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［略歴］ 

年  齢 25歳 

住  所 奈良県奈良市  

略  歴 愛媛大学法文学部卒業、京都大学大学院文学研究科修士課程修了。 

現在、同博士後期課程在籍、ならびに私立奈良育英高等学校非常勤講師。 

 

 

【応募動機及びコメント】 

若輩者ながらこのような機会に恵まれたこと、まず一個人として率直に嬉しく、

またありがたく思います。同時に改めて書いてみたものをみつめ直すことで、自ら

のまだまだ未熟なることも痛切に自覚しました。 

人生というものをどこまでも学問的に精緻に考えていきたいと考えると共に、

人生は単に学問でもない、単に学問に励むということだけで尽きるようなもので

もないということを、不遜かもしれませんが、強く感じています。まだ学問を十分

に修めてもいない浅知短才な身ですが、人生のそうした深い奥行きを照らすもの

が、日本哲学において指示されているような気もしています。こうした朧げな感覚

の可能性を切り拓いていくためにも、いっそう学問に励んでいきたいです。 

この場をお借りして、いつも自身を支えてくれている家族や恋人、友人、同僚、

そして日頃お世話になっている先生方になにより感謝申し上げます。 
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本
論
文
で
は
田
辺
元

は
じ
め

の
「
絶
対
無
」
に
関
す
る
理
解
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
田
辺
と
言
え
ば
一
般
に
、
西
田
哲
学
に
対
立
し
て
田
辺
哲
学
を

樹
立
し
、
西
田
幾
多
郎
と
双
璧
を
成
し
た
京
都
学
派
の
哲
学
者
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
。
は
じ
め
は
西
田
に
傾
倒
し
て
い
た
が
、
一
九
三
〇
年
に
「
西
田
先
生
の
教
を

仰
ぐ
」
と
い
う
論
文
で
批
判
を
公
に
し
て
以
後
、
西
田
に
対
し
て
反
発
し
て
い
っ
た
。

そ
の
際
、
こ
の
論
文
で
西
田
に
提
出
し
た
疑
義
の
一
つ
が
「
絶
対
無
」
に
関
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
自
体
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
素
朴
な
観
点
と
し

て
、
西
田
を
批
判
す
る
よ
り
前
の
田
辺
が
元
々
「
絶
対
無
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

見
解
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
実
は
田
辺
は

一
九
三
〇
年
よ
り
前
の
時
点
で
、
つ
ま
り
西
田
批
判
以
前
に
、
す
で
に
「
絶
対
無
」

に
対
し
て
明
確
に
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
本
論
文
で
は
こ
の
内
実
を
明
ら

か
に
す
る
。 

 

こ
の
田
辺
の
消
極
的
な
態
度
は
、
主
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
コ
ー
ヘ
ン
の
二
者
に
基
づ

い
て
説
明
が
可
能
で
あ
る
。
本
論
文
は
こ
の
二
者
の
見
解
を
詳
述
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
「
一
切
の
消
滅
」（su

p
p

ressio
n

 d
e to

u
t

）
と
い
う
観
念
の
不
可
能
性
を
論
理
的

に
暴
く
こ
と
で
、
「
絶
対
無
の
観
念
」
（l' id
ée d

u
 n

éan
t ab

so
lu

）
が
虚
偽
の
観
念
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
田
辺
の
「
絶
対
無
」
に
対
す
る
消
極
性
は
、
ま
ず
は

こ
の
見
解
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
批
判
以
前
の
田
辺

は
主
に
コ
ー
ヘ
ン
に
則
っ
て
「
非
有
」(μὴ

 ὄν)

の
重
要
性
を
評
価
し
て
い
た
が
、
そ

の
際
そ
れ
が
「
絶
対
無
」
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
も
い
る
。
こ
う

し
て
以
上
の
二
者
が
批
判
以
前
の
田
辺
の
「
絶
対
無
」
に
対
す
る
消
極
的
な
態
度
の

源
泉
で
あ
る
こ
と
を
、
本
論
文
は
上
述
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
打
ち
立
て
る
。 

 

さ
ら
に
本
論
文
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
特
定
の
哲
学
者
の
主
張
す
る
「
絶
対
無
」

で
は
な
く
「
絶
対
無
」
一
般
に
つ
い
て
の
理
解
の
射
程
を
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は

以
上
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
田
辺
に
連
ね
て
九
鬼
周
造
の
見
解
を
導
入
す
る
こ
と
で
、「
絶

対
無
」
を
理
解
す
る
上
で
度
外
視
で
き
な
い
点
を
強
調
す
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
絶

対
無
」
に
対
す
る
批
判
的
見
解
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
絶
対

無
」
は
そ
れ
に
耐
え
得
る
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
結

論
で
簡
単
に
触
れ
る
に
留
め
る
。 

 

以
上
の
流
れ
で
、
田
辺
の
「
絶
対
無
」
理
解
と
併
せ
て
「
絶
対
無
」
一
般
の
問
題

を
指
摘
す
る
。 
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序
論 

  

本
稿
の
目
的
は
、
一
九
三
〇
年
に
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇-

一
九
四
五
）
を
批
判

す
る
よ
り
も
前
の
時
期
に
お
け
る
田
辺
元
（
一
八
八
五-

一
九
六
二
）
の
「
絶
対
無
」

に
対
す
る
理
解
を
明
ら
か
に
し
、
整
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
単
に
こ
の
作
業
に

留
ま
ら
ず
に
、「
絶
対
無
」
一
般
の
理
解
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
い
く
ら
か
考
察
を
加

え
て
み
た
い
。
い
さ
さ
か
唐
突
な
企
図
表
明
で
あ
る
が
、
以
下
で
問
題
提
起
と
共
に

順
を
追
っ
て
説
明
す
る
。 

 

一
九
三
〇
年
の
「
西
田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
」
に
お
い
て
絶
対
無
の
自
覚
を
終
極
の

原
理
と
す
る
西
田
哲
学
に
対
し
て
批
判
を
投
げ
か
け
た
田
辺
は
、
そ
の
後
弁
証
法
研

究
の
進
展
に
よ
っ
て
「
絶
対
無
」
の
意
義
を
認
め
る
よ
う
に
な
り
、
西
田
と
は
異
な
っ

た
仕
方
で
「
絶
対
無
」
の
哲
学
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
日
本
哲

学
史
の
研
究
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
西
田
哲
学
に
対
す
る
「
田
辺
哲
学
」
、

特
に
そ
の
骨
格
と
な
っ
た
「
種
の
論
理
」
も
ま
た
、
こ
の
「
絶
対
無
」
と
の
関
係
で

形
成
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
通
説
的
な
説
明
に
お
い
て
な

お
抜
け
落
ち
て
い
る
も
の
を
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
、
一
つ
に
は
、
田
辺
は
そ
も
そ
も

一
九
三
〇
年
以
前
に
「
絶
対
無
」
な
る
も
の
に
対
し
て
ど
う
い
う
態
度
を
取
っ
て
い

た
の
か
（
ど
う
い
う
態
度
を
取
っ
て
い
た
上
で
西
田
に
対
す
る
批
判
に
向
か
う
こ
と

に
な
っ
た
の
か
）
と
い
う
事
柄
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
田
辺
哲
学
研
究

と
し
て
、
こ
の
批
判
以
前
の
田
辺
の
思
索
に
つ
い
て
は
多
く
の
こ
と
が
未
だ
手
付
か

ず
の
ま
ま
残
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
問
い
に
注
目

す
る
。
先
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
田
辺
は
西
田
批
判
以
前
か
ら
「
絶
対
無
」
に
対
し

て
は
明
確
に
消
極
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
。
実
は
絶
対
無
へ
の
反
発
そ
れ
自
体
は
、

西
田
が
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
主
張
す
る
以
前
か
ら
田
辺
の
中
に
す
で
に
あ
っ
た
態

度
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
態
度
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
冒
頭
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
、
一
九

三
〇
年
の
西
田
批
判
以
前
の
田
辺
の
「
絶
対
無
」
理
解
を
解
明
し
て
整
理
す
る
こ
と

が
、
本
稿
全
体
の
形
式
的
な
目
的
で
あ
る
。
論
文
と
し
て
は
本
稿
は
こ
う
し
た
体
裁

を
と
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
こ
で
の
実
質
的
な
主
眼
は
、「
絶
対
無
」
な
る
も
の
は
一
般

に
ど
う
い
う
理
解
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
検
討
に
向
け
ら
れ

て
い
る
。
広
く
見
て
、「
絶
対
無
」
に
は
多
く
の
混
沌
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
纏
っ

て
い
る
。
西
田
が
表
明
し
た
と
き
に
は
そ
れ
は
「
色
即
是
空
空
即
是
色
の
宗
教
的
体

験
」
一

と
し
て
語
ら
れ
、
思
慮
分
別
を
絶
し
た
、「
神
秘
的
」
な
も
の
を
含
む
よ
う
な

理
解
可
能
性
に―

―

西
田
の
真
意
は
別
と
し
て―

―

拓
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し

て
後
年
の
田
辺
は
、
絶
対
無
は
「
絶
対
否
定
の
作
用
」[T

6
/4

6
8

]

二

で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
我
々
は
こ
う
し
た
言
説
の
中
で
、
と
に
か
く
何
ら
か
の
仕

方
で
「
絶
対
無
」
に
立
ち
会
う
が
、
そ
の
と
き
や
は
り
西
田
の
「
絶
対
無
」
は
田
辺

の
「
絶
対
無
」
と
は
違
う
と
か
、
京
都
学
派
の
他
の
哲
学
者
が
論
じ
る
「
無
」
と
の

差
異
な
ど
に
つ
い
て
何
か
を
感
じ
取
っ
た
り
考
え
た
り
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は

つ
ま
り
、
我
々
が
「
絶
対
無
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
何
ら
か
の
意
味
で
暗
に
了
解
を

有
し
て
お
り
、
同
じ
言
葉
で
表
さ
れ
る
も
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
哲
学
者
の
使
用
の

う
ち
に
内
的
な
差
異
を
識
別
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
一
方
で
、
単
純

に
「
絶
対
無
」
と
い
う
言
葉
に
だ
け
注
目
し
て
み
た
と
き
、
こ
れ
は
一
般
に
そ
う
し

た
識
別
す
ら
拒
む
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
底
知
れ
ぬ
絶
対

性
や
否
定
性
を
前
に
し
た
と
き
、
我
々
は
基
本
的
に
「
絶
対
無
」
そ
れ
自
体
に
つ
い

て
考
察
し
た
り
深
入
り
し
た
り
す
る
こ
と
を
避
け
が
ち
な
傾
向
に
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
た
し
か
に
そ
れ
は
面
と
向
か
っ
て
検
討
す
る
に
は
大
変
に
困
難
な
問
題
を
有

し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
問
題
に
積
極
的
に
着
手
す
る
道
を
我
々
が
選
ぶ

の
な
ら
、
批
判
以
前
の
田
辺
の
「
絶
対
無
」
理
解
に
つ
い
て
の
考
察
が
我
々
に
対
し

て
与
え
て
く
れ
る
も
の
は
お
そ
ら
く
些
末
な
も
の
で
は
な
い
。
一
九
三
〇
年
以
前
に

す
で
に
田
辺
が
と
っ
た
「
絶
対
無
」
に
対
す
る
消
極
的
な
態
度
は
、「
絶
対
無
」
一
般

に
つ
い
て
我
々
が
抱
く
多
く
の
問
題
を
一
度
批
判
に
晒
し
て
み
る
の
に
、
非
常
に
有

意
義
な
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
批
判
的
吟
味
の

上
で
改
め
て
、
西
田
が
主
張
し
た
「
絶
対
無
」
が
そ
れ
と
ど
れ
ほ
ど
合
致
す
る
か
、
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根
本
的
に
ど
こ
が
異
な
る
か
な
ど
を
検
討
し
、
理
解
を
深
め
る
可
能
性
も
が
拓
か
れ

る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

た
だ
結
論
か
ら
言
え
ば
、
あ
く
ま
で
批
判
以
前
の
田
辺
の
「
絶
対
無
」
理
解
を
ま

ず
追
わ
ん
と
す
る
本
稿
だ
け
で
は
、
西
田
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
解
釈
に
ま

で
至
る
の
は
難
し
い
。
筆
者
と
し
て
も
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
絶
対
無
」
を
解
釈

し
最
終
的
に
何
ら
か
の
解
答
を
与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
以
上
の
多
く
の
検

討
を
踏
ま
え
た
上
で
遂
行
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
だ
が
、
だ

か
ら
こ
そ
本
稿
で
は
西
田
哲
学
に
中
途
半
端
に
入
り
込
む
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
先

に
述
べ
た
「
絶
対
無
」
一
般
に
関
す
る
検
討
に
紙
面
を
割
く
に
留
め
る
。
実
際
こ
の

検
討
が
西
田
哲
学
の
考
察
に
も
寄
与
し
得
る
の
は
事
実
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
主
題

化
の
た
め
の
足
場
を
整
え
る
と
こ
ろ
に
本
稿
の
意
義
を
主
張
し
た
い
。 

 

さ
て
本
題
に
入
ろ
う
。
批
判
以
前
の
田
辺
の
「
絶
対
無
」
に
対
す
る
否
定
的
な
い

し
消
極
的
な
見
解
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
、
以
下
の
二
つ
の
引
用
で
代
表
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
傍
点
は
筆
者
に
よ

る
）
。 

 

（
Ａ
）
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
明
晰
に
説
い
た
如
く
実
は
普
通
に
非
有
虚
無
と
云
つ
て
居
る

も
の
は
絶
対
、
、
の、
非
有
虚
無

、
、
、
、
即
ちsu
p
p

ressio
n
 d

e to
u
t

で
は
な
い
、
却
て
或
実

在
の
代
り
に
置
換
へ
ら
れ
た
之
と
両
立
せ
ざ
る
他
の
実
在
で
あ
る
。

[T
1

/4
5

1
] 

 

（
Ｂ
）
思
惟
に
対
す
る
非
有
は
絶
対
、
、
の、
無、
で
は
な
い
。
若
し
思
惟
が
其
基
に
全
然
何

物
を
も
予
想
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
実
は
思
惟
自
身
が
不
可
能
と
な
る
。

[T
1

/2
1

2
] 

 

（
Ａ
）
は
田
辺
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
を
す
る
直
前
に
書
か
れ
た
「
実
在
の
無
限
連
続

性
」
（
一
九
二
二
）
、
そ
し
て
（
Ｂ
）
は
そ
れ
よ
り
前
の
「
獨
逸
唯
心
論
に
於
け
る
哲

学
的
認
識
の
問
題
」
（
一
九
一
八
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
、

西
田
批
判
以
前
の
田
辺
の
「
絶
対
無
」
理
解
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

一 

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
一
切
の
消
滅
」 

  

年
代
的
に
見
て
後
に
あ
た
る
（
Ａ
）
を
先
に
取
り
上
げ
た
の
は
、（
Ａ
）
（
Ｂ
）
と

も
に
見
ら
れ
る
「
非
有
」
と
い
う
概
念
が
当
時
の
田
辺
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ

て
お
り
、（
Ｂ
）
で
こ
の
概
念
の
意
味
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
非

有
」
を
よ
り
含
蓄
あ
る
仕
方
で
問
題
に
す
る
た
め
に
は
、
先
に
（
Ａ
）
を
検
討
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。 

 

論
文
「
実
在
の
無
限
連
続
性
」
の
冒
頭
で
田
辺
は
、
実
在
と
い
う
も
の
が
「
有
限
」

で
「
不
連
続
」
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
仮
に
実
在
が
有
限
不
連

続
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
実
在
を
何
ら
か
の
意
味
で
有
限
に
し
不
連
続
に
す
る
よ

う
な
も
の
、
つ
ま
り
「
限
局
せ
ら
れ
断
絶
せ
ら
れ
」[T

1
/4

5
1

]

て
い
る
状
態
に
す
る
何、

か、
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
田
辺
に
よ
れ
ば
、「
実
在
」
で
あ
る
か

「
非
実
在
」
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
ま
ず
そ
れ
が
「
実
在
」
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
結
局
事
態
と
し
て
は
実
在
の
あ
る
部
分
が
他
の
部
分
に
よ
っ
て
限
局
断
絶
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
「
実
在
」
は
や
は
り
「
連
続
無

限
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
し
て
逆
に―

―

こ
ち
ら
が
重
要
な
の
だ
が―

―

実
在
を
有
限
不
連
続
に
限
定
す
る
も
の
が
仮
に
「
非
実
在
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
が
真
に
「
非
実
在
」
で
あ
る
限
り
、
要
す
る
に
無、
で
あ
る
限
り
、
実
在
を
限
局
す

る
こ
と
も
断
絶
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
田
辺
は
述
べ
る
。（
Ａ
）
が
登
場
す
る
の
は
、

こ
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
要
す
る
に
田
辺
は
、
無
が
実
在
を
限
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
、
そ
も
そ
も
普
通
に
無
と
言
わ
れ
て
い

る
も
の
も
、
よ
く
検
討
し
て
み
れ
ば
実
は
「
他
の
実
在
」
つ
ま
り
有
な
の
だ
、
と
い

う
こ
と
を
こ
の
引
用
（
Ａ
）
に
お
い
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
は

ち
ょ
う
ど
彼
が
こ
こ
で
挙
げ
て
い
る
「
一
切
の
消
滅
」（su

p
p

ressio
n
 d

e to
u

t

）
と
い
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う
言
葉
が
登
場
す
る
『
創
造
的
進
化
』（
一
九
〇
七
）
の
中
で
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン

（H
en

ri B
erg

so
n

, 

一
八
五
九-

一
九
四
一
）
が
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
以
下
で
は
実
際
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

『
創
造
的
進
化
』
の
第
四
章
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
二
つ
の
「
理
論
的
錯
覚
」
を
検

討
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
「
実
践
の
た
め
に
な
さ
れ
た
処
置
を
思
弁
に
移
す
」
三

こ
と

に
由
来
す
る
錯
覚
な
の
だ
が
、
以
下
で
は
彼
が
「
無
」（n

éan
t

）
あ
る
い
は
「
空
虚
」

（v
id

e

）
四

を
検
討
す
る
後
者
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
充
実
を
考
え
る
た
め
に
空
虚
を

利
用
す
る
」
五

こ
と
で
生
じ
る
錯
覚
の
み
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に

よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
行
動
は
自
分
に
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
事
物
を
手
に
入
れ

る
こ
と
や
、
な
に
か
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
を
創
造
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
欠
落
や
欠
如
は
実
践
的
に
は
ま
っ
た
く
有
効
な
の
だ
が
、
我
々
は
事
物

の
本
性
を
考
え
る
際
に
も
こ
の
考
え
を
そ
の
ま
ま
押
し
通
し
て
し
ま
う
。
言
っ
て
み

れ
ば
、
事
物
が
存
在
す
る
こ
と
以
上
に
「
無
」
や
「
空
虚
」
に
何
か
重
要
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
理
論
的
に
考
え
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
問

題
を
正
面
か
ら
検
討
し
て
い
る
。 

 

実
際
「
無
」
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
そ
の
点
だ
け
で
言
え
ば
東
洋
思
想
の
特
権
で

は
決
し
て
な
い
。
存
在
に
対
す
る
あ
る
種
の
無
の
優
位
性
を
見
出
す
の
は
論
理
的

、
、
、
に、

も、
難
し
く
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
反
駁
の
対
象
と
し
て
提
供
す
る
以
下
の
論
述
は
、

こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

ま
ず
無
（le n

éan
t

）
が
あ
っ
た
、
そ
し
て
さ
ら
に
存
在
（l' être

）
が
来
た
の
で

あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
何
か
が
常
に
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
無
は
存
在

の
基
体
あ
る
い
は
容
器
の
役
割
を
常
に
つ
と
め
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
し
た

が
っ
て
無
は
永
遠
に
そ
の
何
か
に
先
立
つ
は
ず
だ
。
た
と
え
コ
ッ
プ
を
常
に
満

た
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
そ
れ
を
満
た
す
液
体
が
空
虚
を
埋
め
る
の

で
あ
る
。
同
様
に
、
存
在
は
常
に
そ
こ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に

よ
っ
て
満
た
さ
れ
い
わ
ば
栓
を
さ
れ
た
無
は
、
事
実
は
と
も
か
く
権
利
上
は
や

は
り
そ
れ
に
先
在
し
て
い
る
。
六 

 

こ
の
よ
う
な
「
存
在
は
無
の
上
に
重
ね
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
解
明
を
要
す
る
「
神
秘
」
と
し
て
検
討
す
る
。
彼
は
「
人
は
無
に
つ

い
て
語
る
際
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
」
を
問
題
に
し
、
無
を
表
象
す
る
こ
と
は
無

を
「
想
像
す
る
」（im

ag
in

er

）
、
あ
る
い
は
「
理
解
す
る
」（co

n
cev

o
ir

）、
つ
ま
り
そ

の
概
念
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
七

。
こ
こ
か
ら
無
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
（
何
も
な
い

こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
）
や
無
の
観
念
に
つ
い
て
の
検
討
が
始
ま
る
。 

ま
ず
、
無
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
得
る
た
め
に
、
目
を
閉
じ
耳
を
塞
ぎ
、
外
的
感
官
を

抑
制
し
て
知
覚
を
抹
消
し
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
我
々
の
身
体
や
内
臓
は
働

く
し
、
過
去
の
知
覚
が
残
し
た
記
憶
が
あ
る
。
ま
た
、
な
に
よ
り
も
そ
の
よ
う
に
空

虚
に
つ
い
て
考
え
る
積
極
的
で
充
実
し
た
印
象
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
決
し
て
無
で

は
な
い
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
に
抗
う
よ
う
に
そ
の
す
べ
て
を
消
去
し
て
い
き
、
自
分
の

意
識
す
ら
絶
縁
し
よ
う
と
試
み
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
意
識
が
消
え
る
瞬

間
に
別
の
意
識
が
と
も
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
我
々
が
「
無
」

を
想
像
す
る
た
め
に
外
官
や
内
官
を
遮
断
し
た
と
し
て
も
、「
そ
の
抹
消
そ
の
も
の
が

想
像
上
の
自
分
に
と
っ
て
対
象
と
な
り
、
今
度
は
そ
の
自
分
が
消
え
て
い
く
自
分
を

外
的
対
象
と
し
て
覚
知
す
る
」
こ
と
に
な
る
八

。
そ
れ
ゆ
え
「
本
来
の
意
味
に
お
け
る

一
切
の
消
滅
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
（l' im

ag
e p

ro
p

rem
en

t d
ite d

' u
n
e su

p
p

ressio
n

 d
e to

u
t

）

は
思
惟
に
よ
っ
て
は
決
し
て
形
成
さ
れ
な
い
」
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
主
張
す
る
九

。
こ
れ

が
（
Ａ
）
で
田
辺
が
述
べ
たsu

p
p

ressio
n

 d
e to

u
t

の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
文
脈
に
お
け
る

登
場
経
緯
で
あ
る
。 

 

以
上
は
無
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
で
あ
っ
た
が
、
彼
は

さ
ら
に
こ
う
し
た
主
張
に
対
す
る
反
論
と
し
て
予
想
さ
れ
る
無
の
観
念
を
問
題
に
す

る
。
つ
ま
り
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
で
は
な
く
概
念
と
し
て
無
を
把
握
し
得
る
可
能

性
が
な
お
も
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
主
張
を
彼
は
吟
味
す
る
。
な

る
ほ
ど
デ
カ
ル
ト
が
述
べ
た
よ
う
に
、
千
の
辺
を
も
つ
多
角
形
は
想
像
の
目
で
見
る
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こ
と
は
で
き
な
い
が
理
解
は
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
無
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
は
な
く
無

の
概
念
で
あ
れ
ば
、
明
晰
に
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う

反
論
が
我
々
に
は
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
よ
う

な
考
え
方
も
退
け
て
い
く
。 

 

精
神
は
ど
ん
な
実
在
物
で
も
抹
消
さ
れ
た
も
の
と
し
て
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
。
し
か
し
、
何
を
精
神
が
抹
消
す
る
に
せ
よ
、
そ
の

抹
消
の
操
作
が
「
全
体
」
の
一
部
に
適
用
で
き
て
も
「
全
体
」
そ
れ
自
体
に
は
適
用

さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
操
作
を
事
物
の
総
体
に
拡
張
す
る
こ
と
は
不
条

理
な
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
な
操
作
を
検
討
す
る
。
概

し
て
人
が
消
滅
さ
せ
る
対
象
は
外
的
対
象
（
事
物
）
か
内
的
対
象
（
意
識
状
態
）
か

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
ま
ず
外
的
対
象
の
抹
消
の
場
合
、
あ
る
事
物
が
ま
っ
た
く
そ

の
場
所
か
ら
跡
形
も
な
く
消
え
た
と
し
て
も
そ
れ
は
「
絶
対
の
空
虚
」
を
考
え
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
と
彼
は
述
べ
る
。 

 

一
度
抹
消
さ
れ
た
対
象
が
そ
の
場
所
を
空
に
す
る
と
い
う
と
き
、
私
の
考
え
て

い
る
の
は
こ
の
空
虚
〔
絶
対
の
空
虚
〕
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
仮
に
も
問

題
に
な
っ
て
い
る
の
は
ひ
と
つ
の
「
場
所
」（p

lace

）、
す
な
わ
ち
く
っ
き
り
と

し
た
輪
郭
で
限
ら
れ
た
あ
る
空
虚
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
一
種
の
「
事

物
」
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
の
語
る
空
虚
と
は
、
結
局
の
と
こ

ろ
そ
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
対
象
の
欠
在
（ab

sen
ce

）
で
し
か
な
く
、
そ
の
対

象
は
最
初
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
に
今
や
別
の
と
こ
ろ
に
存
在
し
、
そ
し
て
も
は

や
以
前
の
と
こ
ろ
に
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
い
わ
ば
そ
れ
自
身
の
空
虚

を
後
に
残
す
わ
け
で
あ
る
。
一
〇 

 

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、「
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
、
期
待
さ
れ
る
存
在
に
と
っ
て
し

か
欠
在
と
い
う
も
の
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
無
や
空
虚
と
い
っ
た
観
念

は
「
あ
る
も
の
を
他
の
も
の
に
置
き
換
え
る
こ
と
」
（la su

b
stitu

tio
n

 d
' u

n
e ch

o
se à 

u
n

e au
tre

）
で
形
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
一
一

。
つ
ま
り
、
あ
る
対
象
の
「
無
」
な
い

し
「
空
虚
」
と
は
、
あ
る
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
そ
の
対
象
が
今
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
言
わ
ば
過
去
の
期
待
を
現

在
に
繋
ぎ
と
め
よ
う
と
す
る
と
き
に
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ

ン
に
言
わ
せ
れ
ば
「
思
考
」
（p

en
sée

）
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「
情
感
」
（affectio

n

）

を
表
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 

内
的
対
象
、
す
な
わ
ち
意
識
状
態
の
抹
消
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
夢

を
見
な
い
で
眠
っ
て
い
る
自
分
、
あ
る
い
は
自
分
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
こ
と
な
ど

を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
想
定
す
る
瞬
間

に
我
々
は
自
己
自
身
を
意
識
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
。
眠
る
自
分
、

あ
る
い
は
自
己
の
根
絶
を
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
自
分
、
、
を、
想
像
す
る
の
で
あ
る
。 

 

空
虚
の
概
念
は
、
意
識
が
自
分
自
身
に
お
く
れ
て
、
あ
る
他
の
状
態
が
既
に
前

在
し
て
い
る
の
に
、
い
つ
ま
で
も
古
い
状
態
を
思
い
出
す
こ
と
に
固
執
す
る
と

こ
ろ
に
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
現
に
あ
る
も
の
と
あ
り
得
る
も
の
、
あ
る
は
ず
の

も
の
と
を
、
充
実
と
充
実
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
一
二 

 

つ
ま
り
結
局
は
外
的
対
象
の
場
合
と
同
様
に
、「
置
換
の
観
念
」
と
「
欲
望
と
後
悔
の

感
情
」
と
が
「
空
虚
」
を
構
成
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
以
上
の
分
析
か
ら
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。 

 

一
切
の
抹
消
（u

n
e ab

o
litio

n
 d

e to
u

t

）
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
絶
対
無

、
、
、
の、

観
念
、
、
（l' id

ée d
u
 n

éan
t ab

so
lu

）
は
自
己
崩
壊
す
る
観
念
で
あ
り
、
虚
偽

プ
セ
ウ
ド
ー

の
観

念
で
あ
り
、
た
だ
の
言
葉
に
す
ぎ
な
い
。〔…

…

〕
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
を
代
わ
る

代
わ
る
消
去
す
る
こ
と
は
、
正
確
に
は
そ
れ
に
応
じ
て
あ
る
他
の
も
の
と
置
き

換
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
絶
対
的
な
一
切
の
消
滅
（la 

su
p

p
ressio

n
 d

e to
u

t
）
は
、
こ
の
操
作
が
実
行
を
許
さ
れ
る
条
件
そ
の
も
の
を
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破
壊
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
限
り
は
、
術
語
に
文
字
通
り
矛
盾
を
含

ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
人
は
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
三 

  

我
々
が
無
を
思
念
す
る
こ
と
は
、
実
の
と
こ
ろ
あ
る
も
の
を
他
の
も
の
と
置
き
換

え
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
無、
は、
存
在
、
、
す
る
、
、
の
で
あ

る
。
以
上
の
検
討
で
、
田
辺
の
引
用
（
Ａ
）
は
十
分
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
田
辺
は

「
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
明
晰
に
説
い
た
如
く
実
は
普
通
に
非
有
虚
無
と
云
つ
て
居
る
も
の

は
絶
対
の
非
有
虚
無
即
ちsu

p
p

ressio
n

 d
e to

u
t

で
は
な
い
、
却
て
或
実
在
の
代
り
に

置
換
へ
ら
れ
た
之
と
両
立
せ
ざ
る
他
の
実
在
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
要
す
る
に

「
非
実
在
」
と
し
て
人
が
素
朴
に
考
え
る
「
非
有
虚
無
」
は
、
実
際
は
あ
る
も
の
を

そ
の
欠
如
（
と
い
う
他
の
存
在
）
と
置
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な

も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
一
切

の
消
滅
」
と
し
て
の
「
絶
対
無
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
絶
対

無
は
、
ど
こ
ま
で
も
存
在
を
否
定
し
て
消
滅
さ
せ
て
い
こ
う
と
し
て
も
、
一
切
を
消

滅
さ
せ
る
と
い
う
そ
の
操
作
そ
れ
自
体
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
操
作
自
体
が
ど
う
し
て
も
存
在
と
し
て
残
っ
て
し
ま
う
。
故
に
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
「
絶
対
無
の
観
念
」
は
「
虚
偽
の
観
念
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。 

 

田
辺
は
こ
こ
で
「
絶
対
無
の
観
念
」
は
「
虚
偽
」
で
あ
る
と
ま
で
直
接
に
主
張
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
忠
実
に
「
絶
対
無
」
を
解
釈

し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
述
べ
る
よ
う
な
「
一
切
の
消
滅
」
を
拠
り
所
に
「
絶
対

無
」
を
検
討
し
、
そ
の
結
果
そ
の
よ
う
な
観
念
の
無
意
味
性
を
見
出
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。「
絶
対
の
意
味
に
於
け
る
非
有
虚
無
た
る
真
の
非
実
在
が
実
在
を
限
局
断
絶

す
る
と
い
ふ
の
は
意
味
の
無
い
こ
と
で
あ
る
」[T

1
/4

5
1

]

。
ま
ず
は
こ
の
意
味
で
、
田

辺
は
「
絶
対
無
」
に
対
し
て
否
定
的
、
消
極
的
な
見
解
を
と
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

批
判
以
前
の
田
辺
の
「
絶
対
無
」
理
解
の
源
泉
の
一
つ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ
っ
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
通
じ
た
こ
の
よ
う
な
「
絶
対
無
」
理
解
は
、
決
し
て
こ
の

時
期
の
田
辺
に
特
有
の
も
の
、
つ
ま
り
一
過
性
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
わ
け
で

も
な
か
っ
た
。
後
年
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
」（
一
九

三
七
）
に
お
い
て
田
辺
は
、「
直
観
せ
ら
れ
る
も
の
は
常
に
有
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン

が
直
観
の
立
場
か
ら
虚
無
を
斥
け
た
の
も
、
当
然
と
思
は
れ
る
」[T

6
/4

7
0

]

、
あ
る
い

は
「
元
来
無
と
い
ふ
も
、
観
想
の
立
場
で
は
有
の
欠
如
の
意
識
と
し
て
、
媒
介
さ
れ

た
有
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
虚
無
を
否
定
し
た
の
で
あ
ら
う
」[T

6
/5

0
5

]

と
い
っ
た
仕
方
で
、
こ
の
考
え
を
援
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
言
っ
て
も
、

以
上
で
詳
述
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
絶
対
無
」
批
判
は
、
以
後
の
田
辺
に
も
内
在
す

る
も
の
と
し
て
十
分
注
目
す
べ
き
価
値
の
あ
る
も
の
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

二 

コ
ー
ヘ
ン
の
「
非
有
」 

  

次
に
、
批
判
以
前
の
田
辺
の
「
絶
対
無
」
理
解
の
も
う
一
方
を
見
て
い
こ
う
。
こ

の
時
期
の
田
辺
の
「
無
」
的
な
も
の
の
理
解
は
、
実
際
は
前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
ベ

ル
ク
ソ
ン
的
な
理
解
よ
り
も
、
こ
れ
よ
り
検
討
す
る
「
非
有
」
の
方
に
多
く
託
さ
れ

て
い
た
。
引
用
（
Ｂ
）
で
「
思
惟
に
対
す
る
非
有
は
絶
対
の
無
で
は
な
い
」
と
言
わ

れ
る
こ
と
で
「
非
有
」
と
「
絶
対
無
」
が
区
別
さ
れ
る
と
き
、
田
辺
と
し
て
は
「
非

有
」
の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
故
に
自
分
の
主
張
す
る

「
非
有
」
は
「
絶
対
の
無
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
る
こ
と
で
、「
絶
対
無
」

を
退
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
批
判
以
前
の
田
辺
の
「
絶
対
無
」
に
対
す
る
消

極
的
な
態
度
が―

―

先
に
確
認
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
仕
方
と
は
別
の
も
の
と
し
て

―
―

現
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、「
絶
対
無
」
で
は
な
い
と
さ
れ
た
「
非

有
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。 

 

（
Ｂ
）
の
引
用
元
で
あ
る
「
獨
逸
唯
心
論
に
於
け
る
哲
学
的
認
識
の
問
題
」
に
お

い
て
田
辺
は
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
観
念
論
の
系
譜
を
概
観
し
な
が
ら
そ
の
認
識
問

題
の
発
展
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』（
一
九
三
二
）

に
先
立
つ
、
田
辺
の
最
初
の
明
確
な
弁
証
法
解
釈
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
に
弁
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証
法
理
解
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
克
服
さ
れ
、
訂
正
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
は
な
る
の

だ
が
、
こ
の
と
き
の
彼
は
「
弁
証
法
が
意
味
の
発
展
と
し
て
純
論
理
的
思
惟
の
進
行

を
表
は
す
」[T

1
/2

1
2

]

と
い
う
解
釈
の
も
と
で
、
弁
証
法
に
お
け
る
反
定
立
に
「
非
有
」

と
い
う
概
念
を
読
み
込
ん
で
い
る
。 

そ
も
そ
も
田
辺
が
こ
の
時
期
に
頻
用
す
る
「
非
有
」
は
、
元
々
新
カ
ン
ト
学
派
の

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
が
用
い
た
概
念
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
遡
れ
ば
ギ
リ
シ
ア
の

デ
モ
ク
リ
ト
ス
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
創
始
者
で
あ

る
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
（H

erm
an

n
 C

o
h

en
, 

一
八
四
二-

一
九
一
八
）
は
「
論
理

主
義
」
の
哲
学
者
と
し
て
当
時
の
日
本
哲
学
に
受
容
さ
れ
て
い
た
が
、
要
す
る
に
彼

は
感
覚
的
、
心
理
的
に
生
成
変
化
し
て
や
ま
な
い
感
性
的
な
も
の
に
対
し
て
、
恒
常

不
変
な
も
の
を
論
理
的
に
確
立
、
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
れ
は
例
え

ば
『
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
と
数
学
』（
一
八
七
八
）
に
お
い
て
、
万
物
流
転
の
哲
学

を
唱
え
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
対
し
て
エ
レ
ア
派
が
永
遠
的
な
も
の
を
見
出
し
た
こ

と
を
指
摘
し
、
後
者
を
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
に
も
現
れ
て
い
る
。
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
エ
レ
ア
派
の
代
表
者
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
「
あ
る
も
の
は
あ
り
、

あ
ら
ぬ
も
の
は
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
仕
方
で
同
一
律
を
思
案
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
コ
ー

ヘ
ン
は
こ
こ
で
「
あ
ら
ぬ
も
の
」
（N

ich
t-S

ein

）
が
現
れ
た
と
こ
ろ
に
特
に
エ
レ
ア

派
の
実
り
を
見
出
す
。
し
か
し
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
永
遠
的
な
存
在
は
、
な
お
も
「
た

だ
感
性
的
現
実
を
表
現
し
た
」
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
一
四

。
こ
れ
を
さ
ら
に
感
性
的

な
も
の
か
ら
解
き
放
っ
て―

―

つ
ま
り
純
粋
に
論
理
的
に―

―

「
空
虚
な
空
間
」
を

創
成
し
、
エ
レ
ア
的
な
存
在
概
念
に
従
っ
て
「
非
有
」（μὴ

 ὄν

）
と
し
た
上
で
「
非
存

在
者
が
存
在
者
に
譲
る
べ
き
謂
れ
は
な
い
」
（μὴ

 μᾶλλον τὸ
 δὲν ἤ

 τὸ
 μηδέν

）
と
い

う
言
葉
を
残
し
た
デ
モ
ク
リ
ト
ス
こ
そ
が
重
要
な
人
物
と
見
な
さ
れ
る
一
五

。
コ
ー
ヘ

ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
こ
そ
が
「
非
有
」
の
重
要
性
を
認
め
た
第
一
人

者
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
コ
ー
ヘ
ン
は
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
以
来
の
概
念
と
し
て
「
非
有
」
を
哲
学

的
に
起
用
す
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
彼
の
代
表
作
で
あ
る
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』

（
一
九
〇
二
）
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。 

 

彼
〔
デ
モ
ク
リ
ト
ス
〕
は
、
そ
の
後
数
千
年
を
通
じ
て
学
問
に
お
い
て
主
張
さ

れ
、
そ
し
て
ま
た
常
に
新
た
に
若
返
っ
た
と
こ
ろ
の
彼
の
根
本
概
念
を
、
と
り

わ
け
彼
が
彼
の
ア
ト
ム
に
並
べ
て
立
て
た
「
空
虚
」（d

as L
eere

）
を
、
こ
の
異

様
な
概
念
形
成
一
六

に
よ
っ
て
定
義
し
た
。
そ
し
て
彼
は
非
存
在
者

（N
ich

tseien
d
e

）
と
し
て
の
空
虚
を
定
義
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
者
そ
れ

自
体
に
対
し
て
初
め
て
真
理
の
表
現
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
真
理
は
非
存
在

者
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
ア
ト
ム
が
知
覚
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
る

の
と
同
様
に
、
知
覚
か
ら
離
れ
て
い
る
か
ら
。
一
七 

 

こ
の
よ
う
に
、
知
覚
の
よ
う
な
感
性
的
な
も
の
を
脱
し
た
純
粋
に
論
理
的
な
建
設

が
コ
ー
ヘ
ン
に
と
っ
て
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
に
拠
り
所
と
さ
れ
て

い
る
の
が
こ
の
「
非
有
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
純
粋
に
論
理
的
な
概
念
で

あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
れ
は
具
体
的
に
は
コ
ー
ヘ
ン
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
か
。 

彼
は
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』
の
「
第
一
級 

思
惟
法
則
の
判
断
」
に
お
い
て
「
根

源
の
判
断
」
「
同
一
性
の
判
断
」
「
矛
盾
の
判
断
」
の
三
つ
の
判
断
を
区
別
し
て
い 

 

る
一
八

。
こ
の
中
で
「
無
」
あ
る
い
は
「
否
定
」
に
関
わ
る
用
語
は
二
種
類
登
場
す
る
。

そ
れ
はN

ich
ts

とN
ich

t

で
あ
る
一
九

。
一
見
よ
く
似
た
概
念
だ
が
、
彼
のN

ich
ts

は

無
限
判
断
の
否
定
（N

ich
t

）
を
意
味
し
、「…

…

で
は
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
仕

方
で
判
断
に
関
わ
る
。
こ
れ
が
彼
が
「
根
源
の
判
断
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
厳
正
な
否
定
と
し
て
、
虚
偽
に
対
し
て
拒
絶
を
言
い
渡
す
と
こ
ろ
の
も

の
が

N
ich

t
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
が
関
わ
る
判
断
を
「
矛
盾
の
判
断
」
と
呼
ん
で
い

る
。
こ
れ
ら
二
つ
は
、
そ
の
役
割
の
違
い
か
ら
し
て
決
し
て
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
点
を
押
さ
え
て
お
く
た
め
に
今
し
ば
ら
く
コ
ー
ヘ
ン
の
叙
述
に
沈
潜
し
て

み
よ
う
。 
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ま
ず
コ
ー
ヘ
ン
は
「
根
源
の
判
断
」
のN

ich
ts

に
対
応
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語
の
否
定

辞
と
し
て
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
「
非
有
」
に
関
連
す
るμή

に
注

目
す
る
。μή
は
そ
こ
に
お
い
て
「
判
断
が
或
る
も
の
の
根
源
を
叙
述
す
る
」
よ
う
な

「
迂
路
」（U

m
w

eg

）
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
〇

。
そ
の
よ
う
な
「
迂

路
」
と
し
て
無
限
判
断
を
考
え
る
と
い
う
の
が
コ
ー
ヘ
ン
の
立
場
で
あ
る
。
具
体
的

に
ど
う
い
う
こ
と
か
を
説
明
し
よ
う
。「
Ｘ
は…

…

で
は
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

無
限
判
断
は
、
そ
れ
を
肯
定
判
断
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
限
り
で
は
、
規
定
さ
れ

る
べ
き
Ｘ
を
「
そ
う
で
は
な
い
も
の
」
を
介
し
て
、
言
っ
て
み
れ
ば
述
語
づ
け
、
特

徴
づ
け
る
一
面
を
有
っ
て
い
る
。
試
み
に
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
机
で
は
な
い
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
無
限
判
断
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
コ
ー
ヘ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
が
「
机
で
は
な
い
も
の
」
と
し
て
机
と
い
う
概
念
の
外
延
の
外
側
に
積
極

的
に
定
立
さ
れ
、
そ
の
境
界
も
ま
た
「
机
で
は
な
い
」
こ
と
を
介
し
て
限
定
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
少、
な
く
と
も

、
、
、
、
机、
で
は
、
、

な
い
、
、
何、
か
で
は
あ

、
、
、
、
る、
」
と
い
う
こ
と
が
積
極
的
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
操
作

を
繰
り
返
し
て
、
つ
ま
り
「
Ａ
で
は
な
い
も
の
」
の
Ａ
の
内
容
を―

―

例
え
ば
「
無

機
物
で
は
な
い
も
の
」
、「
女
性
で
は
な
い
も
の
」
、「
日
本
人
で
は
な
い
も
の
」
と
い
っ

た
よ
う
に―

―

無
限
に
変
え
て
い
く
こ
と
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
何
で
あ
る
か
」
、
つ

ま
り
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
根
源
」（U

rsp
ru

n
g

）
に
漸
次
近
づ
い
て
い
く
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
意
味
で
、
実
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
「
Ａ
で
は
な
い
も
の
」

は
そ
の
ま
ま
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
根
源
」
を
相
対
的
に
表
現
す
る
も
の
と
も
言
え
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
無
機
物
で
も
女
性
で
も
日
本
人
で
も
な
い
が
、
こ
の
「
非
無
機
物
」

「
非
女
性
」「
非
日
本
人
」
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
何
で
あ
る
か
」
を
間
接
的
に
示
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。「
非
有
」
が
根
源
に
重
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
こ
う
し
た
事

情
に
よ
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
何
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
問
い
に

対
す
る
答
え
と
し
て
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は…

…

で
あ
る
」
に
至
る
た
め
に
回
り
道
と

し
て
起
用
さ
れ
る
「…

…

で
は
な
い
も
の
」
と
い
うN

ich
ts

は
、
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
。
以
上
が
コ
ー
ヘ
ン
の
主
張
の
大
意
で
あ
る
。
規
定
さ
れ
る
べ
き
主
語
Ｘ
の

根
源
を
判
断
す
る
「
根
源
の
判
断
」
は
無
限
判
断
な
の
で
あ
る
。 

コ
ー
ヘ
ン
曰
く
、
無
限
判
断
は
学
的
思
惟
の
す
べ
て
の
領
域
に
応
用
さ
れ
る
よ
う

な
手
段
で
あ
り
、「
問
題
を
形
成
す
る
よ
う
な
概
念
の
根
源
を
、
無
限
の
内
容
を
通
し

て
定
義
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
問
題
に
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
無
限
判
断
の
迂
路

が
歩
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
二
一

。
こ
の
よ
う
に
、
コ
ー
ヘ
ン
に
お
い

てN
ich

ts

は
「
問
い
に
お
い
て
立
て
ら
れ
て
い
る
〔
＝
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

の
〕
そ
の
都
度
の
或
る
も
の
（E

tw
as

）
を
、
そ
の
根
源
に
お
い
て
か
つ
そ
れ
を
通
じ

て
、
は
じ
め
て
本
来
的
に
生
産
や
規
定
へ
と
も
た
ら
す
た
め
の
操
作
手
段

、
、
、
、

（O
p

eratio
n

sm
ittel

）
」
と
し
て
そ
の
役
割
が
確
認
さ
れ
る
二
二

。
端
的
に
言
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
操
作
手
段
が
「
非
有
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
「
矛
盾
の
判
断
」
で
問
題
と
な
る

N
ich

t

は
、
判
断
の
活
動
そ
れ

自
体
に
関
わ
り
つ
つ
、
偽
な
る
も
の
を
偽
な
る
も
の
と
し
て
棄
却
す
る
こ
と
を
職
分

と
す
る
。
コ
ー
ヘ
ン
は
「
偽
」
を
「
真
」
の
「
反
対
」（G

eg
en

satz

）
で
あ
る
と
か
、

な
ん
ら
か
の
「
欠
如
」（M

an
g

el

）
と
し
て
捉
え
た
り
は
し
な
い
。「
偽
」
は
誤
り
と

し
て
退
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
論
理
主
義
者
と
し
て
コ
ー
ヘ
ン
は
真
な
る
も
の
を

あ
く
ま
で
真
な
る
も
の
と
し
て
守
り
、
偽
な
る
も
の
の
「
拒
絶
の
審
判
」

（V
ern

ich
tu

n
g

s-In
stan

z

）
を
行
う
役
割
を
矛
盾
の
判
断
に
お
け
るN

ich
t

に
託
す
二
三

。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
事
物
の
判
断
に
対
し
て
は
っ
き
り
と
「
否
」
を
突
き
つ
け
る
と

い
う
意
味
で
否
定
に
関
わ
る
も
の
が
「
矛
盾
の
判
断
」
で
あ
る
。
明
ら
か
に
こ
れ
は

前
述
の
「
非
有
」
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

以
上
の
よ
う
に
、
コ
ー
ヘ
ン
に
お
け
る
「
無
」―

―

正
確
に
は
無
や
否
定
と
い
っ

た
も
の
に
関
わ
る
よ
う
な
も
の―

―

に
はN

ich
ts

とN
ich

t

の
二
つ
が
区
別
さ
れ
る
。

N
ich

ts
は
通
例
「
無
」
と
翻
訳
さ
れ
る
が
、
以
上
を
踏
ま
え
る
と
コ
ー
ヘ
ン
に
お
い

て
は
こ
の
訳
が
適
切
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
がμή

と
の

関
わ
り
で
理
解
さ
れ
る
な
ら
、N

ich
ts

に
お
い
て
否
定
は
「
副
次
的
な
意
味
」

（N
eb

en
sin

n

）
で
し
か
な
い
二
四

。
こ
こ
に
は
確
か
に
否
定
の
意
味
が
含
ま
れ
る
が
、

そ
れ
は
第
一
の
職
分
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
無
限
判
断
的
な
意
味
に
お
い
て
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の
も
の
な
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
観
点
か
ら
コ
ー
ヘ
ン
も
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
同
様

に
、
「
絶
対
無
」
に
関
し
て
は
否
定
的
な
見
解
を
と
っ
て
い
る
。 

 

我
々
は
根
源
の
発
見
の
た
め
にN

ich
ts

を
少
な
く
と
も
一
つ
の
手
段
と
し
て
必

要
と
し
た
。
そ
れ
は
な
ん
ら
絶
対
的

、
、
、
な、
無、
（ab

so
lu

tes N
ich

ts

）
で
は
な
く
、
単

に
一
つ
の
相
対
的
な
る
、
一
つ
の
規
定
さ
れ
た
発
見
の
道
へ
と
向
け
ら
れ
た

N
ich

ts

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
つ
の
根
源
的-

或
る
も
の
（U

rsp
ru

n
g
s-E

tw
as

）

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
或
る
も
の
へ
の
こ
の
よ
う
な
根
源
的
相
関
に
お

い
て
生
じ
た
、N

ich
ts

の
迂
回
で
あ
っ
た
。
二
五 

 

根
源
の
発
見
の
た
め
の
操
作
手
段
で
あ
る
と
こ
ろ
の

N
ich

ts

は
、
「
絶
対
無
」
と
み

な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
コ
ー
ヘ
ン
に
お
い
てN

ich
ts

は
所
謂
「
無
」
で
は

な
く
、
「
操
作
手
段
」
と
い
う
方
法
的
な
意
義
が
押
し
出
さ
れ
た
論
理
的
な
「
非
有
」

な
の
で
あ
る
。
故
に
、
た
し
か
に
「
非
有
」
が
根
源
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
よ
う
な
文

脈
が
あ
る
に
せ
よ
、
非
有
そ
れ
自
体
を
絶
対
的
な
根
源
の
よ
う
に
見
な
す
こ
と
は
誤

り
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
非
有
そ
れ
自
体
は
「
単
に
一
つ
の
相
対
的
な
る
」
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
根
源
の
意
味
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
場
合
に
せ
よ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
根

源
の
象
徴
的
な
表、
し、
方、
に
す
ぎ
な
い
。 

 

こ
の
見
解
を
踏
襲
す
る
形
で
、
田
辺
の
引
用
（
Ｂ
）
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
思
惟
に
対
す
る
非
有
は
絶
対
の
無
で
は
な
い
」
と
い
う
の
は
、
根
源
の
判
断

に
お
け
る

N
ich

ts

が

ab
so

lu
tes N

ich
ts

で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
主
題
的
に
「
絶
対
無
」
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
突
き
つ
け

た
の
と
同
様
に
、
コ
ー
ヘ
ン
も
「
絶
対
無
」
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、

コ
ー
ヘ
ン
は
「
非
有
」
的
な

N
ich

ts

に
は
そ
の
意
義
を
認
め
て
い
る
。
彼
も
ま
た
、

何
ら
か
の
意
味
で
「
絶
対
に
何
も
無
い
」
よ
う
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
、
初
め
か

ら
度
外
視
し
て
い
る
。
彼
が
主
張
す
る

N
ich

ts

は
そ
う
い
う
類
の
も
の
で
は
な
く
、

「
非
有
」
と
し
て
否
定
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
確
保
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
田
辺
の
コ
ー
ヘ
ン
踏
襲
的
な
側
面
か
ら
言
え
ば
、
「
非
有
」
な
い
し
こ
の

N
ich

ts

の
翻
訳
語
と
し
て
の
「
無
」―

―

田
辺
も
慣
例
的
に
コ
ー
ヘ
ン
のN

ich
ts

を

「
無
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
以
上
の
論
述
を
踏
ま
え
て
こ
の
「
無
」
が
所
謂
無
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い―

―

は
、
あ
く
ま
で
根
源
か
ら
或
る
も
の
を
生

産
す
る
た
め
の
「
迂
路
」
と
し
て
、
「
絶
対
無
」
で
は
あ
り
得
な
い
。 

 

と
は
い
え
、
な
お
も
引
用
（
Ｂ
）
全
体
を
解
釈
す
る
に
は
「
若
し
思
惟
が
其
基
に

全
然
何
物
を
も
予
想
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
実
は
思
惟
自
身
が
不
可
能
と
な
る
」
と

い
う
後
半
部
に
未
だ
判
明
で
な
い
点
が
残
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
こ
の
よ
う
な
説
明

と
の
関
係
で
考
え
ら
れ
る
「
非
有
」
、
つ
ま
りN

ich
ts

の
翻
訳
語
と
し
て
の
「
無
」
に

関
す
る
田
辺
の
解
釈
を
そ
の
受
容
か
ら
時
系
列
的
に
追
っ
て
い
き
、
裏
づ
け
て
い
こ

う
。 

 

田
辺
が
コ
ー
ヘ
ン
哲
学
を
最
初
に
明
確
に
詳
述
し
た
の
は
、「
認
識
論
に
於
け
る
論

理
主
義
の
限
界
」（
一
九
一
四
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
田
辺
は
根
源
の
論
理
を

た
だ
踏
襲
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
批
判
的
に
吟
味
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。 

 

〔…
…

〕
コ
ー
エ
ン
の
根
源
の
原
理
と
い
ふ
の
は
実
は
思
惟
と
感
覚
と
の
間
の

数
学
的
意
味
に
於
て
の
連
続
的
関
係
を
表
は
す
も
の
と
解
す
る
事
が
出
来
る
。

思
惟
の
連
続
的
過
程
を
漸
次
其
源
に
遡
る
な
ら
ば
思
惟
を
無
限
小
に
含
む
所
の

根
源
に
達
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
は
思
惟
の
発
動
の
源
で
あ
つ
て
、
然
も
無

限
小
の
思
惟
で
あ
る
か
ら
思
惟
な
ら
ざ
る
も
の
と
も
云
へ
る
。
是
れ
正
に

〔…
…

〕
直
接
経
験
と
し
て
の
感
覚
で
は
な
い
か
。[T

1
/3

7
] 

  

こ
の
時
期
の
田
辺
は
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
「
直
接
経
験

と
し
て
の
感
覚
」
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
と
き
問
題
の
核
心
は
、
コ
ー
ヘ
ン
的
な

方
法
を
採
用
し
つ
つ
、
彼
を
含
む
論
理
主
義
者
た
ち
が
一
般
に
退
け
た
「
感
覚
」
に

あ
た
る
「
直
接
経
験
」
を
い
か
に
整
合
的
に
主
張
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
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簡
単
に
言
え
ば
、「
感
覚
」
の
重
要
性
を
主
張
し
つ
つ
「
論
理
」
の
立
場
に
立
つ
に
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
田
辺
は
、「
感
覚
」

を
「
思
惟
な
ら
ざ
る
も
の
」
と
し
て
、
し
か
も
思
惟
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
捉

え
る
。
コ
ー
ヘ
ン
と
共
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
を
支
え
た
パ
ウ
ル
・
ナ
ト
ル
プ
が
「
無

か
ら
有
は
生
ぜ
ぬ
故
コ
ー
エ
ン
の
根
源
は
無
で
あ
る
事
は
出
来
ぬ
、
一
の
「
根
源
的

或
物
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」[T

1
/3

7
]

と
い
っ
た
仕
方
で
コ
ー
ヘ
ン
の
根
源
を
説
明

し
た
こ
と
を
引
用
し
て
、
思
惟
の
根
源
こ
そ
が
「
感
覚
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
二
六

を

打
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
既
に
「
無
か
ら
有
は
生
じ
な
い
」
と
い
う
ナ

ト
ル
プ
由
来
の
テ
ー
ゼ
二
七

が
、
田
辺
の
中
に
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お

こ
う
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
有
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
」
、
つ
ま
り
「
有
で
は
な
い
も

の
」
と
い
う
「
根
源
」
の
性
格
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
限
り
で
の
「
無
」
に
留
ま
る
の

で
あ
っ
て
、
文
字
通
り
の
意
味
で
の
無
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
「
非
有
」
と
し

て
の
「
無
」
で
あ
っ
て
、
所
謂
無
で
は
な
い
。
い
わ
ん
や
「
絶
対
無
」
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
田
辺
は
根
源
の
判
断
と
し
て
の
無
限
判
断
に
お
い
て
迂
路
媒
介

的
な
立
ち
位
置
を
占
め
る
「
無
」
に
ま
さ
に
「
有
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
な
い
も

の
」
と
い
う
意
味
を
読
み
込
み
、
そ
う
し
た
性
格
を
有
つ
も
の
こ
そ
が
「
感
覚
」
な

の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
源
の
「
無
」
に
「
感
覚
」
の
意
味
を
重
ね
て

い
く
。
こ
の
考
え
方
は
「
時
間
論
」（
一
九
一
七
）
に
至
っ
て
「
感
覚
」
か
ら
「
直
観
」

へ
と
術
語
を
変
え
た
上
で
二
八

、
明
確
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。 

 

今
日
の
純
論
理
派
の
認
識
論
者
は
純
粋
思
惟
を
以
て
生
産
的
な
る
も
の
と
し
、

思
惟
は
外
か
ら
与
へ
ら
れ
た
も
の
を
予
想
す
る
こ
と
な
く
「
無
」
か
ら
内
容
を

生
産
す
る
こ
と
を
説
く
が
、
併
し
其
所
謂
「
無
」
と
は
未
だ
思
惟
に
構
成
せ
ら

れ
な
い
も
の
と
い
ふ
意
味
で
あ
つ
て
、
却
つ
て
思
惟
の
発
動
の
基
と
な
る
根
原

を
蔵
す
る
直
観
な
る
こ
と
は
争
は
れ
な
い
。
直
観
は
思
惟
に
外
か
ら
与
へ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
却
て
其
基
と
な
り
背
景
と
な
る
も
の
で
あ
る
。[T

1
/1

4
5

] 

 

こ
こ
で
明
ら
か
に
「
非
有
」
と
し
て
考
え
ら
れ
るN

ich
ts

が
「
直
観
」
と
重
ね
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
思
惟
の
発
動
根
拠
と
な
る
「
直
観
」
は
、
西
田
が
一
九
一
三

年
か
ら
一
九
一
七
年
に
か
け
て
連
載
し
て
い
た
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の

影
響
も
反
映
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
後
の
田
辺
の
基
本
的
な
発
想
に
な
っ
て
い
く
。
こ

の
流
れ
の
中
で
、
引
用
（
Ｂ
）
の
典
拠
す
な
わ
ち
「
獨
逸
唯
心
論
に
於
け
る
哲
学
的

認
識
の
問
題
」
で
明
確
に
そ
れ
は
「
絶
対
無
」
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
わ
け
で
あ
る
。
田
辺
は
こ
の
論
文
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
傍
点
は
筆
者

に
よ
る
）
。 

 

純
粋
思
惟
規
定
即
ち
範
疇
の
発
展
に
予
想
せ
ら
れ
る
直
観
は
意
識
の
内
面
的
発

展
の
体
験
と
し
て
の
直
観
で
あ
る
。
此
は
思
惟
の
外
か
ら
之
に
対
し
与
へ
ら
れ

る
も
の
で
な
く
、
思
惟
の
基
と
な
り
、
其
一
面
の
発
展
と
し
て
思
惟
が
現
れ
る

如
き
も
の
で
あ
る
。
而
も
此
は
未
だ
思
惟
の
規
定
を
経
ざ
る
も
の
と
し
て
論
理

的
の
存
在
を
有
せ
ざ
る
非
有
、
、
で
あ
る
か
ら
、
思
惟
が
之
を
予
想
す
る
と
い
ふ
こ

と
は
思
惟
が
如
何
な
る
有
を
も
仮
定
す
る
こ
と
な
く
、
純
粋
に
意
味
に
従
つ
て

自
発
自
展
す
る
と
い
ふ
に
外
な
ら
な
い
。[T

1
/2

1
1

-2
1
2

] 

 
 こ

れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
今
や
「
若
し
思
惟
が
其
基
に
全
然
何
物
を
も
予
想
す
る
こ
と

が
な
け
れ
ば
実
は
思
惟
自
身
が
不
可
能
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
判
明
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
「
思
惟
に
対
す
る
非
有
」
は
コ
ー
ヘ
ン
が
述
べ
て
い
る
通
り
、「
絶
対
無
」

で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
コ
ー
ヘ
ン
の
意
義
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
れ

が
な
け
れ
ば
思
惟
が
そ
も
そ
も
不
可
能
に
な
る
よ
う
な
「
意
識
の
内
面
的
発
展
の
体

験
と
し
て
の
直
観
」
と
し
て
、
田
辺
に
お
い
て
は
深
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

三 

「
絶
対
無
」
一
般
の
理
解
可
能
性―

―

九
鬼
周
造
の
見
解 

  

以
上
で
西
田
批
判
以
前
の
田
辺
の
「
絶
対
無
」
理
解
の
二
つ
の
源
泉
が
解
釈
で
き
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た
。
一
つ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
も
う
一
つ
は
コ
ー
ヘ
ン
で
あ
り
、
彼
ら
と
そ
の
見
解
を

踏
ま
え
る
初
期
田
辺
は
「
絶
対
無
」
な
る
も
の
に
対
し
て
は
否
定
的
、
消
極
的
な
立

場
を
取
っ
た
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
最
後
に
本
章
で
は
以
上
の
見
解
を
敷
衍

し
な
が
ら
、
特
に
「
誰
の
」
と
い
う
こ
と
を
外
し
て
、「
絶
対
無
」
な
る
も
の
一
般
の

理
解
の
射
程
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
筆
者
な
り
に
問
題
を
掘
り
下
げ
て
考
察
し
て
み

た
い
。 

 

田
辺
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
従
っ
て
「
絶
対
無
」
を
退
け
て
い
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
し

て
は
、「
絶
対
無
」
と
し
て
思
念
さ
れ
る
も
の
一
般
の
性
格
を
暴
き
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
消
極
性
、
無
意
味
性
を
論
理
的
に
打
ち
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
絶
対
無
の
観
念
」
は
「
虚
偽
の
観
念
」（p

seu
d

o
-id

ée

）
に
す
ぎ
な

い
と
主
張
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
を
「
虚
偽
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て

よ
い
か
は
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、

欠
如
や
欠
落
は
実
践
的
に
は
有
用
で
あ
っ
て
、
た
だ
理
論
哲
学
に
そ
れ
を
持
ち
込
む

こ
と
が
誤
り
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
理
論
哲
学
的
に
「
絶
対

無
」
が
全
く
無
用
で
あ
る
と
裁
断
し
て
し
ま
う
に
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
見
え
な

く
も
な
い
。
理
論
哲
学
的
に
「
絶
対
無
」
を
肯
定
的
に
持
ち
直
す
考
え
方
も
あ
る
は

ず
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
そ
の
例
と
し
て
、
九
鬼
周
造
（
一
八
八
八-

一
九
四
一
）
を
挙
げ
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。
九
鬼
は
『
人
間
と
実
存
』（
一
九
三
九
）
に
収
録
さ
れ
た
「
実
存
哲

学
」
な
ら
び
に
、
『
偶
然
性
の
問
題
』
（
一
九
三
五
）
で
「
絶
対
無
」
に
言
及
し
て
い

る
。
前
者
に
お
い
て
、
彼
は
「
絶
対
無
」
の
特
性
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。 

 

一
切
の
存
在
を
否
定
し
た
非
存
在
と
い
ふ
や
う
な
も
の
も
、
何
等
か
の
形
で
立

て
れ
ば
、
そ
れ
と
同
時
に
有
す
な
は
ち
存
在
に
な
つ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
性
質
を

有
つ
て
ゐ
る
。〔…

…

〕
厳
密
な
意
味
の
絶
対
無
と
い
ふ
も
の
は
考
へ
る
こ
と
さ

へ
も
出
来
な
い
。
考
へ
る
こ
と
に
成
功
す
れ
ば
そ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
は
既
に

絶
対
無
で
は
な
く
て
有
で
あ
る
。
二
九 

  

九
鬼
は
こ
の
よ
う
に
「
絶
対
無
」
の
定
立
が
不
可
避
的
に
「
絶
対
無
」
を
「
有
」

に
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
論
述
に
際
し
て
特
に

哲
学
者
の
名
前
を
引
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
解
釈
の
仕
方
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
そ
れ
に
極
め
て
近
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
実
際
こ
の
後

九
鬼
は
「
絶
対
無
の
概
念
」
の
形
成
に
触
れ
て
お
り
、
そ
の
手
続
き
は
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
方
法
に
基
づ
い
て
い
る
三
〇

。
こ
う
し
て
九
鬼
も
「
絶
対
無

は
そ
の
実
は
絶
対
有
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
三
一

と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
の
だ
が
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
は
違
っ
て
彼
は
そ
れ
を
「
虚
偽
」
の
も
の
と
し
て
消
極
的
に
退
け
る

よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
「
絶
対
無
が
絶
対
有
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
認
知
し
た
上
で
、
絶
対
無
の
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
た
事
柄
で
あ
る
」
三
二

と
述
べ
、
そ
の
積
極
的
な
価
値
を
認
め
て
い
る
。『
偶
然
性
の
問
題
』
に
お
い
て
「
絶

対
無
」
が
「
絶
対
有
」
と
併
せ
て
絶
対
者
の
も
つ
二
面
性
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
が
、
九
鬼
哲
学
に
お
け
る
そ
う
し
た
積
極
性
の
反
映
だ
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
三
三

。
以
上
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
た
し
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
分
析
は
適

切
で
は
あ
る
が
、「
絶
対
無
」
の
意
義
を
完
全
に
消
極
性
に
回
収
し
て
し
ま
う
点
に
つ

い
て
は
、
九
鬼
の
よ
う
な
例
も
あ
る
こ
と
を
鑑
み
て
疑
義
を
挟
む
余
地
が
残
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。 

 

も
っ
と
も
、
田
辺
が
こ
う
し
た
九
鬼
の
理
解
に
ど
こ
ま
で
賛
同
す
る
か
、
あ
る
い

は
反
対
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
的
な
奥
行
き
も
含
め
る
と
判
断
が
難
し
い
。

九
鬼
の
「
絶
対
無
」
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
別
途
本
格
的
な
検
討
が

必
要
だ
ろ
う
。
本
稿
と
し
て
は
ひ
と
ま
ず
、
田
辺
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
則
っ
て
「
絶
対

無
」
の
問
題
を
置
換―

―

こ
れ
は
九
鬼
的
に
は
、
定
立
に
よ
っ
て
「
有
」
と
な
る
こ

と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う―

―

の
観
点
か
ら
捉
え
、
消
極
的
な
評
価
を
下
し
た
と
い
う

事
実
に
留
ま
っ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
と
に
か
く
九
鬼
の
視
点
を
導
入
す
る
こ
と

で
、
突
き
詰
め
て
考
え
る
と
「
絶
対
無
の
概
念
」
が
「
有
」
を
免
れ
な
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
強
調
で
き
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
考
え
方
に
沿
っ
て
田
辺
は
一
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九
三
〇
年
以
前
に
す
で
に
「
絶
対
無
」
に
消
極
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

我
々
が
一
般
に
「
絶
対
無
」
な
る
言
葉
を
用
い
た
り
、
そ
れ
を
目
に
し
て
何
か
を

考
え
た
り
す
る
と
き
に
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
「
絶
対
無
」
の
観
念
な
い
し
概
念
を
我
々
が
何
ら
か
の
仕
方
で
用
い
る
よ
う

な
場
合
に
は
必
ず
、
そ
れ
が
定
立
さ
れ
た
時
に
は
「
有
」
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

問
題
が
付
随
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
九
鬼
的
な
見
解
に
沿
っ
て
言
え
ば
、
こ
の
よ
う

な
点
を
素
朴
に
度
外
視
し
て
「
絶
対
無
」
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
主
張

し
よ
う
も
の
な
ら
そ
れ
は
論
理
的
に
全
く
不
当
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
そ
の
受
容

者
と
し
て
の
田
辺
が
こ
れ
を
退
け
た
の
は
、
こ
の
不
当
を
犯
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
点
を
見
て
見
ぬ
振
り
を
す
る
こ
と
な
く
直
視
し
て
、「
絶
対
無
」

を
意
味
す
る
は
ず
の
概
念
が
「
絶
対
有
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
自
己
矛
盾

性
に
積
極
性
を
認
め
る
と
い
う
見
解
も
、
九
鬼
の
考
え
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
得
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
で
挙
げ
た
哲
学
者
た
ち
は
皆
「
絶
対
無
」
の
観
念
な
い
し
概

念
が
決
し
て
素
朴
に
用
い
ら
れ
て
よ
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
注

意
深
く
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
絶
対
無
」
一
般
の
理
解
可
能
性
を
問
う
我
々
と

し
て
も
、
こ
の
点
は
十
分
に
お
さ
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

 

結
論―

―

西
田
哲
学
の
解
釈
に
向
け
て 

  

本
稿
の
作
業
を
ま
と
め
よ
う
。
ま
ず
我
々
は
一
九
三
〇
年
の
西
田
批
判
で
「
絶
対

無
の
場
所
」
に
疑
義
を
投
げ
か
け
た
田
辺
が
、
こ
の
批
判
よ
り
前
の
時
点
で
す
で
に

「
絶
対
無
」
に
対
し
て
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ

の
具
体
的
な
源
泉
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
一
切
の
消
滅
」

と
い
う
観
念
の
論
駁
、
そ
し
て
コ
ー
ヘ
ン
の
「
非
有
」
と
の
相
容
れ
な
さ
の
主
張
と

い
う
二
つ
の
観
点
で
あ
っ
た
。
我
々
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
絶
対
無
」
一
般
の
理
解

可
能
性
を
九
鬼
周
造
を
通
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
、「
絶
対
無
」
を
扱
う
際
に
そ
れ
が

不
可
避
的
に
背
負
う
矛
盾
と
し
て
の
、
定
立
に
よ
る
「
有
」
化
を
指
摘
し
た
。
批
判

以
前
の
田
辺
に
こ
こ
で
検
討
し
た
よ
う
な
問
題
が
ど
れ
だ
け
考
え
ら
れ
て
い
た
か
は
、

現
存
す
る
テ
ク
ス
ト
以
上
に
は
た
だ
想
像
す
る
以
外
に
方
途
が
な
い
。
た
だ
、
少
な

く
と
も
こ
う
し
た
理
解
に
よ
っ
て
、
田
辺
が
一
九
三
〇
年
に
「
絶
対
無
」
に
対
し
て

批
判
的
な
態
度
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
開
示
さ
れ
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
以
上
の
よ
う
な
理
解
と
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
批
判
は
、
肝
心
の
西
田

哲
学
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
有
効
性
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
最
早
本
稿
の
射
程

外
で
あ
る
が
、
最
後
に
結
び
と
し
て
、
西
田
哲
学
解
釈
の
た
め
に
少
し
だ
け
考
え
を

述
べ
て
お
き
た
い
。 

 

ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
田
辺
、そ
し
て
九
鬼
の
よ
う
な
仕
方
で
考
え
ら
れ
た
「
絶
対
無
」

は
、
実
は
「
有
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
常
に
存
在
へ
の
転
化
と
い
う
矛
盾

を
抱
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
見
解
と
し
て
は
、
仮
に
こ
う
し
た
観
点
か
ら
西

田
に
対
し
て
批
判
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
有
効
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な

ぜ
な
ら
西
田
の
「
絶
対
無
」
は
ど
こ
ま
で
も
「
場
所
、
、
」
な
い
し
「
自
覚
、
、
」
と
し
て
主

張
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
観
念
」（id

ée

）
と
し
た
も

の
で
も
な
け
れ
ば
、
九
鬼
が
述
べ
た
よ
う
な
「
概
念
」
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
点
か
ら
し
て
我
々
は
、
西
田
哲
学
に
接
す
る
際
に
は
「
絶
対
無
の
概
念
」
と
い
う

言
い
方
に
十
分
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
の
「
絶
対
無
」
は
、
正
確

に
は
概
念
、
、
で
も
あ
り

、
、
、
、
得、
な
い
、
、
の
で
あ
る
三
四

。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
主
張
す
れ
ば
、

で
は
場
所
と
は
何
か
、
自
覚
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
詳
述
す
る
紙
面
は
残
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
だ
が
、
筆
者

は
場
所
な
い
し
自
覚
が
概
念
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
だ
け
で
、

こ
の
場
は
さ
し
あ
た
り
十
分
だ
と
考
え
る
。
こ
の
点
を
外
し
て
い
る
時
点
で
上
述
の

批
判
は
西
田
に
対
し
て
は
当
た
ら
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
西
田
の
「
絶
対
無
」
は
ま

さ
に
場
所
や
自
覚
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
に
即
し
て
把
握
さ
れ
な
い
ま
ま
単
に
「
絶
対
無
」
だ
け
に
着
目
し
て
も
批

判
と
し
て
的
を
射
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 
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ま
た
田
辺
は
コ
ー
ヘ
ン
の
影
響
で
、「
直
観
」
に
「
絶
対
無
」
で
は
あ
り
得
な
い
「
非

有
」
を
重
ね
る
と
い
う
こ
と
も
お
こ
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
い
か
に
も
「
絶
対
無
」

に
「
直
観
」
的
な
も
の
を
読
み
込
む
西
田
哲
学
に
そ
の
ま
ま
批
判
的
に
適
用
で
き
そ

う
な
図
式
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
も
、
西
田
の
「
直
観
」
と
田
辺
の
「
直
観
」

と
は
意
味
の
射
程
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
が

「
直
観
」
と
い
う
言
葉
で
示
そ
う
と
し
た
含
意
に
つ
い
て
は
、
田
辺
は
な
お
限
定
的

な
理
解
を
脱
し
切
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
の
見
解
で
は
、
西
田
の
主

張
は
以
上
で
検
討
し
て
き
た
「
絶
対
無
」
に
対
す
る
一
連
の
批
判
的
吟
味
を
通
し
て

な
お
、
十
分
論
理
的

、
、
、
に、
耐
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
丁
寧
に
明
ら

か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
詳
論
は
別
稿
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

と
は
い
え
西
田
も
「
絶
対
無
」
と
い
う
形
容
を
用
い
た
限
り
で
は
や
は
り
こ
こ
ま

で
問
題
に
し
た
こ
と
を
全
く
免
れ
る
と
は
言
い
難
く
、
い
く
ら
か
牽
制
さ
れ
る
べ
き

側
面
を
も
っ
て
い
る
。
本
稿
で
の
以
上
の
検
討
は
こ
う
し
た
問
題
の
核
心
に
入
り
込

む
た
め
の
言
わ
ば
布
石
と
し
て
の
試
み
で
あ
り
、
こ
れ
は
田
辺
哲
学
の
解
明
に
留
ま

ら
ず
、
西
田
哲
学
の
理
解
に
も
一
石
を
投
ず
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 
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ま
た
、
こ
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よ
う
な
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
功
績
を
評
価
し
て
い
る

の
は
コ
ー
ヘ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
彼
に
影
響
を
受
け
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
に
お
い
て
も
同
様
の
評
価
が
見
ら
れ
る
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rn
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n
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参
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こ
こ
で
「
異
様
な(m

o
n
strö

s)

概
念
形
成
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア

語
に
お
い
て
通
常
否
定
辞
と
し
て
用
い
ら
れ
るοὐ

に
対
し
て
、
デ
モ
ク
リ
ト

ス
がμή

を
起
用
し
た
こ
と
に
対
す
る
コ
ー
ヘ
ン
の
評
価
で
あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン

に
よ
れ
ば
、
前
者
は
否
定
の
意
味
を
強
く
押
し
出
す
も
の
だ
が
、
後
者
に
お
い

て
は
む
し
ろ
否
定
は
二
義
的
で
あ
り
、
ア
ル
ケ
ー(ἀρχή

)

つ
ま
り
根
源
へ
の
傾

向
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
用
語
上
の
区
別
は
、
後
述
す
る
彼
のN

ich
t

とN
ich

ts

の
区
別
に
概
ね
対
応
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
な
お
、
実
際
の
ギ
リ
シ

ア
語μή

とοὐ

に
こ
の
よ
う
な
差
異
を
読
み
込
む
こ
と
に
つ
い
て
は
十
分
議
論

の
余
地
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
波
多
野
精
一
が
田
辺
と
の
書
簡
の
中
で

考
察
し
て
い
る
。
波
多
野
は
コ
ー
ヘ
ン
の
機
知
に
富
ん
だ
見
解
を
評
価
し
な
が

ら
も
、
そ
れ
を
あ
た
か
も
ギ
リ
シ
ャ
語
に
お
け
る
明
白
な
区
別
の
よ
う
に
見
な

す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
（
『
波
多
野
精
一
全
集
』
第
六
巻
、岩
波
書
店
、

一
九
六
九
年
、
五-

七
頁
参
照
）
。 
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erlag
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9

7
7
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5
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こ
れ
ら
は
カ
ン
ト
の
「
質
」
の
判
断
「
無
限
判
断
」「
肯
定
判
断
」「
否
定
判
断
」

の
役
割
に
概
ね
対
応
す
る
が
、
カ
ン
ト
が
そ
こ
か
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
演
繹
し
た

こ
と
に
対
し
て
は
コ
ー
ヘ
ン
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
コ
ー
ヘ
ン
の
見
解
に
よ
れ

ば
、
カ
ン
ト
が
「
判
断
の
伝
統
的
分
類
」
か
ら
出
発
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
判

断
」
は
反
面
「
命
題
」
的
に
、
つ
ま
り
「
文
法
学
」
的
に
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う

危
険
を
孕
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
（Ib

id
., S

. 4
7
-4

9

）。
動
的
な
（
し
か
し
心

理
学
的
で
な
い
）
認
識
を
問
題
に
す
る
コ
ー
ヘ
ン
に
と
っ
て
、
論
理
学
が
一
般

論
理
学
の
よ
う
な
あ
る
種
の
固
定
的
な
文
法
形
式
に
依
拠
す
る
よ
う
な
方
向
に

向
か
う
こ
と
は
戒
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。「
い
か
な
る
固
定
的
、
不
変
的
な

内
容
も
判
断
形
式
に
お
い
て
は
貯
蔵
さ
れ
、
固
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し

ろ
判
断
形
式
は
諸
問
題
の
新
た
な
集
積
に
有
益
な
刺
激
を
与
え
得
る
よ
う
な
一

つ
の
源
泉
領
域
と
し
て
実
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（S
. 5

1

）。
コ
ー
ヘ
ン

は
こ
の
よ
う
に
判
断
が
命
題
形
式
に
か
え
っ
て
制
約
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
見

方
を
危
惧
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
カ
ン
ト
の
判
断
表
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
関

係
で
は
な
く
総
合
的
原
則
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
。「
カ
ン
ト
の

判
断
表
は
、
外
見
上
そ
う
見
え
る
よ
う
に
彼
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
に
従
っ
て
指
導

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
原
則
の
表
に
従
っ
て
指
導
さ
れ
た
の
で
あ

る
」
（S

. 7
3

）。 


 

ち
な
み
に
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』
の
翻
訳
者
で
あ
っ
た
村
上
寛
逸
は

N
ich

ts

を
意
図
的
に
「
非
」
と
訳
し
て
お
り
、
こ
れ
を
「
無
」
と
翻
訳
し
た
田
辺
を
批

判
し
て
も
い
る
（
コ
ー
ヘ
ン
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』
村
上
寛
逸
訳
、
第
一
書

房
、
一
九
三
二
年
、
十
三-

十
四
頁
）
。
和
辻
哲
郎
に
批
判
さ
れ
た
藤
岡
蔵
六
の

訳
述
は
、
あ
る
意
味
慣
例
通
りN

ich
t

に
「
非
」
を
、N

ich
ts

に
「
無
」
を
当
て

て
訳
し
て
い
る
（
コ
ー
エ
ン
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』
藤
岡
蔵
六
訳
述
、
岩
波

書
店
、
一
九
二
一
年
）
。
未
完
と
な
っ
た
三
木
清
の
訳
は
「
矛
盾
の
判
断
」
ま
で

行
っ
て
お
ら
ず
、「
根
源
の
判
断
」
の
叙
述
を
見
る
限
り
で
は
や
は
りN

ich
ts

を

「
無
」
と
訳
し
て
い
る
（
『
三
木
清
研
究
資
料
集
成
』
第
二
巻
、
ク
レ
ス
出
版
、

二
〇
一
八
年
）。
村
上
の
意
図
的
な
訳
に
も
諾
う
べ
き
点
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に

せ
よN

ich
ts

とN
ich

t

の
関
係
は
「
無
」
と
「
非
」
の
関
係
に
は
ど
こ
ま
で
も

対
応
し
難
い
。
そ
の
含
意
を
一
字
の
漢
語
で
完
結
に
表
現
す
る
の
は
無
理
が
あ

る
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
敢
え
て
ド
イ
ツ
語
の
ま

ま
示
し
て
お
く
。 


 

C
o

h
en

, o
p

. cit., S
. 8

4
. 

な
お
、
以
下
で
論
じ
る
コ
ー
ヘ
ン
の
立
場
に
つ
い
て
は
、

近
年
有
力
な
反
対
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
石
川
求
『
カ
ン
ト
と
無
限
判
断

の
世
界
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
八
年
）
が
そ
れ
で
あ
り
、
彼
は
コ
ー
ヘ

ン
の
無
限
判
断
解
釈
が
哲
学
史
的
に
見
て
も
歪
め
ら
れ
た
解
釈
で
あ
る
こ
と
を

論
じ
、「
主
語
の
規
定
」
を
目
指
す
よ
う
な
仕
方
で
無
限
判
断
の
積
極
性
を
見
出

そ
う
と
す
る
コ
ー
ヘ
ン
を
強
く
批
判
し
て
い
る
。
筆
者
は
石
川
の
精
緻
な
研
究

を
前
に
反
論
を
持
つ
者
で
は
な
く
む
し
ろ
概
ね
納
得
す
る
者
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
以
下
の
論
述
は
直
ち
に
筆
者
の
主
張
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

少
な
く
と
も
田
辺
に
よ
る
受
容
を
論
じ
る
限
り
で
コ
ー
ヘ
ン
の
立
場
を
示
す
こ

と
は
、
石
川
の
よ
う
な
厳
し
い
批
判
的
研
究
が
既
に
あ
る
と
し
て
も
な
お
無
意

味
と
ま
で
は
言
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
場
で
詳
論
は
で
き
な
い
が
、
石

川
の
批
判
も
加
味
し
た
と
し
て
も
な
お
コ
ー
ヘ
ン
哲
学
と
田
辺
の
関
係
性
を
論

ず
る
余
地
は
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。 
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傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。 


 

こ
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
森
野
雄
介
「
感
覚
す
る
現
在―

―

西
田
幾
多

郎
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
に
お
け
る
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
受
容
を

め
ぐ
っ
て
」
（『
西
田
哲
学
会
年
報
』
第
十
五
号
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
。 



―  ― 35 


 

こ
う
し
た
含
意
は
コ
ー
ヘ
ン
に
お
い
て
既
に
見
ら
れ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
は

E
x

 

n
ih

ilo
 n

il fit

（
無
か
ら
は
何
も
生
じ
な
い
）
と
い
う
古
の
格
言
を
引
き
つ
つ
、

こ
れ
がA

b
 n

ih
ilo

（
無
を
以
て
）
で
あ
っ
た
ら
良
い
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
る

こ
と
で
、
無
限
判
断
のN

ich
ts

の
有
用
性
を
強
調
し
て
い
る
（C

o
h

en
, o

p
. cit., 

S
. 8

4

）
。 


 

こ
の
術
語
変
化
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の
田
辺
元

―
―

一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
両
者
の
関
係
性―

―

」（
『
日
本
哲
学
史
研
究
』

第
十
七
号
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
哲
学
史
研
究
室
紀
要
、
二
〇

二
一
年
）
、
特
に
そ
の
三
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。 


 

『
九
鬼
周
造
全
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
五
六
頁
。 


 

九
鬼
に
つ
い
て
は
同
上
、
五
六-

五
七
頁
参
照
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
はB

erg
so

n
, o

p
. 

cit., p
. 2

9
5

参
照
。 


 

同
上
、
五
七
頁
。 


 

同
上
、
五
八
頁
。 


 

『
九
鬼
周
造
全
集
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
二
四
六
頁
。 


 

「
場
所
」
や
「
自
覚
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
、「
場
所
の
概
念
」
、「
自
覚
の
概
念
」

と
い
う
表
現
に
は
十
分
注
意
を
払
う
べ
き
だ
と
考
え
る
。 
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