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哲
学
に
お
い
て
は
言
葉
が
方
法
と
な
る
。
我
々
は
言
葉
に
よ
っ

て
真
理
を
会
得
し
、
言
葉
に
よ
っ
て
真
理
を
他
に
伝
え
る
。
こ
こ

で
は
い
わ
ば
「人
間
―
言
葉
―
真
理
」
と
で
も
言
う
べ
き
連
関
が

成
立
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
芸
術
の
本
質
を
「人
間
―
芸
術

作
品
―
真
理
」
と
い
う
連
関
の
う
ち
で
捉
え
る
。
芸
術
作
品
は
芸

術
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
応
じ
て
言
葉
、
一塗
﹈
Ｊ
髯
梨
土最
す
」い
っ

た
も
の
に
分
か
れ
う
る
が
、
そ
れ
ら
の
根
底
を
通
じ
て
、
我
々
人

間
は
真
理
と
作
品
と
の
根
源
的
連
関
の
う
ち
に
置
か
れ
る
こ
と
と

な
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
に
従
え
ば
、
哲
学
と
芸
術
と
は
さ
ほ

ど
異
な
っ
た
領
域
で
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
、
周
知
の
よ
う
に
、

特
に
後
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
詩
を
初
め
と
し
た
芸
術

が
、「哲
学
の
終
わ
り
」に
際
し
た
「別
の
原
初
」”ａ
Φ”Ｒ
＞
ユ
留
∞

と
し
て
、
思
索
の
主
要
な
事
柄
と
な
っ
て
く
る
。
果
た
し
て
我
々

は
芸
術
と
い
う
仕
方
で
、
真
理
、
作
品
と
の
い
か
な
る
根
源
的
連

関
の
う
ち
に
立
ち
う
る
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
哲
学
的
思
索
に
と
っ

て
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
う
る
の
か
。
我
々
が
芸
術
と
い
う
仕
方

芸
術
の
可
能
性

ハ
イ
デ
ガ
ー
を
手
引
き
と
し
て

小
　
柳
　
美
代
子

に
お
い
て
な
し
う
る
可
能
性
と
は
何
か
。
こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い

て
思
索
す
る
こ
と
が
、
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。

こ
の
課
題
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
、
我
々
は
差
し
当
た
っ
て
は
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
芸
術
に
つ
い
て
の
思
索
を
手
引
き
と
す
る
。
彼
の
芸

術
論
に
つ
い
て
の
研
究
書
は
幾
つ
か
あ
る
が
①
、
し
か
し
大
半
は

彼
の
言
葉
の
解
釈
に
留
ま
っ
て
い
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

我
々
は
、
先
の
事
柄
に
つ
い
て
自
ら
思
索
す
る
と
い
う
課
題
を
遂

行
す
る
た
め
に
、
ま
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
芸
術
論
に
お
け
る
先
に
指

摘
し
た
よ
う
な
「人
間
―
芸
術
作
品
―
真
理
」
と
い
う
連
関
を
軸

に
、
彼
に
お
け
る
芸
術
の
意
味
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
言
葉

を
方
法
と
す
る
哲
学
的
思
索
で
あ
る
彼
の
思
索
は
、
そ
の
方
法
に

お
い
て
、
思
索
の
途
上
で
或
る
転
換
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

が
、
こ
の
転
換
は
彼
の
思
索
の
中
枢
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
ま
た
こ
の
転
換
は
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
、
西
欧
哲
学
と

芸
術
論
と
の
全
体
に
関
わ
る
問
題
性
を
学
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
果

た
し
て
い
か
な
る
事
態
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
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明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
の
後
、
彼
が
逢
着
し
た
事
態
そ
れ
自
身
の

究
明
を
通
じ
て
、
果
た
し
て
人
間
は
芸
術
・哲
学
と
い
う
仕
方
で

い
か
に
し
て
真
理
と
関
わ
る
こ
と
が
可
能
か
、
と
い
う
こ
と
を
究

明
し
た
い
。
芸
術
に
関
し
て
は
、
最
近
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「芸
術
終
焉

論
」
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
に
既
に
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
コ
〓術
」
と
い
う
名
の
も
と
に
あ
ま
り
に

い
か
が
わ
し
い
偽
物
が
幅
を
き
か
せ
て
い
る
状
況
は
む
し
ろ
現
代

の
方
が
深
刻
で
あ
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

芸
術
の
可
能
性
は
い
ま
だ
汲
み
尽
く
さ
れ
て
は
い
な
い
。　
一体
、

芸
術
と
い
う
仕
方
で
物
、
世
界
、
真
理
と
関
わ
る
こ
と
の
意
味
は
、

果
た
し
て
何
で
あ
る
の
か
。
近
世
に
お
い
て
、
芸
術
・美
を
扱
う

学
は
お
り一ぎ
一】８
（美
学
）
と
し
て
、
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
（感
性

的
知
覚
）
と
関
係
付
け
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
芸
術
・美
が
感
性
的

な
も
の
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
芸
術
そ
れ
自
身
が
理
性

的
・精
神
的
な
も
の
に
対
し
て
い
わ
ば
一段
低
い
段
階
の
も
の
と

さ
れ
る
、
こ
れ
ま
で
の
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
伝
統
的
芸
術
論
の
底
を

流
れ
る
見
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
そ
の
底
に
西
欧
哲

学
の
歴
史
と
軌
を
一
に
し
た
問
題
性
を
含
ん
で
い
る
。
我
々
は
、

こ
の
よ
う
な
見
方
に
よ
っ
て
は
、
芸
術
・美
と
は
何
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
「感
性
」
に
対
す
る
と
さ
れ

る
「理
性
的
・精
神
的
」
な
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
、
「物
」
と

は
何
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
真
理
と
は
一体
何
で
あ
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
が
見
て
取
ら
れ
て
い
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
畢
寛
我
々
の
人
間
的
自
己
と
は
何
で
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
根
底
に
お
い
て
見
て
取
ら
れ
て
い
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

我
々
は
、
こ
れ
ら
の
一切
を
問
い
に
付
す
。
以
下
に
お
い
て
試

み
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
の
試
み
に
他
な
ら
な
い
。

一　
芸
術
に
お
け
る
「二
義
性
」

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
芸
術
論
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
一九
二
五
／
三

六
年
の
コ
一術
作
品
の
根
源
』で
初
め
て
全
面
的
に
展
開
さ
れ
た
。

②
こ
の
論
文
に
つ
い
て
一九
五
六
年
に
書
か
れ
た
補
遺
の
う
ち
で
、

こ
の
論
文
中
の
「真
理
を
作
品
の
う
ち
に
据
え
る
こ
と
Ｌ
房
‐ヨ
ｏキ
‐

骰
一Ｎ８
‐ＯΦ【‐ヨ
多
■
Φ〓
と
い
う
表
現
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な

コ
メ
ン
ト
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「誰
が
、
あ
る
い
は

何
が
、
い
か
な
る
仕
方
で
＾
据
え
る
Ｖ
の
か
と
い
う
こ
と
は
無
規

定
な
ま
ま
で
あ
る
が
、
し
か
し
規
定
可
能
で
あ
り
、
こ
の
表
題
の

う
ち
に
は
存
在
と
人
間
本
質
と
の
連
関
が
自
ら
を
覆
蔵
し
て
い
る
。

こ
の
連
関
は
こ
の
よ
う
な
体
裁
の
う
ち
で
は
不
適
切
に
し
か
思
索

さ
れ
て
い
な
い
。こ
れ
は
私
を
せ
め
た
て
る
困
難
ｒ
〓ま
Φ”̈
躁
Φ〓

で
あ
り
、
『存
在
と
時
間
』
以
来
明
ら
か
に
な
り
、
そ
れ
以
降
様
々

な
仕
方
で
語
ら
れ
て
き
た
」
（〇
＞
五

七̈
四
）
と
。
つ
ま
り
、
こ

こ
に
は
彼
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
「本
質
的
な
二
義
性
」
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が
存
す
る
。す
な
わ
ち
、∧
】”？
ヨ
Φ”オ‐ｒ
一Ｎ８
‐８
〒
■
多
『〓Φ〓Ｖ

と
い
う
こ
と
は
、
一方
で
は
、「真
理
が
自
ら
を
作
品
の
う
ち
に
据

え
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「芸
術
は
性
起
日『Φい””お
か
ら
思
索

さ
れ
て
い
る
」。
性
起
と
は
何
ら
か
の
も
の
を
固
有
な
本
来
的
あ

り
方
に
な
ら
し
め
る
と
い
う
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
後
期
の
根
本
語
で
あ

る
。
そ
し
て
他
方
で
は
、
こ
れ
は
「芸
術
が
真
理
を
作
品
の
う
ち

に
据
え
る
こ
と
」
で
あ
り
、
真
理
は
「目
的
語
」
と
な
っ
て
、

「芸
術
と
は
人
間
に
よ
る
創
作
で
あ
り
見
守
る
こ
と
だ
」
と
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
二
義
性
と
は
芸
術
に
お
け
る
「存
在
（真
理
）
と

人
間
本
質
と
の
連
関
」
の
二
義
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
畢
党
「誰
が

割
劉
Ч
劃
徊
綱
引
劉
翻
淵
調
コ
ロ
測
渕
ｄ
の‐
洲
」
と
い
う
問

い
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
「『存
在
と
時
間
』
以
来
私
を
せ
め

た
て
る
困
難
」
だ
と
い
う
彼
の
言
葉
に
は
、
こ
の
問
題
が
、
後
に

見
る
よ
う
に
、
彼
の
思
索
の
中
枢
に
関
わ
る
問
題
だ
った
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
彼
の
思
索
の
転
換
は
こ
の
問
題
を
巡
っ
て
生
じ
た
、

と
言
っ
て
よ
い
。。
そ
れ
は
ま
た
哲
学
と
芸
術
と
の
本
質
に
関
わ

る
問
題
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
『存
在

と
時
間
』
前
後
の
彼
の
思
索
に
お
け
る
存
在
・真
理
と
人
間
と
の

関
わ
り
、
ま
た
そ
の
転
換
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
れ
が

い
か
に
ｔ
て芸
術
の問
題
と
関
わ
って
く
る
か
と
い
う
こと
を
論

じ
た
い
。

ニ
　
ハ
イ
デ
ガ
！
の
思
索
の
転
換
と
芸
術

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
著
『存
在
と
時
間
』
全
体
の
意
図
は
、
人
間

的
現
存
在
の
優
位
に
定
位
し
て
「存
在
の
意
味
」
を
問
う
こ
と
で

あ
り
、
「あ
ら
ゆ
る
存
在
了
解
一般
を
可
能
に
す
る
地
平
と
し
て

時
間
を
解
釈
す
る
こ
と
」
含
Ｎ
一）
が
当
面
の
目
標
だ
と
さ
れ
た
。

し
か
し
こ
の
書
は
第
一部
の
第
二
編
ま
で
し
か
公
刊
さ
れ
ず
、

『存
在
と
時
間
』
は
途
絶
し
た
。
こ
こ
か
ら
彼
の
思
索
の
転
回
が

議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
途
絶
は
果
た
し
て
い
か
な
る

理
由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
思
索
に
お
い
て
、　
一体
何
が
生

じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。“

『存
在
と
時
間
』
既
刊
部
は
一九
二
六
年
に
は
完
成
し
て
い
た

が
、
そ
の
後
人
間
的
現
存
在
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
真
存
在
の

「超
力
」
Ｏ
ｇ
”ヨ
Ｒ
Ｆ
（ｏ
≧
二九
二
二〇
じ
、
現
存
在
の
自
由
に

対
す
る
「拘
束
性
」
と
し
て
の
世
界
→
性
〇
≧
一四

四̈
二
〇
Ｆ

Ｏ
≧
一六

二̈
一八
いいｂ
≧
一九
／
三
〇

五̈
〇
七
電
）と
い
う
こ

と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
現
存
在
以
外
の
存
在
者
に

つ
い
て
も
、
「そ
れ
に
対
し
て
は
、
超
越
す
る
現
存
在
が
無
力
で

あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
現
存
在
は
何
よ
り
も
ま
ず
存
在
者
を

そ
の
抵
抗
の
う
ち
で
経
験
す
る
」
（０
≧
〓
ハ
二
一七
九
）と
述
べ

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
存
在
の
「外
」
で
超
力
的
に
威
を
振

る
う
よ
う
に
な
る
世
界
、
存
在
者
、
最
終
的
に
は
真
存
在
と
い
っ
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た
も
の
に
対
し
て
、
人
間
的
現
存
在
は
徐
々
に
「無
力
」
と
い
う

側
面
を
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
こ
と
は
「存
在

自
身
の
自
己
覆
蔵
∽一多
お
じ
Φ凋
彗
Ｌ
と
言
わ
れ
る
事
態
に
お
い

て
更
に
顕
現
化
す
る
→
電
∽Ｎ
三
二
二
ｂ
＞
二
九
／
三
〇
二
〓

○
∽̈Ｃ
一一一̈０
≧
≡
千
一〇
八
欧
ｂ
≧
二九
二
一五
Ｏ
ｂ
＞
九
二

九
二
ｂ
＞
四
五
二
一〇
九
いじ
。
こ
の
よ
う
に
、
『存
在
と
時
間
』

以
後
、
現
存
在
に
対
す
る
超
力
的
な
も
の
に
対
し
て
言
及
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
な
る
が
、
し
か
し
ま
た
一方
で
は
、
あ
く
ま
で
こ
の

時
期
の
彼
の
存
在
の
間
は
現
存
在
の
超
越
を
基
盤
に
し
た
超
越
論

的
存
在
論
で
あ
る
。Ｇ
つ
ま
り
、
現
存
在
に
よ
っ
て
「現
存
在
な

ら
ぎ
る
存
在
者
が
踏
み
越
え
ら
れ
る
」
（０
≧
三分
二
一二
）と
い

う
現
存
在
の
超
越
が
、
自
由
と
し
て
あ
く
ま
で
も
追
究
さ
れ
て
お

り
、
「現
存
在
こ
そ
が
本
来
的
超
越
者
な
の
で
あ
る
」
（〇
≧
一四
¨

四
二
五
）と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『存
在
と
時
国

以
後
、
現
存
在
の
超
越
と

現
存
在
に
対
す
る
「超
力
」
的
な
も
の
と
の
い
わ
ば
拮
抗
作
用
が

顕
在
化
し
て
く
る
が
、
こ
れ
は
現
存
在
が
自
己
以
外
の
存
在
者
の

存
在
了
解
と
い
う
自
己
の
「外
」
の
次
元
に
出
た
と
き
、
も
は
や

現
存
在
の
超
越
・自
由
と
い
う
仕
方
で
は
捉
え
き
れ
な
い
何
ら
か

の
超
力
的
「働
き
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
に
出
会
う
こ
と
を
意
味

し
、
現
存
在
の
超
越
を
根
拠
と
す
る
限
界
が
生
ず
る
こ
と
を
意
味

す
る
。か
く
し
て
彼
の
思
索
は
「思
索
の
う
ち
で
の
或
る
転
換
」Ｇ

を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
「哲
学
へ
の
寄
与
』
で
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「現
―
存
在
は
現
―
存
在
と
し
て
根
源

的
に
覆
蔵
の
開
け
に
耐
え
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
厳
密
に
は
現
―

存
在
の
超
越
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
語
ら
れ
え
な
い
。
か
か
る
着

手
の
範
囲
に
お
い
て
は
国
力、―測
引
意
味
で
も
∧
超
越
Ｖ
と
い
う
よ

う
な
表
象
は
消
滅
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
（〇
＞
六
五
■
一

一七
）と
。
こ
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
は
様
々
な
次
元

で
の
問
題
に
遭
遇
し
て
性
起
の
思
索
へ
と
転
換
し
、
性
起
の
贈
遣

と
し
て
の
存
在
の
歴
史
に
基
づ
く
「別
の
原
初
」
を
求
め
る
思
索

と
な
っ
た
が
、
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
人
間
的
現
存
在
と

超
越
と
の
問
題
で
あ
る
。
現
存
在
は
存
在
者
を
超
越
す
る
と
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
は
特
に
プ
ラ
ト
ン
に
言
及
さ
れ
る
際
に
顕
著
に
現

れ
て
お
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
目
指
し
た
「存
在
者
を
越
え
た
存
丑
仕

が
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
的
な
も
の
と
関
わ
る
こ
と
を
示
す
→
性

の
＞
九
二
一〇
三
蹴
ｂ
≧
一四
四̈
〇
三
いｂ
≧
〓分
一四
四
易̈
モ
）。

ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
新
カ
ン
ト
的
な
認
識
論
的
見
方
の
影
響
を
色

濃
く
受
け
て
お
り
、
彼
は
ま
さ
に
か
か
る
意
味
で
哲
学
の
伝
統
を

受
け
継
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
既
述
の
よ
う
に
世
界
、
真

理
、
真
存
在
と
い
っ
た
も
の
の
自
己
覆
蔵
的
超
力
が
表
面
化
し
て

く
る
よ
う
に
な
り
、
彼
の
思
索
は
転
換
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
詩
・芸
術
が
彼
の
思
索
に
お
い
て
非
常
に
重
大
な
意
味
を
も
っ

て
く
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
既
述
の
よ
う
な
彼
の
思
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索
の
転
換
と
い
う
事
態
の
只
中
で
、
「形
而
上
学
の
言
葉
の
助
け

に
よ
っ
て
は
切
り
抜
け
ら
れ
な
か
った
」
（〇＞
九
一三
二
八
）と

自
ら
吐
露
す
る
よ
う
な
事
態
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
彼

の
言
葉
と
思
索
の
方
法
と
へ
の
考
え
方
を
決
定
的
に
変
え
さ
せ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
つま
り
、
ど
こ
ま
で
も
存
在
者
の
「根
拠
」
を

求
め
る
と
い
う
仕
方
で
思
索
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
形
而
上
学
に

対
し
、
「脱
―
根
拠
」
（＞
げ‐０日
●ｅ
と
し
て
深
淵
的
に
人
間
に
対

し
て
自
ら
を
覆
蔵
す
る
よ
う
な
真
理
を
、
い
か
に
し
て
会
得
し
、

言
葉
に
し
う
る
の
か
、
と
い
う
間
が
切
迫
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
思
索
の
転
換
は
、
よ
く
取
り
沙

汰
さ
れ
る
よ
う
な
「挫
折
」
「転
向
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は

な
く
、劇翻
引
劃
洲到創割
劃
剰
調
樹
目
翻
劃
利
引
凋
刑
□
劇
「

創
到
劇
＝
刷
剰
刊
到
ヨ
刊
倒
引
劇
「
月
月
渕
引
副
ｄ
司
ｑ
「
倒

る
。
思
索
の
方
法
と
し
て
の
言
葉
は
、
西
欧
哲
学
・形
而
上
学
二

千
年
以
上
の
時
を
経
て
、
果
た
し
て
真
に
事
柄
そ
れ
自
身
を
伝
え

う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
真
理
の
真
の
瞬
間
に
言
葉

と
し
て
現
れ
た
も
の
が
、
長
い
時
の
う
ち
で
い
わ
ば
哲
学
の
決
ま

り
文
句
と
化
し
、
い
じ
く
り
回
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
真
の

姿
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
我
々
は
、
言
葉
を

巧
み
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
と
い
わ
ば
反
比

例
し
て
、
言
葉
が
本
来
も
っ
て
い
た
は
ず
の
真
の
「言
葉
の
力
」

と
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
も
は
や
感
じ
取
る
こ
と
さ
え
で
き
な
く

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
語
る
「形
而
上
学
・

哲
学
の
終
焉
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
へ
の
い
わ
ば
自
覚
の
表

現
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
終
焉
の
只
中
に
お
い
て
、
否
、
ま
さ
し
く

そ
れ
が
終
焉
で
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
新
た
な
可
能
性
が
生
じ
て
き

う
る
。
真
理
を
真
に
伝
え
う
る
の
は
、
果
た
し
て
い
か
な
る
手
段

に
よ
る
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
真
理
と
し
て
の
「神
の
閃
き
を

語
の
う
ち
へ
強
い
、
言
葉
の
う
ち
に
置
く
」
（０
＞
二
九
二
二〇
じ

の
は
、
「中
間
本
質
」
と
し
て
の
「半
神
」、
つ
ま
り
詩
人
で
あ
る
、

と
し
た
（〇
≧
二九

王̈
ハ四
）。
言
葉
を
方
法
と
す
る
思
索
者
は
、

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
コ
言葉
の
う
ち
に
置
か
れ
た
」
真
理
を
、
哲

学
の
決
ま
り
文
句
に
曇
ら
さ
れ
ぬ
眼
で
真
に
見
抜
き
、
そ
し
て
そ

れ
を
真
に
明
晰
化
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、

後
期
の
彼
の
思
索
の
根
底
に
お
い
て
、
詩
ｏ芸
術
は
思
索
の
方
法

そ
れ
自
身
へ
の
問
い
と
し
て
、
重
大
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

て
く
る
。
だ
が
一方
で
、
彼
は
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
詩
・芸
術
の

捉
え
方
に
お
い
て
、
伝
統
的
哲
学
の
問
題
性
を
彼
自
身
引
き
継
ぐ

こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
次
に
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。

〓一　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
芸
術
論

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
最
初
に
展
開
し
た
芸
術
論

で
あ
る
『芸
術
作
品
の
根
源
』
で
は
「物
の
物
性
が
言
わ
れ
う
る
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の
は
殊
更
に
困
難
で
あ
り
、
か
つ
稀
有
で
あ
る
」
（〇
＞
五
二
七
）

と
さ
れ
、
物
の
物
性
を
問
う
こ
と
か
ら
芸
術
の
本
質
が
説
き
起
こ

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「作
品
と
は
、
或
る
世
界
を
打
ち
立
て
大

地
を
作
り
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
と
大
地
と
の
闘
争

２
扇
動
作
用
＞
房
一”い〓
●”な
の
で
あ
る
」
（Ｏ
＞
五
≡
一六
）と
語

ら
れ
る
。
つ
ま
り
作
品
と
し
て
捉
）各
ら
れ
た
物
は
、
開
く
も
の
と

し
て
の
世
界
と
閉
ざ
す
も
の
と
し
て
の
大
地
と
を
自
ら
樹
立
し
、

し
か
も
そ
れ
ら
の
相
互
闘
争
を
引
き
起
こ
す
働
き
を
す
る
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
か
か
る
次
元
で
は
、
こ
れ
以
前
に
述
べ
ら
れ
て

い
た
∧
存
在
論
的
差
別
に
お
け
る
存
在
者
と
し
て
の
物
∨
と
∧
存

在
者
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
の
世
界
∨
と
い
う
関
係
が
既
に
転

換
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
‘術
作
品
』
で
は
更
に
今

述
べ
ら
れ
た
世
界
と
大
地
と
の
根
底
に
、
開
蔵
国ユ
Ｆ
“
８
と
し

て
の
∧
空
け
開
け
匡
多
Ｅ゙
”∨
対
∧
拒
絶
・塞
ぎ
立
て
∨
の
二

重
の
覆
蔵
と
い
う
働
き
そ
れ
自
身
と
し
て
の
真
理
が
語
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
芸
術
と
は
か
か
る
「真
理
が
自
ら
を
１
作
品
の
―
う

ち
に
―
置
く
こ
と
」
だ
と
さ
れ
る
が
、
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
、
「真
理
の
本
質
に
は
自
ら
を
存
在
者
の
う
ち
へ
と
整
え
入

れ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
初
め
て
真
理
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
属
し

て
い
る
が
ゆ
え
に
、
真
理
の
本
質
に
は
、
存
在
者
そ
れ
自
身
の
只

中
で
存
在
的
で
あ
る
と
い
う
真
理
の
卓
抜
な
る
可
能
性
と
し
て
の

作
品
へ
と
向
か
う
動
向
が
存
し
て
い
る
」
（〇
＞
五
五̈
〇
）と
言
わ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
働
き
そ
れ
自
身
と
し
て

の
真
理
が
真
理
と
な
る
の
は
自
ら
を
存
在
者
の
う
ち
に
入
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
真
理
と
関
わ
る
芸
術
家
と
芸
術
作
品
と
に
対
し
て
、
コ
〓

術
作
品
と
芸
術
家
と
の
根
源
は
芸
術
で
あ
る
」
（０
＞
五
一四
四
）と

さ
れ
、
芸
術
と
は
本
来
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
、
テ
ク
ネ
ー
に
ま
で
遡
る

よ
う
な
「出
で
来
た
ら
す
」
〓
Φ”６
３
『”品
Ｅ
”働
き
そ
れ
自
身

だ
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
「芸
術
作
品
と
芸
術
家
と
は
共
に
芸
術

に
依
拠
し
、
芸
術
の
本
質
は
真
理
が
自
ら
を
作
品
の
う
ち
に
据
え

る
こ
と
で
あ
る
」
（〇
＞
五
五̈
九
）と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
い

芸
術
家
と
し
て
の
人
間
は
芸
術
作
品
の
創
造
者
で
あ
る
と
同
時
に
、

真
理
の
働
き
そ
れ
自
身
と
し
て
の
芸
術
そ
れ
自
身
の
働
き
を
「見

守
る
者
」
と
い
う
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
（〇
＞
五
五̈
四
「い％

つ
ま
り
「我
々
は
作
品
が
作
品
で
あ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
見
守

り
と
名
付
け
る
。
…
創
作
さ
れ
た
も
の
は
見
守
る
者
が
い
な
け
れ

ば
、
存
在
的
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
」
（〇
＞
五
一五
四
）と
さ

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
『芸
術
作
品
』
で
は
芸
術
は
最
終
的
に
は
詩

作
に
そ
の
本
質
を
も
つ
と
さ
れ
（〇
＞
五
五̈
九
〓
）、
コ
下術
と
は

本
質
に
お
い
て
詩
作
で
あ
る
」
（０
＞
五
五̈
九
）と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

我
々
は
以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
が
既
に
或

る
新
た
な
段
階
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
。
ま
ず
世
界
が
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こ
れ
ま
で
開
け
る
方
面
の
み
語
ら
れ
て
来
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で

は
大
地
と
い
う
閉
ざ
す
モ
メ
ン
ト
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
場
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
覆
蔵
が
見
て
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
場
と
し
て
の
世
界
と
大
地
と
は
存
在

者
を
超
越
し
て
開
け
る
地
平
と
し
て
の
世
界
と
は
既
に
異
な
っ
て

い
る
。
物
は
芸
術
作
品
と
な
っ
た
と
き
、
逆
に
世
界
と
大
地
と
を

自
ら
樹
立
す
る
働
き
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
超
越
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
と
物
と
の
関

わ
り
合
い
の
転
換
と
対
応
し
て
、
真
理
が
空
け
開
け
と
覆
蔵
と
い

う
働
き
そ
れ
自
身
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
世
界
と
物
と
の
根

底
で
そ
れ
ら
を
統
べ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
コ
雇
覺
暫
巴

以
前
に
も
真
理
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
「全
体
と
し
て
の
存
在
者

の
自
己
覆
蔵
」
と
い
う
こ
と
は
言
わ
れ
て
い
た
が
（〇
≧
一九
／

三
〇
二
〓
○
）∽Ｃ
一二
）、
「全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
と
は
世

界
を
意
味
し
て
お
り
（〇
≧
一九
／
三
〇
五̈
一三
）、
世
界
の
更
に

根
底
で
統
べ
る
も
の
と
し
て
覆
蔵
そ
れ
自
身
の
働
き
が
述
べ
ら
れ

て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
転
換
と
対
応
し
て
最
も

際
立
っ
た
転
換
を
示
す
の
が
人
間
の
捉
え
ら
れ
方
で
あ
り
、
人
間

は
も
は
や
超
越
者
と
し
て
の
位
置
に
は
い
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。　
一九
二
五
年
か
ら
発
表
さ
れ
た
『芸
術
作
品
』
は
、
彼
の

思
索
の
転
換
の
言
わ
ば
渦
中
に
あ
り
、
後
か
ら
様
々
な
補
遺
が
付

け
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
既
に
指
摘
し
た
よ
う
な
「存
在
・真

理
と
人
間
本
質
」
と
の
二
義
性
が
い
ま
だ
明
確
な
形
に
は
さ
れ
て

い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、　
一九
五
〇
年
に
講
演
さ
れ
た
『技
術
へ
の
問

い
』
に
お
い
て
は
、
芸
術
は
「技
術
」
日Φ３
●諄
と
い
う
こ
と
と

の
関
わ
り
で
、
明
確
に
真
理
そ
れ
自
身
の
働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「技
術
と
は
開
蔵
の
一
つ
の
在
り

方
で
あ
り
」
（↓バ
一二
）、
開
蔵
と
は
真
理
の
領
域
を
開
く
働
き

そ
れ
自
身
を
表
す
名
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
技
術
と
は
本
来
テ
ク

ネ
ー
で
あ
り
、
真
理
を
「出
で
来
た
ら
す
」
働
き
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
近
代
技
術
の
本
質
は
「集
め
―
立
て
」
の
Φ‐∽一ｏ〓
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
真
理
の
働
き
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
真
理
ｏ

存
在
そ
れ
自
身
さ
え
も
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
述
べ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
存
在
忘
却
と
い
う
「危
険
」

Ｏ
Φ旨
軍
の
只
中
で
、
「救
う
も
の
」
も
ま
た
芽
生
え
る
。
す
な
わ

ち
「さ
れ
ど
危
険
の
存
す
る
と
こ
ろ
、
救
う
も
の
も
ま
た
芽
生
う
」

と
い
う
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
『パ
ト
モ
ス
』
の
詩
が
引
用
さ
れ
、

他
な
ら
ぬ
技
術
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
こ
そ
「救
う
も
の
」
が
存
じ

て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
芸
術
な
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
「か
つ
て
は
技
術
だ
け
が
テ
ク
ネ
ー
で
は
な
く
、
真
理
を
出

で
来
た
ら
す
開
蔵
も
、
…
ま
た
真
実
を
美
の
う
ち
に
出
で
来
た
ら

す
美
術
の
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
も
、
テ
ク
ネ
ー
と
呼
ば
れ
た
。」
（弓【

三
四
）
「技
術
と
の
対
決
は
、
技
術
と
類
似
し
な
が
ら
、
根
本
的
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に
異
な
っ
た
領
域
の
う
ち
で
生
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
領
域
が
芸
術
な
の
で
あ
る
。」
「技
術
の
本
質
を
熟
慮
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
芸
術
の
本
質
は
よ
り
奥
義
に
満
ち
た
も
の

電
ぎ
ぃ日
ュ
鴫
０〓
に
な
る
」
（弓パ
〓一五
じ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
芸
術
論
は
、
更
に
最
晩
年
の
一九
六
九
年
の
フ
〓

術
と
空
間
』
に
お
い
て
、
い
わ
ば
最
も
深
い
境
地
に
到
達
す
る
こ

と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
芸
術
は
真
理
の
場
を
「空
け

る
」
轟
“８
８
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
る
。
「空
け
る
と
は
、
そ
こ
に

お
い
て
或
る
神
が
現
れ
る
よ
う
な
場
を
解
き
放
つ
」
（ｏ
＞
〓
千

二
〇
六
）と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「空
け
る
」
こ
と

の
う
ち
で
は
「生
起
す
る
」
と
い
う
働
き
が
自
ら
を
隠
し
て
い
る
、

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
更
に
空
間
と
の
関
わ
り
で
、
「諸
々

の
物
そ
れ
自
身
が
諸
々
の
場
な
の
で
あ
り
、
単
に
一
つ
の
場
に
属

す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
」、
「造
形
芸
術
と
は
諸
々
の
場
の
物
体

化
く
Φキ
？
Ｂ
〓
●∞で
あ
り
」
ま
た
「造
形
芸
術
と
は
真
理
の
諸
々

の
場
を
設
立
す
る
作
品
の
う
ち
で
の
、
存
在
の
真
理
の
物
体
化
で

あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
（〇
＞
〓
千
二
〇
八
〓
し
つ
ま
り
、
芸
術

に
よ
っ
て
真
理
の
場
が
開
か
れ
、
そ
し
て
そ
の
場
が
更
に
「物
体

化
」
さ
れ
る
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
彼
の
芸
術
論
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
に
お
い
て
、
芸
術
は
根
底
に
お
い
て
は
詩

作
に
行
き
着
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
の
本
質
は
、
彼
に

と
っ
て
は
詩
作
で
あ
る
。
こ
れ
は
「人
間
上
言
葉
―
真
理
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
芸
術
と
哲
学
と
は
そ
の
根
底
で

連
関
す
る
。
「自
ら
を
隠
す
も
の
」
と
し
て
の
真
理
を
会
得
し
、

表
現
す
る
の
は
、
形
而
上
学
的
な
思
索
で
は
限
界
が
あ
る
の
で
あ

り
、
彼
の
後
期
の
思
索
は
、
そ
の
よ
う
な
形
而
上
学
の
言
葉
に
よ

ら
な
い
、
新
た
な
方
法
の
模
索
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
新
た

な
方
法
と
し
て
の
言
葉
が
、
芸
術
と
し
て
の
詩
作
の
う
ち
に
求
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
芸
術
は
、
そ
れ
自
身
深
い
意
味

を
覆
蔵
し
て
お
り
、「芸
術
そ
れ
自
身
が
謎
”
翠
∽Φ】で
あ
る
六
〇
＞

五
一六
七
）と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
以
上
の
よ
う
な
彼
の
芸
術
論
を
見
て
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
気
付
く
。
す
な
わ
ち
彼
に
お
い
て
は
、

芸
術
と
は
、
根
底
に
お
い
て
詩
作
と
い
う
仕
方
で
真
理
を
人
間
が

言
葉
に
よ
っ
て
受
け
取
り
、
そ
れ
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
が
芸
術
の
本
質
で
あ
る
と
断
言

し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
我
々
は
、
彼
の
芸
術
論
・詩
論

で
は
、
真
理
に
対
し
て
人
間
が
も
ち
う
る
可
能
性
も
ま
た
、
或
る

種
の
限
界
を
も
っ
て
い
る
、
と
言
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
我
々
は
そ

の
よ
う
な
限
界
の
突
破
を
目
指
し
、
ま
た
そ
こ
に
芸
術
の
本
質
と

可
能
性
と
を
見
い
だ
す
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の
手
掛
か
り
を
、
我
々

は
彼
の
物
論
の
う
ち
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
次

に
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。
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五
　
芸
術
と
「根
源
的
物
性
」

我
々
は
以
下
に
お
い
て
、
ま
ず
彼
の
物
に
つ
い
て
の
見
方
を
概

観
し
、
Ｆ
物
と
世
界
と
人
間
と
の
根
源
的
関
わ
り
へ
と
向
か
う
彼

の
思
索
を
明
確
に
し
よ
う
。
そ
の
後
に
、
彼
に
お
け
る
物
と
人
間

と
の
関
わ
り
の
問
題
の
問
題
性
を
指
摘
す
る
こ
と
と
す
る
。

『存
在
と
時
間
』
で
は
、
物
は
道
具
と
し
て
の
「手
許
的
な
も

の
が
訂
巳
Φ●Φ∽」と
、い
わ
ば
認
識
論
的
対
象
と
見
ら
れ
た
「直

前
的
な
も
の
く
Ｒ
〓“”Ｐ
お
こ
と
に
分
け
ら
れ
た
。
か
か
る
区
別

に
お
い
て
、
既
に
物
は
人
間
と
の
関
わ
り
に
定
位
し
て
見
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
手
許
的
な
も
の
の
連
関
全
体
で
あ
る
有

意
味
性
、
な
い
し
非
有
意
味
性
と
し
て
、
世
界
性
が
問
題
に
な
り
、

物
は
初
め
か
ら
世
界
と
の
関
わ
り
で
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

思
索
の
転
換
の
渦
中
に
あ
っ
た
一九
二
五
／
三
六
年
に
は
コ
ム術

作
品
の
根
源
』
と
『物
へ
の
問
』
と
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
こ
の
頃
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
物
の
問
題
が
殊
更
に
前
面

に
出
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
『物
へ
の
問
』
で
は
カ
ン
ト

の
『純
粋
理
性
批
判
』
の
う
ち
主
に
「純
粋
悟
性
概
念
の
演
繹
」

と
「図
式
論
」
と
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
の
問
題
を
い
わ
ば

認
識
論
的
次
元
と
の
関
わ
り
で
考
察
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

既
述
の
よ
う
に
、
『芸
術
作
品
』
で
は
芸
術
と
い
う
仕
方
で
の
物

と
の
関
わ
り
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
物
の
捉
え
方
は
こ
れ

ま
で
と
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
物
は
『存
在
と
時
間
』
で
は
道
具
と
し
て
の
「手
許
的
な
も

の
」
と
認
識
論
的
な
対
象
と
し
て
の
「直
前
的
な
も
の
」
と
い
う

分
類
を
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
専
ら
人
間
の
態
度
の
取
り
方
を
基

盤
に
し
た
分
類
で
あ
っ
て
、
思
索
の
転
換
後
物
と
人
間
と
の
関
わ

り
合
い
が
変
化
す
る
の
に
伴
っ
て
、
当
然
か
か
る
分
類
も
変
化
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
く
ま
で
も
物
を
「直
前
的
な

も
の
」
と
し
て
捉
え
る
伝
統
的
形
而
上
学
的
見
方
を
排
斥
す
る
と

い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
態
度
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
手
許
的
道
具

と
し
て
の
物
へ
の
見
方
は
微
妙
に
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
。
『存

在
と
時
間
』
で
も
前
記
の
二
通
り
の
物
以
外
に
「道
端
の
草
花
」

や
「泉
」
と
い
っ
た
自
然
物
Ｏ
Ｎ七
〇
）に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ

て
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
『芸
術
作
品
』
で
、
物
は
道
具
に
と
ど
ま
ら
ぬ
作
口駅

な
い
し
自
然
物
に
ま
で
明
確
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（〇

＞
五
六̈
）。
そ
し
て
一九
四
九
年
の
講
演
『物
』
に
な
る
と
、
道

具
、
作
品
、
自
然
物
は
も
と
よ
り
「あ
お
さ
ぎ
、
の
ろ
じ
か
、
馬
、

雄
牛
」
と
い
っ
た
も
の
ま
で
「物
す
る
」
０一品
８
物
と
し
て
論
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
（く
＞
一七
五
）。
で
は
こ
の
よ
う

に
そ
の
範
囲
を
拡
張
さ
れ
た
物
は
、
世
界
と
人
間
、
更
に
は
性
起

と
の
関
わ
り
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
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ま
ず
、
物
と
相
関
し
て
語
ら
れ
る
世
界
は
、
非
本
来
的
な
仕
方

で
は
「集
め
―
立
て
」
Ｏ
Φ‐∽一Φ】】に
よ
っ
て
統
べ
ら
れ
た
現
代
技

術
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
集
め
―
立
て
は
性
起
の
い
わ
ば
ネ

ガ
で
あ
り
（く
∽
一〇
四
）、
か
か
る
非
本
来
的
世
界
の
あ
り
方
は

性
起
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
か
か
る
技
術
世

界
で
、
物
は
認
識
論
的
に
見
ら
れ
た
対
象
ｏ
Φ̈
ｏ●∽↑彗
０、
使
い

尽
く
さ
れ
る
用
象
”Φ∽Ｓ
ａ
と
な
り
、
そ
の
本
質
は
覆
い
隠
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
来
的
に
捉
え
ら
れ
た
世
界
は

「大
地
と
天
空
、
死
す
べ
き
者
と
神
的
な
る
も
の
」
と
い
う
四
者

が
鏡
―
戯
∽ｏい出
Φ】‐∽ｏ】．Ｓ
と
い
う
仕
方
で
根
源
的
に
関
わ
り
合
う

場
と
し
て
の
四
方
域
ｏ
口
いΦ諄
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
四
者
が

互
い
に
そ
の
自
性
を
委
ね
合
う
こ
と
に
よ
り
自
己
に
帰
る
と
い
う
、

本
質
的
な
「関
わ
り
合
い
」く
ｑ
議
】一●い入
くＬ
く
＞
一五
二
・■
ｏ．〓

一六
三
〓
ヒ
∽ｏ”
二
一五
、
二
六
七
）と
い
う
働
き
そ
れ
自
身
と

し
て
捉
え
ら
れ
た
場
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
互
い
の
中
心
〓
一一序
の

根
源
的
親
密
性
】日
】躁
Φ〓
を
形
成
す
る
が
、
か
か
る
中
心
で
働

い
て
い
る
の
は
結
局
性
起
で
あ
る
と
さ
れ
る
（Ｃ
ぽ
『
三
〇
）。
ま

た
場
は
「空
け
開
け
」
口
多
ど
お
と
し
て
も
語
ら
れ
る
。
こ
れ

は
人
間
的
現
存
在
の
変
貌
し
た
も
の
と
し
て
の
現
―
存
在
だ
と
さ

れ
、
我
々
は
こ
こ
に
、
い
わ
ば
場
と
い
う
仕
方
で
捉
え
ら
れ
た
人

間
の
本
質
と
も
言
う
べ
き
も
の
と
の
関
わ
り
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
「空
け
開
け
」
と
は
、
ア
・
レ
ー
テ
イ
ア
（非
―

覆
蔵
性
）
と
し
て
の
真
理
と
の
根
源
的
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら

も
見
ら
れ
た
場
で
あ
る
。
か
か
る
「空
け
開
け
」
は
根
源
的
に
性

起
の
働
く
よ
う
な
、
そ
れ
自
身
働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
場
を
意

味
す
る
。
か
か
る
本
来
的
に
捉
え
ら
れ
た
世
界
・場
と
の
相
関
で

語
ら
れ
る
と
き
、
物
は
そ
の
本
来
の
あ
り
方
の
う
ち
で
捉
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
講
演
『物
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「物
は
い
か

に
し
て
現
成
す
る
■
Φ∽８
の
か
。
物
は
物
す
る

，
コ零
●。
物
す
る

こ
と
は
四
方
域
を
性
起
さ
せ
つ
つ
、
四
方
域
の
し
ば
し
の
間
を
そ

の
つ
ど
間
に
留
ま
る
も
の
の
う
ち
へ
、
す
な
わ
ち
こ
の
物
、
あ
の

物
の
う
ち
へ
と
集
約
す
る
。」
「我
々
は
今
や
﹇物
と
い
う
﹈
こ
の

名
を
、
今
ま
で
思
索
さ
れ
た
物
の
本
質
か
ら
、
す
な
わ
ち
四
方
域

を
集
約
し
つ
つ
―
性
起
さ
せ
つ
つ
滞
在
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
の
物

す
る
こ
と
か
ら
、
思
索
す
る
」
（く
＞
一六
六
）。
こ
こ
で
は
物
の

本
質
で
あ
る
「物
す
る
こ
と
」
が
四
方
域
と
し
て
の
世
界
を
「性

起
さ
せ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
物
そ
れ
自
身
の

う
ち
に
性
起
さ
せ
る
働
き
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
世

界
と
物
と
の
関
わ
り
は
こ
れ
ま
で
と
は
全
く
違
っ
た
仕
方
で
捉
え

ら
れ
て
い
る
。
四
方
域
と
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「死
す
べ

き
者
」
と
し
て
の
人
間
を
含
む
「大
地
と
天
空
、
神
的
な
も
の
」

の
四
者
の
根
源
的
「関
わ
り
合
い
」
と
し
て
の
世
界
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
物
は
「物
す
る
」
こ
と
に
お
い
て
世
界
と
共
に
人
間
を
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自
ら
の
う
ち
に
宿
す
働
き
を
な
す
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
∧

認
識
論
的
対
象
と
し
て
の
物
∨
対
∧
認
識
主
観
と
し
て
の
人
間
∨

と
い
う
関
係
は
既
に
崩
壊
し
て
い
る
の
で
あ
る
。８
か
か
る
物
の

根
源
的
働
き
に
対
し
て
、
世
界
も
ま
た
「世
界
す
る
■
Φ】一８
」
と

い
う
仕
方
で
、
鏡
―
戯
と
し
て
根
源
的
に
働
き
合
う
（く
＞
一七

一し
。
物
の
「物
す
る
」
こ
と
は
か
か
る
「世
界
の
鏡
―
戯
の
集

輪
か
ら
し
て
」
性
起
す
る
の
で
あ
り
（く
＞
一七
四
）、
世
界
と
物

と
は
か
か
る
仕
方
で
互
い
に
働
き
合
う
。
そ
し
て
更
に
そ
れ
に
と

ど
ま
ら
ず
、
物
は
「世
界
を
物
す
る
」
（く
＞
一七
一こ
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
「物
が
世
界
に
姿
を
与
え
る
﹇装
う
零
離
ａ
８
ご
こ
と

で
あ
り
（Ｃ
∽「
一一四
いい×
つ
ま
り
こ
れ
は
物
と
し
て
の
「橋
そ

れ
自
身
か
ら
し
て
初
め
て
或
る
場
が
生
じ
る
」
（く
＞　
一
四
八
）

と
い
う
仕
方
で
、
物
が
世
界
を
い
わ
ば
具
現
す
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
更
に
『芸
術
と
空
間
』
に
至
っ
て
、
既
述
の
よ

う
に
「諸
々
の
物
そ
れ
自
身
が
諸
々
の
場
な
の
で
あ
り
、
単
に
一

つ
の
場
に
属
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
」、
「造
形
芸
術
と
は
諸
々

の
場
の
物
体
化
Ｊ
諄
∝”ｏΦ『目
”
で
あ
る
」
（〇
＞
〓
千
二
〇
八
）

と
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
明
確
に
さ
れ
る
。
か
か
る
物
の
「世
界

に
姿
を
与
え
る
」
働
き
に
対
し
て
、
世
界
は
ま
た
、
講
演
コ亘
書
』

で
は
、
「世
界
は
諸
々
の
物
に
そ
の
本
質
を
恵
む
Ъ
ヨ
８
」
（ｃ
∽

ｏ『
二
四
）と
い
う
仕
方
で
物
と
関
わ
り
合
う
と
さ
れ
て
い
る
。
以

上
の
よ
う
に
物
と
場
・世
界
と
は
本
来
的
に
関
わ
り
合
う
が
、
そ

の
根
底
に
お
い
て
は
性
起
が
統
べ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
含

∪
五
六
じ
。

以
上
の
よ
う
な
物
と
場
・世
界
と
の
関
わ
り
合
い
の
概
観
に
お

い
て
最
も
肝
要
な
の
は
、
物
も
世
界
も
そ
の
本
質
は
「物
す
る
こ

と
」
「世
界
す
る
こ
と
」
と
い
う
働
ぎ
そ
五
百
二
子
」し
て
考
え
ら

れ
て
お
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
物
の
う
ち
に
「物
す
る
」
と
い
う
仕

方
■
瑠
馴
Ч
「
劇
国
利
劉
引
刻
劉
引
倒
＝
渕
削
ヨ
劃
引
引
劇
Ч

う
働
き
そ
れ
自
身
を
見
て
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

働
き
は
そ
の
根
底
に
性
起
の
働
き
を
前
提
し
て
い
る
。
性
起
は
物

と
世
界
と
の
「間
―
分
け
」
ｃ
”一Φ”‐Ｐ
〓̈
ａ
、
な
い
し
「担
い
支

え
」
＞
房
”８
∞と
し
て
物
と
世
界
と
の
中
心
で
働
く
の
み
な
ら
ず
、

物
と
世
界
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
自
性
を
発

源
さ
せ
る
と
い
う
仕
方
で
根
源
的
に
統
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
物
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
物
が
世
界
な
い
し
、
性
起
の
働

き
の
具
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
物
は
世
員
■
■
留
い
い
し

劇
劃
目
副
副
硼
引
劃
目
目
劉
引
刻
「
コ
Ｈ
「
割
「
ＡＩ斜
馴
日
日
到
川

か
れ
が
た
い
働
き
に
、
人
間
の
目
が
開
か
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い

う
根
源
的
働
き
を
な
す
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
か

か
る
「根
源
的
物
性
」
が
思
索
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

彼
は
、
人
間
の
存
在
が
世
界
四
方
域
の
四
者
の
一員
と
し
て
物
の

引
封
―こ―日
「
「
嘲
ｄ
と
す
る
点
で
、
こ
れ
ま
で
の
認
識
論
的
見
方

で
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
物
と
人
間
と
の
本
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来
的
関
わ
り
合
い
を
見
て
取
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
物
性
を
、

我
々
は
人
間
的
自
己
の
う
ち
に
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
ま
で
の
伝
統
的
な
物
と
人
間
と
の
関
わ
り
合
い
、
す
な
わ
ち
カ

ン
ト
に
お
け
る
両
者
の
断
絶
に
留
ま
ら
ず
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア

に
ま
で
遡
り
う
る
両
者
の
根
底
的
断
絶
に
お
い
て
、
物
の
本
質
は

言
わ
ば
初
め
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
そ
れ
故
、
人
間
の
う
ち
な
る
「根
源
的
物
性
」
と
い
う
こ
と
も

決
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
深
い
断
絶
へ
と
陥
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『芸
術
と
空
間
』
に
お
い
て

は
、
「諸
々
の
場
の
物
体
化
」
「存
在
の
真
理
の
物
体
化
」
と
い
う

こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
或
る
突
破
の
可
能
性
が
含
ま

れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
「存
在
の
非

覆
蔵
性
と
し
て
の
真
理
は
必
ず
し
も
物
体
化
に
依
拠
す
る
必
要
は

な
い
」
（〇
＞
〓
千
二
一〇
）と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、

存
在
者
に
眼
を
奪
わ
れ
る
あ
ま
り
、
存
在
の
真
理
に
対
す
る
忘
却

の
歴
史
で
あ
っ
た
西
欧
形
而
上
学
に
対
す
る
警
鐘
を
意
味
す
る
言

葉
と
し
て
、
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
ま
た

一方
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
み
な
ら
ず
西
欧
哲
学
の
伝
統
の
う
ち
に

根
を
張
っ
て
い
る
物
解
釈
の
或
る
種
の
限
界
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
、

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
彼
ら
は
果
た
し
て
物
の

真
の
物
性
を
見
て
い
る
と
言
い
う
る
の
か
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、

や
は
り
或
る
種
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
は
な
い

か
。
つ
ま
り
、
イ
デ
ア
に
対
す
る
個
物
、
精
神
に
対
す
る
身
体
、

と
い
う
物
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
観
に
お
い
て
は
、
我
々
自

身
の
う
ち
の
「根
源
的
物
性
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
見
て
取
ら

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
見
て
取
ら
れ
た
と
き
、
哲
学
と
、

そ
し
て
芸
術
と
は
、
或
る
新
た
な
可
能
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

我
々
は
以
下
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
の
追
究
を
試
み
よ

う
。五

　
芸
術
の
可
能
性

我
々
は
ま
ず
、
問
題
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
問

題
次
元
を
設
定
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
・芸
術
に
お
け
る
問

題
次
元
は
、
ま
ず
い
わ
ば
「真
理
・美
そ
れ
自
身
」
の
問
題
と

「真
理
・美
と
人
間
」
の
関
わ
り
の
問
題
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
関
わ
り
の
問
題
は
、
真
理
・美
の
ア
ム得
・感
取
」
の

問
題
と
真
理
・美
の
「表
現
・伝
達
」
の
問
題
と
に
分
け
ら
れ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
ず
こ
の
「真
理
・
（美
）
そ
れ
自
身
」
に
つ
い

て
、
既
述
の
よ
う
に
、
「真
理
が
１
自
ら
を
―
作
品
の
１
う
ち
ヘ

と
―
据
え
る
」
と
述
べ
、
ま
た
他
方
真
理
は
自
ら
を
人
間
に
対
し

て
覆
蔵
す
る
、
と
述
べ
た
。
彼
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
い
わ

ば
一切
の
根
底
で
働
く
根
源
的
働
き
と
い
っ
た
も
の
が
思
索
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
時
に
よ
り
真
理
・存
在
自
身
と
呼
ば
れ
る
が
、

『哲
学
へ
の
寄
与
』
で
既
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、　
一九
二
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〇
年
代
以
降
は
根
底
に
お
い
て
性
起
ｕ【Φ一”●お
と
い
う
名
が
そ
れ

ら
の
底
を
貫
く
よ
う
に
な
る
。
性
起
と
し
て
の
真
理
そ
れ
自
身
が
、

存
在
者
の
存
在
・真
理
を
「作
品
・言
葉
」
の
う
ち
に
据
え
、
人

間
に
自
ら
の
呼
び
声
を
聴
き
取
る
よ
う
求
め
、
そ
し
て
そ
れ
を
聴

き
取
ろ
う
と
し
な
い
者
に
対
し
て
は
、
自
ら
を
覆
蔵
す
る
。
そ
し

て
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
性
起
の
働
き
こ
そ
が
哲
学
・芸
術
の
根

源
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の

よ
う
な
働
き
を
哲
学
・芸
術
の
底
に
見
て
取
っ
た
と
い
う
こ
と
の

意
味
を
、
今
一度
熟
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
こ
れ
ま
で

の
哲
学
（形
而
上
学
）
・芸
術
学
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態

が
ど
こ
ま
で
見
て
取
ら
れ
て
い
た
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
か
。
哲
学

も
芸
術
も
、
人
間
に
よ
る
あ
ま
り
に
安
易
な
「こ
し
ら
え
も
の
」

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
は
抜
き
難
い

或
る
種
の
「人
間
中
心
主
義
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
根
を
張
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
更
に
、
「真
理
（美
）
と
人
間
」
の
連
関

の
問
題
に
も
波
及
す
る
。
人
間
は
哲
学
・芸
術
に
お
い
て
、
真
理
・

美
を
何
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
「会
得
・感
取
」
し
、
そ
し
て
そ

れ
を
他
に
対
し
て
「表
現
・伝
達
」
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い

て
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
方
法
そ
れ
自
身
が
根
底
的

に
問
い
に
付
さ
れ
た
。
哲
学
的
思
索
に
お
い
て
は
、
言
葉
が
こ
の

よ
う
な
方
法
と
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
更
に
、
芸
術
も
、
「そ
の

本
質
は
詩
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
本
質
的
方
法

だ
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
見
解
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
新
し
い

見
解
で
は
な
い
。
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
既
に
、
芸
術
に
お

け
る
詩
と
神
的
な
も
の
と
の
連
関
に
卓
越
し
た
地
位
が
与
え
ら
れ

て
お
り
、。
以
来
伝
統
的
芸
術
論
の
根
底
に
常
に
あ
る
見
解
だ
と

言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
言
葉
が
本
質
に
お
い
て
理
性
に
よ
る
明
晰

化
で
あ
る
以
上
、
言
葉
と
し
て
の
詩
を
芸
術
の
本
質
と
す
る
見
解

に
お
い
て
は
、
そ
の
根
底
に
西
欧
哲
学
・芸
術
論
に
根
強
い
理
性

と
感
性
的
知
覚
と
の
差
別
の
問
題
が
存
し
て
い
る
。　
一八
世
紀
に

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
初
め
て
美
学
に
対
し
て
お
∽手
Φ一】８
の
名
を

与
え
、
美
学
を
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
（感
性
的
知
覚
）
と
関
係
付
け

た
が
、
彼
は
「感
性
的
認
識
の
学
」
と
し
て
の
美
学
を
「下
位
の

認
識
論
」
で
あ
る
と
定
義
し
、ｍ
よ
り
上
位
の
認
識
論
で
あ
る
論

理
学
と
対
置
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
美
学
が
明
確
に
感
性
的
認

識
と
関
係
付
け
ら
れ
た
の
は
一八
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、

し
か
し
芸
術
を
専
ら
感
性
的
知
覚
へ
と
還
元
し
、
理
性
的
認
識
と

異
な
る
も
の
と
捉
え
る
見
方
は
、
や
は
リ
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
伝
統

的
見
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
よ
っ
て
、
更
に
西
欧
に
お

い
て
は
、
理
性
的
認
識
と
し
て
の
哲
学
に
対
し
て
、
感
性
的
レ
ベ

ル
の
も
の
と
し
て
の
芸
術
を
い
わ
ば
一段
低
い
段
階
の
も
の
と
す

る
見
方
が
伝
統
的
に
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
芸
術
を
宗
教
、
哲
学
の

前
段
階
と
し
、
「我
々
に
と
っ
て
芸
術
は
も
は
や
真
理
が
現
実
存
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在
を
得
る
最
高
の
仕
方
と
は
見
な
さ
れ
な
い
」
と
述
べ
て
、
コ
広

術
は
そ
の
最
高
の
規
定
と
い
う
面
か
ら
す
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て

過
去
の
も
の
で
あ
り
、
過
去
の
も
の
に
留
ま
る
」ｍ
と
い
う
「芸

術
終
焉
論
」
に
帰
着
し
た
の
は
、
彼
自
身
こ
の
よ
う
な
哲
学
の
伝

統
の
流
れ
の
う
ち
に
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
だ
が
、
果
た

し
て
芸
術
の
本
質
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
見
解
の
う
ち
に
お
い

て
、
十
分
汲
み
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
か
。
果
た

し
て
言
葉
が
芸
術
の
本
質
だ
と
断
言
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
芸
術

が
専
ら
そ
こ
へ
と
還
元
さ
れ
て
き
た
「感
性
的
知
覚
」
と
は
、
果

た
し
て
何
な
の
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
感
性
に
対
す
る
と
さ
れ

る
「理
性
的
認
識
」
と
は
、
果
た
し
て
何
で
あ
る
の
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「形
而
上
学
・哲
学
の
終
焉
」
を
説
い
た
。
そ

れ
は
、
彼
自
身
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
哲
学
の
見
解
に
対
し
て
、
そ

れ
を
問
い
に
付
そ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、

既
述
の
よ
う
に
、
哲
学
・芸
術
の
根
底
に
流
れ
る
或
る
働
き
と
し

て
の
性
起
に
行
き
着
い
た
。
我
々
は
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
働
き
を

説
い
た
こ
と
の
意
味
を
も
う
一度
思
い
出
そ
う
。
性
起
と
は
、　
一

刻
綱
目
日
「
可
ョ
切‐
劉
潮
「
川
副
翻
翻
Ч
劇
司

的
関
わ
り
合
い
へと
も
た
ら
す
働
き
だ
った
。
そ
こ
に
お
い
て
世

劉
測
団
馴
創
日
劉
コ
司
副
コ
劃
Ы
劇
「

委
ね
谷
耳
工
こ
三
讐
、
こ
の
よ
う
な
関
わ
り
合
い
に
お
い
て
は
、

も
は
や
「理
性
的
認
識
」
や
「感
性
的
知
覚
」
と
い
っ
た
差
別
は

な
く
、
む
ろ
ん
ど
ち
ら
か
が
優
位
を
も
つ
と
い
っ
た
こ
と
も
な
い
。

哲
学
も
芸
術
も
、
根
底
に
お
い
て
、
本
来
こ
の
よ
う
な
関
わ
り
合

い
を
そ
の
本
質
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
、　
一方
で
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
「真
理
と
人

間
と
の
連
関
」
の
問
題
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で

も
人
間
を
真
理
・性
起
の
呼
び
声
に
「応
答
す
る
者
」
と
し
て
、

ま
た
「真
理
が
自
ら
を
作
品
の
う
ち
に
据
え
る
」
働
き
を
「見
守

る
者
」
と
し
て
捉
え
る
見
方
が
根
底
に
あ
る
。
人
間
は
真
理
・性

起
の
働
き
に
応
答
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
働
き
自
身
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
そ
れ
自
身
の
う
ち

に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う

な
「
一切
の
根
底
で
働
く
根
源
的
働
き
」
は
、
実
は
人
間
的
自
己

自
身
の
う
ち
に
も
存
す
る
の
で
は
な
い
か
。
我
々
は
自
己
自
身
が

身
体
と
い
う
「物
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
己
自
身
が
或
る
「場
」

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「真
理
の
物
体
化
」

と
い
う
こ
と
を
説
い
た
。士〓術
は
真
理
の
場
を
「空
け
る
｝
腎
３
８

こ
と
に
よ
り
、
場
を
物
体
化
し
、
真
理
を
物
体
化
す
る
、
と
し
た
。

「
司
副
副
到
到
＝
剰
引
劃
刻
∃
「
Ｊ
剛

引
∃
到
引
引
日
剤
∃
副
劃
引
劉
剤
利
冽

体
化
さ
れ
た
真
理
」
「真
理
の
場
」
で
あ
る
こ
と
に
初
め
て
気
付

き
う
る
の
で
は
な
い
か
。
我
々
は
「物
」
と
し
て
、　
一切
と
い
わ

ば
共
通
に
、
「
一切
の
根
底
で
働
く
根
源
的
働
き
」
を
自
己
の
う
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ち
に
蔵
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
自
己
の
う
ち
に
見
て
取

ら
れ
る
物
性
、
引
倒
倒
「
倒
園
劇
例
側
「
倒
呵
列
司
ｄ
日
側
＝
引

な
い
。
こ
れ
は
最
近
よ
く
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
「身
体
」
と
い
う

捉
え
方
で
は
見
え
て
こ
な
い
事
柄
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「植
物
の

身
体
」
な
ど
と
言
わ
な
い
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
身
体
と

は
あ
く
ま
で
も
他
の
存
在
者
に
対
し
て
人
間
を
限
局
す
る
言
い
方

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
で
は
、
い
く
ら
「身
体
性
に
お
け

る
世
界
と
の
関
わ
り
」
を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
、
根
源
的
関
わ
り
合

い
に
は
到
達
し
え
な
い
、
と
言
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
人
間
の
「身

体
」
で
は
な
く
、
人
間
の
「根
源
的
物
性
」
と
し
て
初
め
て
、
人

間
的
自
己
と
他
の
一切
の
も
の
と
の
根
源
的
関
わ
り
合
い
が
見
え

て
き
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「根
源
的
働
き
」
は

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
性
起
と
い
う
名
で
思
索
し
た
も
の
と
近
い
が
、
彼

に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
性
起
は
「
一切
の
深
淵
的
根
源
」
を
開
く

も
の
と
し
て
、
「神
的
な
も
の
」
「最
後
の
神
」
と
の
類
縁
性
を
指

摘
さ
れ
う
る
。．
確
か
に
、
古
来
、
こ
の
よ
う
な
働
き
が
命
名
さ

れ
る
際
に
は
、
そ
れ
は
「神
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
え
た
。
だ
が
、

そ
れ
を
「神
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
て
し
ま
う

も
の
こ
そ
が
、
実
は
問
題
な
の
で
あ
る
。
「神
」
が
「神
」
で
あ

り
う
る
の
は
、
そ
れ
が
人
間
的
自
己
と
は
絶
対
的
に
断
絶
し
た
も

の
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
た
と
え
「神
と
の
合
一」
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
説
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
絶
対

的
断
絶
を
前
提
し
た
う
え
で
の
「合
一」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

「根
源
的
働
き
」
が
本
来
人
間
的
自
己
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
事

態
と
は
根
本
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
我
々
は
常
に
何

ら
か
の
も
の
を
「言
葉
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
困
難
さ
に
付
き

ま
と
わ
れ
て
い
る
。
「名
付
け
る
」
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。
だ
が
、

哲
学
が
言
葉
を
方
法
と
す
る
以
上
、
我
々
は
常
に
そ
の
困
難
さ
と

格
闘
す
べ
く
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
同
時
に
ま
た

我
々
は
、
コ
百葉
」
と
し
て
表
さ
れ
た
も
の
の
真
の
意
味
を
見
抜

く
眼
を
常
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
と
し

て
現
れ
た
真
の
姿
を
、
我
々
は
歴
史
の
う
ち
に
哲
学
の
決
ま
り
文

句
と
し
て
風
化
さ
せ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
意
味
で
、
「根
源
的
物
性
」
と
い
う
こ
と
も
、
む
ろ
ん
哲

学
の
伝
統
的
物
概
念
に
対
す
る
或
る
逆
説
的
な
方
便
と
し
て
の
名

に
過
ぎ
な
い
。
肝
要
な
の
は
、
言
葉
の
う
ち
の
真
相
を
見
抜
く
と

い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
態
が
見
て
取
ら
れ
た
と
き
、
芸
術
に
お
い
て

言
葉
を
上
位
と
す
る
こ
と
は
無
意
味
と
な
る
。
言
葉
に
よ
る
明
晰

化
は
む
ろ
ん
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
言
葉
に
よ

ら
ぬ
会
得
と
表
現
と
を
軽
視
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
り
え
な
い
。

言
葉
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
真
実
が
伝
わ
り
え
な
い
と

い
こ
と
が
、
実
際
に
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
「根
源
的
物
性
」

の
開
示
に
よ
っ
て
会
得
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ば
「人
間
―
真
理
」
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と
い
う
根
源
的
事
態
で
あ
る
。
か
か
る
会
得
は
、
哲
学
に
お
い
て

は
真
に
「真
理
を
会
得
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
芸
術

に
お
い
て
は
「
一切
の
う
ち
に
美
と
も
言
う
べ
き
仕
方
で
現
れ
る

も
の
を
感
じ
取
る
」
と
い
う
仕
方
で
、
世
界
・自
己
の
真
相
を
看

取
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
哲
学
と
芸
術
と

は
根
底
に
お
い
て
関
わ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
問
題
は
、
か
か
る
会

得
を
い
か
に
し
て
「表
現
」
し
、
他
に
「伝
達
」
し
う
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
論
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
批

判
的
に
論
じ
ら
れ
た
よ
う
な
「現
実
の
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
（模
倣
と

と
い
う
見
方
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
芸
術
に
お
け
る

ミ
ー
メ
ー
シ
ス
が
イ
デ
ア
の
「模
倣
の
更
な
る
模
倣
」
と
し
て
低

位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
「現
塞

と
人
間
と
の
真
の
関
わ
り
を
見
て
取
っ
て
い
な
い
、
と
言
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
「現
実
」
の
う
ち
に
看
取
さ
れ
る
真
理
は
、
人
間
に

よ
っ
て
単
に
「模
倣
」
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
真
相
を
失
う
。

そ
も
そ
も
「人
間
が
芸
術
を
作
り
上
げ
る
」
と
い
う
仕
方
で
は
、

真
の
芸
術
は
起
こ
り
え
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
到
達
し
た
の
は
こ

の
よ
う
な
地
点
な
の
で
あ
る
。
肝
要
な
の
は
、
人
間
的
自
己
そ
れ

自
身
が
「
一切
の
根
底
で
働
く
根
源
的
働
き
」
の
一部
と
な
っ
て

真
に
「真
理
・美
」
を
表
し
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
境
地
に
ま
で
到
達
す
る
の
は
至
難
で
あ
る
。
芸

術
に
お
い
て
も
、
哲
学
に
お
い
て
も
、
我
々
の
知
る
現
実
の
う
ち

に
、
今
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
か
さ
え
定
か
で

は
な
い
。
だ
が
、
た
と
え
今
現
実
の
う
ち
に
見
い
だ
せ
な
い
と
し

て
も
、
し
か
し
そ
れ
が
起
こ
り
う
る
可
能
性
そ
れ
自
身
を
否
定
し

去
る
こ
と
は
で
き
な
い
¨
芸
術
と
、
そ
し
て
事
の
真
の
明
晰
化
と

し
て
の
哲
学
と
の
、
真
の
可
能
性
は
、
た
だ
こ
の
よ
う
な
一事
に

の
み
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
の
引
用
は
さ
８
一１
８
８
目ｂ
Φ８
日
ご
５
，

∞３
只
ｏ
＞
と
略
記
）及
び
Ｆ
『Φ”キ
や日●Ｐ
Ｘ
ド
ロ
ｏいき
”電
『∽あ
―

い
．．に
従
っ
た
。
そ
れ
以
外
は
以
下
の
通
り
。∽Ｃ
じ
ざ
ｒ
】ｇ
３
９

〓”“ｏ一〓口”
Φヽ『ＯΦ●一∽ｏゴΦ●
Ｃ
目いくΦ『３
”̈，
一Ｌ几
八Ｔ
二・く
∽̈
く
お
『

ｒ
日
いコ円
ｐ
一九
七
七
・
０
”
■ヽ
・くヒ
Φｌ
日
”ヨ
ヒ
Φ】８
∞零
あ

リロい﹈０８
〓
】Φ
０８
パ
“ヨ
一̈
一九
八
〇
・■
・
Ｆ
『暑
ΦＦ
工
Φい８
”

零
『∽
パ
Ｅ
∽一Ｆ多
【〓
目^
ゴ
Φい０出
器
『̈】̈
一九
八
四
い
二
一七
いい・９

り０””Φ】Φ『ＬハＣ●∽一
“●０
一『０】̈一い庁　い日ｐ　ＮΦ̈
一ｐ〕一ｏ”　ヽ
Φ『
．『Φｏ〓●”Ｆ・

】■
〓^
Φ〓
Φ”∞Ｒ
∽
↓〓８
Φ
くｏ日
Ｕ●ＯΦ
ＯＲ
”〓
ざ
∽ｏ〓
Φ̈ｒ
一■ル

八
九
あ
・九
二
欧
』
夭
Φ一一Φ『̈
●”ン
ド
エ
Ｆ
∪
３
∪
８
５
●
〓
』
Φ†

０出
零
”∽）一九
八
七
。
②
こ
の
論
文
は
一九
二
五
年
に
初
め
て

講
演
さ
れ
、
一二
ハ年
に
再
び
講
演
さ
れ
た
。
現
在
公
刊
さ
れ
て
い

る
の
は
こ
の
第
二
講
演
。
た
だ
し
最
近
、
こ
の
論
文
の
初
稿
が
発

表
さ
れ
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
は
か
な
り
体
裁
が
異
な
る
。
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こ
れ
が
書
か
れ
た
年
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
〓
』
Φ一計
『

”Φ『ちヽ
ｏ５ｐ【「『∽ｏ”」●”
００∽
】パＣ●∽一“「Φ『〓∽‥‥．口『∽一Φヽ
ｒ”∽”『げΦ】゙
●●”・

■̈
目
Φい０出
”Ｒ
∽ご
α”８
・ｒ
く
ｏ】・五
、　
一九
八
九
、
９
五
電
・ま

た
詩
論
は
一九
二
四
／
二
五
年
の
『ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
「ゲ

ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
と
「ラ
イ
ン
Ｌ
で
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

③
こ
の
思
索
の
転
換
は
、
彼
の
思
索
の
道
筋
を
注
意
深
く
辿
り
、

彼
の
「転
回
」
と
い
う
言
葉
の
錯
綜
し
た
意
味
を
説
き
明
か
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
。以
下
の
拙
論
参
照
。『思

索
の
根
源
―
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
お
け
る
「奥
義
Ｌ
『倫
理
学
年
報
』

第
二
八
号
、
日
本
倫
理
学
会
、　
一九
八
九
年
。
く
”】・娑
一●̈
∽曽
雫

国
ｏ̈̈
■
”軍
Ｆ
一̈∽』口
零
冒
ヽ
因

，
お
ｇ
”
〓
〓
Φ〓
出
器
，
一九

九
二
、

，
九
一号
”
最
近
公
に
さ
れ
た
Ｆ
・
ヴ
ィ
プ
リ
ン
ガ
ー
と

の
対
話
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
自
ら
の
思
索
の
転
換
を
「非
本
来
的

転
回
」
と
呼
ん
で
、
「ア
レ
ー
テ
イ
ア
の
根
源
的
本
質
の
う
ち
ヘ

の
転
入
口
諄
多
『と
い
う
意
味
で
」
の
「本
来
的
転
回
」
と
区
別

し
て
い
る
。
「』
いヽも】い口零
，
く
ｏ●
計
『
ｃ
マ
く
Φ３
Ｒ
鴇
手
ΦＦ
『・

“ヨＪｏ〓口”Φ『∽　”Φ”̈
Ｏゴ一　くｏ●　Φ一９Φ∽ｏ「叫ｏｒ　ロ二一　７Ｆ
工Ｆ一ヽ
Φ∞「

零
『〕一九
八
七
レ
七
い，
０
以
下
は
既
に
論
じ
た
の
で
簡
単
に

記
す
。
上
記
の
拙
論
参
照
。
⑤
く
”〓
い

，
】”口０̈
日８
３
Ｎ８
８
Ｒ

Ｅ
一
Ｐ
】Ｆ

， 　
一九
八
一レ
三
〇
』”
Ｑ
く̈
ｒヨ
■
コ
ｏ〓円
ら８
Ｐ

国
Ｌ
Φヽ””ｏＪ
哺ゴ『ｏ」”〓
”〓Φ口ｏ８
Φ●０【０”Ч
一ｏ
日〓ｏ」”〓，
一上乃

六
三
、
Ｘ
Ⅶ
Ｏ
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
物
論
に
関
し
て
は
例
え
ば
次
の
論

文
が
あ
る
が
、
彼
の
思
索
全
体
に
お
け
る
物
論
の
真
の
意
味
を
見

て
取
っ
て
い
な
い
。９
”∝∞零
】Φ『し
ｑ
∪
８
庁■
８
〓
』
Φ”計
∞零
『́

一九
八
三
、
コ
‐■
・く』
Φｌ
日
”●●し
】３
”Φ『い∽多
ｏ
口
●げい中２
●翻
‐

庁３
神
ｇ
Ｏ
＞
●０８
Ｆ８
３
∽∪
８
庁９
一̈九
八
二
、∽・四
九
「”

”ヽくいｏ「　宝【Φ『●臥●ヽ
ΦＮＬ「”ｏデΦｏｏ」）いΦ　＞〓』】０∽〓口”　ＯΦ∽　∽Φ”●∽̈

一九
八
二
、∽二
〓一〇
蹴
・０
く”ｒ■
』
ざ
８

，
〓
Φす
０〓薔
丼
目
０

日σｏ〓づい庁　げΦ̈　】出ΦいＯΦ””Φ『社●Ｒ甲】ΦいＯｏ”̈
Φ【∽　．円〓０∽Φ　くｏ日ｐ日】●一Φ

ＯＲ
”
ゴ一一８
８
口】ヽ

一九
八
九
、
”
八
四
、
■
も
』
Φ日
零
中
国
Φ摯

出ヽ
電
”
〓ａ
Ｎ８
）一九
八
七
、
”
一四
七
い，

，
望
目Ｐ
∪
ざ

民ギ一一̈庁
”晏】
日ヽ
Φ●一』一叫一∽ｏ”一●Ｎ一ｏ一くＯヨ　〓Ｆいヽ
Φ”∞Φ『　ＮＣ　〓一Φ”ΦＦ

一九
八
八
、
９
一四
五
驚
・
０
く∞】弓
】３
ｏ●̈
ＨｏＰ
五
三
二
９
五
三

五
Ｐ
「【３
ｏ●ｂ
〓器
キ
房
Ｌ
一四
五
”　
⑩
＞
・〇
・””“ヨ
”弩
一８
・

＞ｏ∽一ぎ
一”８
Ｆ̈
一七
五
〇
・§
一〇
９
■
「
』
出
β
く８
】Φ∽Ｌ●電
目

夢
Φ”
０お
＞∽一ゴΦ一い庁）Ｈ̈∽事
『Ｆ
ヨ
ｏ̈
【卜
亀
﹈二
九
八
六
、
”
二
五
、

働
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
し
。
『存
在
の
亀
裂
‐―
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

お
け
る
真
存
在
の
「亀
裂
」
を
巡
る
問
題
性
』、
『哲
学
』
第
四
一

号
、
日
本
哲
学
会
、
一九
九
一年
。

（こ
や
な
ぎ
　
み
よ
こ
　
早
稲
田
大
学
）
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