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哲
学
と
二
つ
の
言
語

清
　
水
　
真
　
木

哲
学
の
意
味
を
め
ぐ
る
通
俗
的
な
理
解

　
日
本
語
の
「
哲
学
」
と
い
う
名
詞
、
そ
し
て
、
明
治
以
降
、
「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
日
本
語
に
置
き
換
え
ら
れ
て
き
た
西
洋
近

代
各
国
語
の
語
彙
に
含
ま
れ
る
b
三
一
〇
ω
0
9
団
、
℃
冨
一
〇
ω
8
三
Φ
な
ど
の
言
葉
が
使
わ
れ
る
文
脈
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
か
た
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
一
方
に
お
い
て
、
「
哲
学
」
は
、
専
門
的
な
学
問
分
野
と
し
て
の
哲
学
を
指
し
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
他
方
に
お
い

て
、
「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
が
、
通
俗
的
な
意
味
を
担
う
場
面
も
ま
た
、
少
な
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
あ
の
人
に
は
哲
学
が
な
い
」
「
松

下
幸
之
助
の
経
営
哲
学
」
な
ど
の
表
現
に
含
ま
れ
る
「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
は
、
哲
学
史
を
構
成
す
る
哲
学
、
つ
ま
り
、
学
問
と
し
て
の
哲

学
、
あ
る
い
は
学
問
的
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
活
動
と
し
て
の
哲
学
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
通
俗
的
な
意
味
に
お
け
る
哲

学
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
用
法
に
従
う
な
ら
、
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
具
体
的
な
経
験
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
の
も
っ

と
も
少
な
い
信
念
の
束
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
の
通
俗
的
な
意
味
に
お
け
る
哲
学
と
は
、
こ
れ
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
、
修
正
の
影
響
が
人
生
の
全
領
域
に
及
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
一
群
の
信
念
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
記
述
す
る
言
語
で
あ
る
。
ク
ワ
イ

一
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ン
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
修
正
の
コ
ス
ト
の
も
っ
と
も
大
き
な
信
念
、
信
念
体
系
の
中
心
に
位
置
を
占
め
る
よ
う
な
根
本
的
な
信
念
を
指

す
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　
そ
し
て
、
「
哲
学
」
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
厳
密
な
定
義
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
通
俗
的

な
意
味
に
お
け
る
哲
学
は
、
哲
学
以
外
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
自
ら
の
存
在
論
的
な
身
分
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
哲
学
」
と
は
、
一
群
の
知
的
な
活
動
に
便
宜
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
名
前
に
す
ぎ
な

い
。
ク
ワ
イ
ン
は
、
あ
る
短
い
文
章
の
中
で
、
「
哲
学
」
（
℃
ゴ
＝
O
ω
O
b
げ
網
）
と
い
う
の
は
、
単
な
る
「
四
音
節
の
語
」
（
9
h
2
〒
ω
琶
冨
三
Φ

≦
o
a
）
で
あ
り
、
哲
学
と
い
う
言
葉
の
用
法
を
歴
史
的
に
辿
る
試
み
は
、
「
四
音
節
語
の
変
動
的
意
味
論
」
（
∋
一
σ
q
8
8
q
ω
Φ
∋
鋤
葺
一
〇
ω
o
｛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
8
嘗
器
《
＝
9
σ
一
〇
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
し
か
に
し
か
な
ら
な
い
と
語
っ
て
い
る
。
通
俗
的
な
意
味
に
お
け
る
哲
学
の
場
合
、

た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

学
問
の
定
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
こ
れ
に
対
し
、
哲
学
史
上
に
位
置
を
占
め
る
哲
学
者
の
多
く
は
、
少
な
く
と
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
ま
で
、
自
ら
が
携
わ

る
活
動
を
学
問
と
し
て
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
学
問
的
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
し
て
理
解
し
て
き
た
。
哲
学
史
が
記
述
す
る
哲
学

と
は
、
自
ら
に
学
問
的
で
あ
る
こ
と
を
使
命
と
し
て
課
す
よ
う
な
哲
学
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
通
俗
的
な
意
味
で
「
哲
学
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
か
ら
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
哲
学
者
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
層
ミ
ご
ω
8
ぎ
゜
・
と
い
う
言
葉
、
そ
し
て
、
「
哲
学
」
を
意
味
す
る
博
ミ
8
の
8
ミ
9
と
い
う
名
詞
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

も
っ
と
も
古
い
用
例
は
、
紀
元
前
五
世
紀
の
文
献
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
一



八
世
紀
ま
で
、
日
本
語
の
「
哲
学
」
に
対
応
す
る
西
欧
各
国
語
の
名
詞
は
い
ず
れ
も
、
「
学
問
」
の
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
つ

ま
り
、
西
欧
世
界
で
は
、
な
が
い
あ
い
だ
、
哲
学
が
学
問
と
見
倣
さ
れ
て
き
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
学
問
の
方
も
ま
た
、
「
哲
学
」
の
名
の

も
と
に
遂
行
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
哲
学
が
ど
の
よ
う
な
知
的
活
動
で
あ
る
と
し
て
も
、
哲
学
は
、
「
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
、
一
つ
の
奇
妙
な
運
命
を
背
負
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
哲
学
に
特
徴
を
与
え
て
い
る
も
の
は
、
哲
学
と
「
哲
学
と
は

何
か
」
と
い
う
問
の
あ
い
だ
に
見
出
さ
れ
る
特
殊
な
関
係
で
あ
る
。
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
は
、
哲
学
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、

「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
と
哲
学
と
の
あ
い
だ
に
見
出
さ
れ
る
関
係
は
、
た
と
え
ば
、
「
物
理
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
と
物
理
学
と
の

あ
い
だ
の
関
係
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

．
物
理
学
が
「
物
理
学
」
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
物
理
学
は
、
他
の
学
問
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

し
か
も
、
物
理
学
的
な
探
究
に
携
わ
る
者
た
ち
は
、
対
象
、
目
標
、
方
法
、
観
点
、
基
本
的
な
術
語
の
意
味
な
ど
に
つ
い
て
、
理
解
を
あ
ら

か
じ
め
共
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
物
理
学
と
は
何
か
」
と
い
う
点
に
関
し
、
探
究
に
携
わ
る
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
意
見
が
一
致

し
て
い
な
け
れ
ば
、
探
究
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
学
問
の
進
歩
と
い
う
も
の
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
と
い
う

の
も
、
あ
る
研
究
者
に
と
っ
て
は
何
ら
か
の
成
果
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
が
、
こ
の
研
究
者
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
同
じ
よ
う
な
探
究
に

携
わ
っ
て
い
る
ほ
か
の
者
に
は
、
無
意
味
で
あ
っ
た
り
、
異
な
る
文
脈
の
内
部
に
置
き
換
え
ら
れ
、
誤
解
さ
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
か
も
知

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
学
問
の
歴
史
で
は
、
一
つ
の
対
象
に
関
し
、
こ
れ
を
探
究
す
る
と
き
に
前
提
と
す
べ
き
認
識
論
的
な
枠
組
が
全
面
的
に
変
化
す
る
こ
と
が

あ
る
。
「
科
学
革
命
」
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
枠
組
の
転
換
の
時
代
に
は
、
一
つ
の
同
じ
対
象
が
、
い
く
つ
も
の
異
な
る
前
提
に
も
と

つ
い
て
探
究
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
フ
ー
コ
ー
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
一
六
世
紀
ま
で
の
学
問
の
多
く
は
、
当
時
、
世
界
の

　
　
　
　
哲
学
と
二
つ
の
言
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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四

常
識
的
な
見
方
と
し
て
通
用
し
て
い
た
「
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
と
「
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
の
照
応
関
係
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た

と
え
ば
、
一
六
世
紀
ま
で
、
あ
る
植
物
の
つ
け
る
実
は
、
眼
の
病
気
に
効
果
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
実
が
眼
病
治

療
に
効
果
が
あ
る
と
期
待
さ
れ
て
い
た
の
は
、
何
ら
か
の
化
学
的
な
成
分
が
こ
の
実
に
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
分
析
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

た
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
実
の
形
が
眼
の
形
に
似
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
自
然
界
に
は
、
人
間
の
臓
器
に
形
の
似
た
も
の
が
必
ず
あ
り
、

あ
る
臓
器
が
病
に
罹
っ
た
と
き
に
は
、
こ
の
臓
器
に
形
の
似
て
い
る
も
の
を
薬
と
し
て
服
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
病
か
ら
恢
復
す
る
…
、
形

が
眼
に
似
て
い
る
植
物
の
実
は
、
眼
病
の
治
療
に
効
果
が
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
「
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
と
し
て
の
人
間
と
「
マ
ク
ロ
コ
ス

モ
ス
」
と
し
て
の
自
然
の
照
応
を
認
め
る
自
然
観
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
照
応
関
係
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
受
け
入
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
の
で
き
ぬ
も
の
、
単
な
る
ナ
ン
セ
ン
ス
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
「
精
神
分
析
学
」
と
呼
ば
れ
る
学
問
で
は
、
フ
ロ
イ
ト
以
後
、
精
神
分
析
に
携
わ
る
者
た
ち
の
集
団
が
、
ア
ド
ラ
i
、
ユ
ン
グ
、

ラ
カ
ン
な
ど
を
中
心
と
す
る
い
く
つ
も
の
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
に
分
裂
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
原
因
で
、
「
精
神
分
析
学
と
は
何
か
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

と
い
う
問
に
対
す
る
共
通
の
答
は
失
わ
れ
、
精
神
分
析
学
は
、
複
数
の
相
容
れ
な
い
定
義
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
精
神
分
析
学
を

外
部
か
ら
見
る
と
き
、
こ
の
学
問
は
、
曖
昧
な
輪
廓
し
か
具
え
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
「
精
神
分
析
学
」
の
名
の
も
と
に
遂
行
さ
れ
て

い
る
活
動
が
、
精
神
分
析
の
意
味
を
め
ぐ
る
共
通
の
理
解
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
「
精
神
分
析
学
」
と
い
う
共
通
の
名
の
み

が
、
い
く
つ
も
の
活
動
を
架
橋
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
物
理
学
に
と
り
、
「
物
理
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
対
す
る
答
は
、
物
理
学
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
探
究
が
開
始
さ

れ
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
の
形
で
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
物
理
学
者
た
ち
が
、
物
理
学
の
意
味

を
め
ぐ
り
、
何
ら
か
の
合
意
を
目
指
し
て
討
議
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
討
議
の
内
容
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
物
理
学
的
な
探
究
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
討
議
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
合
意
も
ま
た
、
物
理
学
的
な
探
究
の
成
果
で
は
な
い
。
「
物
理
学
と
は
何
か
」
に



関
す
る
討
議
は
、
物
理
学
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
闘
技
場
」
と
し
て
の
哲
学

　
精
神
分
析
学
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
哲
学
に
携
わ
る
者
、
つ
ま
り
哲
学
者
た
ち
も
ま
た
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
対
す
る
一

つ
の
同
じ
答
を
共
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
の
歴
史
を
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
探
究
の
成
果
が
共
有
さ
れ
、
蓄
積

さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
見
倣
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
、
学
問
の
進
歩
が
成
果
に
も
と
つ
い
て
測
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
目
的
と
の
関
係
に
お
い
て
前
進
に
支
障
を
き
た
し
た
り
、
退
却
や
方
針
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
、
探
究
の
意
図
に
関
し
研
究
者
の

あ
い
だ
で
見
解
が
一
致
し
な
い
よ
う
な
と
き
、
こ
の
よ
う
な
学
問
は
進
歩
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
単
な
る
暗
中
模
索
」
（
色
づ
σ
δ
゜
・
ω
①
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

国
Φ
『
信
∋
富
℃
唱
Φ
づ
）
の
状
態
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
数
学
や
論
理
学
が
、
そ
の
誕
生
以
来
、
直
線
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

進
歩
を
経
験
し
、
カ
ン
ト
の
少
し
前
の
時
代
に
自
然
科
学
が
こ
の
進
歩
の
軌
道
を
よ
う
や
く
歩
み
始
め
た
の
に
対
し
、
「
形
而
上
学
」

（
ζ
Φ
訂
b
ξ
ω
涛
）
、
つ
ま
り
狭
い
意
味
に
お
け
る
哲
学
は
、
こ
の
よ
う
な
進
歩
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
B
版
序
文

に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
出
さ
れ
る
。

・
：
運
命
は
、
形
而
上
学
に
あ
ま
り
好
意
的
で
は
な
く
、
形
而
上
学
は
、
学
の
確
実
な
歩
み
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
…
形
而

上
学
で
は
、
何
度
も
道
を
引
き
返
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
行
こ
う
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
道
が
通
じ
て
い
な
い
こ
と
が

わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
形
而
上
学
の
信
奉
者
た
ち
が
主
張
に
お
い
て
全
員
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
形
而
上
学
は

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
ま
だ
非
常
に
か
け
離
れ
て
い
る
た
め
、
形
而
上
学
は
、
む
し
ろ
、
ま
っ
た
く
本
来
的
に
は
自
ら
の
力
を
闘
い
に

　
　
哲
学
と
二
つ
の
言
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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六

お
い
て
行
使
す
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
一
つ
の
闘
技
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
闘
技
場
の
上
に
は
、
ど
の
闘
技
者

も
ま
だ
決
し
て
ど
ん
な
に
わ
ず
か
な
陣
地
を
も
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
自
ら
の
勝
利
を
持
続
的
に
所
有
し

続
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
形
而
上
学
の
手
続
き
が
こ
れ
ま
で
は
単
な
る
暗
中
模
索
で
あ
り
、
非
常
に
悪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
こ
と
に
単
な
る
概
念
の
も
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
い
か
な
る
疑
い
も
な
い
。

　
カ
ン
ト
の
比
喩
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
哲
学
の
歴
史
は
、
「
闘
技
場
」
（
囚
9
∋
づ
h
℃
一
P
け
N
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

哲
学
は
、
誕
生
か
ら
経
過
し
た
時
間
の
な
が
い
の
に
反
し
、
す
べ
て
の
哲
学
者
が
共
有
す
べ
き
成
果
、
す
べ
て
の
哲
学
者
が
前
提
と
す
る
こ

と
の
で
き
る
よ
う
な
洞
察
を
一
つ
も
産
み
出
し
て
は
こ
な
か
っ
た
。
学
問
の
進
歩
が
、
事
柄
の
真
相
を
め
ぐ
る
探
究
の
成
果
の
蓄
積
に
よ
っ

て
測
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
哲
学
は
、
約
二
六
〇
〇
年
の
あ
い
だ
、
一
ミ
リ
の
進
歩
も
前
進
も
経
験
す
る
こ
と
が
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
哲
学
は
、
不
毛
な
知
的
活
動
で
あ
る
と
見
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
史
は
、
普
通
の
学
問

が
時
間
の
経
過
の
中
で
作
り
上
げ
て
行
く
よ
う
な
「
進
歩
」
と
は
無
縁
の
歴
史
で
あ
る
。

　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
普
通
の
学
問
に
携
わ
る
者
は
、
自
ら
の
探
究
の
成
果
が
、
学
問
の
進
歩
に
よ
っ
て
乗
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

越
え
ら
れ
て
行
く
こ
と
を
覚
悟
し
て
、
探
究
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
問
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
い
つ
か
乗
り
越
え
ら
れ
、
歴
史

的
な
役
割
を
終
え
、
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
予
想
の
も
と
に
遂
行
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
哲
学
は
、
普
通
の
学
問
と
は

異
な
り
、
進
歩
と
は
無
縁
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
者
に
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
想
定
し
て
い
た
よ
う
な
悲
哀
も
覚
悟
も
不
要
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。

　
そ
し
て
、
哲
学
が
普
通
の
意
味
に
お
け
る
進
歩
と
無
縁
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
哲
学
と
哲
学
史
と
の
関
係
が
、
た
と
え
ば
物
理
学
と
物

理
学
史
の
あ
い
だ
の
関
係
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
物
理
学
の
場
合
、
物
理
学
の
歴
史
に
つ
い
て
の
知
識



が
物
理
学
の
探
究
を
促
進
す
る
こ
と
は
な
い
。
物
理
学
に
と
り
、
物
理
学
史
は
外
的
な
も
の
で
あ
り
、
物
理
学
史
に
関
す
る
知
識
の
有
無
は
、

物
理
学
の
遂
行
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
約
四
〇
〇
年
前
、
ガ
リ
レ
オ
の
時
代
に
「
自
然
学
」
（
9
誘
一
8
）
の
名
の

も
と
に
遂
行
さ
れ
て
い
た
学
問
の
具
体
的
な
内
容
は
、
学
問
の
進
歩
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
、
現
代
で
は
、
歴
史
的
な
使
命
を
終
え
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
哲
学
に
は
進
歩
が
な
い
以
上
、
過
去
の
時
代
の
哲
学
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
哲
学
者
の
言
葉
が
歴
史
的
な
役

割
を
終
え
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
哲
学
史
に
一
度
姿
を
現
し
た
哲
学
者
の
言
葉
は
、
こ
れ
を
読
む
者
が
い
る
か
ぎ
り
、
過
去
の
哲
学
で
あ

る
と
同
時
に
、
現
在
の
哲
学
で
も
あ
る
。
二
四
〇
〇
年
近
く
前
に
生
れ
た
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
群
が
、
一
点
も
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
全
体
と
し

て
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
哲
学
と
い
う
も
の
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
る
。

哲
学
史
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
、
哲
学
を
促
進
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
大
抵
の
場
合
、
哲
学
を
遂
行
す
る
た
あ
の
不
可
欠
の
前
提
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
と
き
に
は
、
の
ち
に
述
べ
る
へ
ー
ゲ
ル
や
ガ
ダ
マ
ー
の
場
合
の
よ
う
に
、
哲
学
史
と
哲
学
は
一
体
の
も
の
で

あ
る
と
す
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
伝
統
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
確
実
で
一
般
的
な
特
性
描
写
は
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
の
一
連
の
脚
註
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
こ
の
言
葉
は
、
哲
学
が
本
質
的
な
部
分

に
関
し
、
時
間
の
規
定
を
欠
い
た
も
の
と
し
て
理
解
可
能
で
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

定
義
な
き
学
問

　
哲
学
に
は
、
哲
学
者
が
吟
味
す
る
こ
と
な
く
共
有
し
前
提
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト

が
「
闘
技
場
」
と
表
現
し
た
哲
学
と
哲
学
史
の
状
態
を
作
り
出
し
た
原
因
の
第
一
の
も
の
は
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
点
に
関
し
哲
学
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八

者
た
ち
の
見
解
が
一
致
し
な
い
と
い
う
事
実
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
哲
学
の
意
味
が
明
ら
か
で
は
な
い
以
上
、
さ

し
あ
た
り
、
哲
学
を
哲
学
で
は
な
い
も
の
か
ら
区
別
す
る
標
識
に
関
し
、
哲
学
者
た
ち
の
意
見
が
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
、
類
と
し
て
の
哲
学
が
ど
の
よ
う
な
種
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
哲
学
の
区
分
に
関
し
て
も
ま
た
、
哲
学
者
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

ち
の
あ
い
だ
に
合
意
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
o
茸
o
一
〇
α
q
冨
と
い
う
ラ
テ
ン
語
の
形
で
一
七
世
紀
に
初
め
て
姿
を
現
し
た

「
存
在
論
」
と
い
う
言
葉
を
復
権
さ
せ
て
自
ら
の
探
究
を
指
し
示
す
た
め
に
使
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
哲
学
と
は
形
而
上
学
で
あ
り
、
形
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

上
学
と
は
「
存
在
論
」
（
○
口
8
δ
σ
q
◎
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、
繰
り
返
し
主
張
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
哲
学
と
は
本
質
的

に
「
存
在
論
」
、
つ
ま
り
、
「
存
在
者
」
を
存
在
さ
せ
る
「
存
在
」
の
意
味
を
問
う
作
業
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
哲
学
の
意
味
を

め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
哲
学
史
の
内
部
に
何
人
も
の
先
駆
者
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
以
後
の
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

哲
学
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
け
れ
ど
も
、
哲
学
史
の
内
部
に
は
、
新
カ
ン
ト
主
義
の
よ
う
に
、
哲
学
の
本
質
を
形
而
上
学
や
存
在
論
と
は
異
な
る
点
に
求
め
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
主
張
も
ま
た
見
出
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
歴
史
的
に
見
る
な
ら
、
存
在
論
や
形
而
上
学
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
評
価
は
、
新
カ

ン
ト
主
義
の
反
形
而
上
学
的
な
傾
向
へ
の
反
動
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
形
而
上
学
や
存
在
論
は
、
哲
学
の
本
質
的
な
部
分

で
は
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
解
す
る
意
味
に
お
け
る
存
在
論
は
、
哲
学
の
一
部
で
す
ら
な
い
と
主
張
す
る
哲
学
者
も
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

た
、
決
し
て
少
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
哲
学
の
意
味
を
め
ぐ
る
見
解
が
多
様
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
関
連
し
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
『
哲
学
史
講
義
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
何
ら
か
の

「
対
象
」
に
つ
い
て
の
歴
史
が
、
こ
の
「
対
象
」
の
理
解
の
差
異
に
応
じ
て
変
化
す
る
こ
と
、
特
に
哲
学
の
場
合
に
は
、
他
の
対
象
と
は
異

な
り
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
を
め
ぐ
る
見
解
が
あ
ま
り
に
も
多
様
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
哲
学
史
の
姿
と
し
て
思
い
描
く
も
の
も
ま
た
、
人

に
よ
っ
て
区
々
に
な
っ
て
し
ま
う
と
語
っ
て
い
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
他
の
学
問
と
比
較
し
た
と
き
に
、
哲
学
の
「
短
所
」



聾

（り

S
鋤
O
げ
け
①
一
一
）
と
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

…
哲
学
の
概
念
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
、
哲
学
が
何
を
な
す
べ
き
で
あ
り
、
何
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
見
解
が
姿
を
現
す
。
歴
史
の
対
象
に
つ
い
て
の
こ
の
第
一
の
前
提
、
意
見
が
固
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
、
歴
史

そ
の
も
の
が
何
か
グ
ラ
グ
ラ
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
特
定
の
意
見
を
前
提
と
す
る
な
ら
、
歴
史
は
一
貫
性
を
維

持
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の
歴
史
は
、
対
象
に
つ
い
て
の
異
な
る
意
見
と
比
較
さ
れ
て
、
一
面
的
で
あ
る
と
い
う
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

難
を
受
け
る
の
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
哲
学
史
は
、
し
た
が
っ
て
、
哲
学
の
意
味
を
め
ぐ
る
す
べ
て
の
主
張
は
「
一
面
性
」
（
国
一
昌
ω
Φ
一
け
一
α
q
冒
①
一
け
）

を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
対
す
る
答
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
一
つ
に
収
束
し
て
行
く
も
の
で
は

な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
哲
学
が
学
問
的
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
知
的
活
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
な

ら
、
「
哲
学
」
に
定
義
が
与
え
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
哲
学
は
、
自
ら
の
端
緒
に
辿
り
つ
く
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
哲
学
が
端
緒
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

す
ら
到
達
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
、
哲
学
は
、
「
終
焉
」
の
瞬
間
を
欠
い
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
い
ま
だ
に
哲
学
を
開
始
し
た
者
す

ら
な
く
、
哲
学
史
な
る
も
の
を
構
成
す
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

自
己
言
及
と
し
て
の
哲
学

と
は
い
え
、
「
哲
学
」
を
定
義
す
る
試
み
と
哲
学
と
の
あ
い
だ
に
は
、

　
　
　
哲
学
と
二
つ
の
言
語

他
の
学
問
に
は
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
、

あ
る
特
殊
な
関
係
が

　
　
　
　
　
九
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〇

認
め
ら
れ
る
。

　
物
理
学
の
意
味
が
物
理
学
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
は
な
く
、
精
神
分
析
学
に
は
精
神
分
析
学
の
意
味
を
問
う
こ
と
が
で

き
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
哲
学
は
、
権
利
上
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
自
ら
答
え
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
哲
学
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
哲
学
が
主
題
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
問
題
を
、
哲
学
が
問
う

こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
哲
学
と
い
う
の
は
、
名
称
の
ほ
か
に
は
何

も
決
ま
っ
て
い
な
い
空
虚
な
知
的
活
動
で
あ
り
、
哲
学
者
に
と
り
、
ど
の
よ
う
な
対
象
を
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
で
取
り
上
げ
る
こ
と
も
自
由
で
あ
る
。
哲
学
者
の
語
る
言
葉
に
は
、
対
象
、
方
法
、
観
点
、
意
図
な
ど
に
関
し
、

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
規
則
、
逸
脱
す
れ
ば
「
哲
学
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
基
準
な
ど
な
い
。
当

然
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
対
し
答
を
与
え
る
試
み
を
哲
学
と
認
め
る
の
を
妨
げ
る
も
の
も
ま
た
、
何
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
哲
学
の
意
味
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
哲
学
者
の
あ
い
だ
に
は
、
い
か
な
る
合
意
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
哲
学
の
意

味
を
め
ぐ
る
合
意
が
欠
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
否
、
合
意
が
欠
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
は
な
く
、
ま
さ
に
、
合
意
が
欠
け

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
哲
学
者
に
は
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
答
え
る
試
み
を
哲
学
に
属
す
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
。
ど
の
よ
う
な
活
動
が
「
哲
学
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
作
業
は
、
そ
れ
自
体
、
「
哲
学
」

の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
形
式
的
に
考
え
る
な
ら
、
こ
の
作
業
は
、
そ
し
て
、
こ
の
作
業
だ
け
は
、
哲
学

に
属
す
る
た
だ
一
つ
の
固
有
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
哲
学
は
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
自
ら
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
間
に
答
え
る
試
み
を
、
哲
学
は
、
自
ら
の
最
初

の
問
と
し
て
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
問
に
対
し
答
が
与
え
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
哲
学
に
属
す
る
と
普
通
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
多

く
の
問
題
が
、
哲
学
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
と
は
何
か
と
い
う
問
に
答
を
与
え
る
試
み
は
、
そ
れ
自
体
、



「
哲
学
」
と
名
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
課
題
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
困
難
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
哲
学
史
の

弁
証
法
運
動
を
哲
学
の
弁
証
法
運
動
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
哲
学
史
の
記
述
、
体
系
と
し
て
の
哲
学
の
記
述
、
哲
学
を
規
定
す
る

と
い
う
三
つ
の
作
業
を
同
一
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
史
を
全
体
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
に
よ
り
、
哲
学
が
体
系
と
し

て
記
述
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
、
哲
学
の
意
味
も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
、
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
「
哲
学
と
は
何
か
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
う
の
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
哲
学
の
最
初
の
問
で
あ
る
と
と
も
に
、
最
後
の
問
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
理
解
に
従
う
か
ぎ
り
、
哲
学
史
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
構
成
す
る
哲
学
者
の
言
葉
は
、
た
し
か
に
歴
史
的
な

制
約
を
受
け
て
い
る
け
れ
ど
も
、
哲
学
史
全
体
を
可
能
的
に
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
哲
学
史
上
の
ど
の
哲
学
も
必
然
的
な
も

の
で
あ
っ
た
し
、
今
な
お
必
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ど
れ
一
つ
と
し
て
没
落
す
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
が
一
全
体
の
要
素
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

し
て
哲
学
の
う
ち
に
保
存
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
『
哲
学
史
講
義
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
出
さ
れ
る
。

こ
こ
で
さ
ら
に
思
い
出
さ
れ
る
べ
き
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
事
柄
の
本
性
の
う
ち
に
あ
る
次
の
点
を
言
う
の
に
、
警
戒
を
す
る
必
要
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
っ
と
も
新
し
い
哲
学
の
う
ち
で
把
握
さ
れ
、
そ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
理
念
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

も
の
が
、
も
っ
と
も
発
展
し
た
、
も
っ
と
も
豊
か
な
、
も
っ
と
も
深
い
理
念
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
を
め
ぐ
る
哲
学
者
た
ち
の
見
解
と
同
じ
よ
う
に
、
哲
学
史
と
は
何
で
あ
り
、
哲
学
史
に

お
い
て
現
代
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
ま
た
、
へ
ー
ゲ
ル
と
は
異
な
る
い
く
つ
も
の
主
張
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
へ
ー
ゲ
ル
以
前
に
は
、
哲
学
史
を
直
線
的
な
発
展
の
歴
史
と
し
て
理
解
す
る
哲
学
史
観
が
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
表
現
を
与

　
　
　
　
哲
学
と
二
つ
の
言
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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え
ら
れ
て
い
る
。
へ
ー
ゲ
ル
以
後
に
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
や
ガ
ダ
マ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
書
き
遺
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
に
、
哲
学
は
、
時
間
の
経

過
と
と
も
に
、
進
歩
を
経
験
す
る
の
で
は
な
く
、
表
面
的
な
変
化
に
す
ぎ
ず
、
す
べ
て
の
哲
学
は
共
通
の
真
理
を
異
な
る
仕
方
で
表
現
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
が
姿
を
現
す
。
哲
学
史
の
う
ち
に
弁
証
法
運
動
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
そ
れ
自
体
、
哲
学
の

意
味
を
め
ぐ
る
一
面
的
な
見
方
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
対
す
る
答
と
哲
学
と
の
関
係
を
め

ぐ
る
へ
ー
ゲ
ル
の
見
解
も
ま
た
、
誰
も
が
同
意
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
、
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
の
表
現
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

メ
タ
言
語
と
し
て
の
対
象
言
語

　
「
哲
学
と
は
何
か
」
。
こ
の
間
に
は
、
す
べ
て
の
哲
学
者
が
同
意
す
る
よ
う
な
、
た
だ
一
つ
の
答
と
い
う
も
の
が
欠
け
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
哲
学
を
哲
学
で
は
な
い
も
の
か
ら
区
別
す
る
標
識
に
つ
い
て
も
ま
た
、
哲
学
者
た
ち
の
意
見
は
一
致
し
て
い
な
い
。
哲
学
に
固
有
の
も

の
は
、
対
象
で
あ
る
の
か
、
方
法
で
あ
る
の
か
、
観
点
で
あ
る
の
か
、
目
標
で
あ
る
の
か
…
、
私
た
ち
に
は
、
確
実
な
こ
と
は
何
も
わ
か
っ

て
い
な
い
。
確
か
な
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
哲
学
の
意
味
が
明
ら
か
で
は
な
い
以
上
、
①
哲
学
が
開
始
さ
れ
る
た
め
に
は
、

「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
②
哲
学
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
何
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
哲

学
は
自
ら
の
意
味
を
問
う
こ
と
を
自
ら
の
最
初
の
課
題
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
し
あ
た
り
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
哲
学
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
空
虚
な
答
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
間
に
対
し
万
人
が
同
意
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
答
が
与
え
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
、
哲
学
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
以
前
の
哲
学
の
歴
史
は
、
全
体
と
し
て
一
挙
に
乗
り
越
え
ら
れ
、
哲
学
と
哲
学
史



は
、
物
理
学
と
物
理
学
の
歴
史
の
よ
う
に
、
た
が
い
に
外
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
答
を
与
え
る
こ
と
は
、
哲
学
に
課
せ
ら
れ
た
最
低
限
の
課
題
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
哲
学
以
外
の
学
問

が
代
わ
り
に
引
き
受
け
る
こ
と
の
で
き
ぬ
唯
一
の
課
題
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
の
意
味
を
哲
学
の
外
部
か
ら
、
た
と
え
ば
、

社
会
学
や
心
理
学
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
に
違
い
な
い
。
実
際
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
、
哲
学
に
固
有
の
問

題
と
し
て
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
問
題
を
、
社
会
学
的
、
心
理
学
的
な
観
点
か
ら
解
決
す
る
試
み
が
姿
を
現
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

な
試
み
は
、
「
還
元
主
義
」
で
あ
り
、
自
己
矛
盾
を
含
む
無
効
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
繰
り
返
し
斥
け
ら
れ
て
き
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
「
哲
学
」
の
名
を
与
え
ら
れ
た
活
動
の
う
ち
、
哲
学
に
属
す
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
部
分
を
切
り
捨
て
て
行
く
と
、
最
後

に
は
、
哲
学
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
だ
け
が
哲
学
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
を
問
い
、
こ
れ
に
答

え
る
こ
と
は
、
哲
学
の
ミ
ニ
マ
ム
の
姿
、
「
哲
学
の
零
度
」
な
の
で
あ
る
。

　
哲
学
が
哲
学
で
あ
る
か
ぎ
り
、
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
は
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
答
え
る
作
業
で
あ
る
。
哲
学
は
、

こ
の
間
に
対
し
、
つ
ね
に
何
ら
か
の
態
度
を
と
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
「
哲
学
的
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
言
説
は
す
べ
て
、
哲
学
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
の
一
部
と
し
て
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
対
す
る
間
接
的
な

答
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
三
〇
年
代
に
、
タ
ル
ス
キ
に
よ
っ
て
形
式
言
語
に
関
す
る
「
対
象
言
語
」
と
「
メ
タ
言
語
」
の
区
分
が
導
入
さ
れ
て
以

来
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
自
然
言
語
も
ま
た
、
「
対
象
言
語
」
と
「
メ
タ
言
語
」
へ
と
相
対
的
に
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
一
般

に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
た
と
え
ば
物
理
学
の
場
合
、
自
然
現
象
を
記
述
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
言
語
は
、
自
然
現
象
を
記

述
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
言
語
に
つ
い
て
語
る
言
語
か
ら
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
物
理
学
」
の
名
を
与
え
ら
れ
る
の
は
、

前
者
の
言
語
が
表
現
す
る
内
容
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
哲
学
と
二
つ
の
言
語
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学
問
に
お
い
て
メ
タ
言
語
と
対
象
言
語
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
学
問
が
、
限
定
さ
れ
た
探
究
の
対
象
と
方
法
、
使
用
す
る
術
語

な
ど
を
持
っ
て
お
り
、
対
象
や
方
法
や
術
語
の
意
味
に
関
し
、
研
究
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
あ
ら
か
じ
め
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
と
並
行
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
対
象
言
語
が
特
定
の
方
法
を
用
い
て
特
定
の
対
象
を
記
述
す
る
言
語

で
あ
る
の
に
対
し
、
探
究
の
結
果
を
記
述
す
る
言
語
を
記
述
す
る
言
語
は
、
メ
タ
言
語
に
相
当
す
る
。
右
に
挙
げ
た
物
理
学
の
例
が
示
す
よ

う
に
、
普
通
の
学
問
の
も
と
で
学
問
の
範
囲
が
対
象
言
語
の
内
容
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
メ
タ
言
語
の
記
述
す
る
も
の
が
、
物
理
学
の

場
合
、
「
重
力
」
「
気
体
」
「
電
気
」
「
運
動
」
な
ど
の
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
物
理
学
以
前
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
が
、
哲
学
は
、
哲
学
以
前
の
問
題
と
い
う
も
の
を
欠
い
て
い
る
。
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
答
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体

と
し
て
哲
学
の
課
題
で
あ
り
、
探
究
の
遂
行
以
前
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
固
有
の
対
象
や
方
法
な
ど
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

哲
学
に
は
、
決
っ
た
対
象
も
方
法
も
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
決
っ
た
対
象
や
方
法
が
欠
け
て
い
る
以
上
、
哲
学
的
な
言
説
の
内
部
に
は
、
他
の
学
問
の
場
合
と
は
異
な
り
、
対
象
言
語
と
メ
タ
言
語
の

区
別
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
哲
学
」
の
名
の
も
と
に
探
究
さ
れ
、
語
ら
れ
る
こ
と
は
す
べ
て
、
何
ら
か
の
対
象
を
持
っ

て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
対
象
言
語
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
明
ら
か
で
は
な
い
以
上
、
哲
学
的
な
言

説
は
す
べ
て
、
自
ら
が
哲
学
的
な
言
説
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
説
明
す
る
と
い
う
機
能
を
担
う
も
の
で
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
へ
の
間
接
的
な
答
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
哲
学
的
な
言
説
は
、
「
哲
学
」
に
つ
い
て
の
言
説
と
し
て
、
つ

ま
り
、
メ
タ
言
語
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
対
象
言
語
は
、
対
象
言
語
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
つ
ね

に
メ
タ
言
語
と
し
て
理
解
す
る
余
地
を
残
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
哲
学
的
言
説
、
特
に
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
に
現
れ
た
何
人
か
の
哲
学
者
た
ち
の
著
作
で
は
、
対
象
言
語
と
メ
タ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

言
語
が
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ィ
ン
ク
は
、
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
お

け
る
操
作
的
概
念
」
と
い
う
表
題
を
持
つ
文
章
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
主
題
化
せ
ず
、
慎
重
に
吟
味
す
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
使
用
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
い
く
つ
か
の
概
念
を
取
り
上
げ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
注
意
を
向
け
て
い
た
「
主
題
的
概
念
」
か
ら
区
別
し
、
こ
れ
を
「
操

作
的
概
念
」
と
名
づ
け
る
。
フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
操
作
的
概
念
と
は
、
表
面
的
に
は
「
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
」
よ
う
に
見
え
る
概
念
、
反

省
さ
れ
る
こ
と
な
く
記
述
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「
知
的
図
式
」
で
あ
り
、
「
哲
学
す
る
思
考
」
に
よ
っ
て
「
使
い
こ

な
さ
れ
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
操
作
的
概
念
は
、
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
、
哲
学
者
の
「
関
心
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
の
」
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
フ
ィ
ン
ク
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

主
題
的
概
念
と
操
作
的
概
念
と
の
あ
い
だ
に
働
く
緊
張
は
、
人
間
の
哲
学
の
不
安
定
性
に
帰
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
不
安
定
さ
が
自

分
自
身
の
影
を
飛
び
越
え
よ
う
と
し
て
、
自
分
自
身
の
方
法
論
を
企
て
た
り
、
必
然
的
な
「
理
解
の
循
環
」
と
か
「
思
弁
的
命
題
」
と

か
、
物
で
は
な
い
存
在
の
、
何
度
で
も
撤
回
さ
れ
う
る
よ
う
な
物
化
と
か
、
世
界
全
体
に
対
す
る
世
界
内
部
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
不
適
切

性
な
ど
に
つ
い
て
語
っ
た
り
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
特
別
な
形
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
つ
い
て
も
該
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　

こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
吟
味
せ
ず
に
受
け
入
れ
て
い
る
図
式
や
前
提
の
た
め
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く

な
い
。
つ
ま
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
で
は
、
対
象
と
方
法
、
対
象
言
語
と
メ
タ
言
語
が
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
普
通
に
は
考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
と
で
は
、
操
作
的
な
も
の
と
主
題
的
な
も
の
は
対
立
せ
ず
、
操
作
的
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

す
ら
、
「
影
の
形
成
か
ら
そ
の
外
へ
と
連
れ
出
さ
れ
る
」
と
フ
ィ
ン
ク
は
言
う
。
つ
ま
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
た
し
か
に
、
主
題
的
な
概
念

　
　
　
　
哲
学
と
二
つ
の
言
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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六

と
操
作
的
な
概
念
を
区
別
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
操
作
的
概
念
が
主
題
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
反
対
に
、
操
作
的
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　

も
ま
た
、
適
切
な
形
で
主
題
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
フ
ィ
ン
ク
に
従
う
な
ら
、
哲
学
に
お
い
て
、
す
べ
て
を
主
題
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
、
す
べ
て
が
主
題
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

れ
、
「
影
」
の
部
分
が
失
わ
れ
れ
ば
、
知
は
完
結
し
、
「
思
考
の
す
べ
て
の
歴
史
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
」
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
哲
学
も
ま
た

そ
の
役
割
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
、
あ
る
短
い
文
章
の
中
で
、
二
〇
世
紀
の
文
学
が
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
語
る
よ
う
に
な
り
、
文
学
が
文
学
で
あ
る

と
と
も
に
、
「
メ
タ
文
学
」
、
つ
ま
り
、
文
学
に
つ
い
て
の
文
学
に
な
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
文
学
は
、
文
学
に
つ
い
て

の
文
学
に
な
り
、
文
学
の
言
語
は
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
以
来
、
対
象
言
語
で
あ
る
と
と
も
に
メ
タ
言
語
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
の
性
格
を
具
え

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
バ
ル
ト
は
言
う
。

文
学
は
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
し
、
眺
め
る
と
同
時
に
眺
め
ら
れ
る
対
象
に
自
分
を
分
割
す
る
こ

と
も
決
し
て
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
文
学
は
、
語
り
は
し
た
が
、
自
ら
に
語
り
か
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
か
ら
、
正
し

い
の
は
自
分
だ
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
意
識
が
初
め
て
動
揺
し
始
め
る
と
と
も
に
、
文
学
は
み
ず
か
ら
の
二
重
性
を
感
じ
始
め
た
、
文

学
は
同
時
に
対
象
で
あ
り
対
象
へ
の
ま
な
ざ
し
で
も
あ
る
、
言
葉
で
あ
り
言
葉
に
つ
い
て
の
言
葉
で
も
あ
る
、
対
象
と
し
て
の
文
学
で

あ
り
メ
タ
文
学
、
つ
ま
り
文
学
に
つ
い
て
の
文
学
で
も
あ
る
と
い
っ
た
具
合
だ
。
遍



　
し
か
し
な
が
ら
、
バ
ル
ト
が
二
〇
世
紀
の
文
学
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
、
哲
学
は
、
自
ら
の
歴
史
的
な
誕
生
の
瞬

間
以
来
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
保
持
し
て
い
る
。
哲
学
の
場
合
、
対
象
言
語
と
メ
タ
言
語
は
決
し
て
戴
然
と
区
分
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
反

対
に
、
両
者
は
つ
ね
に
混
じ
り
あ
う
。

　
哲
学
は
、
外
部
世
界
の
中
立
的
な
記
述
と
い
う
役
割
を
具
え
て
い
る
と
と
も
に
、
外
部
世
界
を
記
述
す
る
哲
学
自
身
の
記
述
で
も
あ
る
。

鏡
を
正
面
か
ら
描
く
と
き
、
そ
こ
に
は
、
鏡
に
映
し
出
さ
れ
た
私
も
ま
た
描
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
哲
学

が
世
界
を
記
述
す
る
と
き
、
記
述
さ
れ
た
世
界
の
中
に
は
、
哲
学
自
ら
も
ま
た
記
述
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

註
（
1
）
　
O
⊆
一
昌
①
・
≦
≡
餌
a
く
碧
O
「
ヨ
9
戸
．
．
＝
国
ω
℃
三
δ
ω
0
9
網
ピ
o
ω
辞
0
8
一
9
9
ヨ
9
勺
8
豆
鮎
、
．
」
罠
↓
譜
o
識
8
§
織
↓
ミ
鑓
の
、
〇
四
ヨ
σ
ユ
α
σ
q
ρ

　
　
］
≦
鋤
ω
の
四
〇
げ
ロ
ω
Φ
雰
Q
。
、
↓
げ
Φ
b
d
Φ
一
貯
口
鋤
O
℃
「
Φ
ω
ω
O
噛
＝
ゆ
「
＜
鋤
「
α
d
昌
一
く
①
誘
諄
団
℃
『
Φ
の
ω
」
㊤
Q
◎
炉
P
一
⑩
O
頃
゜

（
2
）
・
…
＞
N
ぎ
喜
・
峯
・
ぎ
導
・
§
§
曹
§
§
。
σ
・
8
葺
σ
・
・
＜
喜
・
・
α
8
薯
8
霞
一
爵
轟
「
巨
毫
Φ
3
①
こ
餌
Φ
α
・
⑦
ら
×
h
°
a
」
㊤
刈
゜
・
層

　
　
㊤
o
。
一
山
Q
。
°

（
3
）
①
・
q
』
・
・
ω
旦
閏
曾
巨
葛
題
§
§
§
彗
曇
§
”
b
。
§
象
・
§
§
農
§
ミ
§
§
き
織
謹
§
§
蔓
“
§
§
§
§
§
蔓
§
§

　
き
鵠
8
9
ミ
魯
ゴ
興
山
¢
ω
ひ
q
Φ
σ
q
①
σ
Φ
ロ
〈
O
口
国
匡
ω
O
σ
Φ
け
7
ω
＃
α
貯
㊦
5
寓
節
∋
σ
二
同
α
q
℃
閏
Φ
＝
×
］
≦
Φ
貯
の
「
」
㊤
り
b
o
層
ω
』
心
o
◎
h
h
．

（
4
）
国
§
・
°
壽
韓
壽
：
り
勺
巨
。
・
8
三
・
．
．
｝
・
雰
§
§
湧
ま
ミ
g
・
ミ
ミ
ミ
、
。
§
ミ
・
ヨ
Φ
§
ω
ひ
・
Φ
σ
・
㊦
g
：
°
巳
§
竃
ヨ
カ
葺
Φ
；
巳

　
　
閑
山
「
罵
ユ
Φ
α
○
「
自
コ
α
Φ
「
」
W
O
昌
α
刈
”
”
－
O
層
c
u
四
ω
①
炉
ω
0
7
≦
ゆ
げ
①
讐
一
り
◎
o
P
ω
．
α
刈
幽
．

（
5
）
閏
。
§
巳
戸
≦
9
・
ζ
8
§
羅
こ
8
§
・
舞
§
・
§
ミ
。
蔓
ミ
§
・
§
§
討
§
ミ
§
曽
Ω
四
＝
壽
a
も
゜
凸
h
h
曾

（
6
）
　
ラ
プ
ラ
ン
シ
ュ
、
ポ
ン
タ
リ
ス
『
精
神
分
析
用
語
辞
典
』
、
村
上
仁
監
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
七
年
、
二
六
九
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
）
内
婁
ぎ
§
2
・
栗
ミ
帖
註
ミ
§
§
§
§
蚤
ず
・
§
・
σ
・
・
σ
・
・
び
9
＜
。
島
雪
・
巳
゜
。
。
7
a
α
甚
碧
耳
σ
・
’
勺
①
受
蚕
器
『
’
頸
①
’
し
・
≦
°

（
8
）
　
閑
四
コ
戸
軌
守
帆
風
こ
b
コ
昌
－
×
目
一
．

（
9
）
囚
雪
£
守
ミ
ニ
O
ロ
酋
く
h

哲
学
と
二
つ
の
言
語

一
七



明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
四
三
六
号
（
二
〇
〇
八
．
九
）

一
八

（
－
o
）
壽
げ
Φ
「
°
ξ
×
”
葦
の
§
G
・
さ
ミ
・
』
恥
し
・
恥
ミ
＝
言
§
8
壽
。
ミ
毅
§
§
の
σ
・
§
」
ヨ
ぎ
剛
冨
α
・
量
国
。
a
ω
ω
喜
霧
ω
。
・
芭
，
・
＆

　　

@
≦
一
二
ω
0
げ
四
津
ω
α
q
①
ω
〇
三
〇
げ
け
①
ユ
①
「
c
ロ
鋤
《
Φ
ユ
ω
O
げ
①
コ
〉
屏
鋤
α
①
∋
δ
α
臼
≦
訪
ω
①
口
ω
O
げ
9
h
8
戸
＝
費
鋤
ロ
ω
α
q
Φ
σ
q
①
σ
Φ
5
＜
O
ロ
＝
O
「
曾
ゆ
巴
①
さ
］
≦
・
カ
9
ぎ
Φ
「

　　

@
ピ
o
℃
ω
ご
ω
、
≦
「
O
一
h
凶
9
⇔
α
q
一
』
≦
o
∋
ヨ
ω
①
昌
甲
≦
δ
一
｛
α
q
帥
昌
o
Q
6
0
0
三
二
〇
ゴ
8
さ
一
〇
げ
9
コ
ロ
Φ
の
≦
「
ヨ
o
評
巴
3
餌
コ
戸
〉
σ
け
Φ
出
ロ
ロ
α
q
一
…
ω
o
げ
「
一
h
8
ロ
ロ
コ
α
幻
Φ
α
①
戸

　　

@
b
d
き
α
§
げ
①
§
ω
σ
・
①
σ
q
Φ
σ
Φ
。
・
8
≦
＆
σ
q
°
・
昌
σ
・
9
ζ
。
∋
ヨ
ω
Φ
：
昌
o
ぎ
轟
き
σ
・
ω
。
葺
・
幕
ユ
昌
N
§
∋
∋
①
弓
き
σ
q
葺
じ
昌
愚
一
沖
ζ
。
・
・
q
9
ぎ
鼻

　
　
　
冒
σ
冒
゜
q
㊦
づ
』
ρ
し
u
．
ζ
。
汀
（
℃
O
ロ
一
ω
一
Φ
σ
①
O
屏
）
°
一
8
・
。
“
ω
．
。
。
興

（
1
1
）
≦
三
汁
9
①
巴
’
≧
｛
「
巴
2
0
毒
』
ざ
§
°
。
§
戚
沁
§
馬
昌
．
ぎ
肉
鴇
塁
§
O
o
。
■
§
8
堕
’
Z
霧
ぎ
量
胃
①
①
℃
「
①
の
の
し
㊤
圃
。
。
・
℃
・
ω
㊤
・

（
1
2
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現
在
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
で
は
、
こ
の
言
葉
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
由
来
す
る
二
つ
の
言
葉
の
合
成
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
代
に

　　

@
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
言
葉
の
歴
史
は
、
一
六
二
三
年
に
出
版
さ
れ
た
ゴ
ク
レ
ニ
ウ
ス
の
『
哲
学
辞
典
』
e
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§
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で
し
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遡
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た
と
え
ば
、
「
人
間
の
す
べ
て
の
判
断
は
、
社
会
的
な
要
因
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
主
張
が
無
効
で
あ
る
の
は
、
こ
の
判
断
が
妥
当

な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
判
断
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
妥
当
性
を
持
た
ず
、
何
ら
か
の
社
会
的
な
要
因
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
に
す
ぎ



　
　
ず
、
「
「
人
間
の
す
べ
て
の
判
断
は
、
社
会
的
な
要
因
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
い
う
主
張
は
社
会
的
な
要
因
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

　
　
い
う
主
張
も
ま
た
、
社
会
的
な
要
因
に
還
元
さ
れ
、
無
限
後
退
が
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
2
3
）
　
対
象
言
語
と
メ
タ
言
語
を
区
別
す
る
意
図
が
も
っ
と
も
明
瞭
に
確
認
で
き
る
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、

　
　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
自
ら
が
そ
の
都
度
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
言
語
を
使
用
し
て
い
る
の
か
を
つ
ね
に
考
慮
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
た
と

　
　
え
ば
、
『
意
識
の
直
接
的
な
与
件
に
関
す
る
試
論
』
や
『
物
質
と
記
憶
』
で
は
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
言
語
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
記

　
　
述
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
記
述
が
ど
の
よ
う
な
存
在
論
的
な
身
分
を
持
つ
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
哲
学
史
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
位
置
を
確

　
　
定
す
る
た
め
に
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
の
検
討
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
。
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