
井
上
円
了
の
現
象
即
実
在
論

　
　

『
仏
教
活
論
』
か
ら
『
哲
学
新
案
』

ヘ
ー

新　

田　

義　

弘

一

明
治
仏
教
に
お
け
る
現
象
即
実
在
論

　
　
　
　
　
　
　

井
上
円
了
と
井
上
哲
次
郎
の
場
合

井上円了の現象即実在論

　

明
治
二
〇
年
代
の
仏
教
界
は
、
廃
仏
穀
釈
後
の
明
治
仏
教
の
再
生
の
時
期
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
が
明
治
一
〇
年
代
の
欧
化

運
動
に
対
す
る
反
動
期
と
し
て
実
証
主
義
や
進
化
論
に
飽
き
足
ら
ず
ド
イ
ッ
哲
学
、
特
に
カ
ン
ト
や
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
の
紹
介
が
始

ま
っ
た
時
期
と
重
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
仏
教
の
近
代
化
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
論
理
構
築
に
西
洋
の
近
代
哲
学
や
近
代
科
学
の
（
広
い

意
味
で
の
）
現
象
概
念
が
大
き
く
作
用
を
及
ぼ
し
て
く
る
面
が
あ
っ
た
。
井
上
円
了
や
井
上
哲
次
郎
に
代
表
さ
れ
る
現
象
即
実
在
論
に

は
、
西
洋
哲
学
の
合
理
性
に
対
応
さ
せ
つ
つ
大
乗
仏
教
の
含
有
し
て
い
る
論
理
性
を
改
め
て
確
認
し
、
近
代
日
本
の
思
想
の
論
理
と
し

て
こ
れ
を
広
く
再
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
お
け
る
現
象
の
概
念
お
よ
び
法
則
性
の

概
念
、
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
論
理
、
特
に
対
立
せ
る
も
の
の
止
揚
の
概
念
が
、
彼
ら
に
よ
っ
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
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い
る
。

　

井
上
哲
次
郎
の
場
合
、
現
象
即
実
在
論
は
、
従
来
の
実
在
論
の
主
張
に
対
す
る
批
判
的
総
合
の
立
場
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
実
在
論
の
第
一
の
段
階
は
、
現
象
そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
実
在
と
み
な
す
素
朴
実
在
論
で
あ
り
、
第
二
の
段
階
は
、
現
象
と
実

在
と
を
表
裏
二
面
と
み
な
す
二
元
論
的
実
在
論
で
あ
る
。
こ
の
二
元
論
的
実
在
論
は
、
現
象
の
背
後
に
実
在
を
想
定
す
る
と
い
う
意
味

で
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
三
の
段
階
は
、
現
象
と
実
在
と
を
融
合
す
る
も
の
と
み
る
「
融
合
的
実
在
論
」
で
あ
り
、
こ

れ
が
彼
自
身
の
現
象
即
実
在
論
の
立
場
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
に
お
け
る
現
象
と
実
在
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
い
る
。
「
現
象
と
実
在
と
の
関
係
は
い
い
か
え
れ
ば
、
差
別
と
平
等
と
の
関
係
で
あ
る
。
世
界
の
差
別
的
方
面
を
現
象
と
称
し
、
世
界

の
平
等
的
方
面
を
実
在
と
称
す
る
の
で
、
差
別
即
実
在
と
い
う
の
が
こ
の
現
象
即
実
在
の
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
い
え

ぽ
、
現
象
は
差
別
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
差
別
す
れ
ば
ど
こ
ま
で
も
差
別
し
て
ゆ
け
る
も
の
で
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
そ
れ

ぞ
れ
特
殊
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
、
二
つ
の
現
象
と
し
て
全
然
同
一
の
も
の
は
な
い
。
…
…
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
通
じ
て
ま
た

平
等
の
面
が
あ
る
。
い
か
な
る
現
象
と
い
え
ど
も
特
殊
性
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
全
然
他
の
現
象
と
異
な
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
い

い
か
え
て
み
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
根
本
的
に
差
別
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
…
…
そ
の
す
べ
て
の
現
象
に
共
通
性

の
あ
る
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
そ
の
平
等
の
方
面
で
あ
る
。
一
方
面
か
ら
見
れ
ば
千
差
万
別
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
方
面
か
ら
見
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
）

す
べ
て
を
通
じ
て
共
通
し
た
平
等
的
方
面
が
あ
る
」
。

　

現
象
と
実
在
と
は
同
一
物
の
両
方
面
で
あ
り
、
両
者
は
決
し
て
分
離
さ
れ
え
な
い
で
相
伴
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
現
象
の
彼

岸
に
実
在
が
あ
る
よ
う
に
説
い
た
り
、
現
象
以
外
に
実
在
な
し
と
す
る
の
は
謬
見
で
あ
り
か
つ
俗
見
で
あ
る
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
現
象
と
実
在
と
い
う
二
つ
の
対
立
は
、
「
超
上
（
n
止
揚
）
」
さ
れ
て
、
「
円
融
相
即
」
の
関
係
に
入
る
の
が
「
終
極
の
も
の
」
と
し
て

の
現
象
即
実
在
論
の
立
場
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
相
即
関
係
を
、
井
上
哲
次
郎
は
、
現
象
と
法
則
の
関
係
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。

80



井上円了の現象即実在論

「
現
象
は
活
動
的
の
も
の
で
あ
る
が
、
活
動
的
の
も
の
は
た
だ
活
動
で
は
な
く
し
て
、
先
ず
法
則
的
に
活
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
法
則

的
に
活
動
す
る
よ
り
ほ
か
、
活
動
は
可
能
で
な
い
。
そ
の
法
則
的
と
い
う
方
面
は
永
久
不
変
の
も
の
で
、
す
な
わ
ち
常
住
的
の
も
の
で
、

そ
こ
に
は
古
今
に
わ
た
り
、
東
西
に
通
じ
て
一
定
し
た
方
面
が
あ
る
。
こ
れ
が
根
本
原
理
で
、
す
な
わ
ち
絶
対
と
い
う
べ
き
も
の
で

（
2
）

あ
る
」
。
し
か
も
現
象
が
動
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
根
本
原
理
は
静
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
動
静
不
二
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
井
上
哲
次
郎
の
唱
え
る
現
象
即
実
在
論
の
論
理
に
は
、
生
成
変
化
す
る
現
象
に
対
し
て
真
理
は
不
動
で
あ
る
と
す
る
ギ
リ
シ
ャ

的
真
理
観
や
、
差
別
す
な
わ
ち
多
様
な
現
象
に
対
し
て
平
等
す
な
わ
ち
共
通
性
を
法
則
と
み
な
す
近
代
科
学
の
真
理
観
の
結
構
が
そ
の

ま
ま
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
井
上
哲
次
郎
自
身
は
、
東
洋
哲
学
の
独
自
の
方
法
論
を
確
立
す
る
必
要
を
説
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
こ
に
は
、
東
西
哲
学
の
論
理
形
式
の
外
見
的
な
対
応
関
係
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
嫌
い
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
も
し
東
洋

哲
学
、
特
に
仏
教
の
論
理
の
固
有
性
と
い
う
も
の
が
現
象
即
実
在
の
「
即
」
の
構
造
に
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
右
の
よ
う
な
形
式
的
な
対
応

を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
十
分
な
考
察
で
は
な
く
、
東
西
の
論
理
を
折
衷
す
る
試
み
の
域
を
出
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
井
上
円
了
の
場
合
、
ま
ず
第
一
に
実
在
を
、
単
な
る
静
的
な
法
則
性
と
捉
え
ず
に
む
し
ろ
「
活
躰
（
‖
活
動
体
）
」

と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
現
象
即
実
在
論
の
原
型
を
ま
ず
大
乗
仏
教
の
「
真
如
中
道
」
の
理
に
見
出
し
、
こ
れ
を
で
き
る

だ
け
明
快
に
整
理
し
て
仏
教
哲
学
の
論
理
の
固
有
の
枠
組
み
を
組
み
立
て
る
作
業
に
着
手
し
て
い
る
こ
と
（
『
仏
教
活
論
』
の
仕
事
）
、

第
三
に
、
こ
の
枠
組
み
を
さ
ら
に
当
時
理
解
さ
れ
た
限
り
で
の
西
洋
哲
学
の
諸
テ
ー
ゼ
と
の
対
応
を
通
じ
て
、
や
が
て
、
円
了
自
身
の

哲
学
の
論
理
す
な
わ
ち
「
相
含
」
論
へ
と
組
み
直
し
て
い
っ
た
こ
と
（
晩
年
の
『
哲
学
新
案
』
の
仕
事
）
、
こ
れ
ら
の
点
で
、
言
い
か
え

る
と
優
れ
た
直
観
的
洞
察
力
の
点
で
も
方
法
的
な
順
序
と
い
う
点
で
も
、
一
歩
抜
ん
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

『
仏
教
活
論
』
で
整
え
ら
れ
た
論
理
で
の
枠
は
、
円
了
に
よ
る
と
、
大
乗
仏
教
、
特
に
天
台
・
華
厳
系
の
「
真
如
中
道
の
妙
理
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
）

よ
ぼ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
も
と
物
心
二
元
と
そ
の
原
体
は
古
来
よ
り
区
別
さ
れ
て
き
た
が
、
い
か
に
し
て
「
原
体
よ
り
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二
元
を
生
じ
、
原
体
と
相
関
す
る
か
」
と
い
う
疑
問
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
十
分
な
お
解
釈
を
み
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
が
こ

の
真
如
中
道
の
理
の
解
釈
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
彼
の
主
張
で
あ
る
。

　

ま
ず
物
心
と
は
、
象
す
な
わ
ち
物
や
心
の
現
象
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
体
と
は
真
如
す
な
わ
ち
真
理
、
真
相
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
象
と
体
と
を
連
関
づ
け
る
の
は
力
で
あ
る
と
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
物
心
は
象
な
り
、
真
如
は
躰
な
り
。
物
心
の
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
）

如
よ
り
開
発
す
る
は
力
な
り
」
。
象
と
体
と
力
と
い
う
三
つ
の
基
本
概
念
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
で
、
象
と
力
と
が
直
接
わ

れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
体
は
、
直
接
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
象
の
現
わ
れ
に
よ
っ
て
間
接
的
に

推
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
象
の
現
ず
る
」
は
、
「
力
の
発
す
る
」
に
よ
る
の
で
あ
り
、
力
の
発
現
は
体
に
も
と
も
と
存
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
象
は
体
の
力
の
発
現
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
果
で
あ
り
、
こ
こ
に
一
種
の
因
果
の
関
係
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
5
）

見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
す
で
に
象
あ
ら
ば
、
そ
の
躰
な
く
ば
あ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
理
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
直
接

に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
体
へ
の
知
的
通
路
は
、
こ
の
因
果
の
理
法
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
い
わ
れ
る
因
果
の
理
法
は
、
円
了
自
身
「
仏
教
の
因
果
の
理
法
」
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
よ
う
に
、
決
し
て
カ
ン
ト

的
意
味
で
の
因
果
性
の
法
則
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
自
然
現
象
に
の
み
妥
当
す
る
因
果
律
を
、
現
象
を
越
え
た
領
分
に
適

用
す
る
こ
と
に
な
り
、
仮
象
の
世
界
を
構
築
す
る
誤
り
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
不
可
視
の
真
如
自
体
が
自
ら
を
展
開
し
、
可
視
的
な
現

象
の
世
界
を
産
み
出
す
と
い
う
、
汎
神
論
哲
学
の
能
産
的
自
然
（
コ
陣
｛
口
「
昌
e
｛
⊆
「
四
コ
ω
）
の
思
想
に
き
わ
め
て
近
い
立
場
が
、
円
了
の
現
象

即
実
在
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
け
だ
し
真
如
は
そ
れ
自
体
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
力
を
も
っ
て
自
存
・
自
立
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
6
）

自
然
に
し
て
進
化
し
、
自
然
に
し
て
淘
汰
し
て
、
物
心
両
境
を
開
き
、
万
象
万
化
を
生
ず
る
も
の
な
り
」
と
い
う
文
章
は
そ
の
こ
と
を

如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
自
身
の
内
に
含
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
が
開
発
（
発
現
）
さ
れ
、
潜
在
的
な
も
の
が
顕
在
化
す
る
、
そ
の

こ
と
が
真
如
か
ら
象
が
開
発
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
仏
教
の
な
か
の
生
命
哲
学
的
な
方
向
が
円
了
の
思
想
を
貫
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井上円了の現象即実在論

い
て
、
西
洋
近
代
哲
学
の
諸
テ
ー
ゼ
へ
の
対
応
の
姿
勢
を
形
成
さ
せ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
く
、
現
象
と
実
在
と
の
関
係
を
軍
な
る
現
象

と
法
則
性
と
の
関
係
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
井
上
哲
次
郎
の
現
象
即
実
在
論
に
較
べ
れ
ば
、
こ
の
点
で
は
は
る
か
に
徹
底
し
た
洞
察
力

が
示
さ
れ
て
い
る
。
実
在
に
関
す
る
円
了
の
こ
う
し
た
捉
え
方
は
、
の
ち
に
西
田
幾
多
郎
の
「
一
般
者
」
の
概
念
に
表
わ
れ
る
自
発
自

展
す
る
生
命
の
思
想
の
い
わ
ば
先
駆
的
形
態
と
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
円
了
自
身
に
と
っ
て
も
、
後
年
の
『
哲
学
新
案
』
に
お
け
る

「
宇
宙
開
化
論
」
や
「
宇
宙
の
大
観
」
は
、
こ
う
し
た
活
体
と
し
て
の
実
在
の
思
想
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
も
っ

と
も
当
時
の
情
勢
と
し
て
、
進
化
論
の
テ
ー
ゼ
を
直
接
そ
こ
に
取
り
込
む
な
ど
、
か
な
り
素
朴
な
議
論
に
走
っ
て
い
る
こ
と
は
や
む
を

え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
7
）

　

そ
こ
で
次
に
、
「
物
心
二
元
の
い
か
に
真
如
の
理
体
と
相
関
す
る
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
、
す
な
わ
ち
現
象
即
実
在
の
「
即
」
の

論
理
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
円
了
は
こ
こ
で
天
台
の
万
法
是
真
如
、
真
如
是
万
法
と
い
う
二
者
同
体
の
論
理
に
両
者
の
相
関
の
構
造
を

見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
物
心
す
な
わ
ち
象
が
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
区
別
さ
れ
相
対
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
真
如
の
理
体
は
純

一
不
二
で
あ
り
、
前
者
が
相
対
門
に
属
す
る
と
す
れ
ば
後
者
は
絶
対
門
に
属
し
て
い
る
。
し
か
る
に
相
対
門
と
絶
対
門
と
は
、
い
ず
れ

か
一
方
を
欠
い
て
存
在
し
た
り
、
別
々
に
離
れ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
「
同
体
不
離
」
の
関
係
に
あ
り
二
に
し
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
8
）

に
な
ら
ず
、
二
に
し
て
二
に
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
不
一
不
二
な
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
相
即
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
が
万
法
是
真
如
、

真
如
是
万
法
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　

円
了
は
、
こ
の
相
即
関
係
を
、
仏
教
で
い
う
平
等
と
差
別
の
関
係
と
み
な
し
、
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
に
対
応
さ
せ
て
い
る
点
で
は
、
井

上
哲
次
郎
の
場
合
と
共
通
し
て
い
る
。
「
差
別
は
平
等
な
ら
ざ
る
に
名
づ
け
、
平
等
は
無
差
別
に
名
つ
く
。
い
ま
真
如
の
理
体
は
、
常
住

普
遍
に
し
て
絶
対
不
二
な
る
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
平
等
と
し
、
物
心
の
諸
境
は
、
彼
我
差
別
の
諸
象
を
有
す
る
を
も
っ
て
こ
れ
を
差
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
9
）

と
す
。
ゆ
え
に
物
心
二
元
は
差
別
な
り
、
非
物
非
心
の
一
元
は
平
等
な
り
」
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
一
見
し
て
両
者
は
全
く
相
反
し
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て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
、
両
者
は
同
一
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
証
す
る
論
法
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
た
と
え

ぽ
平
等
は
差
別
に
あ
ら
ず
、
差
別
は
平
等
に
あ
ら
ざ
る
を
も
っ
て
、
平
等
も
差
別
も
共
に
差
別
あ
り
。
か
く
の
ご
と
く
論
ず
る
と
き
は
、

平
等
す
な
わ
ち
差
別
と
な
る
。
平
等
も
差
別
な
り
、
差
別
も
平
等
な
れ
ぽ
、
二
者
同
一
に
し
て
そ
の
間
差
別
な
し
。
か
く
の
ご
と
く
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
0
）

ず
る
と
き
は
差
別
す
な
わ
ち
平
等
と
な
る
」
。
平
等
の
概
念
が
、
西
洋
近
代
哲
学
で
い
う
同
一
性
（
江
⑦
コ
葺
芭
の
概
念
に
対
応
す
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
論
法
に
へ
ー
ゲ
ル
の
「
同
一
性
と
非
同
一
性
と
の
同
一
性
」
の
論
理
に
或
る
意
味
で
対
応
す
る
も
の
が
窺
わ
れ
る
が
、

論
理
が
構
成
し
て
い
る
全
体
的
な
関
連
の
う
え
で
は
大
き
く
相
違
し
て
い
る
。

　

真
如
と
物
心
の
相
即
関
係
を
担
う
全
体
的
関
連
は
、
円
了
が
言
う
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
の
空
仮
中
の
三
諦
の
理
に
基
づ
い
て
い
る
。

「
心
境
の
表
面
に
一
点
の
妄
塵
な
き
、
こ
れ
を
空
と
い
い
、
そ
の
面
に
諸
象
歴
然
と
し
て
現
見
す
る
こ
れ
を
仮
と
い
い
、
鏡
体
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
1
）

中
と
い
う
。
こ
の
三
者
す
な
わ
ち
「
、
一
す
な
わ
ち
三
な
る
を
三
諦
円
融
の
妙
理
と
い
う
」
。
こ
こ
で
、
鏡
体
と
し
て
の
中
諦
を
、
一
種

の
対
象
面
（
ノ
エ
マ
的
側
面
）
に
と
ど
ま
っ
て
形
而
上
学
的
に
捉
え
る
か
、
そ
れ
と
も
あ
く
ま
で
も
作
用
面
（
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
）
に

戻
っ
て
非
対
象
性
の
構
造
と
し
て
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
、
現
象
即
実
在
論
の
「
即
」
の
論
理
の
解
釈
に
決
定
的
な
相
違
が
生
じ
て
く
る

が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
論
文
の
終
り
で
論
ず
る
こ
と
に
し
て
、
円
了
の
哲
学
の
歩
ん
だ
道
は
、
徹
底
し
て
前
者
の
方
向
で
あ
っ

た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
『
仏
教
活
論
』
序
論
で
も
、
そ
の
こ
と
は
、
物
心
の
「
部
分
と
真
如
の
全
体
と
が
い
か
に
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
2
）

関
す
る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
心
は
真
如
の
一
部
分
に
し
て
、
同
時
に
全
体
を
そ
の
中
に
含
有
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
」
と
い

う
、
部
分
と
全
体
と
の
有
機
的
な
包
撮
関
係
、
す
な
わ
ち
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
個
体
の
論
理
で
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
窺
わ
れ
る
。

以
下
の
文
章
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
「
お
よ
そ
真
如
界
に
現
ず
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
物
心
の
一
半
、
ひ
と
り
よ
く
真
如
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
3
）

全
体
を
含
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
事
々
物
々
、
み
な
真
如
の
一
部
分
に
し
て
、
ま
た
よ
く
そ
の
全
体
を
包
容
す
べ
し
」
。

　

円
了
が
真
如
即
象
、
象
即
真
如
の
論
理
を
、
真
如
自
体
の
展
開
と
し
て
い
わ
ば
ノ
エ
マ
的
方
向
で
存
在
論
的
に
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、

84



彼
に
、
当
時
理
解
さ
れ
た
限
り
で
の
西
洋
哲
学
の
諸
テ
ー
ゼ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
位
置
づ
け
る
柔
軟
な
姿
勢
を
与
え
、
徒
ら
に
排
他
的
な
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
4
）

化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
方
向
を
と
ら
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
な
っ
た
。
も
と
よ
り
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
唯
一
神
に
よ

る
世
界
創
造
の
思
想
だ
け
は
こ
れ
を
絶
対
に
拒
否
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
相
即
の
論
理
が
、

彼
自
身
の
哲
学
の
根
本
論
理
と
し
て
鋳
直
さ
れ
た
も
の
が
、
後
年
の
『
哲
学
新
案
』
に
お
け
る
「
相
含
」
の
論
理
で
あ
る
。

二

象
の
概
念

　
　

怪
の
概
念
を
顧
慮
し
て
ー

井上円了の現象即実在論

　

円
了
の
哲
学
に
お
け
る
象
の
概
念
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
真
如
概
念
と
の
相
即
相
関
の
関
係
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

象
を
「
直
接
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
」
と
す
れ
ぽ
、
真
如
は
直
接
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
象
と
相

即
す
る
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
「
間
接
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
の
ち
に
、
象
は
、
た
と
え
ば
物
象
、
力

象
、
心
象
の
名
で
語
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
物
如
、
力
如
（
力
元
）
、
心
如
の
語
は
、
物
や
力
や
心
に
お
け
る
真
如
を
表
わ
す
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。
象
は
、
今
日
で
い
う
広
い
意
味
で
の
現
象
の
概
念
あ
る
い
は
「
現
わ
れ
（
団
「
°
。
n
冨
日
己
コ
σ
q
）
」
の
概
念
に
相
当
し
、
真
如

は
、
真
理
概
念
に
相
当
す
る
。
あ
る
い
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
象
は
存
在
者
（
ω
〇
一
〇
コ
」
O
ω
）
の
概
念
に
、
真
如
は
存
在

（
ω
而
一
コ
）
の
概
念
、
よ
り
精
確
に
は
存
在
の
真
理
の
概
念
に
相
当
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
象
は
わ
れ
わ
れ
の
意
識
な
り
知
覚
に

直
接
に
与
え
ら
れ
て
い
る
可
視
的
な
現
象
世
界
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
円
了
は
、
『
妖
怪
学
講
義
』
そ
の
他
で
、
現
象
の
概
念
に
当
る
も
の
を
、
怪
の
概
念
で
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
怪
と
は
不

可
思
議
な
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
る
も
の
、
そ
の
限
り
で
解
釈
を
必
要
と
す
る
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
怪
の
概
念
は
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そ
の
ま
ま
象
の
概
念
と
一
致
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の
こ
と
を
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

怪
も
ま
た
現
象
概
念
に
相
当
す
る
広
い
意
味
を
有
す
る
概
念
で
あ
る
の
は
、
『
妖
怪
学
講
義
』
の
緒
言
の
な
か
で
妖
怪
学
の
対
象
を

大
き
く
三
種
類
に
分
け
て
、
次
の
よ
う
に
較
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
妖
怪
の
種
類
は
、
さ
き
に
大
別
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ぽ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
5
）

物
怪
・
心
怪
・
理
怪
の
三
種
に
分
け
、
物
怪
・
心
怪
を
仮
怪
と
し
、
ひ
と
り
理
怪
を
真
怪
と
す
る
な
り
」
。
仮
怪
と
は
言
い
換
え
れ
ば
先

入
見
の
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
す
る
仮
象
の
こ
と
で
あ
る
。
『
妖
怪
学
講
義
』
総
編
第
四
一
節
「
妖
怪
事
項
の
起
源
お

よ
び
発
達
」
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
叙
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
蓋
し
吾
人
は
幼
少
の
時
よ
り
妖
怪
談
の
空
気
中
に
養
育
せ
ら
れ
、
先
入

見
思
想
を
構
成
し
、
成
長
の
後
、
瞬
昧
不
明
の
事
物
に
接
触
す
れ
ば
、
思
想
の
専
制
に
よ
り
て
豫
期
意
向
を
促
し
、
種
々
の
幻
覚
妄
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
6
）

を
現
示
す
る
に
至
る
、
…
…
（
中
略
）
…
…
予
は
断
乎
と
し
て
妖
怪
原
因
の
主
要
な
る
点
は
此
の
先
入
見
に
あ
り
と
言
は
ん
と
す
」
（
傍

点
筆
者
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
理
怪
に
つ
い
て
、
緒
言
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
叙
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
理
怪
と
は
何
を
云
う
や
無
始
の
始

よ
り
無
終
の
終
に
至
る
迄
無
限
の
涯
の
間
に
浮
び
塊
然
と
し
て
懸
り
自
生
自
存
独
立
独
行
霊
々
活
々
の
真
躰
を
云
う
、
誰
も
其
名
を
知

ら
ず
し
て
其
躰
あ
る
を
知
る
其
躰
あ
る
を
知
る
も
之
は
名
く
る
所
以
を
知
ら
ず
蓋
し
其
躰
た
る
や
知
る
べ
き
が
如
く
し
て
而
し
て
知
る

べ
か
ら
ず
知
る
べ
か
ら
ざ
る
が
如
く
し
て
而
し
て
知
る
べ
し
是
れ
実
に
大
怪
物
な
り
…
…
（
中
略
）
…
…
余
は
之
を
理
想
と
称
す
る
も

亦
一
部
分
の
形
容
の
み
誰
か
よ
く
有
限
性
の
名
を
以
て
無
限
性
の
躰
を
顯
は
し
得
る
や
寧
ろ
之
を
大
怪
物
と
し
て
名
け
ざ
る
を
よ
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
7
）

す
然
ら
ざ
れ
ば
有
限
性
の
名
称
を
階
梯
と
し
て
其
裏
面
に
包
有
せ
る
無
限
性
を
感
知
領
得
す
る
こ
と
を
勉
む
べ
し
」
。
理
怪
と
は
ま
さ

し
く
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
自
躰
的
に
存
す
る
」
真
如
そ
の
も
の
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
「
自
存
・
自
立
・
自
然
に
し

て
」
「
物
心
両
境
を
開
き
、
万
象
万
化
を
生
ず
る
も
の
」
、
そ
れ
が
理
怪
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
怪
の
概
念
は
、
一
方
で
仮
怪
と
し
て
、
伝
承
的
因
習
的
な
偏
見
を
と
お
し
て
誤
っ
て
現
わ
れ
て
く
る

「
偲
な
る
現
象
」
す
な
わ
ち
「
仮
象
」
を
意
味
し
、
他
方
で
は
、
理
怪
あ
る
い
は
真
怪
と
し
て
、
「
真
な
る
現
象
」
す
な
わ
ち
真
理
を
意
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井上円了の現象即実在論

味
す
る
こ
と
に
な
り
、
両
者
を
包
撮
す
る
広
義
の
現
象
概
念
と
な
る
。
と
す
る
な
ら
、
象
の
概
念
で
表
わ
さ
れ
る
現
象
概
念
は
こ
こ
で

は
全
く
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

円
了
の
叙
述
は
、
た
し
か
に
そ
の
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
怪
の
概
念
は
象
の
概
念
の
よ
う
に
存
在
論
的
現
象

概
念
と
い
う
よ
り
、
正
し
い
現
象
を
確
定
す
る
た
め
の
方
法
論
的
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
円

了
が
怪
の
概
念
を
用
い
る
と
き
、
先
入
見
批
判
と
先
入
見
の
解
体
と
を
通
じ
て
真
理
の
認
識
に
至
る
道
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃

し
て
は
い
け
な
い
。
円
了
は
、
妖
怪
学
の
意
図
が
仮
象
の
批
判
的
解
体
に
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
妖
怪
学
は
哲
学
の

道
理
を
経
と
し
緯
と
し
て
四
方
上
下
に
向
て
其
応
用
の
通
路
を
開
達
し
た
る
者
な
り
、
若
し
哲
学
の
火
気
を
各
自
の
心
燈
に
鮎
じ
来
ら

ば
従
来
の
千
種
萬
類
の
妖
怪
一
時
に
霧
消
雲
散
し
去
っ
て
更
に
一
大
妖
怪
の
霊
型
と
し
て
其
幽
光
を
発
揚
す
る
を
見
る
、
是
余
が
真
正

の
妖
怪
な
り
、
此
妖
怪
一
た
び
其
光
を
放
た
ば
心
燈
の
明
か
な
る
を
之
と
其
力
を
争
ふ
能
は
ず
し
て
忽
ち
其
光
を
失
ふ
に
至
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
8
）

し
…
…
（
中
略
）
…
…
余
の
妖
怪
研
究
の
目
的
は
仮
怪
を
払
い
去
っ
て
真
怪
を
開
き
示
す
と
唱
ふ
る
所
以
是
に
至
り
て
知
る
べ
し
」
。
真

理
の
認
識
の
た
め
に
は
ま
ず
仮
象
を
仮
象
と
し
て
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
哲
学
的
思
惟

の
基
本
的
な
作
業
と
な
っ
て
い
る
が
、
特
に
近
代
の
啓
蒙
期
の
哲
学
は
、
科
学
的
認
識
の
基
礎
づ
け
や
形
而
上
学
的
領
域
の
主
題
化
の

た
め
に
、
仮
象
の
解
体
を
方
法
論
と
し
て
先
行
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ベ
ー
コ
ン
の
偶
像
論
や
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的

懐
疑
の
方
法
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
啓
蒙
家
と
し
て
の
円
了
は
、
近
代
哲
学
の
仮
象
解
体
の
方
法
か
ら
並
々
な
ら
ぬ
影
響
を
受

け
て
い
る
が
、
護
法
家
で
も
あ
っ
た
円
了
が
『
妖
怪
学
講
義
』
で
目
指
し
た
こ
と
は
、
学
問
的
先
入
見
の
哲
学
的
な
批
判
的
解
体
に

あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
も
っ
と
身
近
な
、
宗
教
的
事
象
に
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
関
わ
る
民
間
俗
説
の
な
か
に
根
強

く
生
き
て
い
る
偏
見
の
解
体
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
怪
と
い
う
語
の
使
用
自
体
が
そ
の
事
情
を

よ
く
伝
え
て
い
る
。
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し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
怪
の
概
念
が
哲
学
的
意
味
に
お
け
る
方
法
論
的
な
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
を
些
も
損
う
も
の
で
は
な
い
。
と
い

う
の
は
、
円
了
の
哲
学
の
方
法
は
、
ま
ず
象
の
場
面
の
確
定
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
歪
め
ら
れ
な
い
、
本
来
の
相
に
お
け
る
世
界
の

現
わ
れ
で
あ
る
象
の
圏
域
の
確
定
の
た
め
に
、
歪
め
ら
れ
た
象
で
あ
る
仮
怪
を
払
う
こ
と
、
つ
ま
り
仮
象
を
解
体
す
る
こ
と
が
着
手
さ

れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
仮
怪
を
払
う
こ
と
が
真
怪
を
開
示
す
る
条
件
を
整
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
決

し
て
仮
怪
の
解
体
が
そ
の
ま
ま
直
接
に
真
如
へ
の
道
を
開
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
象
の
場
面
で
、
非
合
理
的
な
も
の
を
合
理
化
す

る
こ
と
が
ま
ず
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
円
了
は
仮
怪
の
解
体
の
方
法
を
、
心
理
学
な
ど
の
科
学
に
よ
る
合
理
的
説

明
に
求
め
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
晩
年
の
著
作
『
真
怪
』
の
最
終
章
に
あ
た
る
「
第　

○
○
項　

真
怪
の
実
相
」
に
お
い
て
、

科
学
や
哲
学
の
役
割
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
叙
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
界
に
お
け
る
物
の

規
則
は
、
「
物
的
科
学
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
」
、
心
界
に
お
け
る
心
の
規
則
は
、
「
心
的
科
学
に
よ
っ
て
論
明
さ
れ
」
、
ま
た
「
両
界
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
9
）

係
は
哲
学
に
よ
っ
て
是
れ
亦
明
示
せ
ら
れ
て
居
る
」
。
そ
し
て
「
是
等
の
諸
説
に
照
ら
せ
ば
、
世
間
に
て
伝
ふ
る
千
妖
百
怪
の
疑
団
は
悉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
9
）

く
氷
繹
瓦
解
し
て
晴
天
白
日
と
な
る
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
象
の
世
界
す
な
わ
ち
物
界
も
心
界
も
、
科
学
的
合
理
性
に
よ
っ
て
認
識
さ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
円
了
の
、
現
象
と
科
学
と
の
認
識
関
係
に
対
す
る
主
張
で
あ
り
、
近
代
科
学
の
方
法
と
そ
の
対
象
に
対

す
る
き
わ
め
て
正
当
な
理
解
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

と
同
時
に
、
真
如
す
な
わ
ち
実
在
に
対
し
て
は
こ
の
よ
う
な
科
学
的
合
理
的
認
識
に
よ
っ
て
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
も
ま
た
、
円
了
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
右
の
引
用
文
に
続
く
次
の
一
節
で
も
こ
の
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

「
然
る
に
更
に
一
歩
を
進
め
其
物
自
躰
は
何
歓
、
其
心
自
躰
は
何
歎
と
い
う
に
至
っ
て
は
、
物
的
科
学
も
心
的
科
学
も
筆
を
投
じ
、
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
9
）

を
絨
し
、
進
化
の
妙
、
谷
神
の
玄
と
瞑
想
す
る
の
み
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
「
一
切
の
道
理
が
自
滅
す
る
に
至
り
」
、
「
結

局
物
心
の
差
別
が
空
塵
に
帰
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
、
現
象
の
世
界
へ
の
合
理
的
関
わ
り
か
ら
脱
し
て
、
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こ
の
「
言
亡
慮
絶
の
境
」
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
い
か
え
る
と
、
現
象
即
実
在
に
お
け
る

「
即
」
の
論
理
に
よ
っ
て
言
い
表
わ
さ
れ
る
根
源
的
な
事
態
に
対
し
て
、
円
了
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
的
通
路
を
構
想
し
て
い
た
か
が
、

改
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

『
真
怪
』
の
同
箇
所
で
は
、
表
面
の
観
察
に
よ
っ
て
「
物
心
の
本
源
た
る
絶
対
の
躰
あ
る
を
知
り
」
、
裏
面
の
観
察
に
よ
っ
て
「
其
絶

対
の
内
容
を
知
る
」
と
か
、
両
面
の
観
察
は
「
同
一
躰
の
外
景
と
内
光
の
相
違
に
過
ぎ
ぬ
」
と
か
語
ら
れ
て
い
る
が
、
要
は
、
表
面
と

か
裏
面
、
外
と
か
内
と
い
う
一
種
の
比
喩
的
な
表
現
が
、
ど
こ
ま
で
方
法
化
で
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
円
了
の
晩
年
の
著
作
『
哲
学
新
案
』
を
取
り
上
げ
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
独
特
の
用
法
を
も
っ
て
登
場
し
て
く

る
「
観
」
の
語
を
改
め
て
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
観
」
も
ま
た
、
怪
の
概
念
と
同
様
に
、
円
了
の
哲
学
の
重
要
な
方
法
論

的
概
念
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

三　

観
の
方
法

井上円了の現象即実在論

　

『
哲
学
新
案
』
は
、
円
了
自
身
の
哲
学
思
想
の
全
体
的
な
構
想
を
表
わ
し
た
晩
年
の
著
作
で
あ
る
。
そ
の
叙
述
は
、
円
了
自
身
が
自

序
の
な
か
で
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
執
筆
当
時
の
健
康
状
態
そ
の
他
の
事
情
に
よ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
論
理
の
精
確
さ
に
お
い
て
十

分
で
な
く
、
そ
の
た
め
随
所
に
創
見
的
で
は
あ
る
が
独
断
に
と
ど
ま
る
議
論
の
散
見
す
る
を
否
定
で
き
な
い
が
、
逆
に
「
所
信
の
儘
を

一
気
呵
成
に
任
せ
、
記
述
せ
る
」
こ
と
が
、
却
っ
て
彼
の
哲
学
の
全
貌
を
生
き
生
き
と
伝
え
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
著
作
の

根
本
意
図
は
、
円
了
が
仏
教
哲
学
か
ら
継
承
し
た
万
法
是
真
如
、
真
如
是
万
法
す
な
わ
ち
現
象
即
実
在
の
論
理
を
、
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る

象
面
の
多
様
な
観
（
察
）
を
経
由
し
た
う
え
で
こ
れ
ら
を
縦
横
に
貫
く
「
相
含
」
の
論
理
と
し
て
改
め
て
確
定
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
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に
お
か
れ
て
い
る
。
哲
学
と
は
、
円
了
に
よ
れ
ば
、
科
学
が
「
宇
宙
の
一
界
一
域
の
部
位
的
研
究
」
に
留
ま
る
の
に
対
し
て
、
「
宇
宙
の

萬
象
萬
境
の
総
合
的
研
究
」
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
「
科
学
の
結
果
を
集
大
成
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
仕
事
を
と
お
し
て
現
象
即

実
在
す
な
わ
ち
相
含
の
論
理
の
確
立
に
至
る
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
哲
学
新
案
』
に
お
い
て
は
相
含
説
の
ほ
か
に
輪
化
説
や

因
心
説
を
加
え
て
、
こ
れ
ら
を
「
西
人
未
発
の
新
見
」
で
あ
る
と
自
負
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
新
見
ま
た
は
新
案
と
称
す
る
と
、
円
了
自

身
断
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
宇
宙
の
万
象
の
多
様
な
観
と
か
そ
れ
ら
の
総
合
的
大
観
が
語
ら
れ
る
と
き
の
観
と
い
う
語
が
、
ど
の

よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

観
と
い
う
語
は
、
総
じ
て
見
る
働
き
や
見
方
（
ま
た
は
観
方
）
を
表
わ
す
だ
け
で
な
く
、
見
ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
も
の
ご
と

の
姿
、
光
景
の
意
味
を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
語
が
と
り
わ
け
も
の
ご
と
の
解
釈
や
理
解
の
仕
方
を
表
わ
す
の
に
用
い
ら
れ
る
と
き
、

決
し
て
或
る
整
合
的
な
理
論
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
、
も
の
ご
と
を
一
定
の
見
方
で
、
し
か
も
統
一
的
に
見
る
と

い
う
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ぽ
特
定
の
視
点
か
ら
全
体
を
直
観
的
に
把
捉
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
見
ら
れ
た
も
の
ご

と
の
全
体
像
を
も
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
も
の
ご
と
に
つ
い
て
全
く
別
の
見
方
、
解
釈
も
あ
り
う
る
と
い
う
可

能
性
を
暗
に
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
に
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
人
生
観
と
か
世
界
観
と
い
う

語
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
観
と
い
う
語
に
は
、
こ
う
し
た
柔
軟
な
性
格
、
つ
ま
り
一
定
の
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
も
と
で
事
象
を
全
体
的
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
語
を
方
法
論
的
な
用
語
と
し
て
用
い
る
可

能
性
を
与
え
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
〜
主
義
と
い
っ
た
場
合
の
よ
う
な
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
自
己
宣
明
の
硬
質
な
枠
組
を
、
こ
の
語
に

盛
り
こ
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

円
了
が
『
哲
学
新
案
』
で
観
の
語
を
方
法
的
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
叙
述
の
章
の
区
分
や
順
序
に
表
わ
れ
て
い
る
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
0
）

円
了
自
身
、
次
の
よ
う
な
分
類
図
表
を
掲
げ
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
図
表
は
総
観
か
ら
始
ま
る
叙
述
の
順
序
と
は
逆
向
き
に
な
っ
て
い
る
。
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宇
宙
観

観
⊥
川
闘

畏
観

横縦
観観

井上円了の現象即実在論

今
日
か
ら
見
れ
ぽ
、
こ
の
表
は
、
た
と
え
ば
表
と
裏
、
外
と
内
、
縦
と
横
と
い
っ
た
二
項
を
対
立
さ
せ
る
組
み
合
せ
や
、
概
念
の
上
下

の
包
撮
関
係
な
ど
に
、
き
わ
め
て
形
式
的
固
定
的
な
分
類
の
仕
方
を
感
じ
さ
せ
た
り
、
し
か
も
何
か
思
い
つ
き
の
域
を
出
な
い
恣
意
的

な
着
想
で
あ
る
か
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
こ
の
分
類
化
を
そ
の
ま
ま
体
系
化
の
試
み
と
同
一
視
し
て
、

厳
密
な
理
論
体
系
と
し
て
の
内
的
な
展
開
を
そ
こ
に
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
そ
の
名
に
値
し
な
い
「
独
断
的
な
寄
せ

集
め
」
（
船
山
信
一
氏
の
評
）
と
批
難
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
観
と
い
う
語
は
、
も
っ
と
緩
や
か

な
枠
を
も
っ
た
、
直
観
的
な
見
方
を
表
わ
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
直
観
的
な
全
体
像
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
多
面
的
な
多
相
的
な

捉
え
方
に
、
円
了
の
思
惟
の
特
質
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
多
様
な
観
に
つ
い
て
一
瞥
し
、
円
了
の
思
惟
の
歩
み
を
追
い
つ
つ
、
西
洋
の
哲
学
や
科
学
の
テ
ー
ゼ
の
受
容
と
そ

の
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
は
円
了
自
身
が
自
ら
の
創
見
と
誇
る
輪
化
説
や
因
心
説
な
ど
に
触
れ
、
本
来
の
意
図
で
あ
る
相
含
説
が
形
成
さ

れ
て
ゆ
く
過
程
の
な
か
で
、
観
の
方
法
が
い
か
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

外
観
と
は
「
客
観
界
」
す
な
わ
ち
心
に
映
る
対
象
界
を
観
察
す
る
方
法
で
あ
り
、
縦
観
と
横
観
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
縦
観
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
1
）

「
若
し
客
観
の
太
初
に
渉
り
、
如
何
に
し
て
世
界
の
開
発
せ
し
か
、
如
何
に
し
て
萬
物
の
生
起
せ
し
か
を
究
明
す
る
」
立
場
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
1
）

横
観
は
「
目
前
の
世
界
を
解
剖
分
析
し
、
其
髄
の
何
も
の
よ
り
成
る
か
を
開
説
す
る
」
立
場
で
あ
る
。
前
者
は
宇
宙
進
化
論
（
×
o
°
・
－
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∋
。
o
q
。
日
。
）
ー
円
了
の
概
念
で
言
え
ぽ
「
世
界
大
化
の
行
程
」
へ
の
観
察
ー
の
立
場
に
立
っ
た
宇
宙
の
発
生
的
（
o
q
o
5
竺
胡
∩
す
）
見
方
で

あ
る
。
こ
こ
で
円
了
は
、
近
代
自
然
科
学
の
法
則
、
「
物
質
不
滅
、
勢
力
恒
存
、
因
果
永
続
の
三
大
理
法
」
を
「
萬
劫
不
朽
終
古
不
磨
の

　

（
2
2
）

大
理
法
」
と
し
て
、
確
固
不
動
の
前
提
と
す
る
が
、
進
化
論
に
関
し
て
は
、
無
限
の
進
化
を
説
く
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
と
か
ヘ
ッ
ケ
ル
の
進
化

論
に
は
疑
問
を
呈
し
、
進
化
と
退
化
と
を
共
に
含
む
「
輪
化
」
説
を
唱
え
て
い
る
。

　

こ
の
輸
化
説
を
支
え
る
役
割
を
呆
す
の
が
因
力
説
で
あ
る
。
第
一
章
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
円
了
の
実
在
観
に
は
、
潜
在
的
な
も
の

が
顕
在
化
し
て
ゆ
く
有
機
的
生
命
の
展
開
の
思
想
が
生
き
て
お
り
、
こ
の
思
想
が
『
哲
学
新
案
』
に
お
い
て
は
「
宇
宙
活
物
論
」
と
し

て
登
場
し
て
く
る
。
「
宇
宙
己
に
活
物
と
定
れ
ば
、
世
界
の
一
進
一
退
、
一
開
一
合
す
る
は
、
其
鵠
に
因
有
せ
る
活
動
の
力
に
よ
る
こ
と

　
　
　
　
　

（
2
3
）

論
を
待
た
ず
…
…
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
活
動
力
は
、
ま
ず
潜
在
態
が
顕
在
態
へ
と
開
現
す
る
力
で

あ
る
。
こ
の
力
を
円
了
は
因
力
と
よ
び
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
潜
伏
状
態
に
於
け
る
原
因
を
潜
因
と
名
け
、
開
顕
状
態
に
於
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
4
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
5
）

る
原
因
を
顕
因
と
名
く
べ
し
」
。
ま
た
は
「
今
潜
因
が
発
顕
し
て
今
日
の
萬
類
萬
象
を
開
示
す
る
に
至
り
し
…
…
」
。
と
こ
ろ
が
、
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
6
）

生
命
の
進
化
の
経
過
に
お
い
て
時
に
は
「
外
界
の
事
情
に
順
応
し
て
自
躰
に
変
化
を
起
こ
す
こ
と
」
も
あ
り
ー
こ
の
変
化
は
応
化
と
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
7
）

ば
れ
る
ー
、
こ
う
し
た
変
化
を
含
め
て
「
過
界
の
無
限
の
経
過
が
生
物
の
一
個
膿
に
遺
伝
し
」
て
潜
因
と
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
個
体
の
中
に
過
去
の
無
限
が
包
蔵
さ
れ
る
と
い
う
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
発
想
が
み
ら
れ
る
。
し
か
も
宇
宙
が
無
始
無
終
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
現
界
と
は
直
接
に
接
続
し
な
い
遠
い
過
去
す
な
わ
ち
前
界
の
存
在
を
も
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
現
界
を
も
っ
て
前
界
の
反
復
的

に
出
現
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
と
い
う
の
が
、
輪
化
説
の
独
自
の
主
張
で
あ
る
。
但
し
円
了
は
「
是
れ
も
と
よ
り
実
験
を
以
て
立
讃

す
べ
か
ら
ざ
れ
ぽ
、
只
余
は
世
界
輪
化
、
因
果
永
続
の
理
を
追
及
し
て
、
斯
く
自
信
す
る
も
の
な
り
、
故
に
人
之
を
空
想
と
呼
ぶ
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
8
）

暫
く
其
評
に
一
任
す
べ
し
」
と
断
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
一
種
の
形
而
上
学
的
推
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
円
了
が

こ
の
よ
う
な
方
向
へ
想
い
を
駆
せ
た
こ
と
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
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ド
イ
セ
ン
の
著
作
の
訳
『
純
正
哲
学
』
に
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
有
機
体
論
や
意
志
論
は
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に

つ
い
て
の
叙
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
円
了
の
輪
化
説
は
お
そ
ら
く
、
個
体
に
お
け
る
過
去
の
潜
在
化
と
い
う
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
発
想
を

踏
ま
え
て
、
仏
教
の
輪
廻
転
生
説
を
で
き
る
だ
け
合
理
的
に
解
釈
し
こ
れ
を
生
か
そ
う
と
す
る
姿
勢
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
輪
化
説
は
、
同
じ
く
有
機
体
の
生
成
に
多
様
な
世
界
解
釈
の
発
生
の
母
胎
を
見
出
し
、
最
終
的
に
多
様
な
世

界
解
釈
の
批
判
的
審
級
を
「
等
し
き
も
の
の
永
遠
の
回
帰
」
の
教
説
に
求
め
た
二
i
チ
ェ
の
透
徹
し
た
思
想
に
較
べ
れ
ば
、
到
底
比
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
素
朴
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
回
帰
思
想
の
地
盤
を
有
機
的
個
体
に
置
い
て
い
る
点
で
相
通
ず
る
も
の
が
あ

り
、
そ
の
点
極
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
円
了
の
輪
化
説
は
、
本
来
は
、
形
而
上
学
的
回
帰
思
想
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
宇
宙
（
自
然
）
の
経
過
が
つ
ね
に
配
置
（
×
o
コ
゜
・
↓
。
＝
①
θ
一
。
コ
）
を
変
え
つ
つ
進
行
す
る
こ
と
か
ら
起
る
同
一
状
態
の
反
復
の
可
能
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
9
）　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
0
）

説
い
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ぽ
「
同
一
の
状
態
」
が
「
出
没
無
数
回
」
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
「
多
少

の
異
同
あ
る
べ
き
は
勢
の
免
れ
難
き
所
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
縦
観
が
宇
宙
の
発
生
的
考
察
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
横
観
は
対
象
の
世
界
の
構
造
の
静
態
的
（
o
り
［
①
↑
一
〇
力
∩
古
）
な
考
察
で
あ
り
、
物

（
象
）
界
と
心
（
象
）
界
と
の
考
察
に
分
か
れ
て
い
る
。
物
象
界
に
関
し
て
は
、
物
と
力
と
の
相
含
関
係
、
さ
ら
に
物
象
と
物
如
、
力

象
と
力
元
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
相
含
関
係
と
か
、
「
重
々
の
相
含
」
を
形
成
す
る
「
相
含
無
窮
」
の
構
造
が
語
ら
れ
（
相
含
説
の
全
体
的
な

連
関
に
つ
い
て
は
次
章
で
考
察
す
る
）
、
心
象
界
に
関
し
て
は
、
仏
教
の
縁
起
説
に
基
づ
い
て
先
述
し
た
配
置
の
思
想
が
因
心
説
と
し

て
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
因
心
説
も
ま
た
、
宇
宙
活
物
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
活
力
そ
の
も
の
の
波
及
作
用
す
な
わ
ち
「
宇
宙
自

体
に
固
有
せ
る
因
力
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
因
力
は
「
宇
宙
の
活
動
の
結
果
と
い
う
し
か
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中

心
に
無
数
の
因
心
が
生
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
遠
因
や
近
因
な
ど
複
奏
し
た
作
用
に
よ
っ
て
宇
宙
へ
の
構
成
要
素
す
な
わ
ち
元

素
が
「
適
当
な
配
置
」
を
待
っ
て
集
合
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
縦
観
と
横
観
と
を
総
称
す
る
外
観
の
総
括
の
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箇
所
で
再
び
現
象
と
本
体
と
の
体
象
相
含
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
が
こ
れ
に
つ
い
て
次
章
で
論
じ
た
い
。

　

外
観
に
対
し
て
内
観
は
、
「
心
界
の
現
状
及
び
物
心
の
関
係
」
さ
ら
に
「
心
界
の
由
来
過
程
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
立
場
で
あ
り
、
言

い
変
え
れ
ば
意
識
論
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
時
方
両
系
が
「
宇
宙
に
固
有
せ
る
無
限
の
形
式
」
で
あ
る
ゆ
え
を
も
っ
て
、

カ
ン
ト
の
時
間
・
空
間
の
先
在
性
（
‖
先
天
性
）
が
批
判
さ
れ
、
先
在
性
を
過
界
の
遺
伝
と
み
な
す
見
解
が
下
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト

が
時
間
・
空
間
を
、
超
越
論
的
意
味
に
於
て
直
観
の
形
式
と
み
な
し
た
こ
と
は
、
同
時
に
時
間
・
空
間
を
経
験
的
実
在
性
の
存
在
形
式

と
み
な
す
こ
と
と
背
馳
し
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
円
了
の
カ
ン
ト
理
解
の
不
十
分
さ
、
こ
こ
で
は
意
識
の
超
越
論
的
性
格
に
対
す

る
理
解
が
欠
け
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
察
知
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
円
了
の
内
観
論
は
対
象
認
識
の
批
判
的
な
基
礎
づ
け
を

課
題
と
し
た
認
識
論
的
な
意
図
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
智
・
情
・
意
の
根
底
に
置
か
れ
た
理
性
の
作
用
が
象
の
認
識
を
越
え
て

真
如
に
接
す
る
働
き
を
も
つ
と
い
う
点
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
外
観
が
宇
宙
の
象
へ
と
向
か
う
に
対
し
て
、
内
観
は
、
個
体
の
意
識

と
い
う
内
的
方
向
へ
向
か
い
、
理
性
の
作
用
に
よ
っ
て
無
限
の
宇
宙
が
極
小
点
た
る
現
下
の
意
識
に
凝
縮
し
て
い
る
の
を
洞
察
す
る
と

い
う
の
が
、
内
観
論
の
根
本
趣
旨
で
あ
る
。
円
了
は
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
叙
べ
て
い
る
。
「
外
観
に
あ
り
て
過
現
未
三
界
、
輪
化
無

窮
と
論
定
せ
る
こ
と
も
、
之
を
内
観
に
移
せ
ば
、
一
瞬
一
息
の
中
に
あ
る
を
自
知
す
べ
く
、
之
と
同
時
に
時
方
両
系
の
無
限
を
感
見
す

る
は
、
全
く
相
対
の
境
遇
に
於
け
る
沙
汰
に
し
て
、
絶
対
の
方
面
よ
り
之
を
大
観
す
れ
ば
、
一
塵
一
瞬
に
過
ぎ
ざ
る
を
悟
了
す
る
に
至

　

（
3
1
）

る
べ
し
」
。
こ
の
よ
う
に
外
観
と
内
観
と
の
区
別
は
、
相
対
の
境
遇
と
絶
対
の
境
遇
、
極
大
と
極
小
、
無
限
の
宇
宙
の
象
と
一
瞬
の
心
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
2
）

な
ど
の
区
別
と
し
て
語
ら
れ
る
。
両
者
は
一
見
し
て
対
立
し
相
互
に
排
除
し
あ
う
関
係
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
こ
に
も
相
含
関

係
が
成
り
立
つ
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
内
観
論
に
於
い
て
も
心
象
と
心
如
と
い
う
、
象
如
相
含
の
関
係
が
説
か
れ
て
い
る
（
次
章
参
照
）
。

　

内
観
を
含
め
て
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
観
は
表
観
で
あ
り
、
表
観
が
、
「
物
心
相
対
の
此
庭
よ
り
絶
対
一
如
の
彼
庭
に
及
ぼ
せ
る
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
3
）

面
を
観
察
す
る
」
の
に
対
し
て
、
裏
観
は
「
絶
対
一
如
の
彼
虚
よ
り
物
心
相
対
の
此
庭
に
及
ぼ
せ
る
方
面
を
観
察
す
る
」
の
で
あ
り
、
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「
物
心
両
界
の
本
禮
た
る
一
如
」
へ
の
関
わ
り
か
ら
い
え
ぽ
、
表
観
論
は
「
妙
禮
の
実
在
を
知
る
」
と
い
う
「
人
間
を
本
位
と
し
た

（
3
4
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
蕊
）

観
察
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
裏
観
論
は
妙
体
の
活
動
つ
ま
り
「
こ
の
妙
用
の
直
接
に
吾
人
の
心
裏
に
及
ぼ
す
状
態
」
を
述
べ
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
6
）

し
た
も
の
と
し
て
、
二
如
を
本
位
と
し
た
観
察
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
表
観
は
向
上
の
方
向
、
裏
観
は
向
下
の
方
向
と
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
向
上
と
か
向
下
と
か
は
、
「
絶
対
に
接
す
る
仕
方
」
言
い
か
え
る
と
絶
対
の
運
動
で
あ
る
「
一
如
妙
動
」
へ
の
関
わ
り
方
の
う
え
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
7
）

の
相
違
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
向
上
す
な
わ
ち
「
吾
人
の
心
地
よ
り
進
ん
で
一
如
を
探
知
す
る
」
「
心
界
の
向
上
作
用
」

が
、
理
性
の
作
用
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
哲
学
の
仕
事
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
向
下
す
な
わ
ち
「
一
如
の
妙
動
作
用
を
吾
人
の
心
地
に

　
　

（
3
7
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
7
）

感
含
す
る
」
こ
と
は
、
「
向
下
的
資
性
」
で
あ
る
信
性
の
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
裏
観
論
自
体
は
哲
学
の
一
部
門
と
し
て
、
同
じ
く
真
如
あ
る
い
は
真
実
在
に
関
わ
る
理
性
と
信
性
の
機
能
や
両
者
の
相
違

に
つ
い
て
論
ず
る
に
と
ど
ま
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
哲
学
の
役
割
の
限
界
を
明
確
に
し
て
哲
学
か
ら
宗
教
へ
の
移
行
を
用
意
す
る
と

い
う
面
を
も
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
前
者
す
な
わ
ち
理
性
と
信
性
の
働
き
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
絶
対
に
接
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
8
）

仕
方
で
の
相
違
が
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
理
性
に
つ
い
て
「
理
性
は
推
知
す
る
の
み
に
て
合
髄
す
る
に
至
ら
ず
」
と
か
「
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
8
）

性
に
あ
り
て
も
絶
対
の
光
景
に
接
す
る
こ
と
を
得
と
雌
も
、
其
光
景
は
人
位
の
此
岸
よ
り
望
見
す
る
ま
で
」
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
の
域

に
達
し
え
な
い
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
信
性
に
つ
い
て
は
、
「
我
心
と
絶
対
と
冥
合
し
て
、
吾
人
の
心
頭
に
直
接
に
其
光
景
を
浮
ぶ
な

り
、
是
れ
所
謂
神
人
冥
合
の
境
界
に
し
て
、
象
如
同
化
の
妙
境
を
実
現
せ
る
も
の
と
謂
う
べ
し
、
此
時
の
消
息
こ
そ
宇
宙
内
面
の
深
秘

　
　
　
　
　
　
　

（
3
9
）

を
洩
し
来
る
も
の
な
れ
」
と
語
ら
れ
た
り
、
ま
た
「
信
性
の
上
に
受
領
し
た
る
一
如
内
動
の
消
息
は
、
一
種
特
別
に
し
て
、
時
方
両
系

を
超
絶
す
る
の
み
な
ら
ず
、
萬
象
萬
境
は
一
無
に
帰
し
、
萬
感
萬
想
は
一
死
に
化
し
、
而
も
無
中
に
有
を
見
、
死
中
に
生
を
開
き
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
0
）

全
く
別
天
地
の
光
景
な
れ
ば
、
理
性
の
場
合
と
同
一
視
す
べ
か
ら
ず
」
と
語
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。

　

後
者
す
な
わ
ち
理
性
か
ら
信
性
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
ま
ず
理
性
の
徹
底
化
が
信
性
の
何
た
る
か
を
知
る
に
至
る
こ
と
を
、
次
の
文
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章
が
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
「
理
性
の
心
眼
愈
々
明
ら
か
に
な
り
た
る
と
き
は
、
宇
宙
の
活
動
霊
動
妙
動
が
即
ち
神
の
作
用
に
し
て
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
1
）

膿
に
冥
合
同
化
す
る
は
信
性
の
中
に
需
め
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
に
至
る
べ
し
」
。
そ
れ
で
は
理
性
の
限
界
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ

る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
円
了
は
、
眼
や
舌
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
理
性
は
眼
を
以
て
視
る
が
如
く
、

信
性
は
舌
を
以
て
味
う
が
如
し
、
絶
対
一
如
の
外
相
を
望
見
す
る
は
理
眼
の
力
に
し
て
、
内
情
を
感
知
す
る
は
信
舌
の
力
な
り
、
一
は

絶
対
の
真
相
を
認
め
、
一
は
一
如
の
妙
味
を
感
ず
、
此
二
者
を
総
合
し
来
り
て
、
始
め
て
宇
宙
本
膿
の
全
相
を
真
実
に
開
示
し
蓋
く
す

　
　
　
　

（
4
2
）

こ
と
を
得
べ
し
」
。
こ
の
よ
う
に
理
性
と
信
性
と
は
機
能
を
全
く
別
に
す
る
と
と
も
に
、
何
れ
か
一
方
を
欠
く
な
ら
「
宇
宙
本
髄
の
全

相
」
を
開
示
し
え
な
い
と
い
う
の
が
円
了
の
立
場
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
理
性
か
ら
信
性
へ
の
道
は
、
観
の
交
替
と
同
じ
よ
う
に
、
単
に

立
場
の
⊥
父
替
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
裏
観
論
を
含
め
て
す
べ
て
の
観
の
成
立
は
、
哲
学
の
観
方
に
属
し
、
哲
学
的
思
惟
の
進
行

と
と
も
に
交
替
し
、
転
換
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
対
し
て
理
性
か
ら
信
性
へ
の
転
換
は
、
視
る
立
場
か
ら
感
知
す
る
立
場
へ
、
思
惟
か
ら

受
容
的
な
帰
依
へ
、
テ
オ
ー
リ
ア
か
ら
プ
ラ
ク
シ
ス
へ
の
移
行
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
移
行
を
可
能
に
す
る
も
の
は
、
い
っ

た
い
何
で
あ
る
の
か
。
円
了
は
、
絶
対
（
一
如
）
の
動
き
（
妙
動
）
に
外
動
と
内
動
と
を
区
別
し
て
い
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ぽ
象
に

関
わ
る
視
そ
の
も
の
も
絶
対
の
動
き
の
中
に
取
り
こ
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
円
了
は
、
多
様
な
視
を
は
じ
め
、
理
性
や
信
性
の
す
べ

て
を
含
め
て
、
相
含
の
理
と
に
み
な
し
て
い
る
。
章
を
改
め
て
、
相
含
説
を
検
討
し
て
、
円
了
の
現
象
即
実
在
論
の
中
心
と
な
る
論
理

を
解
明
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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四

相
含
の
論
理

　
　

そ
の
限
界
を
め
ぐ
っ
て
ー

井上円了の現象即実在論

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
井
上
円
了
の
哲
学
の
究
極
的
主
題
を
な
す
と
と
も
に
、
中
心
概
念
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
相
含
」
と
い
う

概
念
で
あ
る
。
円
了
に
と
っ
て
、
相
含
と
は
、
世
界
の
真
相
の
構
造
で
あ
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
哲
学
的
言
明
が
そ
こ
に
帰
着
す
る

論
理
と
み
ら
れ
て
い
る
。
『
哲
学
新
案
』
の
最
後
か
ら
二
番
目
の
第
一
二
七
節
「
相
含
論
の
終
極
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
叙
述
が
見
出

さ
れ
る
。
「
上
来
説
き
去
り
論
じ
去
る
所
、
更
に
一
言
に
て
之
を
大
括
す
れ
ば
、
余
の
執
る
所
は
一
元
論
に
あ
ら
ず
、
二
元
論
に
あ
ら

ず
、
多
元
論
に
あ
ら
ず
、
唯
物
唯
心
に
も
あ
ら
ず
、
経
験
理
想
に
も
あ
ら
ず
、
懐
疑
独
断
に
も
あ
ら
ず
、
此
等
の
諸
論
諸
説
を
総
合
集

成
し
た
る
相
含
論
な
り
、
其
相
含
は
重
々
無
蓋
の
相
含
な
り
、
外
観
に
於
て
輪
化
無
窮
及
び
因
心
相
続
を
唱
へ
し
も
、
内
観
に
来
り
て

之
を
一
瞬
一
息
に
包
括
す
る
に
至
り
、
無
窮
と
一
瞬
と
の
相
含
あ
る
を
見
る
、
此
に
至
り
て
輪
化
説
も
因
心
説
も
や
は
り
相
含
の
一
面

に
過
ぎ
ず
と
い
う
に
帰
着
す
、
故
に
余
は
相
含
の
妙
理
は
宇
宙
大
観
の
真
相
中
の
真
相
な
り
と
信
ず
、
人
若
し
此
に
相
含
と
断
定
す
れ

ば
、
必
ず
相
含
な
ら
ず
と
の
説
を
返
響
し
来
る
べ
き
に
あ
ら
ず
や
と
難
ず
る
も
の
あ
ら
ぽ
、
余
は
其
不
相
含
と
相
含
と
が
同
じ
く
相
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
3
）

な
り
と
答
え
ん
と
す
、
是
れ
即
ち
相
含
の
重
々
無
蓋
な
る
所
以
な
り
」
。

　

相
含
と
は
、
形
式
的
に
い
え
ぽ
、
相
互
に
相
反
す
る
現
象
ま
た
は
論
理
が
、
じ
つ
は
相
互
に
含
み
あ
い
連
関
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
円
了
の
叙
述
を
厳
密
に
検
討
す
れ
ば
、
相
含
と
い
う
概
念
は
か
な
り
多
義
的
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
若
干

整
理
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
横
観
に
お
け
る
物
象
物
如
あ
る
い
は
力
象
力
元
、
ま
た
は
内
観
に
お
け

る
心
象
心
如
と
い
っ
た
、
象
如
相
含
の
場
合
と
、
横
観
に
お
い
て
物
力
相
含
、
あ
る
い
は
内
外
両
観
の
相
含
と
か
心
如
と
物
如
と
の
両
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如
相
含
と
い
わ
れ
る
場
合
と
で
は
、
同
じ
く
相
含
の
語
を
用
い
な
が
ら
も
、
相
含
関
係
の
成
立
の
仕
方
そ
の
も
の
に
決
定
的
な
相
違
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
観
の
交
替
と
い
う
円
了
の
叙
述
の
方
法
に
は
、
同
じ
も
の
が
視

方
に
よ
っ
て
別
様
に
現
わ
れ
る
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
的
性
格
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
円
了
が
物
と
心
と
の
相
関
性
を
相
含
の
語

で
言
い
か
え
て
い
る
の
は
、
決
し
て
い
わ
ゆ
る
物
心
関
係
の
構
造
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
観
方
の
相
補
関
係
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
観
と
観
と
の
あ
い
だ
に
成
り
立
つ
連
関
に
相
互
含
有
の
構
造
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
象
如
相
含
の
場
合
の
相
含
と
は
、
も
と
よ
り
観
そ
の
も
の
と
深
く
関
わ
り
あ
う
が
、
し
か
し
単
に
観
の
交

替
に
よ
っ
て
象
と
真
如
と
が
そ
れ
ぞ
れ
与
え
ら
れ
た
方
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
深
い
次
元
で
成
立
す
る
両
者
の
構

造
上
の
相
互
依
存
の
関
係
の
こ
と
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
象
如
相
含
は
い
わ
ゆ
る
観
の
成
立
そ
の
も
の
を
可
能
に
し
て

く
る
事
象
そ
の
も
の
の
構
造
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
円
了
は
、
象
如
相
含
の
構
造
そ
れ
自
体
の
解
明
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
。
但
し
解
明
の
た
め
の
手
掛
り
に
な
る
も
の

を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
第
一
節
に
お
い
て
論
及
し
た
よ
う
に
、
円
了
の
現
象
即
実
在
論
が
、
不
可
視
の
真
如
が
自
ら
を
展

開
し
、
可
視
的
な
現
象
の
世
界
を
産
み
出
す
と
い
う
、
生
命
哲
学
的
な
発
想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
真

如
の
力
が
「
物
心
両
境
を
開
き
、
万
象
万
化
を
生
ず
る
」
と
い
う
洞
察
は
、
『
哲
学
新
案
』
で
も
、
ま
ず
縦
観
論
の
「
宇
宙
活
物
論
」
や

横
観
論
の
「
因
心
因
力
説
」
に
お
い
て
も
登
場
し
、
や
が
て
裏
観
論
の
二
如
妙
動
」
の
洞
察
と
な
っ
て
生
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

円
了
は
、
相
含
の
構
造
を
真
如
が
万
象
と
化
す
る
仕
方
そ
の
も
の
に
、
す
な
わ
ち
潜
在
的
な
も
の
が
顕
在
化
し
て
く
る
仕
方
を
そ
れ
自

体
の
構
造
と
し
て
捉
え
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
が
円
了
の
現
象
即
実
在
論
の
限
界
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で

あ
る
。

　

そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
円
了
が
生
き
た
時
代
は
何
よ
り
も
西
洋
近
代
哲
学
の
受
容
が
ま
だ
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
の
時
期
で
あ
っ
て
、
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井上円了の現象即実在論

西
洋
思
想
の
理
解
が
ま
だ
未
熟
で
あ
っ
た
と
い
う
、
不
可
避
的
な
時
代
的
制
約
と
い
う
面
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
即
」
の
論
理

を
、
意
識
の
根
底
で
起
る
自
己
否
定
的
転
換
か
ら
捉
え
る
た
め
に
は
、
意
識
と
い
う
も
の
を
も
っ
と
徹
底
し
て
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
方
法
が
ま
だ
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
円
了
自
身
の
思
想
そ
の
も
の
に
、
そ
れ
以
上
徹
底
し
て

思
惟
を
深
め
る
こ
と
を
断
念
さ
せ
る
要
因
が
働
い
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
、
絶
対
す
な
わ
ち
真
如
に
直
接
触
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
4
）

る
の
は
信
性
の
機
能
で
あ
っ
て
、
理
性
は
ひ
た
す
ら
「
一
如
を
望
見
す
る
」
だ
け
で
あ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
理
性
は
つ
ま
る
と
こ

ろ
観
の
立
場
を
脱
却
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
理
性
の
立
場
で
は
、
真
如
と
い
え
ど
も
広
い
意
味
で
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
5
）

象
の
方
向
で
し
か
推
知
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
さ
ら
に
、
円
了
に
は
、
「
哲
学
の
大
勢
は
己
に
定
れ
り
」
と
い
う
楽
観
的
な
断

定
が
み
ら
れ
る
。
「
窺
に
案
ず
る
に
今
後
の
哲
学
の
研
究
は
、
科
学
の
進
歩
に
伴
い
、
其
都
度
多
少
の
修
正
を
加
え
る
を
以
て
足
れ
り
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
5
）

す
、
何
者
古
来
数
百
年
、
否
数
千
年
の
哲
学
研
究
は
、
大
艘
に
於
て
其
形
式
を
展
開
し
蓋
く
せ
り
」
と
『
哲
学
新
案
』
の
最
終
節
の
箇

所
で
円
了
は
自
ら
の
所
信
を
述
懐
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま
、
次
の
よ
う
な
実
践
的
方
向
へ
の
態
度
決
定
を
正
当
化
す
る
理

由
と
な
っ
て
い
る
。
「
哲
学
己
に
然
り
と
せ
ば
、
将
来
吾
人
の
専
ら
蓋
痒
す
べ
き
顯
は
、
宗
教
及
び
論
理
の
実
践
的
方
向
に
あ
り
、

（
4
5
）

…
…
」
。

　

こ
の
よ
う
に
、
円
了
の
哲
学
は
観
の
立
場
を
越
え
る
も
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
見
る
」
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
理
論
と
実

践
、
認
識
と
行
為
と
を
区
別
す
る
枠
組
に
縛
ら
れ
、
そ
の
限
り
で
哲
学
的
思
惟
そ
の
も
の
が
プ
ラ
ク
シ
ス
で
あ
る
と
い
う
自
覚
に
ま
で

達
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
自
覚
へ
の
道
を
用
意
す
る
、
一
種
の
生
命
哲
学
的
な
方
向
を
内
に
含
ん
で
い
る
こ
と
は
否
め
な

い
。
近
代
日
本
に
お
け
る
現
象
即
実
在
論
の
そ
の
後
の
展
開
を
追
う
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
円
了
の
哲
学
の
中
で
な
お
未
展
開
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
方
向
が
、
や
が
て
西
田
幾
多
郎
の
二
般
者
の
自
己
限
定
」
の
思
想
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
展
開
さ
れ
て
く
る
の
を
見
届

け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
西
田
は
、
西
洋
近
代
の
哲
学
に
対
す
る
確
実
な
理
解
や
、
禅
の
実
践
を
介
し
た
行
為
へ
の
深
い
自
覚
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を
と
お
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
て
い
る
「
経
験
」
そ
の
も
の
に
立
ち
帰
り
、
さ
ら
に
、
経
験
を
貫
い
て
作
用
す
る
一
般　

0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

者
の
自
覚
的
自
己
限
定
の
働
き
を
能
う
限
り
論
理
化
し
よ
う
と
し
た
。
円
了
が
相
含
の
論
理
と
し
て
語
っ
た
も
の
を
、
い
わ
ぽ
作
用
面

か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
日
、
西
田
の
こ
の
試
み
を
、
十
九
世
紀
後
半
よ
り
現
在
に
ま
で
及
ん
で
い
る
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
4
6
）

代
思
想
の
自
己
変
革
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
、
改
め
て
そ
の
意
義
を
検
討
し
て
み
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
近
代
自

然
科
学
に
よ
る
自
然
の
等
質
的
合
理
化
や
近
代
哲
学
に
よ
る
そ
の
物
心
二
元
論
的
な
基
礎
づ
け
な
ど
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
て
い
た
、
人

間
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
た
経
験
の
次
元
を
、
そ
の
多
層
化
さ
れ
た
構
造
に
即
し
て
生
き
生
き
と
し
た
姿
に
お
い
て
取
り
出
す
こ
と
、
さ

ら
に
そ
の
深
層
に
見
出
さ
れ
る
右
機
的
生
命
の
働
き
を
配
慮
し
つ
つ
人
間
の
世
界
理
解
や
自
己
理
解
を
全
体
的
に
見
直
す
こ
と
、
こ
れ

ら
の
現
代
の
哲
学
の
課
題
を
前
に
し
て
、
東
洋
の
伝
統
と
西
洋
近
代
思
想
の
受
容
と
の
あ
い
だ
に
立
っ
て
両
者
を
生
か
そ
う
と
苦
斗
し

て
き
た
先
輩
た
ち
の
遺
産
に
、
も
う
一
度
光
り
を
当
て
て
み
る
こ
と
は
、
是
非
と
も
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
意

図
の
も
と
で
な
さ
れ
た
、
し
か
し
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
に
と
ど
ま
る
試
み
に
す
ぎ
な
い
。
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