
後
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
働
く
こ
と
と
彼
と
い
う
名
の
個
物

│
│
決
済
さ
れ
て
い
た
後
期
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
の
問
題
│
│

山

形

賴

洋

は

じ

め

に

西
田
は
そ
の
後
期
思
想
に
お
い
て
、「
働
く
こ
と
は
見
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
う
。
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
彼
の
最
後
の
著
作
に
お
い
て

「
見
る
も
の
は
見
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
西
田
に
お
い
て
も
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
伝
統
的
な
主

観
と
客
観
と
の
対
立
を
克
服
す
る
努
力
の
中
で
発
せ
ら
れ
た
。
西
田
は
、
行
為
的
直
観
と
い
う
彼
独
自
の
概
念
に
よ
っ
て
こ
の
対
立
の
克

服
を
目
指
し
た
。
そ
の
行
為
的
直
観
の
内
容
を
言
い
表
し
た
も
の
が
「
働
く
こ
と
は
見
る
こ
と
で
あ
る
」
に
他
な
ら
な
い
が
、
行
為
的
直

観
は
ま
た
、
弁
証
法
的
一
般
者
の
独
特
の
限
定
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
。
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の

と
を
媒
介
し
て
交
換
可
能
な
も
の
と
す
る
「
肉
」
と
い
う
、
い
わ
ば
、
存
在
論
的
元
素
を
構
想
す
る
。

こ
こ
で
試
み
ら
れ
る
の
は
、
後
期
西
田
と
後
期
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
と
の
比
較
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
西
田
を
後
期
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ

に
近
づ
け
る
こ
と
で
、
彼
の
哲
学
を
「
正
当
化
」
す
る
こ
と
で
も
、
あ
る
い
は
、「
通
俗
化
」
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ

の
『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
の
肉
の
概
念
を
踏
み
台
に
し
て
、
後
期
西
田
の
絶
対
無
に
基
づ
く
絶
対
弁
証
法
の
展
開
す
る
行
為
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の
世
界
に
分
け
入
ろ
う
と
す
る
の
が
わ
れ
わ
れ
の
企
て
で
あ
る
。
西
田
の
世
界
か
ら
言
え
ば
、
後
期
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
の
世
界
は
、
一

地
方
に
過
ぎ
な
い
。
部
分
的
な
風
景
に
過
ぎ
な
い
。
行
為
的
直
観
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
知
覚
の
世
界
に
過
ぎ
な
い
。
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ

に
と
っ
て
昇
華
さ
れ
た
肉
に
他
な
ら
な
い
言
語
の
肉
を
生
地
と
す
る
意
味
の
世
界
に
し
て
も
、
行
為
的
直
観
の
否
定
と
し
て
行
為
的
直
観

を
必
然
的
に
縁
取
る
縁
暈
と
し
て
の
表
現
の
世
界
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。

と
は
言
う
も
の
の
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
の
肉
の
概
念
と
西
田
の
弁
証
的
一
般
者
と
は
、
解
決
す
べ
き
共
通
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。

そ
の
共
通
の
課
題
と
は
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
は
、
見
る
も
の
で
あ
る
主
観
と
見
え
る
も
の
で
あ
る
客
観
と
を
媒
介
す
る
も
の

は
何
か
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
西
田
に
と
っ
て
は
、
個
物
で
あ
る
主
観
は
い
か
に
し
て
他
の
個
物
で
あ
る
客
観
に
働
き
、
ま
た
、
働
き
か

け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
西
田
の
言
葉
で
言
え
ば
、
媒
介
の
問
題
で
あ
る
。
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
は
、

見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
を
媒
介
し
て
知
覚
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
は
何
か
。
西
田
に
と
っ
て
は
、
主
観
と
客
観
と
を
媒
介
し
て
、

主
観
が
環
境
に
働
き
か
け
環
境
が
主
観
に
働
く
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。
さ
ら
に
西
田
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
私
が
生

ま
れ
死
ん
で
い
く
こ
の
世
界
と
私
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
そ
れ
は
、
お
互
い
に
外
的
に
対
立
す
る
認

識
主
観
と
認
識
対
象
と
の
関
係
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。

１.

見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
可
逆
性
と
し
て
の
肉
の
概
念

見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
間
に
は
、
あ
る
い
は
も
っ
と
一
般
的
に
言
っ
て
、
知
覚
す
る
も
の
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
の
間
に
は
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
予
定
調
和
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
の
中
で
言
う
。
た
と

え
ば
、
柔
ら
か
い
布
地
を
触
る
手
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
布
地
の
組
成
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
運
動
す
る
。
見
る
と
い
う
作
用
は
、
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メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
ま
な
ざ
し
に
よ
る
触
診
に
他
な
ら
な
い
。
視
覚
を
盲
人
の
杖
に
よ
る
対
象
の
探
索
に
た
と
え
た
デ
カ
ル

ト
を
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
引
き
継
ぐ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
触
角
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
、
視
覚
に
つ
い
て
も
妥
当
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
極
端
に
言
え
ば
、『
知
覚
の
現
象
学
』
の
ど
こ
か
で
彼
が
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
物
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る

か
ら
我
々
は
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
対
象
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
て
、
反
対
に
、
我
々
が
そ
の
物
を
ひ
と
つ
の
物
を
見
よ
う
と
す
る
か
ら
ひ

と
つ
の
対
象
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
間
に
あ
る
こ
の
予
定
調
和
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
そ
れ
は
、
見
る
も
の
が
同
時
に
見
え
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
成
立
す
る
と
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
説
明
す
る
。
ま
ず
何
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
、
見
る
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
私
の
手
は
も
の
を
触
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
、
私
の
別
の
手
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
他
人
の
手
に

よ
っ
て
、
触
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
同
じ
こ
と
は
、
見
る
も
の
で
あ
る
私
の
身
体
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
見
え
る
も
の
で
あ
る
知

覚
的
世
界
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
画
家
の
経
験
が
教
え
る
よ
う
に
、
世
界
は
単
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
見

て
い
る
わ
れ
わ
れ
を
逆
に
見
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
⑴
。

見
る
も
の
は
同
時
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
感
覚
す
る
も
の
は
同
時
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
間

に
あ
る
こ
の
可
逆
性
を
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
肉
と
定
義
す
る
。
こ
の
肉
の
可
逆
性
に
よ
っ
て
、
知
覚
は
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
身
体

に
限
っ
て
言
え
ば
、
身
体
が
見
る
も
の
と
し
て
現
象
的
身
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
見
え
る
も
の
と
し
て
対
象
的
身
体
で
も
あ
る
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
知
覚
は
成
立
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
、
現
象
的
身
体
は
、
自
分
を
対
象
的
身
体
と
し
て
外
に
、
世
界
の
中
に
、

世
界
の
中
の
ひ
と
つ
の
対
象
と
し
て
見
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
見
る
も
の
が
同
時
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
見
え
る

も
の
も
同
時
に
見
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
対
象
的
身
体
が
今
度
は
現
象
的
身
体
と
な
っ
て
、
現
象
的
身
体
を
逆
に
対
象
的
身
体
と
し

て
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
見
る
も
の
が
見
え
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
見
え
る
も
の
が
ま
た
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同
時
に
見
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
の
事
実
を
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
「
根
本
的
ナ
ル
シ
シ
ス
ム
」⑵
と
名
づ
け
る
。
身
体
に
つ
い
て
言

わ
れ
た
根
本
的
ナ
ル
シ
シ
ス
ム
は
、
身
体
を
越
え
て
、
見
え
る
も
の
全
体
に
一
般
化
さ
れ
て
、「
即
自
の
可
視
性
」（V

isible
en

soi

）、

「
即
自
の
触
知
性
」（Tansible

en
soi

）
と
定
義
さ
れ
る
。「
こ
の
可
視
性
、
即
自
的
に
感
覚
的
な
も
の
の
こ
の
一
般
性
、
自
我
そ
の
も
の

に
生
来
の
こ
の
匿
名
性
こ
そ
、
さ
っ
き
わ
れ
わ
れ
が
肉
と
呼
ん
だ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」⑶

身
体
と
世
界
と
の
関
係
に
お
い
て
、
私
の
身
体
と
他
者
の
身
体
と
の
間
に
お
い
て
、
ま
た
、
私
の
身
体
の
自
分
自
身
と
の
関
係
に
お
い

て
、
見
る
も
の
・
主
観
が
同
時
に
見
え
る
も
の
・
対
象
で
あ
る
と
い
う
可
逆
性
を
可
能
に
し
て
い
る
肉
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
、
物
質
で
も

な
く
、
精
神
で
も
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
合
成
で
も
な
く
、
そ
れ
自
体
で
考
え
ら
れ
る
「
究
極
の
概
念
」（notion

dernière

）⑷
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
古
代
哲
学
に
お
け
る
水
や
土
の
よ
う
な
元
素
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
す
な
わ
ち
、
時
間
・
空
間
的
な
個
物
と
観
念
と

の
中
間
に
あ
る
一
般
的
な
も
の
（chose

générale

）、
そ
の
か
け
ら
が
見
つ
か
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
ひ
と
つ
の
存
在
の
ス
タ
イ
ル
を

導
入
す
る
受
肉
し
た
一
種
の
原
理
と
い
う
意
味
で
、
肉
は
存
在
の
元
素
（élém

entd’Être

）
で
あ
る
。」⑸

存
在
の
元
素
と
し
て
、
肉
は
、
見
る
主
観
と
見
え
る
対
象
と
に
共
通
の
要
素
を
表
し
て
い
る
。「
対
象
と
主
観
と
を
形
成
す
る
媒
体
」

（M
ilieu

form
ateur

de
l’objetetdu

sujet

）⑹
。
こ
の
共
通
の
媒
体
よ
っ
て
、
見
る
も
の
は
同
時
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。

メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
さ
ま
ざ
ま
な
比
喩
を
使
っ
て
、
肉
を
表
現
し
て
い
る
。
片
方
に
見
る
も
の
、
も
う
一
方
に
見
え
る
も
の
と
い
う
見

開
き
の
ペ
ー
ジ
を
も
つ
存
在
⑺
、
感
じ
る
身
体
と
感
じ
ら
れ
身
体
と
が
そ
の
裏
と
表
で
あ
る
よ
う
な
も
の
⑻
、
さ
ら
に
は
、
上
の
半
円
で

感
じ
る
身
体
を
、
下
の
半
円
で
感
じ
ら
れ
る
身
体
を
描
く
同
一
の
円
運
動
⑼
、
同
じ
中
心
を
持
つ
二
つ
の
円
、
二
つ
の
渦
、
な
い
し
は
二

つ
の
球
⑽
。
こ
れ
ら
の
比
喩
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
間
に
あ
る
共
通
な
も
の
と
し
て
の

肉
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
が
好
ん
で
使
う
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
蚕
食
（em

piétem
ent

）、
跨
ぎ
越

し
（enjam

bem
ent

）、
交
叉
（chiasm

e

）
な
ど
の
語
は
、
両
者
の
間
の
共
通
性
、
重
な
り
合
い
を
肉
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
努
力
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の
一
環
で
あ
る
。「
私
の
見
え
る
身
体
は
、
大
き
な
光
景
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
の
見
る
身
体
は
こ
の
見
え
る
身
体
と
、
そ

の
見
え
る
身
体
と
と
も
に
あ
る
す
べ
て
の
見
え
る
も
の
を
下
か
ら
支
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
一
方
か
ら
他
方
へ
の
相
互
の
挿
入
と
絡
み
合

い
が
あ
る
。」⑾

し
か
し
な
が
ら
、
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
が
、
主
観
と
客
観
・
対
象
と
が
、
全
然
別
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
依
然
と
し
て
真
実

で
あ
る
。
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
見
る
も
の
は
同
時
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
た
前
言
を
や
が
て
翻
す
⑿
。
見
る
も
の
が
「
同
時

に
」
見
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
可
逆
性
は
、
い
つ
も
今
に
も

起
こ
り
そ
う
で
、
実
際
に
は
決
し
て
起
こ
ら
な
い
可
逆
性
、
今
に
も
起
こ
り
そ
う
で
起
こ
ら
な
い
可
逆
性
（réversibilité

im
m

inente

）

で
あ
る
。
私
は
も
の
を
触
っ
て
い
る
最
中
の
自
分
の
手
を
別
の
手
で
触
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
触
っ
た
と
思
っ
た
と
た
ん
、
も
の
を
触
っ

て
い
る
手
は
、
別
の
手
に
よ
っ
て
触
ら
れ
た
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
私
は
自
分
の
声
を
、
他
人
の
声
を
聞
く
よ
う
に
「
は
っ
き
り
と
」

聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
見
て
い
る
自
分
の
目
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
鏡
の
中
で
自
分
を
見
て
い
る
目
を
見
た
と
思
っ
た
と
た

ん
、
見
て
い
る
目
は
、
私
の
視
線
を
逃
れ
て
、
見
ら
れ
た
目
へ
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
で
は
、
見

る
も
の
を
見
え
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
こ
の
挫
折
は
、
挫
折
で
は
な
い
。
私
が
好
き
な
だ
け
、
好
き
な
と
き
に
、
見
る

も
の
か
ら
見
え
る
も
の
へ
の
移
行
と
変
身
を
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
は
、
両
者
の
間
に
あ
た
か
も
頑
丈
な
蝶
番
の
よ
う
な

も
の
が
、
決
定
的
な
仕
方
で
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
間
に
、
今
に
も
起
こ
り
そ
う
で
決
し
て
起
こ
ら
な
い
可
逆
性
と
し
て
存
在
す
る
非
連
続
性
は
、
単
な
る

空
虚
で
は
な
く
て
、
能
動
と
受
動
と
し
て
、
あ
る
い
は
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
お
互
い
に
対
立
す
る
見
る
も
の
と
見
え

る
も
の
と
を
、
秘
か
に
つ
な
い
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
肉
に
他
な
ら
な
い
。
蝶
番
の
比
喩
に
は
っ
き
り
見
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
肉
は
一
方
で
は
、
見
る
も
の
の
性
質
を
持
ち
、
他
方
で
は
見
え
る
も
の
の
性
質
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
肉
が
見
る
も
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の
と
見
え
る
も
の
と
の
可
逆
性
を
可
能
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
肉
こ
そ
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
可
逆
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
肉
こ
そ
、
見
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
見
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
肉
が
見
る
も
の
と
見
え
る

も
の
と
の
共
通
の
存
在
論
的
元
素
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
非
連
続
性
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す

る
。
触
っ
て
い
る
手
と
触
ら
れ
て
い
る
手
と
の
間
に
あ
る
裂
け
目
は
、
存
在
論
的
空
虚
や
非
存
在
（non-être

）
で
は
な
く
て
、
私
の
身

体
の
全
体
の
存
在
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
世
界
の
存
在
の
全
体
に
よ
っ
て
、
跨
ぎ
越
さ
れ
て
い
る
と
言
う
⒀
。
こ
う
し
て
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン

テ
ィ
に
お
い
て
は
、
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
両
方
に
対
す
る
、
肉
の
共
通
性
、
連
続
性
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、
肉
は
同
時

に
、
両
者
の
非
連
続
性
を
も
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
肉
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
同
時
に
、
見
る
も
の
と
見
え

る
も
の
と
の
間
の
非
連
続
と
矛
盾
と
を
体
現
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
共
通
性
か
ら
で
は
な
く
て
、
両
者
の
違
い
な
い
し
は
差
異
か
ら
、
肉
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
見
る
こ
と
の
誕
生
を
、
見
え
る
も
の
か
ら
出
発
し
て
説
明
す
る
。「
見
る
こ
と
や
触
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
あ
る
一
定
の
見

え
る
も
の
や
あ
る
一
定
の
触
ら
れ
う
る
も
の
が
、
そ
れ
ら
が
そ
の
一
部
で
あ
る
見
え
る
も
の
の
全
体
や
触
ら
れ
う
る
も
の
の
全
体
の
ほ
う

に
折
り
返
す
と
き
で
あ
り
、
突
然
、
そ
の
見
え
る
も
の
が
見
え
る
も
の
全
体
に
よ
っ
て
取
り
囲
ま
れ
る
と
き
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
、
お

互
い
の
交
流
に
よ
っ
て
、
事
実
と
し
て
の
身
体
の
所
有
に
も
、
事
実
と
し
て
の
世
界
の
所
有
に
も
属
さ
な
い
即
自
の
可
視
性
、
即
自
の
触

知
性
が
形
成
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。」⒁
同
じ
く
、
感
覚
す
る
こ
と
は
、「
見
え
る
も
の
の
自
己
へ
の
折
り
返
し
で
あ
り
、
感
覚
す
る
も
の

の
感
じ
ら
れ
る
も
の
へ
の
、
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
感
覚
す
る
も
の
へ
の
肉
の
接
着
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
⒂
。「
と
言
う
の
は
、
重
な
り

と
分
裂
、
同
一
と
差
異
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
肉
を
照
ら
す
自
然
の
光
の
光
線
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。」⒃
見
え
る
も
の
の
自
己
へ
の
折
り

返
し
、
見
え
る
も
の
の
重
な
り
は
、
ま
た
、
襞
（pli

）、
穴
（cavité

）
と
も
表
現
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
く
ぼ
み
（creux

）
と
も

表
現
さ
れ
る
。「
私
の
視
力
で
あ
る
、
見
え
る
も
の
の
こ
の
襞
、
見
え
る
も
の
の
こ
の
中
心
の
く
ぼ
み
」⒄
「
見
え
る
私
の
身
体
が
、
自
分
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自
身
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
く
ぼ
み
を
し
つ
ら
え
、
そ
こ
か
ら
視
力
が
熟
す
る
の
で
あ
る
。」⒅

見
え
る
も
の
と
見
る
も
の
と
の
差
異
と
対
立
、
非
連
続
は
、
見
え
る
も
の
が
自
分
自
身
に
折
り
返
し
、
襞
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
見
え
る
も
の
が
肉
の
連
続
面
の
現
れ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
肉
の
非
連
続
面
は
、
見
え
る
も
の
の
中
で
生
ま
れ
る
見

る
も
の
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
見
え
る
も
の
と
し
て
の
肉
の
連
続
面
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
る
も
の
が
生
ま
れ
る
。
し
か

し
、
非
常
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
否
定
性
が
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
折
り
返
し
で
あ
り
、
襞
で
あ
り
、
く
ぼ
み
で

あ
る
こ
と
で
あ
る
。『
研
究
ノ
ー
ト
』
の
な
か
で
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
記
す
。「
否
定
的
な
も
の
が
本
当
に
あ
る
唯
一
の
『
場
所
は
』
と

は
、
襞
で
あ
り
、
内
と
外
と
相
互
の
重
ね
合
わ
せ
で
あ
り
、
折
り
返
し
点
で
あ
る
。」⒆
ま
た
、
同
じ
日
付
の
『
研
究
ノ
ー
ト
』
に
は
次
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
同
一
性
も
、
非
―

同
一
性
も
、
不
一
致
も
な
い
。
あ
る
の
は
お
互
い
の
周
り
を
回
る
内
と
外
で
あ
る
。」⒇

し
か
し
な
が
ら
、
見
え
る
も
の
の
連
続
の
中
に
襞
と
し
て
の
、
折
り
返
し
と
し
て
の
否
定
性
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の

よ
う
に
し
て
、
見
る
も
の
が
生
起
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
見
え
る
も
の
を
折
り
返
し
、
内
と
外
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し

て
、
見
え
る
も
の
の
否
定
と
し
て
の
見
る
も
の
が
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
じ
日
に
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
書
く
。「
可
逆

性
：
裏
返
さ
れ
た
手
袋
の
指
。
両
側
に
目
撃
者
が
い
る
必
要
は
な
い
。
一
方
側
か
ら
、
表
に
張
り
合
わ
さ
れ
た
手
袋
の
裏
を
私
が
見
る
だ

け
で
、
一
方
側
か
ら
他
方
を
触
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
（
場
の
点
の
、
平
面
の
二
重
の
『
表
象
』。
交
差
と
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
可
逆

性
。）21
」
見
え
る
も
の
を
折
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
と
裏
が
で
き
る
。
表
は
見
え
る
も
の
で
あ
り
、
裏
は
見
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る

い
は
表
が
見
る
も
の
で
あ
り
、
裏
が
見
え
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
根
源
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
間

に
、
二
枚
の
合
わ
せ
鏡
に
映
る
像
の
よ
う
に
成
立
す
る
と
す
れ
ば
22
、
ど
ち
ら
が
表
か
裏
か
は
も
は
や
問
題
で
は
な
い
。

そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
い
か
に
し
て
、
折
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
え
る
も
の
か
ら
そ
の
否
定
の
見
る
も
の
が
、
あ
る
い
は
見
る

も
の
か
ら
そ
の
否
定
の
見
え
る
も
の
が
生
ま
れ
る
の
か
。
一
九
六
〇
年
五
月
の
『
研
究
ノ
ー
ト
』
は
、
そ
の
疑
問
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
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る
。「
否
定
的
な
も
の
と
は
、
他�

の�

と�

こ�

ろ�

に�

在�

る�

な�

に�

か�

積�

極�

的�

な�

も�

の�

（
超
越
者
）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
本
当
に
否
定
的
な
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
隠
れ
な
さ
（U

nverborgenheit
de

la
V

erborgenheit

）
で
あ
り
、
決
し
て
現
前
し
得
な
い

こ
と
の
原
初
の
現
前
（U

rpräsentation
du

N
ichturpräsentirbar

）
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
他
所
の
出
自
で
あ
り
、
他
の
も
の
で
あ

る
自
己
（Selbst
）
で
あ
り
、
く
ぼ
み
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
触
る
も
の
と
触
ら
れ
る
も
の
と
の
結
合
は
思
惟
に
よ
っ
て
、
意
識
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
意
味
が
な
い
。
思
惟
や
意
識
は
、
身
体
性
の
世
界
へ
の
、
存
在
へ
の
開
性
（O

ffenheit

）
な
の
で
あ
る
か
ら
。」23

同
じ
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
五
月
の
別
の
日
付
の
『
研
究
ノ
ー
ト
』
は
次
の
よ
う
に
読
め
る
。「
自
己
の
知
覚
は
ま
た
知
覚
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
は
私
に
決
し
て
現
前
し
得
な
い
も
の
（N

icht
U

rpräsentirbar

）﹇
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
自
我
﹈
を
与
え
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
私
の
そ
の
決
し
て
現
前
し
得
な
い
も
の
を
、
原
初
的
に
現
前
可
能
な
も
の
（U

rpräsentirbar

）﹇
私
の
触
覚
的
、
視
覚
的

な
外
見
﹈
を
通
し
て
、
透
か
し
て
、
私
に
与
え
る
の
で
あ
る
。」24

メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
を
肉
の
連
続
性
に
よ
っ
て
保
証
す
る
と
同
時
に
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の

非
連
続
性
・
差
異
を
、
同
じ
生
地
を
折
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
襞
・
く
ぼ
み
と
し
て
捉
え
る
。
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
は
同

じ
肉
と
い
う
生
地
の
裏
と
表
と
し
て
、
連
続
し
て
い
る
と
同
時
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
主
観
と
客
観
と
の
差
異
を
連
続
性
の
な
か
の
く
ぼ
み
・
襞
と
し
て
消
極
的
に
（négatif

）
取
る
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ

の
世
界
は
、
あ
ま
り
に
静
的
な
世
界
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
主
観
と
客
観
と
が
お
互
い
に
、
い
つ
ま
で
も
映
し
合
っ
て
い
る
よ
う

な
、
主
観
と
客
観
の
表
象
的
な
静
か
な
交
渉
の
世
界
で
は
な
い
か
。
あ
た
か
も
ち
ょ
う
ど
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
の
間
に
設
定
さ
れ

て
い
る
予
定
調
和
が
受
肉
す
れ
ば
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
が
規
定
す
る
肉
と
な
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
見
え
る
も
の

は
自
分
自
身
を
振
り
向
く
よ
う
に
な
る
の
か
。
ど
う
し
て
襞
は
で
き
る
の
か
。
何
が
く
ぼ
ま
せ
る
の
か
。
そ
の
否
定
の
働
き
は
、
力
は
ど

こ
か
ら
来
る
の
か
。
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あ
る
い
は
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
の
肉
の
概
念
に
よ
っ
て
、
知
覚
の
世
界
は
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
物
を
作
る
と
い

う
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
行
為
を
肉
の
概
念
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
後
期
の
西
田
に
よ
れ
ば
、
形
を
作
る
と
い
う

働
く
こ
と
が
ま
ず
あ
っ
て
、
見
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２.

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
と
表
現
と
い
う
関
係

見
る
も
の
は
見
え
る
も
の
で
あ
る
、
触
る
も
の
は
触
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
が
表
明
し
て
い
る
の

は
、
見
る
も
の
が
、
そ
の
見
る
も
の
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
対
象
の
中
に
、
対
象
に
囲
ま
れ
て
、
対
象
の
傍
ら
で
、
対
象
の
一
つ
と
し

て
あ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
見
る
も
の
が
、
自
分
が
見
て
い
る
世
界
の
中
に
世
界
の
一
対
象
と
し
て
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
部
分

が
全
体
で
あ
り
、
全
体
が
部
分
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
し
た
関
係
で
あ
る
、
少
な
く
と
も
特
殊
な
関
係
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
が
彼
の
『
物
質
と
記
憶
』
の
第
一
章
の
最
初
の
部
分
で
指
摘
す
る
よ
う
に
25
、
部
分
と
部
分
と
が
お
互
い
に
外
在
的
な
対
象
間
の
関
係

で
あ
る
因
果
関
係
と
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
全
体
が
部
分
を
内
的
に
統
一
し
、
全
体
が
部
分
の
総
和
以
上
で
あ
る
合

目
的
的
関
係
で
も
あ
り
得
な
い
。
こ
の
関
係
は
、
表
現
と
い
う
特
別
の
関
係
で
あ
り
、
こ
の
関
係
こ
そ
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー

が
、
モ
ナ
ド
と
そ
れ
が
表
出
な
い
し
は
表
現
す
る
世
界
と
の
関
係
と
し
て
、
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
田
は
『
哲
学
論
文
集
第
三
』

「
歴
史
的
世
界
に
於
て
の
個
物
の
立
場
」
で
、「
個
物
と
個
物
と
の
関
係
を
表
現
と
云
つ
た
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
卓
見
で
あ
つ
た
と
思

ふ
」
と
、
こ
の
関
係
の
重
要
性
に
着
目
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
讃
え
て
い
る
26
。
し
か
し
同
時
に
西
田
は
、
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
の
予
定
調
和

に
基
礎
を
置
く
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
表
現
概
念
の
不
十
分
さ
を
批
判
す
る
。
窓
の
な
い
モ
ナ
ド
は
相
互
に
働
き
合
う
こ
と
が
な
い
。
見
る
も

の
は
見
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
表
現
関
係
は
、
お
互
い
に
映
し
合
う
関
係
で
は
あ
っ
て
も
、
ま
だ
お
互
い
に
働
き
合
う
真
に
働
く
も
の
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の
表
現
関
係
す
な
わ
ち
作
っ
た
物
を
見
る
と
い
う
関
係
、
西
田
の
意
味
で
の
真
の
表
現
関
係
に
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
西
田
の
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
論
は
、
単
に
見
る
こ
と
と
、
働
く
こ
と
と
の
間
に
あ
る
本
質
的
な
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
本
質
的
な
違
い
を
、
以
下
の
順
序

で
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
、
モ
ナ
ド
の
世
界
は
、
見
る
も
の
が
見
え
る
も
の
で
あ
る
世
界
を
形
成
す
る
。
見
る
も
の
が
見
え
る
も
の
で
あ
る
モ
ナ
ド
の
世
界
を

可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
予
定
調
和
で
あ
る
。
二
、
モ
ナ
ド
は
窓
を
持
た
な
い
か
ら
、
言
い
換
え
る
と
、
モ
ナ
ド
は
他
の
モ
ナ
ド
に
対
し

て
働
く
こ
と
が
な
い
か
ら
、
予
定
調
和
を
必
要
と
す
る
。
三
、
モ
ナ
ド
と
モ
ナ
ド
が
お
互
い
に
働
き
合
う
と
き
、
そ
の
と
き
に
の
み
、
見

る
も
の
は
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
可
逆
的
な
関
係
に
よ
っ
て
は
、
働
く
と
い
う
こ
と
を
説
明

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
互
い
に
働
き
合
う
か
ら
こ
そ
、
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と
の
可
逆
性
は
可
能
と
な
る
。
働
き
合
う
こ
と

が
、
可
逆
性
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。
四
、
そ
れ
で
は
、
働
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

西
田
は
、
自
分
の
個
物
の
概
念
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
と
を
重
ね
て
考
え
る
。
西
田
の
個
物
の
概
念
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
第

一
実
体
の
概
念
を
批
判
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
も
、「
主
語
と
な
つ
て
述
語
と

な
ら
な
い
と
云
ふ
の
は
、
個
物
の
定
義
と
し
て
尚
十
分
で
な
い
。
す
べ
て
の
述
語
が
主
語
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

べ
て
自
己
自
身
に
於
て
起
こ
る
も
の
が
他
か
ら
起
こ
さ
れ
る
の
で
な
く
、
自
己
自
身
に
よ
つ
て
起
こ
る
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
、
個
物
で

あ
る
。」27
こ
う
し
て
モ
ナ
ド
は
、
世
界
を
知
覚
と
し
て
表
出
し
、
知
覚
か
ら
知
覚
へ
、
よ
り
判
明
な
世
界
の
知
覚
を
目
指
し
て
、
継
起
し

て
い
く
。「
モ
ナ
ド
に
於
て
は
、
各
々
の
瞬
間
が
過
去
を
負
ひ
未
来
を
孕
む
、
多
を
一
に
含
む
、
そ
れ
が
知
覚
で
あ
る
、
而
し
て
知
覚
か

ら
知
覚
へ
動
い
て
行
く
、
そ
れ
が
欲
望
で
あ
る
。
多
の
一
と
し
て
モ
ナ
ド
は
自
己
自
身
を
映
し
自
己
自
身
の
内
か
ら
動
い
て
行
く
の
で
あ

る
。」28
し
か
し
、
モ
ナ
ド
の
表
出
す
る
世
界
は
、
単
な
る
現
象
の
世
界
で
は
な
い
。
そ
れ
は
客
観
的
世
界
で
あ
る
。
モ
ナ
ド
に
と
っ
て
、

世
界
を
表
出
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
世
界
を
映
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
モ
ナ
ド
は
、
世
界
を
映
す
生
き
た
鏡
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
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の
モ
ナ
ド
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
世
界
を
映
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
事
は
、
一
つ
の
世
界
が
す
で
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
を

い
わ
ば
外
か
ら
各
モ
ナ
ド
が
映
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
モ
ナ
ド
が
世
界
を
自
ら
の
内
か
ら
知
覚
と
し
て
表
出
す
る
限
り
に
お
い

て
世
界
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
各
モ
ナ
ド
が
独
立
し
て
表
出
す
る
世
界
以
前
に
映
さ
れ
る
世
界
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
の
で
は
な

い
。
世
界
は
、
各
モ
ナ
ド
が
自
由
に
表
出
す
る
知
覚
が
予
定
調
和
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
各
モ
ナ
ド
の
知
覚
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ナ
ド
が
世
界
の
中
で
占
め
る
位
置
か
ら
み
た
世
界
の
光
景
と
な
っ
て
い
る
。「
一
つ

の
都
市
が
種
々
の
方
角
か
ら
種
々
に
映
さ
れ
る
如
く
、
各
々
の
モ
ナ
ド
は
一
つ
の
世
界
を
種
々
な
る
観
点
か
ら
映
す
の
で
あ
る
。（
中
略
）

窓
な
く
し
て
唯
自
己
自
身
を
映
す
モ
ナ
ド
が
、
同
時
に
一
つ
の
世
界
を
映
す
と
い
ふ
所
に
、
予
定
調
和
が
あ
る
の
で
あ
る
。」29
さ
ら

に
、
モ
ナ
ド
と
は
、
世
界
を
知
覚
と
し
て
表
出
す
る
と
い
う
そ
の
作
用
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
モ
ナ
ド
は
、
力
、
生
き
た
力
で
あ
る
。

モ
ナ
ド
は
世
界
の
表
現
と
し
て
、
世
界
を
知
覚
と
し
て
表
出
す
る
。
と
同
時
に
、
モ
ナ
ド
は
世
界
を
自
己
に
固
有
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
に
お
い
て
表
象
す
る
が
故
に
、
自
分
が
表
現
す
る
世
界
の
一
部
と
な
る
。
見
る
モ
ナ
ド
は
見
え
る
モ
ナ
ド
と
な
る
。「
モ
ナ
ド
は
或
一

角
か
ら
の
世
界
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
の
モ
ナ
ド
で
あ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
併
し
モ
ナ
ド
は
世
界
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー

フ
と
し
て
モ
ナ
ド
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
モ
ナ
ド
が
一
つ
の
世
界
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）
個
物
が
個

物
と
し
て
何
処
ま
で
も
世
界
を
映
す
と
云
ふ
こ
と
は
、
個
物
が
自
己
矛
盾
的
に
自
己
自
身
を
形
成
す
る
世
界
の
一
角
と
な
る
と
云
ふ
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」30
ま
た
「
世
界
を
表
現
す
る
モ
ナ
ド
は
、
世
界
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
フ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
個
物

が
何
処
ま
で
も
世
界
を
表
現
す
る
と
共
に
、
世
界
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
と
い
ふ
所
に
、
私
は
見
る
と
か
映
す
と
か
云
ふ
の
で

あ
る
。」31

な
ぜ
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
モ
ナ
ド
と
モ
ナ
ド
と
の
関
係
を
予
定
調
和
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
西
田
の
答
え
は
次
の
通
り

で
あ
る
。「
分
ち
得
る
も
の
、
合
成
的
な
も
の
は
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
存
在
す
る
実
在
で
は
な
い
。
斯
く
し
て
彼
は
無
数
の
モ
ナ
ド
を
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考
へ
た
、
個
物
の
多
数
性
を
考
へ
た
。
併
し
彼
は
遂
に
個
物
は
個
物
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
物
で
あ
る
と
云
ふ
に
至
ら
な
か
つ
た
。

モ
ナ
ド
は
窓
を
持
た
な
い
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。」32
と
い
う
よ
り
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
個
物
は
個
物
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
物
で

あ
る
と
考
え
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
主
知
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
考
え
ら
れ
る
だ
け
の
こ
と
を
考
え
、
そ
の
極
地
に
至
っ
た
と

西
田
は
賞
賛
す
る
。
そ
の
上
で
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。「
併
し
自
己
自
身
の
内
か
ら
自
己
自
身
を
限
定
す
る
個
物
は
、
働
く
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）
働
く
と
い
ふ
こ
と
は
他
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
又
他
か
ら
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
真

に
個
物
が
個
物
に
対
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
窓
の
な
い
モ
ナ
ド
は
予
定
調
和
的
に
相
表
現
す
る
と
云
つ
て
も
、
一
が
他
を

限
定
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
働
く
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
、
唯
明
暗
の
差
あ
る
の
み
で
あ
る
。」33
実
際
、
モ
ナ
ド
間
の
能
動
と

受
動
は
、
各
モ
ナ
ド
の
表
出
す
る
知
覚
の
判
明
さ
の
程
度
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。「
あ
る
実
体
が
他
の
実
体
よ
り
も
判
明
に
変
化
の
原

因
あ
る
い
は
理
由
を
表
現
す
る
場
合
に
は
そ
れ
を
理
由
と
し
て
一
方
が
他
方
に
作
用
す
る
と
言
う
。
あ
た
か
も
わ
れ
わ
れ
が
運
動
を
海
全

体
よ
り
は
む
し
ろ
船
に
帰
す
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。」34

個
物
を
表
象
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
は
、
そ
れ
以
上
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
精
緻
を
極
め
た
も
の
で
あ
る

と
最
大
限
の
評
価
を
与
え
な
が
ら
も
、
西
田
に
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
与
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
。「
私
の
個
物
と
個
物
と
い

ふ
の
は
相
働
く
も
の
で
あ
る
、
相
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
、
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
る

も
の
で
あ
り
、
死
す
る
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
私
の
考
の
要
所
は
、
個
物
と
個
物
と
の
予
定
調
和
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
作
ら
れ
た

も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
と
自
己
自
身
を
形
成
し
行
く
世
界
で
あ
る
の
で
あ
る
。」35

西
田
に
と
っ
て
、
働
く
と
は
、
行
為
す
る
と
は
、
物
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
外
に
物
を
作
っ
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
働
く
こ
と
は
見
る

こ
と
で
あ
る
。「
見
る
こ
と
が
造
る
こ
と
で
あ
り
、
造
る
こ
と
が
見
る
こ
と
で
あ
る
。」36
し
か
し
、
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
な
存

在
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
行
為
は
単
な
る
運
動
で
も
な
く
、
単
な
る
合
目
的
的
作
用
で
も
な
い
。
我
々
は
行
為
に
よ
つ
て
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外
に
物
を
造
る
の
で
あ
る
、
客
観
的
に
我
々
に
対
す
る
も
の
を
造
る
の
で
あ
る
。
行
為
は
ポ
ィ
エ
シ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」37
言
い

換
え
る
と
、
作
ら
れ
た
も
の
が
、
作
る
も
の
に
対
立
し
、
作
用
し
、
極
限
に
お
い
て
は
、
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
の
言
葉

で
言
え
ば
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
働
く
と
は
、
物
を
作
っ
て
、
そ
の
作
ら
れ
た
物
と
の
間
に
客

観
的
な
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
働
く
も
の
は
働
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
働
く
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
と
、
そ
こ
に

は
、
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
が
好
ん
で
口
に
す
る
「
見
る
も
の
は
見
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
同
じ
可
逆
性
が
作
動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
同
じ
肉
の
構
造
が
、
見
る
も
の
と
、
働
く
も
の
と
に
お
い
て
、
支
配
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
ま
っ
た
く

の
見
か
け
に
過
ぎ
な
い
。
働
く
も
の
に
は
、
見
る
も
の
の
知
ら
な
い
否
定
が
、
絶
対
の
自
己
否
定
が
働
い
て
い
る
。

働
く
こ
と
は
、
物
理
的
運
動
の
よ
う
に
、
他
の
も
の
か
ら
因
果
的
、
外
的
に
作
用
さ
れ
て
、
動
か
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で

も
、
自
分
自
身
か
ら
動
く
こ
と
が
働
く
こ
と
で
あ
る
。
他
か
ら
の
限
定
で
は
な
く
て
、
自
己
自
身
に
よ
る
自
己
の
限
定
に
よ
っ
て
働
く
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
己
に
よ
る
自
己
の
限
定
だ
け
で
は
、
外
に
物
を
作
る
と
い
う
意
味
で
の
働
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
合
目

的
な
有
機
的
生
命
の
統
一
も
自
己
限
定
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
飲
む
と
か
食
べ
る
と
か
の
生
命
体
を
維
持
す
る
た
め
の
働
き
は
、

物
を
外
の
作
る
働
き
で
は
な
い
。
外
に
物
を
作
っ
て
働
く
た
め
に
は
、
自
己
が
自
己
を
限
定
す
る
内
的
統
一
を
越
え
て
、
否
定
し
て
、
他

と
の
関
係
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
に
見
た
よ
う
に
、
モ
ナ
ド
に
窓
が
な
く
、
単
に

自
己
の
内
か
ら
世
界
の
知
覚
を
独
立
に
表
出
し
て
い
る
限
り
は
、
他
の
モ
ナ
ド
と
の
、
し
た
が
っ
て
、
モ
ナ
ド
の
全
体
で
あ
る
世
界
と
の

い
か
な
る
関
係
も
な
い
だ
ろ
う
。
モ
ナ
ド
の
表
出
す
る
知
覚
が
真
に
現
実
の
世
界
の
知
覚
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
予
定
調
和
が
必
要
と

な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
見
る
も
の
に
な
く
、
働
く
も
の
に
お
い
て
働
い
て
い
る
そ
の
否
定
と
は
、
何
か
。
見
る
も
の
は
、
見
え
る
も
の
の
中

の
そ
の
一
つ
と
し
て
、
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
働
く
物
は
、
作
る
も
の
で
あ
る
限
り
で
、
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
の
一
つ

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
る
も
の
が
作
ら
れ
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
の
中
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
作
る
も
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の
が
、
作
ら
れ
た
も
の
の
作
用
を
受
け
、
逆
に
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
自
己
限
定
に
基
づ
く
働
く
も
の
が
、
否
定
さ
れ

て
、
他
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
よ
り
適
切
に
言
え
ば
、
自
己
の
内
か
ら
自
己
を
限
定
す
る
働
く
も
の
が
、

自
己
を
否
定
し
て
、
他
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

３.

絶
対
否
定
と
し
て
の
空
間
的
限
定

自
己
よ
っ
て
自
己
を
内
的
に
限
定
し
て
自
足
す
る
内
的
統
一
を
否
定
す
る
、
そ
の
否
定
を
、
働
く
個
物
は
ど
こ
か
ら
得
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
い
や
、
む
し
ろ
、
正
確
に
言
っ
て
、
他
の
個
物
に
対
し
て
の
み
個
物
で
あ
り
う
る
、
し
た
が
っ
て
、
た
っ
た
一
つ
の
個
物
と
し

て
は
存
在
し
得
な
い
個
物
に
と
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
相
互
に
働
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
個
物
で
あ
り
う
る
個
物
に
と
っ
て
、
そ
の
自

己
否
定
性
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
後
期
西
田
の
弁
証
法
的
一
般
者
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
そ
の
否
定
は
、
一
般
者
が
自
己
自
身
を
限

定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
。
と
い
う
の
は
、
弁
証
的
一
般
者
の
自
己
限
定
は
一
般
者
の
自
己
否
定
を
意
味
し
、
そ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
一

般
者
自
身
の
個
別
化
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
に
あ
っ
て
は
、
一
般
的
な
も
の
が
自
己
自
身
の
内
容

を
個
別
化
・
種
別
化
す
る
の
で
は
な
く
て
、
無
数
の
独
立
し
た
個
物
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
併
し
弁
証
法
的
一
般
者
の
自

己
限
定
に
於
て
一
般
者
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
一
般
者
が
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
一
般
者
が
自
己

を
否
定
す
る
こ
と
は
自
己
自
身
を
個
別
化
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
通
に
一
般
的
な
る
も
の
が
個
別
化
す
る
と
云
え
ば
、
一

般
的
な
る
も
の
が
自
己
自
身
の
内
容
を
個
別
化
す
る
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
。
例
え
ば
有
機
体
は
一
つ
の
統
一
で
あ
り
な
が
ら
、
身
体
の
各

部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
れ
る
形
態
と
機
能
と
を
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
分
化
す
れ
ば
す
る
程
、
完
全
な
一
個
の
有
機
体
と
考
へ
ら
れ
る
。（
中

略
）
併
し
そ
れ
は
絶
対
否
定
の
弁
証
法
的
限
定
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
尚
一
を
主
と
し
て
考
へ
た
も
の
で
あ
る
、
一
般
的
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な
も
の
を
基
礎
と
し
て
考
へ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
真
の
矛
盾
と
い
ふ
も
の
は
な
い
、
唯
精
々
反
対
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
の
み
で
あ

る
。
そ
れ
は
真
に
一
即
多
多
即
一
の
弁
証
法
で
は
な
い
。
私
は
か
か
る
考
を
尚
主
語
的
論
理
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
尚
か
か
る

考
へ
方
を
脱
し
て
ゐ
な
い
。
一
が
自
己
自
身
を
否
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
が
絶
対
に
多
と
な
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

般
者
が
自
己
自
身
を
否
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
無
数
に
独
立
な
る
個
物
が
成
立
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ

の
一
々
が
一
般
的
な
る
も
の
を
否
定
す
る
意
味
を
有
つ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
是
故
に
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
非

連
続
の
連
続
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」38

無
数
の
個
物
を
生
み
出
す
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
は
、
一
般
的
限
定
即
個
物
的
限
定
、
個
物
的
限
定
即
一
般
的
限
定
と
し
て
、

遂
行
さ
れ
る
。
一
般
的
限
定
は
ま
た
す
ぐ
に
、
空
間
的
限
定
、
円
環
的
限
定
と
言
い
換
え
ら
れ
、
個
物
的
限
定
は
、
時
間
的
限
定
、
直
線

的
限
定
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
弁
証
法
的
一
般
者
の
世
界
は
、
世
界
を
内
在
的
に
統
一
す
る
連
続
的
で
時
間
的
な
個
物
的
限
定
が
、
一
般

的
空
間
的
限
定
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
同
時
に
個
物
的
限
定
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
、
非
連
続
の
連
続
の
世
界
で
あ
る
と
、
考
え
ら
れ

る
。絶

対
矛
盾
の
自
己
同
一
と
定
義
さ
れ
る
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
は
、
時
間
的
な
も
の
と
空
間
的
な
も
の
と
が
お
互
い
に
異
質
な

対
立
関
係
に
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
お
互
い
に
絶
対
に
矛
盾
す
る
否
定
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
空
間
的
な
も
の

は
い
か
な
る
意
味
で
時
間
的
な
も
の
の
否
定
で
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
時

間
、
す
な
わ
ち
彼
に
と
っ
て
の
真
の
時
間
で
あ
る
持
続
、
空
間
化
さ
れ
て
い
な
い
純
粋
な
時
間
と
し
て
の
持
続
と
、
空
間
と
の
関
係
を
参

照
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
へ
の
参
照
は
決
し
て
唐
突
な
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
い
。
い
く
ら
か
で
も
西
田
哲
学
に
親
し

ん
だ
者
に
と
っ
て
は
ご
く
自
然
に
思
い
浮
か
ぶ
比
較
で
あ
ろ
う
。
こ
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
の
と
こ
ろ
で
論
じ
た
の
で
39
、
こ

こ
で
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
西
田
の
印
象
的
な
述
懐
を
い
く
つ
か
引
用
す
る
に
と
ど
め
る
。
西
田
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
創
造
的
進
化
』
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を
引
用
し
て
そ
れ
に
注
釈
を
つ
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
は
空
間
性
と
い
ふ
も
の
は
、
何
処
ま
で
も
唯
、
純
粋
持

続
の
弛
緩
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
斯
く
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
我
々
の
人
格
と
い
ふ
も
の
は
夢
幻
的
で
あ
つ
て
、
実
在

的
で
は
な
い
。
時
間
が
真
の
時
間
で
あ
る
為
に
は
、
空
間
と
い
ふ
も
の
は
何
処
ま
で
も
単
な
る
時
間
の
弛
緩
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ

は
絶
対
否
定
の
意
味
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
弛
緩
の
極
限
と
考
へ
ら
れ
て
も
、
純
粋
持
続
は
夢
の
延
長
に
過
ぎ
な

い
。
絶
対
の
否
定
か
ら
蘇
る
所
に
、
我
々
の
真
の
人
格
的
自
己
が
あ
る
の
で
あ
る
、
失
わ
れ
た
る
時
が
見
出
さ
れ
る
所
に
、
真
の
純
粋
持

続
が
あ
る
の
で
あ
る
。」40
ま
た
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
直
観
は
メ
カ
ニ
ス
ム
で
も
フ
ィ
ナ
リ
ス
ム
で
も
な
い
。
純
粋
持
続
と
し
て
非
合
理
的
と

考
へ
ら
れ
、
神
秘
的
と
も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
の
行
為
的
直
観
と
い
ふ
の
も
、
メ
カ
ニ
ス
ム
で
も
フ
ィ
ナ
リ
ス
ム
で
も
な
い
。
併

し
私
の
創
造
と
い
ふ
の
は
客
観
的
に
形
が
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
歴
史
的
形
成
作
用
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
直
観
を
音
楽
的

と
形
容
す
る
な
ら
ば
、
私
の
行
為
的
直
観
と
い
ふ
の
は
造
形
的
と
も
云
ひ
得
る
で
あ
ろ
う
。」41
さ
ら
に
は
、「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続

は
一
瞬
の
前
に
も
還
る
こ
と
の
出
来
な
い
創
造
的
進
化
で
あ
る
。
私
の
行
為
的
直
観
と
い
ふ
の
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
持
続
が
直
線
的
な
る

に
反
し
て
寧
ろ
円
環
的
と
も
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。」42

と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
お
け
る
持
続
と
空
間
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
別
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
43
、
今

は
、
そ
の
結
論
だ
け
を
述
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
最
初
の
著
作
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
』（『
時
間
と
自
由
』）

に
お
い
て
は
、
持
続
と
空
間
と
は
、
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
の
上
に
立
っ
て
、
お
互
い
に
異
質
な
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
言
う

よ
り
も
、
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
を
前
提
に
し
て
、
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
精
神
か
ら
、
延
長
を
本
性
と
す
る
物
体
・
物
質
的
な
も
の
を
完

全
に
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
惟
作
用
と
し
て
の
意
識
の
本
質
が
、
持
続
と
し
て
、
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。
純
粋
持
続
の
「
純
粋
」

は
、
物
質
的
な
、
し
た
が
っ
て
延
長
的
・
空
間
的
な
混
じ
り
も
の
の
全
く
な
い
、
思
惟
・
意
識
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
表
し
て
い
る
。
次

作
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
の
対
立
を
出
来
る
限
り
和
ら
げ
て
そ
の
接
点
を
探
る
と
い
う
目
的
の
下
に
、
物
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質
そ
の
も
の
も
、
実
は
、
ひ
と
つ
の
持
続
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
主
張
の
正
当
化
の
た
め
に
、
物
質
そ
の
も
の
と
、

デ
カ
ル
ト
的
物
質
で
あ
る
物
体
と
が
区
別
さ
れ
る
。
延
長
と
考
え
ら
れ
た
物
体
は
、
実
は
、
意
識
の
持
続
に
比
べ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
無
き

に
等
し
い
限
り
な
く
短
い
持
続
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
そ
の
本
性
が
持
続
に
他
な
ら
な
い
伸
張
（extension

）
と
し
て
定
義
さ

れ
る
。
伸
張
と
し
て
の
物
質
と
、
延
長
と
し
て
の
物
体
と
を
区
別
す
る
も
の
は
何
か
。
物
質
に
働
き
か
け
る
我
々
の
行
動
の
便
宜
の
た
め

に
、
知
覚
は
、
伸
張
で
あ
る
物
質
を
分
割
し
、
固
体
化
（solidification

）
し
て
、
物
質
を
輪
郭
の
は
っ
き
り
と
し
た
個
体
と
し
て
裁
断

す
る
。
知
覚
に
お
い
て
、
諸
物
の
知
覚
と
し
て
、
物
質
か
ら
個
体
と
し
て
切
り
出
さ
れ
た
も
の
が
物
体
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
幾
何

学
的
等
質
空
間
と
は
、
知
覚
が
、
伸
張
す
る
連
続
体
で
あ
る
物
質
か
ら
非
連
続
的
な
物
体
を
個
体
と
し
て
切
り
出
す
際
に
、
物
質
の
い
わ

ば
下
に
敷
い
て
目
盛
り
と
す
る
編
み
目
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
限
り
な
く
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
で
も
分
割
可
能
な
理
念
的
な
図
式
で

あ
る
44
。

こ
の
よ
う
に
、『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
は
、
意
識
と
物
質
と
は
ど
ち
ら
も
持
続
と
し
て
、
本
性
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
た
だ
程
度
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
意
識
の
強
い
持
続
に
対
し
て
物
質
の
極
め
て
弱
い
持
続
と
い
う
程
度
の
違
い
と
し
て
、
区
別
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
持
続
一
元
論
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
三
作
の
『
創
造
的

進
化
』
で
は
、
こ
れ
ら
両
者
の
持
続
の
強
さ
の
違
い
は
、
実
は
、
程
度
の
違
い
で
は
な
く
て
、
質
的
な
差
異
に
基
づ
く
こ
と
が
明
ら
か
と

な
る
。
こ
の
書
に
よ
れ
ば
、
意
識
と
外
延
を
同
じ
く
す
る
生
命
は
、
自
己
形
成
の
作
用
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
物
質
は
自

己
解
体
の
作
用
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
、
生
命
と
し
て
の
自
己
形
成
作
用
と
、
物
質
と
し
て
の
自
己
解
体
作
用
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立

し
て
別
個
に
あ
り
、
そ
の
後
、
二
元
論
的
に
、
形
成
と
解
体
と
し
て
、
対
立
す
る
の
で
は
な
い
。
生
命
の
自
己
形
成
作
用
が
中
断
す
る

と
、
そ
れ
が
直
ち
に
自
己
解
体
作
用
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
命
の
持
続
の
緊
張
の
強
さ
と
、
物
質
の
持
続
の
緊
張
の
弱
さ
と

は
、
生
命
の
持
続
の
弛
緩
が
、
そ
の
ま
ま
物
質
の
持
続
の
弱
さ
と
な
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
45
。
言
い
換
え
る
と
、
物
質
の
持
続
の
弱
さ
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は
、
生
命
の
持
続
の
中
断
・
欠
如
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
幾
何
学
的
等
質
空
間
と
は
、
物
質
の
自
己
解
体
の
作
用
を
理
念

的
に
極
限
ま
で
推
し
進
め
て
得
ら
れ
る
観
念
上
の
抽
象
物
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
も
、
空
間
は
持
続
・
時
間
の
否
定
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に

お
い
て
、
そ
の
否
定
と
し
て
の
空
間
は
、
ま
だ
、
十
全
に
は
、
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
す
で
に
見
た
、「
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
は

空
間
性
と
い
ふ
も
の
は
、
何
処
ま
で
も
唯
、
純
粋
持
続
の
弛
緩
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、（
中
略
）
空
間
と
い
ふ
も
の
は

何
処
ま
で
も
単
な
る
時
間
の
弛
緩
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
絶
対
否
定
の
意
味
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う
西
田

の
批
判
と
な
る
。
実
際
、
単
な
る
持
続
の
弛
緩
と
し
て
の
物
質
性
す
な
わ
ち
空
間
性
に
お
い
て
は
、
西
田
の
い
う
外
に
物
を
作
っ
て
見
る

と
い
う
意
味
で
の
働
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
西
田
も
た
び
た
び
言
及
す
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
有
機
体
と
は
、
生
命

の
形
成
作
用
が
物
質
の
解
体
作
用
で
あ
る
抵
抗
を
克
服
し
た
跡
で
あ
る
。
眼
と
は
、
見
る
と
い
う
作
用
が
、
運
河
を
掘
っ
て
水
路
を
開
く

よ
う
に
、
物
質
の
抵
抗
を
克
服
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
眼
は
視
覚
作
用
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
物
質
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
意
味

で
の
否
定
と
し
て
の
空
間
で
は
、
生
命
の
有
機
体
を
作
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
さ
ら
に
、
有
機
体
を
離
れ
て
外
に
、
物
を
作
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
こ
れ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
空
間
概
念
は
そ
の
否
定
性
に
お
い
て
十
分
で
は
な
い
、
絶
対
の
否
定
で
は
な
い
と
い
う
西
田
の
批
判

の
意
味
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
空
間
の
持
つ
否
定
性
で
は
、
外
に
物
を
作
っ
て
見
る
と
い
う
真
に
働
く
こ
と
を
、
達
成
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

４.

西
田
哲
学
に
お
け
る
「
彼
」
と
は
誰
か
。
私
と
汝
と
、
彼
。

弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
に
よ
っ
て
無
数
の
個
物
が
創
造
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
数
の
個
物
が
世
界
に
、
い
や
む
し
ろ
、
世
界
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と
し
て
現
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
は
、
個
物
的
限
定
即
一
般
的
限
定
、
一
般
的
限
定
即
個
物
的
限
定
と
し

て
遂
行
さ
れ
る
。
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
に
よ
っ
て
自
己
を
媒
介
し
よ
う
と
す
る
個
物
的
時
間
的
限
定
と
し
て
の
弁
証
法
的
一
般
者
が
、

も
う
一
方
の
自
己
限
定
で
あ
る
一
般
的
限
定
す
な
わ
ち
空
間
的
・
円
環
的
限
定
に
よ
っ
て
自
己
を
否
定
し
、
そ
の
結
果
、
内
在
的
な
統
一

が
破
れ
、
分
散
化
、
非
連
続
が
生
ま
れ
る
。
同
時
に
、
弁
証
法
的
一
般
者
が
個
物
的
限
定
に
よ
っ
て
自
己
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
非
連
続
が
連
結
統
一
さ
れ
て
連
続
と
な
る
。
一
度
、
空
間
的
限
定
に
よ
っ
て
自
己
を
否
定
し
、
分
散
化
す
る
弁
証
法
的
一
般
者
は
、

時
間
的
限
定
に
よ
っ
て
、
自
己
を
内
的
に
統
一
す
る
。
そ
の
結
果
、
無
数
の
自
己
限
定
す
る
個
物
が
、
お
互
い
に
相
互
に
働
き
合
う
も
の

と
し
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
個
物
は
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
え
ば
、
個
物
は
、
弁
証

法
的
一
般
者
と
い
う
一
つ
の
実
体
の
、
単
な
る
様
態
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
、
誤
解
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
い
。
弁

証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
と
個
物
の
相
互
限
定
と
の
間
に
も
、
相
即
の
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
弁
証
法
的
一
般
者
の
自

己
限
定
は
、
無
数
の
個
物
が
相
互
の
相
働
く
と
い
う
仕
方
で
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
弁
証
法
的
一
般
者
は
実
体
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
絶
対
に
矛
盾
す
る
個
物
的
限
定
と
一
般
的
限
定
と
の
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
と
し
て
無
で
あ
る
、
絶
対
無
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
す
べ

て
が
創
造
さ
れ
る
豊
穣
な
無
で
あ
る
。

弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
に
よ
っ
て
、
相
互
限
定
す
る
無
数
の
個
物
の
世
界
が
創
造
さ
れ
、
形
成
さ
れ
る
。
逆
に
、
現
実
の
世
界

の
個
物
と
個
物
の
相
互
限
定
に
よ
っ
て
、
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
各
人
の
行
動
が
同
時

に
世
界
の
自
己
形
成
作
用
」
と
な
る
46
。
そ
し
て
、
こ
の
個
物
と
個
物
の
相
互
限
定
こ
そ
が
、
西
田
に
と
っ
て
根
源
的
な
意
味
で
の
働
く

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
働
く
と
は
、
外
に
物
を
作
っ
て
見
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
個
物
と
個
物
の
相
互
限

定
と
は
、
あ
る
個
物
が
他
の
個
物
を
作
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
他
の
個
物
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
が
個
物
と
し
て
他

の
個
物
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
界
が
個
物
の
全
体
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
自
分
の
周
り
に
見
る
世
界
は
、
私
と
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い
う
個
物
と
他
の
個
物
の
相
互
限
定
に
お
い
て
、
私
が
他
の
個
物
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
私
と
い
う
個
物
が
作
ら
れ
る
制
作
・
ポ
イ

エ
ー
シ
ス
の
世
界
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
客
観
的
世
界
、
自
然
と
は
、
物
質
の
世
界
で
は
な
く
て
、
他
の
個
物
で
あ
る
限
り
で
の
汝
の
世
界

で
あ
る
だ
ろ
う
。

働
く
と
は
、
外
に
物
を
作
っ
て
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
外
に
見
る
作
ら
れ
た
物
が
作
っ
た
私
に
対
立
し
、
逆
に
私
を
作

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
働
く
こ
と
は
見
る
こ
と
で
あ
る
、
外
に
作
っ
た
物
を
見
る
こ
と
で
あ
る
、
さ
ら
に
、
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作

る
も
の
へ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
根
源
的
な
意
味
で
、
働
く
と
い
う
こ
と
が
、
個
物
間
の
相
互
限
定
と
し
て
、
個
物
が
他
の
個
物
を
作

り
、
逆
に
他
の
個
物
に
よ
っ
て
当
の
個
物
が
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
働
く
こ
と
に
お
い
て
外
に
作
ら
れ
る
物
と
個
物
と
の
関

係
は
、
根
源
的
な
働
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
質
、
物
、
汝
の
関
係
を
考
察
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
汝
に
関
し
て
、
西
田
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
個
物
と
個
物
と
の
間
に
は
、
私
と
汝
と
の
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
具
体
的
世
界
に
於
て
は
、
物
と
物
と
の
間
に
は
私
と
汝
と
い
ふ
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
に
対
す
る
物
は
す
べ
て
汝
の
意
味

を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
な
ら
な
い
。
私
と
汝
と
い
ふ
の
は
単
に
個
人
と
個
人
と
の
対
立
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
我
々
の
自
己
が
絶
対
の

否
定
面
即
肯
定
面
に
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
、
絶
対
否
定
を
隔
て
て
相
見
る
時
、
私
に
対
す
る
も
の
は
、
山
も
、
川
も
、
木
も
、
石
も
、

す
べ
て
汝
の
意
味
を
有
つ
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
意
味
に
於
て
、
我
々
の
具
体
的
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
形
而
上
学
的
社
会
と
い
ふ

意
味
を
有
つ
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
而
も
斯
く
絶
対
否
定
を
隔
て
て
相
見
る
と
考
へ
ら
れ
る
個
物
と
個
物
と
の
関
係
と
は
、
否
定
面

即
肯
定
面
的
限
定
と
し
て
直
接
に
相
限
定
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
行
為
的
に
相
限
定
す
る
の
で
あ
る
。」47
す
な
わ
ち
、
行
為
的
に
、

し
た
が
っ
て
、
制
作
的
に
理
解
さ
れ
た
個
物
は
、
す
べ
て
汝
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
一
般
に
、
客
観
的
世
界
そ
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
物
質
世
界
は
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
汝
の
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意
味
を
持
つ
個
物
の
世
界
に
対
し
て
、
物
質
世
界
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
後
期
西
田
哲
学
に
と
っ
て
現
実
の
世
界

と
は
、
弁
証
法
的
一
般
者
の
世
界
で
あ
る
。
働
く
こ
と
が
見
る
こ
と
で
あ
る
行
為
的
直
観
の
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
世
界
で
あ
る
。
我
々
が
行

為
的
直
観
に
お
い
て
見
る
客
観
的
世
界
は
、
我
々
が
弁
証
法
的
世
界
の
創
造
要
素
な
い
し
は
作
用
要
素
で
あ
る
形
成
作
用
に
よ
っ
て
作
り

作
ら
れ
る
個
物
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
現
実
の
行
為
的
直
観
の
世
界
を
否
定
し
て
、
そ
の
個
別
的
限
定
す
な
わ
ち
時
間
的
限
定
を
極
小
化

す
る
と
い
う
抽
象
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
世
界
が
物
質
世
界
で
あ
る
。「
所
謂
物
質
的
世
界
も
斯
く
し
て
弁
証
法
的
と
考
へ
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
時
の
自
己
限
定
を
極
小
と
し
た
も
の
で
あ
る
。」48
す
な
わ
ち
、
行
為
的
直
観
の
現
実
の
世
界
か
ら
、
タ
ー
ト
ザ
ッ
ヘ

の
世
界
か
ら
、
行
為
を
捨
象
し
て
、
ザ
ッ
ヘ
だ
け
を
考
え
た
も
の
が
、
物
質
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
の
自
己
で
あ
る
行
為
的
直
観

的
自
己
か
ら
抽
象
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
的
側
面
を
極
小
化
し
て
得
ら
れ
る
知
的
自
己
が
、
目
に
す
る
抽
象
的
世
界
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

行
為
的
直
観
か
ら
そ
の
空
間
的
一
般
的
限
定
を
極
小
に
し
て
得
ら
れ
る
の
が
、
精
神
で
あ
り
、
自
由
意
志
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
最
後
に
、
物
と
は
何
で
あ
る
か
。
物
は
個
物
と
、
ま
た
さ
っ
き
見
た
よ
う
に
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
個
物
が
そ
の
ま
ま

汝
で
あ
る
な
ら
ば
、
物
は
汝
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
個
物
が
相
働
く
個
物
で
あ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
個
物
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
た
っ
た
一
つ

の
個
物
と
い
う
の
は
、
働
く
こ
と
が
他
に
対
し
て
働
く
こ
と
で
あ
る
以
上
、
働
く
個
物
と
し
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
ま
た
、
二
つ
の
物

を
考
え
て
も
、
そ
の
場
合
、「
物
と
物
と
は
唯
一
つ
の
媒
介
者
の
相
反
す
る
両
端
と
考
へ
る
こ
と
も
で
き
る
。
斯
く
考
へ
る
時
、
そ
れ
は

又
一
つ
の
も
の
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
故
に
真
に
独
立
す
る
物
と
物
と
の
相
互
関
係
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
に
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
も

の
の
関
係
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
始
め
て
物
が
働
く
と
い
ふ
こ
と
が
真
に
自
己
自
身
を
否
定
し
て
他
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、

而
も
そ
れ
が
真
に
働
く
も
の
と
し
て
自
己
が
自
己
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。」49
又
、
別
の
所
で
は
、
二
つ
の
物
の
関

係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
自
己
と
世
界
と
、
主
観
と
客
観
と
、
相
反
す
る
も
の
の
相
互
限
定
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
て
、
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逆
に
一
つ
の
も
の
の
分
裂
統
一
と
も
考
へ
得
る
の
で
あ
る
。」50
こ
の
指
摘
は
、
後
期
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
が
見
る
も
の
と
見
え
る
も
の
と

の
関
係
と
し
て
捉
え
た
可
逆
性
が
、
肉
と
い
う
「
一
つ
の
も
の
の
分
裂
統
一
」
に
す
ぎ
な
い
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
肉

の
可
逆
性
を
規
定
し
て
い
る
否
定
性
は
、
物
を
作
る
と
い
う
働
く
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
真
の
絶
対
的
否
定
性
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
真
に
働
く
個
物
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
三
つ
以
上
の
個
物
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
働
く
三
つ
の
個
物
に
つ
い
て

言
え
る
こ
と
は
、
無
数
の
働
く
個
物
に
つ
い
て
拡
張
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
三
つ
目
の
個
物
が
彼
に
他
な
ら
な
い
。
彼

が
な
け
れ
ば
私
も
な
く
、
汝
も
な
い
。
ま
し
て
や
私
と
汝
の
関
係
も
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
彼
と
は
誰
か
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
前

に
、
働
く
こ
と
に
お
い
て
私
と
汝
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ぶ
か
、
確
認
し
て
お
こ
う
。
私
が
働
く
と
き
、
私
が
相
互
に
規
定
し
あ

う
、
私
に
対
す
る
個
物
は
汝
に
他
な
ら
な
い
。「
併
し
我
々
が
働
く
と
い
ふ
に
は
、
自
己
に
対
す
る
も
の
が
自
己
を
動
か
し
、
自
己
が
又

自
己
に
対
す
る
も
の
を
動
か
す
と
い
ふ
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
と
い
ふ
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
表
現
的
に
我
に
対
し
て
立
つ
も
の
は
我
を
動
か
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
私
に
対
し
て
呼
び
声
と
か
命
令
と
い
ふ
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
私
と
汝
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
無
論
我
々
の
行
為
的
自
己
に
対
し
て
立
つ
も
の
は
必

ず
し
も
汝
と
い
ふ
個
人
で
は
な
い
と
云
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
私
も
然
云
ふ
の
で
は
な
い
。
併
し
然
ら
ば
我
々
の
行
為
的
自
己
に
対
し
て
立

つ
も
の
は
何
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
単
に
物
質
と
い
ふ
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
然
ら
ば
そ
れ
を
単
な
る
表
現
と
い
ふ
如
き

も
の
と
考
へ
る
か
。
単
な
る
表
現
と
い
ふ
如
き
も
の
は
了
解
的
自
己
の
対
象
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
行
為
的
自
己
の
対
象
で
は
な
い
。」51
さ

ら
に
続
け
て
、「
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
の
媒
介
者
と
な
る
、
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
媒
介
す
る
唯
一
の
自
己
と
い
ふ
も
の
だ
け
で
は
、

働
く
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
か
ゝ
る
自
己
に
対
し
て
立
つ
も
の
は
、
亦
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
媒
介
す
る
独
立
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
亦
一
つ
の
自
己
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
世
界
と
世
界
と
が
対
立
す
る
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
自
身
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を
限
定
す
る
個
物
と
個
物
と
が
相
対
す
る
時
、
世
界
と
世
界
と
が
相
対
す
る
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
私
の
私
と
汝
と
の
対

立
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
個
物
と
個
物
と
の
相
対
す
る
時
、
そ
れ
は
私
と
汝
と
考
へ
ら
れ
る
。」52

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
私
と
汝
が
個
物
と
し
て
働
き
合
う
た
め
に
は
、
第
三
の
個
物
・
彼
を
必
要
と
す
る
。
私
と
汝

と
は
、
無
数
の
個
物
、
無
数
の
彼
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
併
し
個
物
は
無
数
の
個
物
の
相
互
限
定
か
ら
基
礎
付
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
、
個
物
は
場
所
的
限
定
に
よ
つ
て
限
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
数
の
個
物
の
相
互
限
定
に
於
い
て
個
物
と

考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
彼
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
唯
二
つ
の
個
物
の
間
に
は
世
界
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
歴
史
的
世
界
に
於
て
あ
る
も
の

と
し
て
の
彼
と
彼
と
が
弁
証
法
的
に
相
対
す
る
時
、
私
と
汝
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」53

し
た
が
っ
て
、
彼
が
私
と
汝
と
を
働
く
個
物
と
し
て
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
数
の
個
物
・
彼
が
お
互
い
に
働
き
合
う
と
き
、

そ
の
と
き
の
一
つ
の
彼
と
一
つ
の
彼
と
の
関
係
が
、
私
と
汝
と
の
関
係
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
互
に
限
定
し
合
う
私
と
汝

と
の
関
係
は
、
彼
と
彼
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
と
は
、
私
と
汝
と
を
独
立
し
た
個
物
と
し
て
可
能
に
す
る
原
理
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
私
と
汝
の
分
離
の
原
理
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
客
観
化
の
原
理
で
も
あ
る
。「
我
々
が
意
識

的
自
己
を
否
定
し
て
行
為
的
自
己
の
立
場
に
立
つ
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
が
彼
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
、
私
が
彼
と
な
る
こ
と
で
あ

る
。
我
々
の
主
観
を
客
観
化
す
る
と
い
ふ
場
合
、
か
ゝ
る
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
彼
と
い
ふ
の
は
単
に
私
と
汝
と
の
分
離
の
原
理
た

る
の
み
な
ら
ず
又
客
観
化
の
原
理
で
あ
る
）。
我
々
は
彼
の
立
場
に
於
て
主
観
的
・
客
観
的
に
物
を
見
る
の
で
あ
る
。
私
が
働
く
と
い
ふ

こ
と
は
、
私
が
彼
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
汝
が
働
く
と
い
ふ
こ
と
も
同
様
で
あ
る
、
汝
が
働
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
汝
が
彼
の
立
場

に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
斯
く
し
て
私
と
汝
と
は
彼
の
世
界
を
通
じ
て
相
交
は
る
、
非
連
続
の
連
続
の
媒
介
者
に
よ
つ
て
相
限
定
す
る
と
考

へ
ら
れ
る
、
主
観
的
・
客
観
的
な
る
物
の
世
界
に
於
て
相
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
物
の
世
界
と
い
ふ
の
は
彼
の
世
界
で
あ

る
。」54
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彼
と
は
物
で
あ
り
、
彼
の
世
界
は
物
の
世
界
で
あ
り
、
客
観
的
世
界
で
あ
る
。「
個
物
と
個
物
と
の
世
界
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
彼
の
世
界
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
世
界
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
と
汝
と
が

相
対
し
相
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
私
が
働
く
と
い
ふ
こ
と
は
私
と
汝
と
が
相
対
し
相
限
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
と
な
る

こ
と
で
あ
る
。
主
観
的
・
客
観
的
、
客
観
的
・
主
観
的
な
る
世
界
、
我
々
が
普
通
に
客
観
界
と
考
へ
て
居
る
も
の
は
、
単
に
我
々
の
自
己

を
拡
大
し
た
も
の
、
一
般
的
自
己
の
世
界
と
い
ふ
如
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
無
数
な
る
個
物
的
自
己
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

私
の
所
謂
彼
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
し
て
始
め
て
そ
れ
が
真
の
客
観
性
を
有
つ
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
然
ら
ず
し
て
、

単
に
所
謂
客
観
的
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
唯
知
的
自
己
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。」55

結

語

メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
の
「
見
る
も
の
は
見
え
る
も
の
で
あ
る
」
に
お
い
て
、
一
方
の
見
る
も
の
と
、
他
方
の
見
え
る
も
の
と
は
、
可
逆

的
関
係
に
あ
る
。
そ
の
可
逆
性
の
分
離
と
結
合
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
折
り
返
し
、
襞
、
窪
み
、
穴
、
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
否

定
性
で
あ
る
。
こ
の
同
じ
可
逆
性
を
、
後
期
西
田
の
働
く
個
物
の
「
働
く
こ
と
は
見
る
こ
と
で
あ
る
」
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
外
に
物
を
作
っ
て
見
る
働
く
こ
と
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
の
は
、
絶
対
の
否
定
で
あ
り
、
絶
対
の
矛
盾
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
働
く
こ
と
に
お
い
て
外
に
作
っ
て
見
ら
れ
る
物
が
個
物
・
彼
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い

る
。
物
・
彼
と
私
と
の
間
に
は
、
可
逆
的
な
関
係
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
に
よ
っ
て
、
彼
の
体
現
す
る
絶
対
的
な

否
定
性
に
よ
っ
て
、
私
と
い
う
働
く
個
物
が
、
個
物
・
汝
が
、
そ
し
て
個
物
一
般
が
、
個
物
と
し
て
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
こ
そ

が
、
相
互
限
定
し
、
合
い
働
く
私
と
汝
と
を
、
そ
の
働
き
に
お
け
る
相
互
限
定
と
し
て
の
可
逆
性
を
、
可
能
に
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
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な
い
。
働
く
こ
と
に
お
い
て
、
私
か
ら
彼
に
、
物
に
行
く
こ
と
は
で
き
る
。
と
言
う
の
も
そ
れ
が
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
し
か

し
、
物
は
、
彼
は
、
私
の
内
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
物
は
、
彼
は
、
私
を
包
ん
で
、
彼
へ
と
、
汝
を
含
む
無
数
の
彼
へ
、
客

観
世
界
へ
と
広
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
個
物
と
個
物
と
が
相
対
し
相
限
定
す
る
時
、
そ
こ
に
私
と
汝
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
併
し

我
々
が
内
部
知
覚
的
自
己
を
越
え
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
私
は
彼
と
い
ふ
意
味
を
有
つ
の
で
あ
る
。
私
が
然
る
如
く
、
汝
も
亦
歴
史
的
個

物
と
し
て
彼
と
い
ふ
意
味
を
有
つ
。
物
は
彼
と
い
ふ
意
味
を
持
つ
私
と
汝
と
の
対
象
と
し
て
、
表
現
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
直
観
の

対
象
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
行
為
す
る
時
、
物
の
世
界
は
汝
と
し
て
私
に
対
し
、
私
と
汝
と
が
一
と
な
る
時
、
即
ち
共
に
彼

と
な
る
時
、
物
は
直
観
の
対
象
と
し
て
私
と
汝
と
を
限
定
す
る
。
か
か
る
歴
史
的
現
在
の
世
界
が
我
々
に
最
も
具
体
的
な
日
常
性
の
世
界

と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。」56
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