂
と
申
し
ま
す
が
、
実
際
に
正
義
に
基
づ
く
に
は
、
意

を
誠
に
す
る
た
め
に
は
、
確
実
な
知
を
も
た
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
﹃
大
学
﹄
は
念
を
押
す
の
で
す
。
も
の
ご
と
を
正
し
く
見

れ
ば
︵
格
物
︶、
知
る
に
到
る
︵
致
知
︶。
知
に
到
れ
ば
、
意
が
誠

に
な
る
︵
誠
意
︶。
意
を
誠
に
す
れ
ば
、
心
が
正
し
く
な
る
︵
正
心
︶。

こ
う
説
き
ま
す
。

　

※
﹁
古
い
に
し
えの
明
徳
を
天
下
に
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先ま

ず

其そ

の
国
を
治
む
。
其
の
国
を
治
め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
其

の
家
を
斉
と
と
のう
。
其
の
家
を
斉
え
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
其
の

身
を
修
む
。
其
の
身
を
修
め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
其
の
心

を
正
し
う
す
。
其
の
心
を
正
し
う
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず

其
の
意
こ
こ
ろ
ば
せを
誠
に
す
。
其
の
意
を
誠
に
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、

先
ず
其
の
知
を
致
す
。
知
を
致
す
は
物
を
格た
だ
す
︵
物
に
格い
た

る
︶

に
在
り
﹂

　

大
学
の
教
育
に
関
し
て
、
一
般
に
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
専
攻
分
野
で
一
番
新
し
い
、
ま
た
確
実
な
知
識
を
で
き
る

だ
け
豊
か
に
習
得
す
る
こ
と
が
目
標
だ
と
い
う
考
え
で
す
。
専

門
を
決
め
て
、
そ
こ
で
最
新
の
一
番
確
実
な
知
識
を
習
得
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
が
大
学
教
育
だ
と
言
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
中
国
の
﹃
大
学
﹄
は
、そ
の
先
が
あ
る
と
言
う
わ
け
で
す
。

知
を
究
め
る
︵
致
知
︶、
そ
れ
と
は
別
に
﹁
格
物
﹂
と
い
う
段
階

が
あ
る
。
で
は
、﹁
格
物
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　

こ
れ
か
ら
申
し
ま
す
こ
と
は
、
中
国
の
古
典
を
専
門
に
研
究

す
る
人
に
は
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、﹁
格
物
﹂
と
は
、

知
識
を
超
え
た
﹁
知
恵
﹂
の
段
階
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま

す
。
科
学
者
が
自
分
の
専
攻
分
野
で
最
善
の
方
法
を
使
っ
て
課

題
を
研
究
す
る
。
そ
し
て
、
確
実
な
知
識
に
到
達
す
る
。
そ
う

い
う
﹁
知
識
を
超
え
た
﹂
段
階
で
す
。

　

そ
れ
は
、
知
を
究
め
て
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
い
ろ
い
ろ
な
知
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識
を
総
合
し
集
大
成
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
終
わ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
、
知
性
そ
の
も
の
を
磨
き

完
成
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
す
。
能
動
的
に
知
識
を
獲
得
す
る
、

つ
か
み
取
る
と
い
う
行
為
を
重
ね
、
知
を
究
め
て
い
く
過
程
で
、

私
た
ち
の
考
え
る
力
、
も
の
を
認
識
す
る
力
が
だ
ん
だ
ん
磨
か

れ
、
鋭
く
力
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
知
を
究
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
私
た
ち
の
﹁
知
性
の
視
力
﹂
が
力

強
い
、
鋭
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
強
力
に
な
っ

た
私
た
ち
の
知
性
で
、
も
の
ご
と
を
全
体
的
に
、
ま
た
根
本
的

に
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
段
階
を
﹁
格
物
﹂
と
称
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
﹁
知
恵
﹂
で
は
な
い
か
と
私
は
考

え
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
知
識
の
段
階
よ
り
は
全
体
的
に
、
そ
し
て
知
識
よ

り
は
も
っ
と
深
い
根
拠
と
申
し
ま
す
か
原
因
と
申
し
ま
す
か
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
遡
っ
て
、
も
の
ご
と
を
認
識
す
る
の
が

知
恵
で
は
な
い
か
。
知
識
は
実
用
的
に
は
役
立
ち
ま
す
が
、
一

番
大
事
な
こ
と
を
知
る
に
は
、
そ
う
い
う
知
識
の
段
階
を
行
き

着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
先
に
、
そ
れ
を
超
え
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、﹁
知
恵
﹂
は
あ
る
意
味
で
非
常
に
努
力
を
要
し
ま

す
が
、
別
の
面
か
ら
言
え
ば
、
私
た
ち
に
そ
の
準
備
が
で
き
た

と
き
に
、
お
の
ず
と
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気

も
い
た
し
ま
す
。
知
識
と
違
っ
て
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
つ
か
み
取

る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
段
階
ま
で
知
的
な
視
力
が

強
く
な
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
棚
か
ら
ぼ
た
餅
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
、﹁
知
恵
﹂
は
ラ
テ
ン
語
で
﹁
サ
ピ
エ
ン
チ
ア
︵sapientia

︶﹂

と
言
い
ま
す
が
、﹁
味
わ
う
︵sapere 

サ
ペ
レ
︶﹂
と
い
う
動
詞
が

も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、﹁
知
恵
﹂
に
は
、
本
当
に
深

い
も
の
を
﹁
味
わ
う
﹂
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
味
わ
う
と
い
う
の
は
、
素
地
が
あ
る
と
こ

ろ
で
自
然
に
で
き
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、﹁
味
わ
っ
て
や
ろ
う
﹂

と
い
う
ふ
う
に
、
つ
か
み
取
る
も
の
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
い
う
味
わ
い
を
知
る
知
恵
こ
そ
が
、

昔
か
ら
哲
学
者
、
す
な
わ
ち
﹁
知
恵
を
探
求
す
る
者
﹂
と
言
わ

れ
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
考
え
ま
す
。
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
う
い
う
知
恵
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に
よ
っ
て
私
た
ち
は
初
め
て
自
己
を
認
識
で
き
る
し
、
先
ほ
ど

申
し
ま
し
た
よ
う
に
、﹁
人
間
と
し
て
の
真
実
の
幸
福
と
は
何
か
﹂

と
い
う
こ
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

　

そ
こ
で
、
改
め
て
﹁
知
識
﹂
と
﹁
知
恵
﹂
と
の
違
い
、
あ
る

い
は
結
び
つ
き
を
考
え
て
み
る
と
、
我
が
国
で
は
こ
の
点
に
つ

い
て
、
あ
ま
り
に
も
あ
い
ま
い
な
考
え
方
が
広
ま
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
科
学
的
な
知
識
に
対
し
て
大
き
す
ぎ
る
期

待
と
か
過
大
評
価
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
が
非
常
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
例
の
ひ
と
つ
が
、

大
学
の
教
養
課
程
あ
る
い
は
一
般
教
育
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の

の
位
置
づ
け
で
す
。
そ
も
そ
も
、﹁
教
養
﹂
と
は
英
語
の
カ
ル
チ

ャ
ー
と
同
じ
言
葉
で
す
。
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
う
と
、
農
業
は
ア

グ
リ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
土
地
を
耕
し
ま
す
が
、
教
養
と
い
う
カ
ル

チ
ャ
ー
は
﹁
心
を
耕
す
﹂
こ
と
で
す
。
こ
の
﹁
心
を
耕
す
﹂
と

い
う
の
は
、
大
昔
か
ら
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る

こ
と
で
す
が
、
端
的
に
言
っ
て
、﹁
人
間
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
で

い
く
﹂
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
、﹁
人
間
性
の
研
究
﹂
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ

る
﹁
人
文
学
﹂
の
目
指
す
も
の
が
本
当
の
知
恵
だ
と
思
い
ま
す
。

人
間
と
し
て
よ
く
生
き
る
た
め
に
必
要
な
、
人
間
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
よ
り
完
全
に
実
践
す
る
こ
と
を
助
け
て
く
れ
る
知
、

そ
れ
こ
そ
﹁
教
養
﹂
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

　

そ
う
考
え
ま
す
と
、
も
し
大
学
が
本
当
に
教
養
あ
る
い
は
知

恵
と
い
う
も
の
を
重
ん
じ
て
真
剣
に
取
り
組
も
う
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
専
門
課
程
の
前
に
一
般
教
養
を
置
く
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
専
門
課
程
の
締
め
く
く
り
と
し
て
学
ぶ
べ
き
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、﹁
特
定
の
領
域
に
つ
い
て
は
十
分
に
知

識
を
獲
得
し
た
け
れ
ど
も
、
人
間
と
し
て
何
よ
り
も
学
ぶ
べ
き

こ
と
に
つ
い
て
は
ま
だ
無
知
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
本
当
に

自
覚
し
て
、
専
門
課
程
の
締
め
く
く
り
と
す
る
の
で
す
。
担
当

す
る
の
も
、
大
学
で
一
番
の
研
究
を
進
め
て
い
て
知
恵
に
達
し

て
い
る
可
能
性
の
あ
る
教
師
た
ち
に
お
願
い
す
る
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。
い
ま
は
、
教
養
課
程
と
い
う
と
若
い
人
に
ま
か
せ
て

い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
私
は
九
州
大
学
を
辞
め

る
こ
ろ
、﹁
い
ま
の
よ
う
な
教
養
課
程
の
や
り
方
は
だ
め
だ
。
教

養
を
本
当
に
や
る
つ
も
り
な
ら
、
名
誉
教
授
の
中
で
一
番
優
秀

だ
と
思
わ
れ
る
人
に
担
当
し
て
も
ら
え
﹂
と
言
い
ま
し
た
が
、
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誰
も
聞
き
ま
せ
ん
で
し
た
︵
笑
︶。
私
は
、
い
ま
で
も
そ
う
思
っ

て
い
ま
す
。
専
門
課
程
の
後
で
、
人
間
と
し
て
一
番
大
事
な
知

識
を
真
剣
に
学
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
そ
の
後
、

一
生
涯
、
一
人
ひ
と
り
が
知
を
磨
き
続
け
て
い
け
る
よ
う
に
し

て
い
く
。
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

　
﹁
知
識
と
知
恵
﹂
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
い

ま
申
し
上
げ
た
こ
と
で
は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
次
の
話

に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

３　

自
己
認
識
の
難
し
さ

　

次
が
第
三
の
段
階
で
、
自
己
認
識
、
自
己
知
で
す
。
ま
ず
、﹁
科

学
的
な
自
己
認
識
は
可
能
だ
ろ
う
か
﹂
と
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
科
学
は
一
番
確
実
な
、
役
に
立
つ
知
識
と

思
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
自
己
に
つ
い
て
も
科
学
的
に

知
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。
当
然
、
そ
う
考
え
ら
れ
て
も
お
か

し
く
な
い
わ
け
で
す
ね
。

　

人
間
科
学
、
つ
ま
り
﹁
サ
イ
エ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン

ネ
イ
チ
ャ
ー
﹂

─
﹁
人
間
性
の
科
学
﹂
と
申
し
ま
す
か
、
そ

れ
を
最
初
に
言
い
出
し
た
の
は
、
18
世
紀
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の

ヒ
ュ
ー
ム
︵D
avid H

um
e, 1711

︲76

︶
と
い
う
哲
学
者
で
す
。
経

験
主
義
者
、
時
と
し
て
懐
疑
主
義
者
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
﹃
人
間
本
性
の
研
究
︵
人
間
本
性
論
／
人
性
論
︶﹄

︵A Treatise of H
um

an N
ature, 1739

︶
と
い
う
書
物
の
中
で
、
人
類

が
こ
れ
ま
で
に
獲
得
し
て
き
た
知
識
で
一
番
優
れ
た
も
の
は
、

自
然
界
の
事
物
や
現
象
の
研
究
、
自
然
科
学
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

を
用
い
て
我
々
は
こ
れ
か
ら
人
間
性
を
研
究
す
べ
き
だ
と
言
っ

て
、﹁
人
間
科
学
﹂
と
い
う
こ
と
を
提
唱
し
ま
し
た
。

科
学
で
「
自
己
」
を
つ
か
め
る
か

　

で
は
、
そ
れ
以
来
、
人
間
科
学
に
よ
っ
て
自
己
自
身
、
人
間

自
身
も
徹
底
的
に
研
究
さ
れ
、
自
己
知
と
い
う
も
の
が
科
学
的

に
究
め
ら
れ
て
き
た
の
か
と
考
え
る
と
、
実
は
ヒ
ュ
ー
ム
自
身

が
﹁
科
学
的
に
は
自
己
は
つ
か
め
な
い
﹂
と
告
白
し
て
い
ま
す
。

彼
の
主
著
﹃
人
間
本
性
の
研
究
﹄
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
ま
す
。

　
﹁
哲
学
者
の
な
か
に
は
、﹃
自
己
﹄
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
、
わ

れ
わ
れ
は
い
つ
で
も
親
し
く
意
識
し
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
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る
者
が
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
存
在
、
お
よ
び
そ
の
存
在
の

持
続
を
わ
れ
わ
れ
は
感
じ
て
お
り
、
ま
た
、
自
己
の
完
全
な
同

一
性
、
完
全
な
単
純
性
に
つ
い
て
、
論
証
に
よ
る
明
証
性
以
上

に
確
信
し
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
﹂

　

と
こ
ろ
が
、
彼
自
身
の
見
解
は
ま
っ
た
く
否
定
的
で
す
。﹁
私

だ
け
に
つ
い
て
言
う
と
、
私
自
身

0

0

0

と
呼
ぶ
も
の
に
最
も
奥
深
く

入
り
込
ん
で
も
、
私
が
出
会
う
の
は
、い
つ
も
、
熱
さ
や
冷
た
さ
、

明
る
さ
や
暗
さ
、
愛
や
憎
し
み
、
快
や
苦
と
い
っ
た
、
あ
る
特

殊
な
知
覚
で
あ
る
。
ど
ん
な
と
き
で
も
、
知
覚
な
し
に
私
自
身

0

0

0

を
と
ら
え
る
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
ず
、
ま
た
、
知
覚
以
外
の

な
に
か
に
気
づ
く
こ
と
は
け
っ
し
て
あ
り
得
な
い
﹂

　

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
そ
こ
で
こ
う
結
論
し
ま
す
。﹁
人
間
と
は
、
思

い
も
つ
か
ぬ
速
さ
で
つ
ぎ
つ
ぎ
と
継
起
し
、
た
え
ず
変
化
し
、

動
き
続
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
覚
の
束
あ
る
い
は
集
合
に
ほ
か
な

ら
ぬ
﹂︵
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
﹃
人
性
論
﹄
中
央
公
論
新
社
、
土
岐
邦
夫
・

小
西
嘉
四
郎
訳
︶

　

人
間
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
様
々
な
﹁
知
覚
の
束
﹂
に
す

ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
自
分
自
身
を
観
察
し
よ
う
と
す
る
と
、

そ
こ
で
出
会
う
も
の
は
知
覚
の
束
で
あ
る

─
。
こ
の
ヒ
ュ
ー

稲垣氏は、トマス・アクィナスをはじめとする中世ヨーロッパ哲学研究の第一人者。『神学大全』翻
訳に対し毎日出版文化賞が、また『トマス・アクィナスの神学』『トマス・アクィナス 「存在（エッ
セ）」の形而上学』に対し和辻哲郎文化賞が贈られている
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ム
の
考
え
方
は
無
理
も
な
い
も
の
で
、
観
察
や
実
験
か
ら
始
め

て
、
科
学
的
に
も
の
ご
と
を
知
ろ
う
と
い
う
、
そ
の
視
線
を
自

分
自
身
に
向
け
た
場
合
に
、
そ
こ
で
出
会
う
も
の
は
、
や
は
り

ヒ
ュ
ー
ム
が
言
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ご
参
考
ま
で
に
、
少
し
補
足
し
て
申
し
ま
す
と
、
か
つ
て
聞

い
た
話
で
す
が
、
ド
イ
ツ
の
有
名
な
医
学
者
が
解
剖
学
の
講
義

中
に
﹁
私
は
、
こ
れ
ま
で
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
人
体
の
解
剖
に
立

ち
会
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
い
ま
だ
か
つ
て
霊
魂
と
い
う
内
臓

を
見
つ
け
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
﹂
と
言
い
放
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
先
生
は
一
体
、
ど
ん
な
も
の
を
見
つ
け
る
つ
も
り
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
と
、
非
常
に
面
白
い
話
で
す
ね
。
ま
た
、

か
つ
て
ガ
ガ
ー
リ
ン
と
い
う
宇
宙
飛
行
士
が
、﹁
私
は
宇
宙
ま
で

飛
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ど
こ
に
も
神
様
は
い
な
か
っ
た
﹂
と
誇
ら

し
げ
に
語
っ
た
そ
う
で
す
。
一
体
、
彼
は
ど
う
い
う
神
様
と
出

会
う
つ
も
り
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

　

と
も
あ
れ
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
科
学
的
な
方
法
で
は
自
己
に
は

出
会
え
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
﹁
自
己
﹂
と
い
う

も
の
が
あ
る
と
信
じ
て
生
活
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
自

己
と
の
出
会
い
は
科
学
的
な
方
法
で
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
ま

す
と
、
私
た
ち
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
よ
う
な
や
り
方
で
知
覚
の
束
に

出
会
わ
な
い
で
、﹁
自
己
﹂
を
ど
こ
か
で
認
識
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
が
こ
う
い
う
考
え
を
主
張
す
る
前
に
、
ヒ
ュ
ー
ム

に
先
立
っ
て
経
験
主
義
哲
学
の
基
礎
を
す
え
た
と
さ
れ
る
ジ
ョ

ン
・
ロ
ッ
ク
︵John Locke, 1632

︲1704

︶
が
主
著
﹃
人
間
知
性
論
﹄

︵An Essay C
oncerning H

um
an U

nderstanding

︶
で
提
起
し
た
問
題

が
あ
り
ま
す
。﹁
人
格
の
同
一
性
﹂
と
い
う
問
題
で
す
。
つ
ま
り
、

私
た
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
の
と
き
と
、
年
を
と
っ
て
か
ら
と
で
は
外

見
は
非
常
に
変
わ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
私
た
ち
が
同
じ
人

間
だ
と
い
う
そ
の
保
証
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題

で
す
。
ロ
ッ
ク
自
身
は
、
そ
の
答
は
記
憶
だ
と
し
ま
す
。
記
憶

と
い
う
も
の
は
ず
っ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
。
し
か
し
、
記
憶

が
そ
ん
な
に
頼
り
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
つ
な
が
っ
て
い
る
よ

う
で
、
途
切
れ
途
切
れ
の
記
憶
が
非
常
に
多
い
わ
け
で
す
。
記

憶
喪
失
や
、
も
の
忘
れ
が
ひ
ど
い
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
き
た

と
き
に
、
記
憶
で
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
証
で
き
る

の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
そ
れ
な
ら
、

記
憶
以
外
に
、
同
じ
人
間
だ
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
が
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あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
体
の
細
胞
は
、
あ
る
周
期
で
す
べ

て
入
れ
替
わ
る
と
言
う
け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
に
﹁
あ
ん
た
、
変

わ
っ
た
ね
﹂
と
言
わ
れ
て
も
、ど
こ
か
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

同
じ
人
物
と
さ
れ
る
。
そ
の
﹁
同
じ
自
己
﹂
と
は
何
な
の
か
。

「
私
」
と
い
う
代
名
詞
の
不
思
議

　

そ
の
問
題
を
、
実
は
20
世
紀
に
ア
メ
リ
カ
の
一
人
の
哲
学
者

の
著
書
が
蒸
し
返
し
ま
し
た
。
シ
ド
ニ
ー
・
シ
ュ
ー
メ
ー
カ
ー

︵Sydney Shoem
aker, 1931

︲
︶
の
﹃
自
己
知
と
自
己
同
一
性
﹄

︵Self-K
now

ledge and Self-Identity,  1963

︶
で
す
。
こ
の
著
者
が
考

案
し
た
奇
抜
な
人
格
同
一
性
の
事
例
が
評
判
を
呼
ん
で
、
１
９

６
０
年
代
の
初
め
か
ら
20
年
ぐ
ら
い
、
世
界
中
の
学
者
が
そ
の

問
題
に
つ
い
て
、
議
論
し
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
有
名
な
哲
学
者
エ
リ
ザ

ベ
ス
・
ア
ン
ス
コ
ム
︵G

. Elizabeth A
nscom

be, 1919

︲2001

︶
が

ひ
と
つ
の
論
文
を
書
い
て
、
論
争
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ
の
論

文
の
タ
イ
ト
ル
は
﹁The First Person

﹂

─
﹁
一
人
称
﹂
と
い

う
も
の
で
す
︵
１
９
７
５
年
︶。
短
い
論
文
で
す
が
、
こ
れ
が
ま
た

世
界
中
で
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
わ
け
で
す
。

　

ど
う
い
う
問
題
を
彼
女
が
持
ち
出
し
た
か
と
い
う
と
、
一
人

称
単
数
の
﹁
私
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
、
当
然
な
こ
と
と

し
て
、
そ
れ
が
指
し
示
し
て
い
る
も
の
が
何
か
あ
る
だ
ろ
う
と
、

私
た
ち
は
考
え
る
わ
け
で
す
。﹁
私
﹂
と
い
う
代
名
詞
、
そ
れ
は

ひ
と
つ
の
記
号
で
あ
り
、サ
イ
ン
で
す
か
ら
、
何
か
を
指
し
示
し
、

表
し
て
い
る
は
ず
だ
と
。
で
は
、
そ
れ
は
一
体
何
か
。﹁
私
﹂
と

い
う
言
葉
が
指
し
て
い
る
の
は
何
か
。

　

ア
ン
ス
コ
ム
は
、﹁﹃
私
﹄
は
指
示
表
現
で
は
な
い
﹂
と
言
い

ま
す
。
私
は
皆
さ
ん
に
対
し
て
﹁
私
﹂
と
言
い
ま
す
が
、
こ
の

言
葉
は
私
自
身
の
﹁
自
己
﹂
を
指
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
言
葉
に
よ
っ
て
皆
さ
ん
が
見
る
の
は
、
稲
垣
と
い
う
男
で
す
。

皆
さ
ん
方
は
第
三
者
と
し
て
私
の
外
見
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
っ
て
、
私
自
身
の
﹁
自
己
﹂
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る

と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
し
か
﹁
私
﹂
と
い
う
言
葉
は
指
せ
な
い

わ
け
で
す
。
私
に
と
っ
て
の
私
自
身
は
指
せ
な
い
の
で
す
。
何

だ
か
わ
か
ら
な
い
な
と
お
思
い
に
な
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
後
で
お
ひ
ま
な
と
き
に
考
え
て
見
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
論
文
が
論
争
を
呼
び
起
こ
し
ま
し
た
。﹁
私
﹂
と
い
う
言

葉
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
。
指
し
て
い
る
も
の
は
あ
る
の
か
。
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あ
る
と
し
た
ら
、
何
か
。
何
か
と
い
う
こ
と
を
確
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
こ
の
言
葉
で
﹁
私
自
身
﹂

を
表
す
こ
と
は
で
き
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
議
論
に
な
っ
て
、

何
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
、
論
争
は
終
わ
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
己
認
識
と
い
う
問
題
は
面
白
い
と
言
え
ば

面
白
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
難
し
い
問
題
で
す
。
こ
こ
で
ア
ン

ス
コ
ム
の
こ
の
論
文
の
話
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
私
た
ち
の
自

己
認
識
と
い
う
問
題
を
解
く
良
い
鍵
が
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
一
人
称
の
﹁
私
﹂
と

い
う
言
葉
は
、
そ
れ
を
用
い
て
い
る
私
自
身
の
存
在
、﹁
自
己
﹂

と
は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
を
理
解
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
鍵

だ
と
思
い
ま
す
。

　

他
の
す
べ
て
の
記
号
、サ
イ
ン
と
い
う
も
の
は
、
例
え
ば
、﹁
火

の
な
い
と
こ
ろ
に
煙
は
立
た
な
い
﹂
と
言
う
場
合
、
煙
が
立
つ

場
所
に
は
火
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、﹁
煙
﹂
は
﹁
火
﹂
の
サ
イ

ン
だ
と
い
う
言
い
方
が
で
き
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、﹁
記
号
︵
煙
︶﹂

と
﹁
そ
の
記
号
が
指
し
て
い
る
も
の
︵
火
︶﹂
と
は
違
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、﹁
私
﹂
と
い
う
記
号
は
特
別
の
記
号
で
あ
り
ま
し
て
、

﹁
私
﹂
と
い
う
記
号
と
別
の
何
か
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

私
自
身
に
立
ち
帰
っ
て
来
る
よ
う
な
記
号
で
す
。﹁
私
﹂
と
い
う

記
号
を
使
っ
て
い
る
私
と
、
そ
の
記
号
が
指
し
て
い
る
対
象
で

あ
る
私
と
は
区
別
さ
れ
ま
す
。
区
別
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
同
じ

も
の
で
す
。
区
別
が
あ
っ
て
同
じ
だ
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と

面
白
い
で
し
ょ
う
。
区
別
が
あ
れ
ば
別
の
も
の
で
は
な
い
か
と

考
え
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
が
﹁
私
﹂
と
い
う
言
葉
の
も

つ
非
常
に
特
別
な
性
格
で
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、﹁
私
﹂
と
言
っ
て
い
る
﹁
主
体
﹂
と
、

そ
こ
で
﹁
私
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
﹁
対
象
﹂
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。

区
別
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
同
じ
も
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
﹁
私
﹂

と
い
う
記
号
を
使
用
す
る
の
は
人
間
だ
け
で
し
ょ
う
ね
。
皆
さ

ん
が
飼
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ペ
ッ
ト
が
﹁
私
﹂
と
言
え
る
か
ど

う
か
。
非
常
に
あ
い
ま
い
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
精
神
的

な
存
在
だ
け
が
﹁
私
﹂
と
い
う
一
人
称
を
使
用
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
に
立
ち
帰
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
存
在
だ
け
が
﹁
私
﹂
と
言
え
ま
す
。

　

言
い
換
え
る
と
、
私
と
い
う
存
在
は
、
自
分
自
身
の
中
に
、

区
別
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
関
係
が
あ
り
ま
す
。
私
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は
そ
れ
を
あ
え
て
﹁
交
わ
り
﹂
と
言
い
た
い
の
で
す
。
区
別
が

あ
っ
て
、
な
お
か
つ
、
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
交
わ
り
で
す
。

﹁
私
﹂
は
他
の
い
ろ
い
ろ
な
も
の
と
交
わ
り
を
も
ち
ま
す
が
、
私

自
身
の
中
に
も
交
わ
り
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
自
分
自

身
に
立
ち
帰
る
と
い
う
構
造
、
関
係
が
私
に
は
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
が
、
精
神
的
な
存
在
の
特
徴
で
す
。

　

で
す
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
﹁
私
﹂﹁
自
己
﹂
と
い
う
よ
う
な

何
か
精
神
的
な
存
在
が
あ
る
と
い
う
、
形
而
上
学
の
よ
う
な
も

の
を
持
ち
出
す
の
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
反
対
論
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
反
対
論
に
は
有
力

な
拠
り
所
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
私
た

ち
は
日
常
、
自
分
を
振
り
返
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

﹁
自
分
に
打
ち
勝
つ
﹂
と
か
、﹁
自
分
に
誇
り
を
も
て
﹂
と
か
言

い
ま
す
。﹁
誇
り
を
も
つ
自
分
﹂
と
﹁
誇
り
を
も
た
れ
る
自
分
﹂

は
同
じ
自
分
で
す
が
、
区
別
さ
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
、
そ
れ
を

別
の
も
の
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
。﹁
自
己
に
勝
つ
﹂
と
言

う
と
き
に
﹁
勝
つ
私
﹂
と
﹁
敗
け
る
私
﹂
と
い
う
ふ
た
り
が
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹁
打
ち
勝
つ
自
己
﹂
と
﹁
打
ち
勝
た

れ
る
自
己
﹂
は
同
じ
﹁
私
﹂
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
面
白
い
特
徴

で
す
。
私
た
ち
は
日
常
の
言
葉
で
も
自
己
を
そ
う
い
う
仕
方
で

理
解
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
以
上
、
形
而
上
学

の
よ
う
な
や
や
こ
し
い
議
論
は
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ

う
い
う
反
対
論
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
私
た
ち
は
よ
く
﹁
自
己
紹
介
﹂
を
や
り
ま
す
ね
。

私
は
、
よ
く
﹁
自
己
の
紹
介
な
ん
て
で
き
な
い
よ
﹂
と
冗
談
を

言
い
ま
す
。﹁
大
体
、
私
と
い
う
言
葉
で
何
を
指
し
て
い
る
か
わ

か
る
か
ね
﹂
と
。
そ
も
そ
も
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
が
非
常
に

難
し
い
の
で
す
か
ら
、
自
己
の
紹
介
な
ん
て
、と
て
も
で
き
な
い
。

　

ま
あ
、
通
常
の
自
己
紹
介
で
、
私
が
私
自
身
に
つ
い
て
何
か

を
言
う
と
き
に
は
、
そ
こ
で
自
分
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
こ
と

は
本
当
だ
と
私
は
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

最
初
か
ら
嘘
を
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

﹁
私
は
何
々
で
す
﹂
と
自
己
紹
介
す
る
と
き
の
﹁
自
己
﹂
は
、
そ

の
レ
ベ
ル
の
自
己
で
す
。
そ
う
い
う
自
己
に
つ
い
て
の
知
識
な

ら
、
私
た
ち
は
皆
も
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
レ
ベ
ル
の
﹁
私
﹂
と
い
う
の
は
、
同
一
性
を
保
っ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
絶
え
ず
変
化
し
て
い
る
自
己
で
す
。
時
間
の
中

に
い
る
自
己
で
す
。
時
間
的
な
自
己
。
私
た
ち
は
よ
く
﹁
時
間
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が
流
れ
る
﹂
と
言
い
ま
す
。
私
た
ち
は
流
れ
る
時
間
の
中
で
生

き
て
い
る
。
こ
う
し
て
話
し
て
い
る
間
に
も
時
間
が
流
れ
ま
す
。

﹁
時
間
と
私
﹂
と
は
非
常
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。﹁
私
﹂

と
言
う
と
き
に
、
私
は
﹁
い
ま
の
私
﹂
を
意
識
し
て
い
て
、
自

己
に
は
﹁
い
ま
の
﹂
と
い
う
要
素
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
自
己
と
時
間
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、

ち
ょ
っ
と
極
端
で
す
が
、﹁
私
と
は
時
間
で
あ
る
﹂
と
言
っ
て
も

い
い
く
ら
い
で
す
。
時
間
の
中
で
、
あ
る
い
は
流
れ
る
時
間
の

中
で
私
が
生
き
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
自
己
と
は
時

間
の
こ
と
で
あ
り
、
時
間
と
は
自
己
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
﹁
時

間
と
自
己
﹂﹁
自
己
と
時
間
﹂
と
い
う
問
題
が
、
精
神
医
学
に
お

い
て
も
重
要
で
あ
り
、
精
神
に
い
ろ
い
ろ
な
異
常
を
き
た
す
場

合
に
は
、
こ
の
問
題
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
哲
学
的
に
も
﹁
時
間
と
自
己
﹂
と
い
う
の
は
大
変
面

白
い
問
題
で
す
。
物
理
学
者
は
、
時
間
と
い
う
も
の
を
過
去
、

現
在
、
未
来
と
分
け
て
、
直
線
の
よ
う
に
考
え
ま
す
ね
。
し
か
し
、

そ
れ
は
物
理
学
的
な
時
間
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る

時
間
と
は
だ
い
ぶ
違
う
わ
け
で
す
。
や
は
り
私
自
身
が
密
接
に

時
間
と
い
う
も
の
と
関
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

「
個
」
は
交
換
可
能
な
〝
部
分
〟、「
自
己
」
は
そ
う
で
は
な
い

　

私
た
ち
は
、
い
ま
こ
こ
で
絶
え
ず
変
化
し
ま
す
。
私
た
ち
が

生
き
て
い
る
世
界
も
絶
え
ず
変
化
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
生
き

て
い
る
私
も
変
化
し
て
い
る
。
自
己
紹
介
の
と
き
の
自
己
と
い

う
の
は
、
そ
う
い
う
﹁
変
化
す
る
自
己
﹂
で
あ
り
﹁
時
間
的
な

自
己
﹂
で
す
ね
。
私
が
20
年
前
に
紹
介
し
た
自
己
と
、
い
ま
紹

介
す
る
自
己
と
は
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。

　

で
も
、
自
己
と
い
う
の
は
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
人
間
は
た
だ
﹁
変
化
し
て
い
る
﹂
の
で
は
な
く
て
、﹁
旅

を
し
て
い
る
﹂
と
考
え
ま
す
。
知
識
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
旅

を
安
全
で
快
適
に
続
け
ら
れ
る
よ
う
助
け
て
く
れ
ま
す
。
し
か

し
、
そ
う
い
う
知
識
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
が
向

か
っ
て
い
る
の
は
ど
こ
な
の
か
。
人
間
の
真
の
目
的
は
何
な
の

か
。
本
当
の
幸
福
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
非
常

に
大
事
で
す
。
た
だ
旅
を
安
全
に
続
け
て
い
く
た
め
に
役
立
つ

知
識
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
大
き
な
戦
略
と
し
て
、
旅
の

目
的
地
は
ど
こ
な
の
か
、
本
当
に
い
ま
そ
こ
に
近
づ
い
て
い
る

の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
知
識
が
必
要
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
知
識
と
い
う
よ
り
も
、﹁
知
恵
﹂
と
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い
う
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
代
に
お
い
て
は
、
価
値
観
の
多
様
化
と
言
っ

て
、
幸
福
と
い
う
の
は
一
人
ひ
と
り
受
け
取
り
方
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
よ
い
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
学
生
た
ち

に
よ
く
言
っ
て
い
ま
す
。﹁
価
値
観
が
多
様
だ
と
い
う
の
は
、
非

常
に
危
な
い
よ
﹂
と
。
価
値
観
が
多
様
な
社
会
は
、
ば
ら
ば
ら

で
あ
っ
て
、
社
会
の
統
一
、
つ
ま
り
社
会
と
い
う
交
わ
り
そ
の

も
の
が
保
持
で
き
ま
せ
ん
。
価
値
が
一
致
し
な
け
れ
ば
私
た
ち

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
調
和
が
保
て
な
い
と
思
い
ま
す
。
現
実
に

価
値
観
が
多
様
で
あ
る
の
は
本
当
で
す
が
、
人
間
に
共
通
の
﹁
真

実
の
価
値
﹂
を
求
め
て
議
論
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
﹁
旅
す
る
自
己
﹂
と
い
う
も
の
は
、

あ
る
意
味
で
時
間
を
超
え
て
い
く
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま

す
。﹁
時
間
を
超
え
る
﹂
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
皆
さ

ん
方
が
私
に
お
尋
ね
に
な
る
な
ら
ば
、
私
は
﹁
知
ら
な
い
﹂
と

白
状
し
ま
す
。
で
も
、
私
た
ち
は
、
ど
こ
か
で
﹁
時
間
的
な
自

己
と
い
う
も
の
を
超
え
る
自
己
﹂
を
自
覚
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

時
間
的
な
自
己
よ
り
も
、
も
っ
と
深
い
、
時
間
を
超
え
る
よ
う

な
自
己
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
う
い
う
自
己
と
い
う
の
は
、
単
な
る
﹁
個
﹂
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
個
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
全
体
の
部
分
、
パ
ー
ト
で
す
。

い
く
ら
大
事
だ
と
言
っ
て
も
、
パ
ー
ト
で
あ
る
か
ぎ
り
、
入
れ

替
え
が
き
く
も
の
で
す
。
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
パ
ー
ト
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、﹁
自
己
﹂
と
い
う
の
は
、
他
の
人
で
入

れ
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
私
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

個
人
と
か
個
と
い
う
こ
と
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
﹁
私
﹂
と
い

う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、﹁
人
格
﹂
と
い
う
言

葉
を
そ
う
い
う
意
味
で
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
人
格
と
い
う

の
は
、
決
し
て
社
会
の
一
部
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
体
の
中

に
、
ひ
と
つ
の
人
格
を
埋
没
し
て
い
い
で
す
よ
と
は
言
え
ま
せ

ん
。
自
己
犠
牲
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
私
は
個
人
と
い
わ
れ
る
も
の
の
尊
重
や
個
性

の
重
視
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

４　

自
己
認
識
を
超
え
て

　

次
は
、
第
四
の
﹁
自
己
認
識
を
超
え
て
﹂
と
い
う
話
を
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
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自
己
認
識
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
自
己
知
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
言
う
べ
き
こ
と
が
残
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
が
、
ひ
と
つ
だ
け
補
足
し
て
お
き
ま
す
と
、
私
た
ち
が

自
分
の
知
性
、
精
神
を
働
か
せ
て
何
か
を
考
え
た
り
、
何
か
を

認
識
し
た
り
す
る
、
そ
の
と
き
に
直
接
に
精
神
を
働
か
せ
て
い

る
私
自
身
に
現
存
し
て
い
る
自
己
、
つ
ま
り
自
己
の
プ
レ
ゼ
ン

ス
が
あ
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
皆
さ
ん
方
が
何
か
お
考
え
に

な
る
と
き
に
は
、
必
ず
そ
こ
に
考
え
て
い
る
自
己
が
現
存
し
て

い
る
、
つ
ま
り
必
ず
自
己
は
そ
こ
に
現
存
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

デ
カ
ル
ト
の
﹁
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
︵C
ogito ergo sum

︶﹂

─
﹁
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
﹂
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意

味
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
言
い
た
い
の
は
、
そ
れ
は
確
か
だ
け
れ
ど
も
、
で
は
、

そ
の
﹁
我
﹂
と
は
何
で
あ
る
か
、
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ

い
て
は
、
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
自
己
と
い
う
も

の
の
存
在
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
意
識
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ

の
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
。

　

自
己
は
単
な
る
パ
ー
ト
で
は
な
く
て
全
体
で
あ
る
と
言
い
ま

し
た
。
皆
さ
ん
方
は
私
を
問
い
詰
め
て
、﹁
自
己
が
全
体
で
あ
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
﹂
と
お
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
実
は
、

私
た
ち
の
﹁
知
る
﹂
と
い
う
働
き
は
、
あ
る
意
味
で
、
そ
れ
に

よ
っ
て
全
体
と
一
致
す
る
よ
う
な
働
き
を
も
っ
て
い
ま
す
。
私

た
ち
は
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
と
一

致
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
知
る
と
い
う
働
き
は
、
そ
ん
な
に
も

素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。
宇
宙
全
体
が
広
い
と
言
っ
て
も
、
私

た
ち
の
知
る
と
い
う
働
き
は
、
そ
の
全
体
を
包
む
よ
う
な
そ
う

い
う
力
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
誰
で
も
﹁
自
己
の
精
神
を
働
か
せ
て

い
る
か
ぎ
り
、
自
己
と
い
う
も
の
が
確
実
に
あ
る
﹂
と
い
う
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
実
は
、﹁
自
己
が
何
で
あ
る
か
﹂

と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ま
っ
た

く
知
ら
な
い
。
そ
う
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私

た
ち
は
、
自
己
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
﹁
無
知
﹂
な
の
で
す
。

　
﹁
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
俺
は
俺
の
こ
と
を
知
っ
て
い

る
よ
。
他
の
誰
よ
り
も
俺
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
よ
﹂、
そ
う
い

う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
り
た
い
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
は
自
己
紹
介
的
な
自
己
で
あ
り
ま
し
て
、
自
己
を
本
当
に

知
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
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自
己
を
知
る
「
場
所
」
と
し
て
の
宗
教

　

ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
こ
こ
が
私
の
話
の
も
う
ひ
と
つ
の

ポ
イ
ン
ト
で
す
が
、
私
た
ち
が
自
己
と
い
う
も
の
を
知
る
た
め

に
は
、
私
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
﹁
場
所
﹂、
あ
る
い
は
私
と

い
う
も
の
が
そ
こ
で
と
ら
え
ら
れ
る
そ
の
﹁
場
所
﹂
と
い
う
も

の
が
必
要
で
す
が
、
現
代
の
我
々
は
、
そ
の
場
所
の
感
覚
を
失

っ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
す
。

　

現
代
は
あ
る
意
味
で
科
学
が
主
流
で
あ
り
、
裏
か
ら
言
い
ま

す
と
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
閉
め
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
か

つ
て
西
洋
で
は
哲
学
と
神
学
が
結
び
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
学
問

で
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
人
間
の
理
性
が
信
仰
と
結
び
つ

い
て
働
い
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、

近
代
は
﹁
信
仰
と
か
、
神
学
な
ど
要
ら
な
い
。
人
間
が
す
べ
て

を
理
性
と
経
験
に
基
づ
い
て
や
っ
て
い
く
の
だ
﹂
と
し
ま
す
。

こ
れ
が
近
代
の
ひ
と
つ
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
面
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

非
常
に
問
題
な
の
は
、
神
学
と
か
信
仰

─
﹁
宗
教
﹂
と
言
い

か
え
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が

─
そ
れ
を
、
私
た
ち
が
理
性

的
な
立
場
だ
け
で
批
判
し
て
排
除
し
て
し
ま
う
と
、
本
当
に
大

事
な
こ
と
を
知
る
た
め
の
﹁
場
所
﹂
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

つ
ま
り
、
私
た
ち
が
自
己
を
知
ろ
う
と
し
て
も
、
こ
の
﹁
変

化
す
る
世
界
﹂
の
中
で
、﹁
不
変
の
自
己
﹂
を
と
ら
え
る
こ
と
は

非
常
に
難
し
い
わ
け
で
す
。
自
己
を
と
ら
え
る
た
め
の
場
所
と

い
う
の
は
、
実
は
宗
教
的
な
世
界
で
す
。
そ
れ
が
、
近
代
で
は

科
学
と
か
理
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、

私
た
ち
が
﹁
自
己
認
識
﹂
す
る
た
め
の
場
所
、
自
己
を
ち
ゃ
ん

と
知
る
た
め
の
場
所
が
非
常
に
小
さ
く
弱
く
な
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。

　

私
た
ち
は
精
神
的
な
存
在
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。
キ
リ

ス
ト
教
的
に
言
え
ば
、
神
と
か
天
使
た
ち
と
か
と
﹁
交
わ
り
な

が
ら
﹂
生
き
て
い
る
、
存
在
し
て
い
ま
す
。
人
間
を
超
え
る
よ

う
な
力

─
仏
教
者
の
皆
様
に
と
っ
て
は
仏
法
と
言
っ
て
も
い

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
も
の
が
支
配
し
て
い
る
世

界
で
こ
そ
、
私
た
ち
は
一
番
深
い
意
味
で
人
間
と
し
て
存
在
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
か
つ
て
私
た
ち
は
、
そ
う
い
う
世
界
で
自

己
を
認
識
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
ま
は
そ
の
場
所
が
失

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
も
っ
と
く
わ
し
く
申
し
上
げ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
く
ら
い
に
し
て
お
き
ま
す
。
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宗
教
を
閉
め
出
し
た
結
果
と
し
て
、
自
己
認
識
の
場
所
が
な

く
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
が
出
て
ま

い
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
﹁
も
の
を
知
る
﹂
能
力
自

体
が
大
き
な
支
え
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
代
で
は
、

宗
教
を
大
事
に
す
る
と
口
で
は
言
い
な
が
ら
、
人
間
に
と
っ
て

一
番
大
事
な
価
値
を
考
え
た
り
、
幸
福
と
は
何
か
を
考
え
る

と
き
に
、
宗
教
と
い
う
世
界
を
置
き
去
り
に
し
て
、
人
間
的

な
価
値
観
だ
け
で
考
え
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
が
そ
う
い
う
大
事
な
こ
と
を
考
え
る
と
き

に
、
そ
れ
を
助
け
て
く
れ
る
力
は
、﹁
人
間
の
力
を
超
え
る
世
界
﹂

か
ら
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
何
か
神
話
的
な
こ

と
を
言
っ
て
い
る
と
お
考
え
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
通

常
の
知
識
を
超
え
る
よ
う
な
、
人
間
に
と
っ
て
は
あ
る
意
味
で

は
知
ら
れ
ざ
る
世
界
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
世
界
に

つ
い
て
の
何
ら
か
の
教
え
と
い
う
も
の
が
私
た
ち
に
は
与
え
ら

れ
て
お
り
、
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
宗
教
と
私
た
ち
が
呼
ん
で

い
る
も
の
は
、
本
当
は
そ
う
い
う
も
の
が
中
心
で
は
な
い
か
と

考
え
ま
す
。

　

私
た
ち
が
自
己
を
本
当
に
知
る
た
め
に
は
、
あ
る
い
は
人
間

に
と
っ
て
真
実
の
幸
福
を
知
る
た
め
に
は
、﹁
自
己
を
超
え

て
﹂
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
た
の
は
、

そ
う
い
う
意
味
で
す
。
人
間
の
﹁
知
恵
﹂
と
言
う
と
言
い
す
ぎ

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人
知
を
超
え
る
よ
う
な
世
界
に
つ
い
て

の
知
識
を
、
私
た
ち
は
宗
教
か
ら
い
た
だ
く
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
自
己
を
超
え
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
道
元
の
自
己
探
求

　

例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
家
の
中
で
非
常
に
大
事
な
位

置
を
占
め
て
い
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
い
う
紀
元
４
世
紀
の

人
物
が
い
ま
す
。
北
ア
フ
リ
カ
の
人
で
す
。
彼
は
﹁
私
が
知
り

た
い
の
は
、
神
様
と
私
の
魂
だ
け
で
あ
る
﹂︵﹃
ソ
リ
ロ
キ
ア
︵
独

語
録
︶﹄
１
・
２
・
７
︶
と
言
い
ま
し
た
。
そ
の
﹁
神
と
魂
の
探
求
﹂

を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
自
己
に
立
ち
帰
る
こ
と
か
ら
始
め
た

の
で
す
。
そ
こ
か
ら
、﹁
自
己
﹂
と
い
う
も
の
を
手
が
か
り
に
、

人
間
を
超
え
る
よ
う
な
永
遠
の
真
理
そ
の
も
の
に
向
か
っ
て
行

き
ま
し
た
。
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真
実
の
自
己
を
求
め
て
徹
底
的
に
探
求
し
て
い
く
、
そ
こ
に

は
や
は
り
自
己
を
超
え
て
い
く
と
こ
ろ
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ

は
仏
教
に
お
い
て
も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
と
か

道
元
の
著
作
は
私
に
と
っ
て
大
事
な
も
の
で
、
折
に
触
れ
て
読

み
ま
す
。
例
え
ば
、
道
元
の﹃
正
法
眼
蔵
﹄の
最
初
に﹁
現げ

ん

成じ
ょ
う

公こ
う

案あ
ん

﹂
と
い
う
章
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
﹁
仏
道
を
な
ら
ふ
と

い
ふ
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
な
り
。
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、

自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自
己
を
わ
す
る
る
と
い
ふ
は
、
万
法

に
証
せ
ら
る
る
な
り
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
﹁
仏
道
﹂
と
は
﹁
真
実
の
自
己
の
探
求
﹂
で
あ
り
、
自
己
の
探

求
と
は
﹁
自
己
を
忘
れ
る
﹂
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ

の
﹁
自
己
を
忘
れ
る
﹂
と
は
、
自
己
を
放
っ
て
お
く
、
忘
却
の

淵
に
置
い
て
お
く
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
や
は
り
﹁
自
己

を
超
え
て
い
く
﹂
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
自
己
を
超
え

て
、
よ
り
根
本
的
な
も
の
に
迫
っ
て
い
く
。
そ
の
根
本
的
な
も

の
を
、
道
元
は
﹁
万
法
﹂
と
呼
ん
だ
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
先
は
私
の
き
ょ
う
の
話
の
結
論
に
な
り
ま
す

が
、
私
た
ち
が
真
実
の
自
己
と
い
う
も
の
を
求
め
、
そ
れ
を
超

え
て
真
実
そ
の
も
の
へ
と
進
ん
で
い
く
、
そ
の
知
恵
の
探
求
に

関
す
る
か
ぎ
り
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
深
く
一
致
す
る
と

私
は
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
言
う
の
は
、

表
面
的
な
キ
リ
ス
ト
教
理
解
で
す
。
キ
リ
ス
ト
信
仰
を
本
当
に

遡
っ
て
考
え
ま
す
と
、﹃
正
法
眼
蔵
﹄
で
道
元
が
言
っ
た
よ
う

に
﹁
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
﹂、
こ

う
い
う
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
で
も
ち
ゃ
ん
と
大
事
に
し
て

い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
知
恵
の
探
求
と
い
う
面
で
見
て
み
る
と
、
仏
教

と
キ
リ
ス
ト
教
は
非
常
に
深
く
一
致
す
る
と
い
う
の
が
私
の
信

念
で
ご
ざ
い
ま
す
。

５　

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
へ

　

で
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
違
う
の

か
。
あ
る
い
は
、
両
者
が
対
話
す
る
必
要
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
最
後
に
一
言
申
し
上
げ
て
話
を
閉
じ

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、﹁
知
恵
の
探
求
と
宗
教
﹂
と
い
う

結
び
の
話
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

い
ま
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、﹁
知
恵
の
探
求
﹂
と
い
う
側
面
で

見
る
か
ぎ
り
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
完
全
に
一
致
す
る
と
言
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っ
て
も
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
ど
こ
が
違

う
か
と
い
う
と
、
仏
教
は
本
質
的
に
﹁
悟
り
の
宗
教
﹂
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
﹁
信
仰
の
宗
教
﹂
で
あ
る
と
い

う
と
こ
ろ
が
根
本
的
な
相
違
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
い
う
考
え
に
対
し
て
は
、
す
ぐ
に
﹁
違
う
。
そ
う
で
は

な
い
。
仏
教
も
信
仰
を
大
事
に
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
親
鸞

上
人
は
阿
弥
陀
如
来
を
全
面
的
に
無
条
件
に
信
じ
る
ほ
か
な
い

と
言
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
こ
そ
、
信
仰
が
す
べ
て
だ

と
言
っ
て
お
ら
れ
る
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
よ
う
な
反
論
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
悟
り
と
い
う
こ

と
を
大
事
に
し
た
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
た
い
て
い
が
異
端
と

し
て
排
斥
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
知
恵
の
大
事
さ
を
説
い
て
、

信
仰
は
幼
稚
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
う
﹁
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
﹂
が

そ
の
代
表
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
切
り
離
せ
な
い
く
ら
い

昔
か
ら
あ
る
考
え
方
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
﹁
幼
子
の
よ
う
に
﹂
と

よ
く
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
単
な
る
譬
え
で
は
な
く
て
、
人
間
は
、

こ
と
宗
教
に
関
す
る
か
ぎ
り
幼
子
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
先
生
に

す
べ
て
教
え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ

が
信
仰
で
す
。
信
じ
な
け
れ
ば
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
が

成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
生
徒
が
先
生
の
言
う
こ
と
を
、
皆
﹁
お
か

し
い
﹂
と
考
え
て
い
た
ら
、
教
え
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
信
仰

と
い
う
の
は
、
教
え
る
こ
と
が
成
り
立
つ
根
本
で
す
。
だ
か
ら
、

キ
リ
ス
ト
教
で
は
﹁
幼
子
の
よ
う
に
﹂
と
言
い
ま
す
。
教
え
て

く
だ
さ
る
神
様
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
知

恵
を
も
ち
ろ
ん
大
事
に
し
て
、
そ
れ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
基
本
は
﹁
信
仰
﹂
で
あ
る
。
仏
教
で
も
信
仰
は
大
事
に

し
ま
す
が
、
普
通
は
や
は
り
﹁
幼
子
の
よ
う
な
幼
稚
な
こ
と
で

は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
そ
う
い
う
迷
っ
た
状
態
か
ら
脱
却
し
て
、

悟
る
こ
と
が
必
要
で
す
よ
﹂
と
い
う
の
が
仏
教
の
教
え
の
基
本

だ
と
私
は
感
じ
た
わ
け
で
す
。

　

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
こ
の
地
上
で
旅
す
る
状
態
に
人
間
が
と

ど
ま
る
か
ぎ
り
、
信
仰
が
す
べ
て
で
あ
る
と
し
ま
す
。
皆
、﹁
教

え
て
い
た
だ
く
﹂こ
と
に
徹
す
る
わ
け
で
す
。仏
教
は
、﹁
無
知
と

迷
い
の
中
に
沈
ん
で
い
て
は
い
け
な
い
。
そ
こ
に
い
つ
ま
で
も

ま
ど
ろ
ん
で
い
て
は
い
け
な
い
。
迷
い
か
ら
自
分
で
目
覚
め
て
、

い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
悟
り
に
達
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
﹂

と
い
う
こ
と
を
大
事
に
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
面
を
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﹁
悟
り
の
宗
教
﹂
と
表
現
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。

プ
ロ
セ
ス
神
学
の
「
成
り
つ
つ
あ
る
神
」

　

で
は
、
そ
う
い
う
違
い
を
認
め
た
上
で
、
私
た
ち
は
ど
う
し

た
ら
い
い
か
。
ど
う
い
う
対
応
を
試
み
た
ら
い
い
か
。
お
そ
ら

く
、
多
く
の
方
が
こ
の
対
立
、
違
い
と
い
う
も
の
を
、
対
立
の

ま
ま
に
放
置
し
て
お
か
な
い
で
、
何
ら
か
の
仕
方
で
そ
れ
を
総

合
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
総
合
の
試
み
と
い
う
の
は
、
ず
っ
と
昔
か
ら
あ
り

ま
し
て
、
20
世
紀
の
例
で
申
し
ま
す
と
、
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
の
神
学
者
の
間
で
﹁
プ
ロ
セ
ス
神
学
﹂
と
い
う
も
の
が
一
時
、

盛
ん
に
唱
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
の
は
、

神
様
は
絶
対
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
て
、
神
様
は
神
様
に

成
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
教
え
で
す
。
神
様
は
遠
く
離
れ

て
超
越
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
苦
し
み
と
か
、
悩

み
と
一
緒
に
あ
っ
て
、
と
も
ど
も
に
神
に
成
っ
て
い
く
、
そ
う

い
う
神
な
の
だ
と
教
え
る
。
こ
れ
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
い
う

哲
学
者
の
哲
学
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
ま
す
。
彼
は
、
リ
ア
リ

テ
ィ
、
究
極
の
実
在
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
実
体
を
も

つ
固
定
し
た
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
成
り
つ
つ
あ
る
生

成
の
プ
ロ
セ
ス
だ
と
い
う
の
で
す
。

　
﹁
プ
ロ
セ
ス
神
学
﹂
で
は
、
神
は
絶
対
的
に
超
越
し
て
あ
る
の

で
は
な
く
て
、
成
り
つ
つ
あ
る
神
で
あ
る
と
し
ま
す
。
神
は
万

物
を
無
か
ら
創
造
し
た
の
で
は
な
く
て
、
神
は
世
界
を
創
造
し

た
可
能
性
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
神
は
自
分
が
創
造
し

た
と
さ
れ
る
世
界
に
実
存
し
続
け
て
い
る
。
混
沌
か
ら
秩
序
へ

と
、
生
成
す
る
世
界
と
と
も
に
成
り
つ
つ
あ
る
神
だ
と
考
え
る

わ
け
で
す
。
世
の
中
に
超
越
し
て
存
在
す
る
神
で
は
な
く
、
人

間
と
一
緒
に
苦
し
ん
で
、
一
緒
に
悩
み
を
分
か
ち
合
う
、
そ
う

い
う
神
で
あ
る
と
し
ま
す
。
日
本
の
仏
教
哲
学
者
で
、﹁
あ
っ
、

こ
れ
は
非
常
に
仏
教
に
近
い
﹂
と
言
う
人
も
あ
り
ま
す
。

　

私
も
若
い
と
き
に
﹁
プ
ロ
セ
ス
哲
学
﹂
を
説
く
ホ
ワ
イ
ト
ヘ

ッ
ド
に
非
常
に
惹
か
れ
ま
し
た
。﹃
プ
ロ
セ
ス
・
ア
ン
ド
・
リ
ア

リ
テ
ィ
﹄︵Process and Reality, 1929

︶
と
い
う
書
物
を
読
む
う
ち

に
、﹁
あ
あ
、
こ
れ
は
う
か
う
か
し
て
い
た
ら
、
こ
ち
ら
の
ほ
う

に
引
っ
張
ら
れ
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
の
信
仰
を
失
う
か

も
し
れ
な
い
﹂
と
さ
え
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
魅
力
の
あ
る

哲
学
者
で
す
。
も
と
も
と
数
学
者
・
科
学
者
と
し
て
世
界
的
に
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有
名
で
し
た
が
、
60
歳
過
ぎ
て
か
ら
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ

に
渡
っ
て
哲
学
者
と
し
て
活
動
し
た
方
で
す
。
非
常
に
す
ご
い

方
だ
と
思
い
ま
す
。

滝
沢
克
己
の
「
神
人
学
の
企
て
」

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
私
に
と
っ
て
身
近
な
例
で
す
が
、
私
が
九

州
大
学
に
来
た
と
き
に
、
大
学
は
大
荒
れ
し
て
お
り
ま
し
た
。

私
は
哲
学
の
教
師
と
し
て
来
た
の
で
す
が
、
倫
理
学
を
担
当
す

る
先
生
が
い
な
く
て
、
倫
理
学
の
講
座
も
担
当
し
ま
し
た
。
九

州
大
学
で
、
か
つ
て
そ
の
倫
理
学
の
教
授
を
し
て
お
ら
れ
た
滝

沢
克
己
と
い
う
人
が
い
ま
す
︵
１
９
７
０
年
辞
職
︶。﹁
仏
教
と
キ

リ
ス
ト
教
と
の
一
致
点
﹂
を
探
究
さ
れ
た
方
で
す
。
滝
沢
先
生

の
出
発
点
は
西
田
哲
学
で
あ
り
ま
し
て
、
西
田
幾
多
郎
の
哲
学

を
あ
る
時
期
、
滝
沢
先
生
は
非
常
に
深
く
研
究
さ
れ
た
。
そ
し

て
西
田
哲
学
論
︵﹃
西
田
哲
学
の
根
本
問
題
﹄︶
を
書
か
れ
た
。
そ
れ

を
西
田
先
生
が
読
ん
で
、﹁
あ
あ
、
こ
れ
ほ
ど
私
を
理
解
し
た
人

は
誰
も
い
な
か
っ
た
﹂
と
言
っ
て
、
う
れ
し
泣
き
さ
れ
た
そ
う

で
す
。

　

滝
沢
先
生
は
西
田
哲
学
が
出
発
点
で
す
の
で
、
先
生
の
キ
リ

ス
ト
教
の
理
解
に
も
そ
の
影
響
が
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
師
事
さ
れ
た
神
学
者
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
先
生
と
も
考

え
方
の
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
点
な
の

で
す
が
、
ひ
と
つ
だ
け
申
し
上
げ
ま
す
と
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト

教
に
と
っ
て
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
神
様
が
人
間
と
一
緒
に
い

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
信
仰
だ
と
思
い
ま
す
。﹁
神
、
我
ら

と
共
に
ま
し
ま
す
﹂
で
す
。
し
か
し
滝
沢
先
生
は
、
そ
う
い
う

こ
と
は
何
も
キ
リ
ス
ト
教
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
人
間

だ
れ
し
も
心
の
底
で
そ
う
い
う
事
態
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
自
覚
し
さ
え
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
で
な
く
と
も

神
と
一
体
に
な
れ
る
の
だ
と
い
う
信
念
を
も
た
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。

　

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
や
は
り
、
イ
エ
ス
が
そ
れ
を
教

え
た
の
で
あ
り
、
イ
エ
ス
か
ら
、
こ
れ
は
始
ま
る
の
だ
と
考
え

ま
す
。
そ
こ
で
、
一
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
滝
沢
先
生
は
バ
ル
ト

先
生
に
﹁
あ
な
た
の
考
え
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
の
で
は
な
い

か
﹂
と
批
判
な
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
バ
ル
ト
さ
ん
は
﹁
い
や
、

滝
沢
さ
ん
、
あ
な
た
の
考
え
は
キ
リ
ス
ト
教
的
で
は
な
い
﹂
と

言
っ
た
。
そ
う
い
う
方
で
す
。
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１
９
８
４
年
、
滝
沢
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
る
２
か
月
前
に
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
か
ら
名
誉
学
位
授
与
の
通
知
を
受
け
ら

れ
ま
し
た
。
福
岡
で
行
わ
れ
た
授
与
式
に
は
出
席
で
き
な
か
っ

た
わ
け
で
す
が
、
用
意
さ
れ
た
記
念
講
演
の
原
稿
は
﹁
純
粋
神

人
学
﹂
と
い
う
も
の
で
し
た
︵﹁
神
学
と
人
間
学

─
矛
盾
か
。
純
粋

神
人
学
の
企
て
。
序
論
的
粗
描
﹂︶。
つ
ま
り
、
神
学
で
も
な
い
、
人

間
学
で
も
な
い
、﹁
神
人
学
﹂
と
い
う
こ
と
を
滝
沢
先
生
は
考
え

て
お
ら
れ
た
。
未
完
成
の
ま
ま
先
生
は
逝
か
れ
た
わ
け
で
す
が
、

こ
こ
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
一
致
を
求
め
る
努
力
が
込

め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
例
が
私
の
身
近
に
も
ご
ざ
い

ま
す
。

　

私
自
身
は
、﹁
知
恵
の
探
求
﹂
と
し
て
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
は
根
本
的
に
一
致
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
観
点
で
す
。

　

そ
の
上
で
、
私
は
キ
リ
ス
ト
に
従
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
思

っ
て
い
ま
す
の
で
、
キ
リ
ス
ト
信
仰
に
基
づ
く
﹁
知
恵
の
探
求
﹂

に
い
ま
一
層
専
念
し
て
、
そ
れ
を
通
し
て
、
仏
教
思
想
に
よ
っ

て
根
本
的
に
影
響
を
受
け
、
形
成
さ
れ
て
い
る
日
本
文
化
と
い

う
も
の
の
更
な
る
成
熟
に
、
何
か
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
、﹁
仏
教

と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
﹂
に
も
何
ら
か
の
貢
献
が
で
き
る
の
で

あ
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
り
ま
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

︵
い
な
が
き　

り
ょ
う
す
け
／
九
州
大
学
名
誉
教
授
︶


