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17　ニヒリズムの克服の問題

　
二
十
世
紀
末
の
現
在
は
、
正
に
哲
学
の
転
換
期
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
五
年

に
一
回
の
間
隔
で
開
催
さ
れ
て
き
て
い
る
国
際
哲
学
会
連
盟
の
、
一
九
九
三
年

の
モ
ス
ク
ワ
で
の
第
十
九
回
世
界
大
会
の
テ
ー
マ
も
、
“
哲
学
の
転
換
期
に
お
け

る
人
類
”
で
あ
っ
た
。
こ
の
転
換
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
か

は
、
そ
れ
を
考
え
、
理
解
す
る
人
が
ど
の
よ
う
な
文
化
圏
に
育
ち
、
ど
の
よ
う

な
生
き
方
を
し
、
ど
の
よ
う
な
環
境
に
育
っ
て
き
た
か
に
よ
っ
て
も
色
々
に
相

違
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
一
九
九
三
年
八
月
一
二
日
か
ら
二
八
日

迄
の
世
界
大
会
に
お
い
て
も
、
世
界
中
の
人
々
が
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
自
ら

の
転
換
の
理
解
と
そ
の
克
服
と
、
解
決
の
た
め
の
新
し
い
方
向
の
試
み
を
率
直

に
述
べ
合
っ
た
。

　
小
論
に
お
い
て
は
、
八
月
二
四
日
に
こ
の
世
界
大
会
で
研
究
発
表
し
た
内
容

を
中
心
に
し
て
、
こ
の
転
換
の
内
容
、
意
味
、
方
向
等
を
考
察
し
て
み
た
い
。

そ
の
際
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
の
約
二
五
〇
〇
年
の
哲
学
の
重
要
な
テ

ー
マ
で
あ
っ
た
自
然
と
人
間
と
超
越
の
次
元
と
を
、
更
に
現
代
に
お
い
て
は
無

視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
の
次
元
と
を
介
し
て
、
哲
学
の
転
換
の
必
然
性

の
問
題
を
究
明
し
て
み
た
い
。

　
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
ら
四
領
域
は
、
中
世
末
ま
で
は
、
い
ず

れ
か
一
領
域
を
頂
点
と
し
て
他
の
領
域
は
そ
の
下
に
統
一
的
に
見
ら
れ
て
、
何

と
か
全
体
的
、
根
源
面
一
の
側
面
と
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
き
た
と
理
解
さ
れ

得
る
し
、
四
領
域
が
そ
れ
ぞ
れ
に
ば
ら
ば
ら
に
分
裂
し
切
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
も
全
体
と
し
て
は
生
じ
得
な
か
っ
た
と
言
い
得
る
。
し
か
し
、
イ
タ
リ
ア

に
端
を
発
す
る
近
世
の
初
頭
の
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
、
人
間
の
領
域
も
、
自
然
の

領
域
も
超
越
の
次
元
も
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
は
歴
史
の
領
域
も
、
他
の
領
域

と
の
連
関
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
領
域
の
究
明
、
分
化
に
の
み
熱
中
し
て

い
る
感
が
あ
る
。

　
現
代
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
自
然
科
学
・
技
術
が
極
度
に
発
展
し
て
い
る

が
、
そ
の
た
め
か
現
代
に
お
け
る
自
然
の
探
求
は
、
自
然
科
学
的
・
技
術
的
な

自
然
の
探
求
の
み
で
足
れ
り
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
真
の
自
然
究
明
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が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
あ
る
い
は
歴
史
観
を
み
て
も
、
過
去
か
ら

未
来
へ
の
方
向
か
、
あ
る
い
は
逆
に
将
来
か
ら
過
去
へ
と
流
れ
て
ゆ
く
時
を
考

え
て
い
る
将
来
的
な
終
末
論
と
い
う
歴
史
観
が
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
の

歴
史
観
も
結
局
は
こ
の
後
者
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
一
支
配
的
で
あ
っ

て
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
、
あ
る
い
は
禅
に
お
け
る
よ
う

に
、
瞬
間
に
お
け
る
時
の
充
実
と
い
う
視
点
か
ら
歴
史
を
考
え
る
こ
と
が
稀
で

あ
る
。
ま
た
、
超
越
の
次
元
に
関
し
て
も
、
実
体
的
有
の
神
の
死
に
よ
っ
て
虚

無
が
露
わ
と
な
り
、
こ
の
虚
無
体
験
か
ら
立
ち
直
っ
て
い
な
い
の
が
現
代
で
あ

る
と
も
言
い
う
る
。
更
に
は
、
人
間
の
本
質
と
実
存
の
両
側
面
の
根
源
で
あ
る

生
の
立
場
を
究
め
、
↓
切
の
存
在
者
を
も
そ
の
内
に
包
み
込
む
生
の
立
場
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
現
代
に
お
け
る
地
球
の
、
延
い
て
は
宇
宙
の
救
済
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
後
で
詳
論
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
四
領
域
に
お
け
る
両
極
性
は
、
本
来
は
根

源
的
一
と
、
絶
対
に
矛
盾
し
、
対
立
し
な
が
ら
も
、
根
源
的
に
は
自
己
同
一
的

に
成
り
立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
根
源
的
］
の
立
場
と
、
こ
の
分
化
、
分
裂
し

た
次
元
と
し
て
の
多
の
世
界
（
こ
こ
で
は
四
つ
の
領
域
）
と
は
、
本
来
的
に
は

相
即
的
、
自
己
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
筈
の
関
係
に
あ
る
が
、
人
間
自
体

が
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
、
絶
対
的
に
対
立
し
、
矛
盾
し
な
が
ら
も

自
己
同
↓
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
が
故
の
形
而
上
学
的
存
在
で
あ

る
た
め
に
、
一
方
の
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
た
り
、
偏
重
さ
れ
た
り
す
る
。
現

代
は
、
多
の
側
面
、
分
裂
の
側
面
の
み
が
重
視
さ
れ
て
、
根
源
的
一
の
立
場
は

全
く
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
一
か
ら
多
へ
の
分
化
、
分
節
と
、
多
か

ら
根
源
今
一
へ
の
帰
還
は
、
本
来
的
に
は
相
即
的
で
あ
り
、
自
己
同
一
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
で
あ
る
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
プ
ユ
シ
ス

ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
自
然
の
本
質
と
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
お
の
ず
か
　
　
し

根
源
的
一
が
、
”
自
ら
然
か
成
る
”
と
い
う
仕
方
で
分
化
、
分
節
し
て
多
の
世

界
へ
と
展
開
し
て
も
、
相
即
的
に
そ
れ
が
ま
た
同
時
に
多
か
ら
根
源
三
一
へ
の

帰
還
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
先
に
述
べ
た
人
間
の
形
而
上
学
的
特
質
の
故

に
、
生
じ
る
。
根
源
的
に
言
え
ば
、
こ
れ
が
既
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
一
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ね
ん

ら
多
へ
の
分
節
と
、
多
か
ら
一
へ
の
帰
還
と
が
相
即
的
に
、
自
然
な
仕
方
で
性

起
し
な
い
時
に
は
、
そ
こ
に
既
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
露
現
し
て
い
る
。
と
い
う
の

も
、
こ
の
相
即
性
、
自
己
同
一
性
が
妨
害
さ
れ
る
時
に
は
、
い
ず
れ
か
一
方
、

即
ち
、
一
の
側
面
か
多
の
側
面
か
が
調
和
を
破
っ
て
偏
重
さ
れ
た
り
、
等
閑
視

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
生
の
目
的
と
か
意
味
が
喪
失
さ
れ

て
、
創
造
的
な
生
の
営
み
と
し
て
の
力
動
的
な
形
成
作
用
が
歪
曲
さ
れ
る
の
み

な
ら
ず
、
時
が
満
ち
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
と
多

の
関
係
の
歪
曲
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
動
く
早
い
時
期
に
既
に
生
じ
て
い

る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
も
指
摘
す
る
如
く
、
既
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
始
ま
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と

も
で
き
る
。
勿
論
、
世
界
的
現
象
と
し
て
世
界
的
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
自
覚
さ
れ
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る
よ
う
に
な
る
の
は
、
’
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
予
言
以
後
の
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
先
見
の
明
の
あ
る
、
根
源
的
に
思
索
す
る
哲
学
者
は
、
古
今

を
問
わ
ず
、
い
つ
の
時
代
に
も
存
す
る
。

　
さ
て
、
先
に
触
れ
た
自
然
と
人
間
と
超
越
の
次
元
と
歴
史
の
次
元
と
は
、
現

代
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
連
関
し
、
今
後
そ
れ
ら
の
領
域
は
ど
の
よ
う
に
発

展
し
て
行
き
、
そ
し
て
ま
た
ど
の
よ
う
に
根
源
専
一
に
同
時
に
帰
還
し
て
ゆ
く

べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
現
実
の
世
界
を
ど
う
受
け
取
り
直
せ

ば
、
私
た
ち
は
真
実
在
の
世
界
に
触
れ
、
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
以
上
の
問
題
を
哲
学
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
場
合
の
“
哲
学
的
”

と
は
、
現
実
の
世
界
を
ど
う
ず
れ
ば
真
実
在
の
世
界
と
し
て
新
た
に
受
け
取
り

直
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
反
省
し
、
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
反
省
と
自
覚
の
根
源
に
は
、
そ
こ
に
お
い
て
初
め
て
、
現
実

の
世
界
が
真
実
在
の
世
界
と
し
て
受
け
取
り
直
さ
れ
る
よ
う
な
、
絶
対
の
無
限

の
開
け
が
開
け
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う

の
も
、
そ
こ
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
、
絶
対
の
転
換
が
可
能
と
な
る
自
我
の
大

死
を
経
、
本
来
の
自
己
に
目
ざ
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

四
領
域
に
お
け
る
各
両
極
性
の
必
然
性

　
J
・
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
文
学
的
に
、
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
哲
学
的
に
「
神

の
死
」
が
語
ら
れ
て
以
来
、
プ
ラ
ト
ン
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
彼
岸
的
・
背
後

世
界
的
、
あ
る
い
は
実
体
的
な
有
の
真
理
（
酬
涼
黛
〔
原
型
〕
、
。
Ψ
黙
黛
〔
本
質
〕
、

臥
き
偽
〔
形
相
〕
）
は
、
も
は
や
妥
当
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
現
象

界
の
外
か
ら
こ
の
現
象
界
を
支
配
、
統
治
す
る
単
に
人
格
的
に
理
解
さ
れ
る
キ

リ
ス
ト
教
の
神
と
い
う
も
の
も
、
現
実
性
を
欠
い
た
も
の
と
な
っ
て
き
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
真
理
や
神
が
占
め
て
い
た
位
置
に
、
虚
無

が
露
わ
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
現
象
界
に
属
す
る
事
柄
や
実
存
的
出
来
事
を
一
切
捨
象
し

て
、
存
在
す
る
も
の
の
本
質
の
み
を
重
視
し
、
後
者
の
う
ち
に
の
み
真
理
を
求

め
よ
う
と
し
て
き
た
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
の
当
然
行
き
着
く
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
用
語
に
従
え
ば
、
有
る
も
の
の
有
（
α
器
ω
①
ぎ

自
Φ
ω
ω
虫
①
巳
Φ
コ
）
に
の
み
、
哲
学
的
思
索
が
係
わ
っ
て
、
有
そ
の
も
の
（
α
Φ
ω
ω
①
ぎ

ω
Φ
♂
珍
）
に
そ
れ
が
携
わ
ら
な
か
っ
た
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
東
洋

の
絶
対
無
の
哲
学
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
人
間
に
お
け
る
、
本
質
（
Φ
ω
ω
Φ
馨
芭

と
実
存
（
①
×
一
ω
什
Φ
口
け
儲
口
）
と
の
、
自
然
の
領
域
に
お
け
る
、
自
然
科
学
的
自
然
と

純
実
在
的
・
詩
的
自
然
と
の
、
超
越
の
次
元
に
お
け
る
、
実
体
的
有
と
虚
無
と

の
、
そ
し
て
歴
史
の
次
元
に
お
け
る
、
無
限
に
進
歩
の
道
を
歩
み
続
け
よ
う
と

す
る
歴
史
と
キ
リ
ス
ト
教
的
な
将
来
的
終
末
論
と
の
、
根
源
の
次
元
と
し
て
の
、

こ
れ
ら
の
両
極
性
の
根
源
的
場
の
開
け
へ
と
、
即
ち
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
へ

と
開
け
て
行
か
な
か
っ
た
帰
結
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
事
実
を
、
人
間
と
神
と
自
然
と
歴
史
と
の
四
領
域
に
お
い
て
簡
単
に
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概
観
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
、
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
に
端

を
発
す
る
人
道
・
王
義
は
、
神
や
自
然
や
歴
史
の
次
元
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
存

在
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
本
質
の
み
を
解
明
し
よ
う
と
し
、
他
領
域
と
の

連
関
を
失
っ
て
ゆ
く
人
道
主
義
は
、
や
が
て
頽
廃
の
末
路
へ
と
早
晩
陥
っ
て
ゆ

か
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
他
領
域
と
の
連
関
を
失
っ
た
人

間
中
心
主
義
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
文
化
は
、
形
の
世
界
の
み
に
執
着
し
て
い
て
、

形
な
き
も
の
を
見
失
い
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
こ
う
と
は
し
な
い
と
こ
ろ
が

ら
生
ま
れ
て
き
て
い
る
為
に
、
生
命
を
欠
き
、
「
万
物
の
心
」
を
見
失
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ね
ん

か
ら
で
あ
る
。
大
自
然
の
自
然
を
失
い
、
自
然
な
る
自
然
を
切
り
捨
て
、
超
越

の
次
元
を
等
閑
視
し
、
時
の
充
実
を
自
覚
し
な
い
文
化
は
、
根
な
し
草
と
し
て

萎
え
る
他
に
道
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
十
五
、
六
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
か
ら
の
宗
教

改
革
の
動
き
や
、
こ
れ
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
か
ら
の
反
宗
教
改
革
の
道

は
、
人
間
や
自
然
や
歴
史
と
の
生
き
た
関
係
を
失
っ
て
、
神
や
超
越
の
次
元
の

探
求
を
細
々
と
続
け
、
や
が
て
、
こ
の
現
実
の
世
界
と
は
何
ら
重
要
な
関
係
を

持
た
な
い
独
善
的
な
空
想
の
世
界
、
頽
廃
的
な
虚
無
の
世
界
へ
と
陥
っ
て
ゆ
く

他
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
自
然
を
見
て
も
、
人
間
を
見
て
も
、
す
べ
て
に
絶
対

の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
神
と
の
、
絶
対
に
矛
盾
、
対
立
し
な
が
ら
も
自
己
同

一
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
心
の
姿
を
そ
こ
に
見
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の

よ
う
な
超
越
の
次
元
は
、
や
が
て
虚
無
と
化
す
か
ら
で
あ
る
。

　
更
に
は
、
十
七
、
八
世
紀
の
急
速
な
自
然
科
学
・
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
、

人
間
や
神
や
歴
史
の
次
元
か
ら
全
く
切
り
離
さ
れ
た
自
然
の
領
域
の
探
求
は
、

自
然
の
荒
廃
や
頽
廃
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
自
然
を
単
に
対
象
化
、
客
観

化
し
て
み
て
、
そ
の
底
に
絶
対
の
無
限
の
開
け
が
開
け
て
い
る
開
け
と
の
つ
な

が
り
を
切
り
捨
て
〉
し
ま
う
場
合
に
は
、
自
然
は
深
淵
と
し
て
の
根
拠
、
根
底

の
な
い
も
の
と
化
し
、
生
け
る
自
然
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
更
に
ま
た
、
歴
史
の
領
域
に
お
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
生
じ
る
。
こ
こ
で

ヘ
ー
ゲ
ル
を
例
に
挙
げ
て
み
れ
ば
、
絶
対
精
神
と
し
て
の
神
が
自
発
自
照
的
に

自
己
展
開
し
て
ゆ
く
思
弁
的
な
神
の
自
由
に
繰
り
拡
げ
て
ゆ
く
歴
史
一
し
か

も
こ
の
歴
史
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
に
完
成
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
一

は
、
こ
の
対
極
的
な
歴
史
理
解
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
的
な
、
人
格

的
な
神
に
よ
っ
て
歴
史
は
支
配
さ
れ
て
い
る
と
す
る
歴
史
観
と
共
に
、
没
落
し

て
ゆ
く
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
両
極
的
な
歴
史
観
は
、
こ
れ
ら
の
区
別
が

そ
こ
か
ら
出
て
く
る
と
こ
ろ
の
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ぼ
根
源
の
次
元
、
開
け
と
し

て
の
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
の
究
明
と
同
時
に
初
め
て
、
常
に
永
遠
に
触
れ
、

永
遠
に
根
拠
づ
け
ら
れ
得
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
絶
対
の

無
限
の
開
け
か
ら
は
、
過
去
か
ら
現
在
を
経
て
未
来
へ
と
い
わ
ば
川
の
水
の
如

く
に
流
れ
ゆ
く
時
の
流
れ
と
し
て
の
年
代
記
的
歴
史
観
も
出
て
く
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
逆
に
真
実
在
の
歴
史
は
、
こ
れ
ら
の
種
種
の
歴
史
観
の
複
雑
に

交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
開
け
て
い
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
の
う
ち
に
露
わ
と
な
つ
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て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
論
述
か
ら
も
多
少
見
え
て
く
る
よ
う
に
、
真
実
在
の
世
界
に
お
い
て

は
、
先
に
挙
げ
て
き
た
四
つ
の
領
域
の
そ
れ
ぞ
れ
の
両
極
性
　
　
両
極
の
間
に

は
、
あ
る
意
味
で
は
無
限
に
分
析
的
に
諸
段
階
の
区
別
を
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
が
一
が
否
定
的
契
機
と
な
っ
て
越
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
従
っ
て
、
絶
対
の

無
限
の
開
け
に
お
い
て
は
、
各
両
極
性
が
複
雑
に
そ
の
う
ち
で
絶
対
に
矛
盾
、

対
立
し
な
が
ら
も
自
己
同
一
的
に
相
互
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
次
章
で
詳
論
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

　
さ
て
、
次
に
、
こ
こ
で
は
、
人
間
と
超
越
の
次
元
（
神
、
仏
等
）
と
自
然
と

歴
史
と
い
う
四
つ
の
領
域
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
の
克
服
の

方
向
を
簡
単
に
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
人
間
の
究
明
に
つ
い
て

は
、
入
間
の
本
質
の
探
求
は
、
そ
の
対
極
と
し
て
の
人
間
の
実
存
の
探
求
を
要

請
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
人
間
の
全
体
像
、
全

人
的
あ
り
方
と
し
て
の
人
間
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
先
ず
人
間
の
本
質

（
Φ
ω
ω
Φ
コ
鼠
餌
）
の
側
面
が
、
現
象
面
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
弁
的
に
究
め

ら
れ
て
き
た
。
こ
の
傾
向
は
、
近
世
初
頭
の
デ
カ
ル
ト
の
”
自
我
”
と
し
て
の

個
の
確
立
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
、
更
に
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
お
け
る
“
コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
的
転
換
”
に
よ
る
”
主
観
と
客
観
の
分
裂
”
の
確
立
に
よ
っ
て
更
に
確

固
た
る
も
の
と
な
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
っ
て
そ
の
頂
点
に
至
る
。
し
か
し
、
そ

の
対
極
と
し
て
の
人
間
の
実
存
面
の
探
求
も
、
西
欧
の
哲
学
に
お
い
て
皆
無
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
既
に
早
く
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
人
格
的
、
人
格

論
的
思
索
の
中
に
、
あ
る
い
は
中
世
の
神
秘
主
義
の
中
に
、
人
間
の
実
存
の
側

面
へ
の
、
就
中
人
間
の
意
志
の
側
面
へ
の
究
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
は
、
本
質
と
実

存
と
い
う
現
代
に
お
け
る
重
要
な
二
極
性
の
相
即
性
の
要
請
乃
至
自
覚
の
問
題

が
、
既
に
自
覚
的
に
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
神

学
の
方
で
は
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
や
ド
ゥ
ン
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
や
ル
タ
ー
や
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
主
義
に
お
い
て
、

人
間
の
実
存
の
側
面
の
深
い
究
明
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
存
と
い
う
言
葉

自
体
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
後
に
術
語
化
す
る
が
、
事
柄
そ

の
も
の
は
、
既
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
や
旧
約
聖
書
の
中
に
す
ら
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
認
識
論
に
お
い
て
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
を
確
固
た
る
も
の
と

し
た
カ
ン
ト
も
、
人
間
の
魂
の
不
死
や
神
の
存
在
の
要
請
と
、
道
徳
法
則
と
人

間
の
自
由
意
志
と
の
（
前
者
の
後
者
に
対
す
る
認
識
根
拠
と
後
者
の
前
者
に
対

す
る
存
在
根
拠
）
相
互
的
関
係
に
基
づ
く
人
間
の
意
志
の
自
律
の
確
立
と
い
う

三
者
か
ら
、
人
間
に
お
け
る
実
践
理
性
の
純
粋
理
論
理
性
に
対
す
る
優
位
を
お

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
実
存
的
側
面
の
深
い
究
明
を
残
し
て
い
る
。
カ
ン

ト
は
そ
の
上
、
宗
教
論
に
お
い
て
は
人
間
に
お
け
る
悪
の
問
題
を
、
た
と
い
単

な
る
理
性
の
限
界
の
範
囲
内
に
お
い
て
で
あ
る
に
し
て
も
　
　
深
く
追
及
し
、
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ま
た
『
第
三
批
判
』
（
『
判
断
力
批
判
』
）
に
お
い
て
は
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性

の
い
わ
ば
根
源
と
言
い
得
る
よ
う
な
一
種
の
開
け
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
人
間
に
お
け
る
本
質
の
側
面
と
実
存
の
側
面
が
、
そ
れ
ぞ

れ
分
析
的
に
解
明
さ
れ
て
く
る
途
上
に
お
い
て
は
、
詳
論
す
る
い
と
ま
は
な
い

が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
や
カ
ン
ト
に
お
い
て
既
に
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
質

と
実
存
と
の
い
わ
ば
根
源
で
あ
る
よ
う
な
絶
対
の
無
限
の
開
け
が
、
当
該
の
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
ず
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
な

学
者
た
ち
の
問
題
意
識
や
自
覚
と
は
別
に
、
自
ら
然
か
成
る
よ
う
な
事
柄
自
体

の
動
き
、
作
用
、
働
き
と
し
て
開
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て

は
、
既
に
ニ
ー
チ
ェ
や
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
や
西
田
幾
多
郎
以
来
の
問

題
意
識
と
し
て
、
思
惟
や
思
索
の
二
元
性
や
両
極
性
の
克
服
は
、
意
図
的
、
自

覚
的
に
な
っ
て
い
る
と
言
い
得
る
が
、
身
体
的
自
己
や
行
為
的
自
己
を
中
心
に

お
い
て
の
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
露
わ
と
な
る
は
、
ど
ん
な
に
早
く
と
も
、

J
．
パ
ウ
ロ
や
ニ
ー
チ
ェ
、
あ
る
い
は
A
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
以
後
の
哲
学

に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
行
為
的
自
己
と
か
身
体
的
自
己
に
お
い
て
で
は
な
く
し
て
思
弁
の
領

域
に
お
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
、
理
論
理
性
に
傾
き
す
ぎ
た
時
期
の
シ

ェ
リ
ン
グ
の
思
想
や
逆
に
実
践
理
性
に
優
位
を
お
き
す
ぎ
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想

や
、
あ
る
い
は
両
理
性
の
根
源
的
一
の
面
が
定
か
と
は
言
い
切
れ
な
い
カ
ン
ト

の
思
想
の
修
正
と
し
て
樹
立
さ
れ
た
】
元
的
な
哲
学
体
系
が
存
す
る
。
た
と
い

思
弁
の
領
域
に
お
い
て
で
は
あ
れ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
一
元
論
の
試
み
、
つ
ま

り
絶
対
理
念
と
し
て
の
神
の
自
発
自
習
的
に
展
開
し
た
も
の
と
し
て
の
、
超
越

の
次
元
と
自
然
の
領
域
と
精
神
と
し
て
絶
対
理
念
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
人

間
の
精
神
の
領
域
の
　
元
論
的
哲
学
の
試
み
の
、
後
世
に
与
え
た
尽
大
な
影
響

は
、
測
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
実
在
の
究

明
、
し
か
も
現
実
の
世
界
が
そ
の
ま
》
真
実
在
の
世
界
と
し
て
受
け
取
り
直
さ

れ
る
た
め
に
は
、
理
の
世
界
に
お
け
る
、
ま
た
事
の
世
界
に
お
け
る
、
そ
し
て

ま
た
理
と
事
の
相
即
性
の
世
界
に
お
け
る
真
実
在
の
世
界
の
、
そ
し
て
ま
た
現

実
の
世
界
の
、
分
析
的
解
明
と
同
時
に
、
総
合
的
、
統
合
的
な
究
明
と
、
こ
れ

ら
両
者
を
根
源
的
な
開
け
か
ら
、
つ
ま
り
絶
対
の
無
限
の
開
け
か
ら
自
我
の
大

死
に
よ
る
非
思
量
の
思
量
に
よ
る
全
体
の
構
造
の
明
化
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
少
な
く
と
も
理
の
世
界
か
ら
そ
れ
を
な
し
遂
げ
て
い
る

と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
一
つ
の
試
み
と
し
て
で
は
あ
る
が
。

　
こ
れ
に
対
し
て
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
人
間
の
実
存
の
立
場
か
ら
、
や
は

り
す
べ
て
を
一
元
論
的
に
断
片
と
し
て
の
哲
学
と
し
て
一
つ
の
試
み
を
開
示
し

て
い
る
。
こ
の
試
み
は
、
事
の
世
界
か
ら
の
一
つ
の
試
み
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
理
と
事
の
い
わ
ば
根
源
か
ら
、
し
か
も
自
我

の
大
死
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ば
非
思
量
の
思
量
に
よ
っ
て
絶
対
の
無
限

の
開
け
か
ら
の
哲
学
体
系
の
樹
立
を
試
み
た
の
が
、
西
田
幾
多
郎
や
西
谷
啓
治

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
東
洋
の
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
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あ
ろ
う
。
し
か
し
、
東
洋
の
哲
学
と
言
っ
て
も
、
東
洋
に
し
か
可
能
で
な
い
と

い
う
意
味
に
お
い
て
の
東
洋
の
哲
学
で
は
な
く
、
東
洋
に
お
い
て
深
く
究
め
ら

れ
た
と
い
う
意
味
で
の
東
洋
の
哲
学
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
や
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
や
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
絶
対
の
無
限
の
開
け
ば
開
け
て
い

る
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
両
極
性
、
二
元
性
を
自
ら
の
内
に
包
み
込

み
な
が
ら
そ
れ
ら
の
根
源
か
ら
非
思
量
の
思
量
に
よ
っ
て
思
索
す
る
と
い
う
無

限
性
と
絶
対
の
自
己
否
定
を
も
そ
の
内
に
包
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
の

絶
対
の
無
限
の
開
け
（
絶
対
無
）
を
自
覚
的
に
開
示
し
て
い
る
の
は
、
東
洋
の

先
に
挙
げ
た
二
哲
学
者
に
お
い
て
顕
著
な
の
で
あ
る
。
今
後
の
見
通
し
と
し
て

は
、
勿
論
日
本
の
み
に
限
ら
ず
、
欧
米
や
中
国
や
韓
国
や
イ
ン
ド
等
々
の
多
く

の
国
々
か
ら
絶
対
の
無
の
哲
学
が
出
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
し
、
ま
た
そ

れ
が
大
い
に
望
ま
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
理
解
さ
れ
る
絶
対
無
は
、
自
然
と
人
間
と
超
越

の
次
元
と
歴
史
の
次
元
と
の
い
ず
れ
に
も
開
け
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の

四
領
域
一
あ
る
い
は
幾
つ
か
の
領
域
へ
と
細
分
化
さ
れ
よ
う
と
も
　
　
が
絶

対
に
対
立
し
、
矛
盾
し
な
が
ら
も
根
源
的
に
一
で
あ
る
、
つ
ま
り
自
己
同
一
的

で
あ
る
こ
と
を
可
能
と
な
ら
し
め
る
開
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の

神
が
、
西
田
幾
多
郎
や
田
辺
元
に
お
い
て
も
そ
う
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

絶
対
の
無
と
理
解
さ
れ
る
場
合
に
は
、
人
間
の
心
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
万

物
の
心
に
お
い
て
も
絶
対
の
無
限
の
開
け
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

人
間
に
も
万
物
に
も
神
の
像
が
、
即
ち
絶
対
の
無
限
の
開
け
が
刻
ま
れ
て
い
る

と
い
う
事
が
で
き
る
。
即
ち
、
神
の
像
（
巨
鋤
Φ
q
①
∪
Φ
一
）
と
し
て
。

　
右
に
述
べ
た
意
味
に
お
い
て
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
絶
対
無
の
思

想
の
今
後
に
お
け
る
重
要
さ
は
、
ど
れ
丈
強
調
さ
れ
て
も
、
強
調
さ
れ
す
ぎ
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
超
越
の
次
元
の
究
明
に
お
い
て
は
、
単
に
人
格
的
な
神
の
、
あ
る

い
は
単
に
実
体
的
な
神
の
強
調
は
、
先
ず
、
こ
の
対
極
と
し
て
の
、
ニ
ー
チ
ェ

の
「
神
の
死
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
虚
無
を
解
明
す

る
こ
と
を
要
請
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
の
み
で
は
、
超
越
の
次
元
は
根
源
的
に

は
理
解
さ
れ
得
な
い
。
超
越
の
次
元
の
理
解
は
、
先
述
の
両
極
性
の
根
源
と
も

な
っ
て
い
る
「
人
格
的
に
し
て
非
人
格
的
な
神
」
（
西
谷
啓
治
著
『
宗
教
と
は
何

か
』
第
二
章
参
照
）
－
他
に
も
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神
が
挙

げ
ら
れ
る
一
を
成
り
立
た
せ
る
よ
う
な
根
源
的
な
場
の
開
け
で
の
、
分
析
的

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
総
合
的
な
神
の
究
明
を
要
請
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

よ
う
な
根
源
的
な
場
の
開
け
ば
、
超
越
の
次
元
、
人
間
と
自
然
と
歴
史
の
次
元

と
の
一
で
あ
る
と
こ
ろ
に
開
け
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
超
越
の
次
元
は
、
上

に
述
べ
た
四
つ
の
領
域
の
一
で
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
、
真
に
生
き
た
超

越
の
次
元
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
三
領
域

と
何
ら
の
関
係
を
も
持
た
な
い
超
越
の
次
元
が
も
し
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
、
人
間
や
自
然
や
歴
史
の
次
元
に
何
ら
の
意
味
を
も
持
ち
得
な
い
単
な
る
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夢
の
世
界
か
、
思
弁
の
世
界
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
超
越
の
次
元
が
真
に
そ

れ
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
は
、
他
の
三
領
域
を
自
ら
の
う
ち
に
包

み
込
み
、
こ
れ
ら
三
領
域
を
基
礎
づ
け
、
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
超
越
の
次
元
の
探
求
は
、
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
に
お
い

て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
専
ら
最
高
に
し
て
神
的
な
る
有

と
し
て
の
神
へ
の
探
求
と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
プ
ラ
ト
ン
的
・
キ
リ
ズ
ト
教
的
な
彼
岸
的
・
背
後
世
界
的
に
理
解
さ
れ
る
神

は
、
“
神
は
死
ん
だ
”
と
い
う
先
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
も
は
や
妥
当
し
な
い
の

で
あ
る
。
現
代
に
生
き
た
神
と
は
、
無
機
的
な
関
係
、
有
機
的
関
係
の
世
界
の

み
な
ら
ず
、
相
対
性
理
論
や
不
確
定
原
理
や
量
子
理
論
を
も
経
て
き
て
い
る
現

代
の
物
理
学
の
世
界
を
も
そ
の
う
ち
に
包
み
込
み
得
る
よ
う
な
、
従
っ
て
、
人

格
性
と
非
人
格
性
の
根
源
に
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
、
い
や
そ
れ
の
み
な
ら

ず
　
切
の
両
極
性
や
二
元
性
を
も
そ
の
内
に
成
り
立
た
し
め
得
る
よ
う
な
、
絶

対
の
無
限
の
開
け
（
絶
対
無
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
も
見

た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
も
、
そ
こ
に
何
ら

の
矛
盾
も
生
じ
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
格
的
な
神
は
、
絶
対
の

無
限
の
開
け
と
し
て
の
絶
対
無
に
、
即
ち
無
二
の
底
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
時
に
、

初
め
て
本
来
的
に
人
格
的
な
神
と
し
て
働
き
う
る
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
既
に
M
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
見
出
さ
れ
る
神
性
の
理
解
で
あ
る

と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
他
の
極
と
し
て
の
虚
無
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
・
キ
リ
ス
ト
教
な
彼
岸
的
・

背
後
世
界
的
な
超
越
の
次
元
と
か
神
と
か
が
も
は
や
妥
当
し
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
後
に
、
す
べ
て
の
存
在
者
が
一
度
は
通
り
過
ぎ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
こ
ろ
の
、
か
つ
て
は
右
の
よ
う
な
神
が
位
置
し
て
い
た
が
、
今
や
空
虚
と

な
っ
た
い
わ
ば
愚
草
で
あ
る
。
こ
の
虚
無
を
通
り
抜
け
て
行
け
ば
、
最
後
的
に

は
絶
対
の
無
限
の
開
け
へ
と
開
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
虚
無
に
ど
こ
迄
も
踏

み
と
ど
ま
ろ
う
と
し
て
、
い
わ
ば
虚
無
を
自
己
を
守
る
城
壁
と
す
る
場
合
に
は
、

自
己
は
悪
魔
的
な
も
の
へ
と
閉
じ
込
も
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、

心
は
、
自
我
の
内
へ
と
閉
じ
ら
れ
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
へ
と
開
か
れ
て
ゆ
く

こ
と
が
な
い
。
虚
無
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
時
に
は
、
自
我
は
末
だ
破
れ

て
い
な
い
の
で
、
自
我
は
自
我
が
死
ぬ
こ
と
の
な
い
よ
う
に
最
後
的
な
強
硬
な

手
段
を
用
い
よ
う
と
す
る
。
自
我
が
大
死
を
経
て
本
来
的
な
自
己
に
目
ざ
め
な

い
限
り
は
、
人
間
は
真
の
自
己
に
お
け
る
自
由
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

↓
面
で
は
、
虚
無
を
最
後
ま
で
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
面
で
は
虚
無

に
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
と
通
じ
て
行
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

従
っ
て
プ
ラ
ト
ン
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
神
の
妥
当
し
な
く
な
っ
た
後
に
は
、
絶

対
の
無
限
の
開
け
へ
と
開
け
へ
と
開
け
て
ゆ
く
途
上
に
お
い
て
、
自
己
は
、
虚

無
と
い
う
蹟
き
に
出
会
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
虚
無
は
、
意
味
と
も
目
的
と
も
時

の
充
実
と
も
何
ら
の
関
わ
り
も
持
た
な
い
。
虚
無
は
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
よ
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っ
て
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
虚
無
に
お
い
て
は
、
万
物
の
心
は
開
か

れ
る
こ
と
が
な
い
。
虚
無
と
い
う
豪
き
を
克
服
す
る
道
は
、
こ
こ
で
は
、
自
我

の
大
死
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
実
体
的
な
有
を
神
と
理
解
し
た
の
は
、
”
有

る
も
の
の
有
”
に
の
み
携
わ
っ
て
、
“
有
そ
の
も
の
”
に
は
係
わ
ら
な
か
っ
た
自

我
の
形
而
上
学
と
し
て
の
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
（
哲
学
）
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
自
我
の
形
成
し
た
形
而
上
学
の
生
み
出
し
た
有
的
神
が
妥
当
し
な
く

な
れ
ば
、
そ
こ
に
残
る
の
は
虚
無
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
虚
無
を
克
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く

す
る
に
は
、
自
己
は
自
我
に
死
す
る
他
な
い
の
で
あ
る
。
真
の
自
己
に
覚
す
る

他
に
、
虚
無
を
克
服
す
る
道
は
、
こ
こ
で
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
自
然
の
領
域
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
自
然
科
学
的
・
技
術
的

な
自
然
の
分
析
的
探
求
は
、
そ
の
対
極
で
あ
る
純
実
在
的
自
然
と
し
て
の
、
い

わ
ば
文
学
的
、
詩
的
自
然
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
両
極
の
自
然
解
明
だ
け
で
は
、
自
然
の
本
来
的
あ
り
方
の
理
解
は
不
可
能
で

あ
る
。
自
然
の
本
来
的
理
解
、
自
然
の
本
来
的
あ
り
方
の
理
解
は
、
こ
れ
ら
両

極
に
お
け
る
自
然
の
探
求
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
両
極
の
い
わ
ば
根
源
で
あ
る

絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
け
る
自
然
の
究
明
を
も
要
請
す
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
け
る
自
然
の
探
求
は
、
他
の
三
領
域
と
の
根

源
的
］
に
お
い
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
地
球
や
宇
宙
の
解
明
・

究
明
は
、
分
析
的
な
両
極
の
探
求
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
と
同
時
に
常
に
四
領

域
の
根
源
逐
一
に
あ
る
探
求
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
根
源

的
一
と
こ
の
分
節
し
た
も
の
と
し
て
の
多
と
の
世
界
は
、
分
節
と
そ
の
根
源
的

一
へ
の
帰
還
と
の
相
即
性
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
自
然
科
学
的
自
然
の
、
つ
ま
り
、
対
象
化
、
客
観
化
し
て
見
ら

れ
る
次
元
で
の
自
然
の
探
求
の
み
に
携
わ
り
、
他
の
極
で
あ
る
純
実
在
的
自
然

を
忘
却
し
、
更
に
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
無
自
覚
で
あ
る
時
に
は
、
現
代
に
正

に
そ
の
結
果
が
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
環
境
汚
染
や
地
球
汚
染
の
公
害
問
題

や
、
も
の
を
す
べ
て
対
象
化
す
る
こ
と
の
う
ち
に
既
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ

の
、
M
・
ブ
ー
バ
ー
の
用
語
に
従
え
ば
”
我
－
そ
れ
－
関
係
（
専
守
閏
の
－
し
U
Φ
N
一
Φ
げ
§
ひ
q
）

と
い
う
第
三
人
称
の
世
界
に
悩
む
、
登
校
拒
否
や
自
閉
児
や
非
行
に
陥
る
児
童

た
ち
の
問
題
、
あ
る
い
は
堕
胎
や
安
楽
死
や
脳
死
の
問
題
、
ま
た
タ
ー
・
、
、
ナ
ル
．

ケ
ア
ー
の
問
題
等
々
、
枚
挙
の
暇
も
な
い
程
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
通
じ
て
行
く
よ

う
な
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
自
然
科
学
的
自
然
の
偏
重
に
よ
っ
て
は
、
］

八
世
紀
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
人
間
の
意
志
の
自
律
す
ら
危
機
に
曝

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
的
自
然
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

す
べ
て
は
H
o
7
国
ω
－
U
d
①
N
圃
①
げ
§
α
q
（
我
－
そ
れ
－
関
係
）
に
あ
っ
て
、
人
間
と
人
間

の
関
係
は
、
カ
ン
ト
の
言
う
よ
う
な
人
格
の
尊
厳
に
基
づ
く
”
目
的
”
で
は
な

く
、
カ
ン
ト
が
正
に
そ
れ
を
否
と
し
た
、
手
段
、
道
具
、
つ
ま
り
各
々
の
自
己

が
自
己
展
開
す
る
為
に
他
者
を
自
ら
生
き
る
為
の
手
段
、
道
具
と
す
る
世
界
に

堕
し
て
し
ま
う
。

　
ま
た
逆
に
、
純
実
在
的
な
自
然
、
文
学
的
、
詩
的
自
然
の
み
を
偏
重
し
て
、
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自
然
科
学
的
自
然
や
他
の
三
つ
の
領
域
を
無
視
す
る
時
に
は
、
従
っ
て
ま
た
絶

対
の
無
限
の
開
け
を
無
視
す
る
時
に
は
、
一
七
、
八
世
紀
以
前
の
自
然
観
に
逆

戻
り
す
る
こ
と
に
な
り
、
時
代
に
逆
行
す
る
の
み
な
ら
ず
、
欧
米
の
世
界
と
東

洋
の
世
界
と
が
一
に
な
り
始
め
、
世
界
文
化
の
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る

現
代
に
お
い
て
は
、
抱
く
こ
と
す
ら
許
さ
れ
な
い
自
然
観
で
あ
る
。
私
た
ち
の

日
々
の
生
活
は
、
自
然
科
学
的
自
然
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
電
気
製
品
、
交
通
機
関
、
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
テ
レ
ビ

や
ラ
ジ
オ
や
ビ
デ
オ
、
更
に
は
医
学
上
の
治
療
器
や
薬
品
等
々
、
数
え
切
れ
な

い
程
の
恩
恵
を
得
て
い
る
。
今
の
時
代
に
、
鎖
国
的
状
態
で
生
き
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。
自
然
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
両
極
的
自
然
の
根
源
で
あ
る
絶
対

の
無
限
の
開
け
に
お
い
て
、
従
っ
て
ま
た
他
の
三
領
域
と
の
連
関
や
自
己
同
↓

性
の
う
ち
で
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
歴
史
の
次
元
に
つ
い
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
の
方
向
を
考
え
て

み
る
と
、
歴
史
の
次
元
に
お
い
て
も
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
が
究
明
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
の
道
が
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
、
歴
史
を
、
過
去
か
ら
未
来
に
流
れ
る
直
線
的
な
歴
史

と
理
解
す
る
方
向
と
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
以
来
の
、
歴
史
を
、
将
来
に
お
け
る

最
期
の
審
判
の
時
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
将
来
的
な
終
末
を
重
視
し
て
、

そ
の
将
来
の
終
末
の
時
か
ら
現
在
を
経
て
過
去
へ
と
歴
史
は
理
解
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
終
末
論
的
歴
史
観
と
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
、
真
の
歴
史
が
、

つ
ま
り
、
実
在
的
な
歴
史
が
明
ら
か
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
．
そ

の
よ
う
な
歴
史
は
、
瞬
間
と
し
て
の
各
々
の
現
在
か
ら
歴
史
が
展
開
し
て
ゆ
く
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
歴
史
の
本
来
的
究
明
は
、
年
代
記
的
歴
史
と
将
来
的
終

末
論
に
基
づ
く
歴
史
と
の
徹
底
的
な
分
析
に
よ
る
理
解
と
、
こ
れ
と
同
時
に
、

こ
れ
ら
両
極
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
両
者
の
い
わ
ば
根
源
で
も
あ
る
絶
対
の
無

限
の
開
け
に
お
け
る
時
空
の
究
明
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
も
し
も
単
に
年
代
記
的
な
歴
史
の
み
を
重
視
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
こ
れ
は
先

に
触
れ
た
M
・
ブ
ー
バ
ー
の
”
我
－
そ
れ
－
関
係
”
で
世
界
の
歴
史
や
自
国
や
自

我
の
歴
史
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
道
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
に
な

る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
の
人
格
の
尊
厳
が
、
人
間
の
各
人
の
意
志
の
自
律
の

下
に
、
保
た
れ
得
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
従
っ
て
【
∩
〒
∪
『
じ
d
Φ
臨
Φ
び
§
ひ
q
（
我
－
汝

－
関
係
）
の
不
可
能
な
と
こ
ろ
で
は
、
早
晩
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
頭
を
も
た
げ
て
こ
ざ

る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
逆
に
、
将
来
的
な
終
末
論
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
歴
史
観
の
み
が
偏
重
さ

れ
る
場
合
に
は
、
人
間
や
自
然
と
の
生
き
た
連
関
を
失
い
、
極
端
に
言
え
ば
、

す
べ
て
の
行
為
、
働
き
は
、
最
期
の
審
判
の
時
に
自
己
が
神
に
よ
っ
て
天
国
へ

と
審
判
さ
れ
る
よ
う
に
と
の
動
機
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ば

隠
さ
れ
た
エ
ゴ
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
利
己
的
に
運
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
意
味
に
お
い
て
、
歴
史
の
領
域
に
お
い
て
も
、
絶
対
の
無
限
の
開
け



27　ニヒリズムの克服の問題

か
ら
両
極
的
な
歴
史
の
理
解
が
受
け
取
り
直
さ
れ
る
時
に
、
歴
史
は
本
来
的
に

歴
史
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
大
死
を
経
た
自
己

は
地
獄
と
天
国
と
の
両
極
性
を
も
超
脱
し
て
い
る
の
で
、
自
ら
が
地
獄
に
行
く

こ
と
は
す
べ
て
に
お
い
て
覚
悟
し
て
い
る
筈
で
あ
り
、
ま
た
“
我
－
汝
－
関
係
”

に
生
き
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　
各
領
野
の
両
極
性
と
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
の
相
即
性

　
人
間
、
超
越
の
次
元
、
自
然
、
歴
史
の
四
領
域
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
両
極

は
、
こ
れ
迄
の
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
に
お
い
て
か
な
り
深
く
、
分
析
的
に

探
求
さ
れ
て
き
て
い
る
。
即
ち
、
人
間
の
領
域
に
お
い
て
は
、
本
質
の
側
面
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
伝
統
的
形
而
上
学
に
お
い
て
、
就
中
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い

て
特
に
深
く
究
め
ら
れ
、
ま
た
こ
の
対
極
の
実
存
の
側
面
は
、
主
と
し
て
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
降
の
実
存
思
想
や
彼
以
後
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や

サ
ル
ト
ル
の
実
存
哲
学
に
お
い
て
究
明
さ
れ
て
き
て
い
る
。
超
越
の
次
元
に
お

い
て
は
、
実
体
的
有
の
側
面
は
、
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
や
伝
統
的
キ
リ
ス

ト
教
神
学
に
お
い
て
、
ま
た
こ
れ
の
対
極
を
な
す
虚
無
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

に
お
け
る
不
安
や
絶
望
の
分
析
と
か
、
あ
る
い
は
ニ
ー
チ
ェ
や
サ
ル
ト
ル
、
更

に
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
虚
無
の
解
明
に
お
い
て
、
こ
の
両
極
性
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
自
然
の
領
域
に
お
い
て
は
、
一
七
、
八
世
紀
以
来
の
自

然
科
学
者
に
よ
っ
て
の
、
ま
た
一
九
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
に
お
い
て
は
、
A
・

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
N
・
ボ
ー
ア
や
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
等
に
よ
っ
て
の
、
自

然
科
学
的
な
自
然
へ
の
ア
ポ
ロ
ー
チ
と
、
ま
た
そ
の
対
極
と
し
て
の
文
学
的
・

詩
的
な
純
実
在
的
自
然
へ
の
ア
ポ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
後
者
の
例

と
し
て
は
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
ゲ
ー
テ
や
リ
ル
ケ
等
に
よ
っ
て
、
ま
た
日
本

で
は
芭
蕉
や
良
寛
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
歴
史
の
領
域
に
お
い
て
は
、
年
代
記
的

な
歴
史
は
ホ
ー
マ
ー
以
来
あ
ま
た
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
、
ま
た
将
来
的
な
終
末

論
的
歴
史
の
探
求
は
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
や
そ
れ
以
後
の
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教

神
学
者
や
、
更
に
は
枠
を
は
み
出
た
と
こ
ろ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
に
よ

っ
て
す
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
世
紀
末
で
あ
る
現
代
の
、
人
間
や
自
然
や
歴
史
、
更
に
は
超
越
の

次
元
と
い
う
四
領
域
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
乱
れ
た
あ
り
方
、
一
種
の
ニ
ヒ
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
あ
り
方
は
、
次
の
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
即
ち
、
右
に
述
べ
た
四
領
域
に
お
け
る
両
極
性
の
解
明
は
、
常
に
こ
れ

と
同
時
に
、
こ
れ
ら
両
極
性
が
い
わ
ば
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
根
源
の
場
と
し
て

の
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
、
絶
対
的
に
矛
盾
し
、
対
立
し
な
が
ら
も
自
己
同
一

的
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚
の
も
と
に
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。

　
今
や
、
私
た
ち
は
、
右
に
述
べ
て
き
た
四
領
域
に
お
け
る
分
析
的
解
明
の
み

な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
両
極
性
と
、
絶
対
的
に
矛
盾
し
、
対
立
し
な
が
ら
し
か
も

自
己
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
か
ら
の
実
在
の
、
即
ち
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真
実
在
の
究
明
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
転
換
期
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間

の
領
域
に
つ
い
て
は
、
本
質
と
実
存
と
の
側
面
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
同

時
に
、
生
や
生
命
の
視
点
か
ら
、
超
越
の
次
元
に
お
い
て
は
、
実
体
的
有
と
虚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
う

無
の
側
面
か
ら
の
み
な
ら
ず
空
の
視
点
か
ら
、
自
然
に
つ
い
て
は
、
自
然
科
学

的
・
技
術
的
な
自
然
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
純
実
在
的
な
自
然
へ
の
文
学
的
・
詩

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
と
同
時
に
、
自
体
の
立
場
と
か
、
覆
蔵

　
　
　
　
　
お
の
ず
か
　
し
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ね
ん
　
　
　
　
　
　
　
ピ
ュ
シ
ス

と
視
認
の
”
自
ら
然
か
成
る
”
と
い
う
意
味
に
お
け
る
自
然
の
立
場
、
S
ご
ミ

の
立
場
か
ら
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
歴
史
の
次
元
に
お
い
て

は
、
年
代
記
的
ア
ポ
ロ
ー
チ
と
キ
リ
ス
ト
教
的
な
将
来
的
老
儒
論
の
視
点
か
ら

の
歴
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
な
ら
ず
、
瞬
間
と
し
て
の
“
永
遠
の
今
”
と
い

う
視
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
究
め
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
根
源
的
場
の

開
け
が
、
根
源
的
に
一
で
あ
り
、
そ
の
上
、
こ
の
開
け
が
、
既
述
の
四
領
域
の

各
々
の
両
極
性
と
、
絶
対
的
に
対
立
し
、
矛
盾
し
な
が
ら
、
し
か
も
根
源
的
に

は
自
己
同
一
的
で
あ
る
こ
と
を
究
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
転
換
期
に
、
現
代
の

私
た
ち
は
正
に
臨
ん
で
い
る
。
こ
の
試
み
は
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

等
々
、
沢
山
の
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
欧
米
の
宗
教
哲
学
者
や
哲
学
者
に
よ
っ
て
も

な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
有
神
論
（
］
り
び
①
一
ω
目
P
＝
ω
）
の
神
以
上
の
神
を
探
索
し
よ
う

と
し
た
P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
こ
れ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
無
実
体
的
な
絶
対
の
無
と
し
て
の
神
、
つ
ま
り
、
一
切
を
根
拠
付

け
て
い
る
超
越
比
島
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
絶
対
の
自
己
否
定
を
自
ら
の
本

質
と
し
て
い
る
神
、
し
か
も
人
間
や
自
然
と
常
に
絶
対
的
に
対
立
、
矛
盾
し
な

が
ら
も
、
し
か
も
同
時
に
根
源
的
に
は
自
己
同
↓
的
で
あ
る
神
は
、
こ
れ
ま
で

は
、
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
よ
う
な
例
外
は
あ
る
と
し
て
も
、
東
洋
の

西
田
哲
学
や
田
辺
哲
学
や
西
谷
哲
学
等
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
「
絶
対
無
の
哲

学
」
に
よ
っ
て
究
め
ら
れ
て
き
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
絶
対
無
に
基
づ
い
て
初
め
て
日
本
に
独
特
の

（
宗
教
）
哲
学
を
築
い
た
西
田
幾
多
郎
に
始
ま
る
絶
対
無
の
哲
学
は
、
身
体
的
自

己
や
行
為
的
自
己
を
要
と
し
た
宗
教
哲
学
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
身
体
は
、
心

身
一
如
の
身
体
で
あ
り
、
行
為
も
、
働
く
も
の
と
見
る
も
の
と
が
根
源
的
に
】

で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
な
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
哲
学
は
、
心
霊
上

の
事
実
と
し
て
の
宗
教
、
あ
る
い
は
、
実
在
の
実
在
的
自
覚
と
し
て
の
宗
教
を
、

説
明
し
反
省
す
る
役
割
を
担
う
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
宗
教
と
哲
学
と
は
、

絶
対
的
に
対
立
し
、
矛
盾
し
な
が
ら
、
根
源
的
に
は
　
で
あ
る
と
い
う
関
係
に

お
い
て
あ
る
。
田
辺
哲
学
に
お
い
て
は
、
西
田
哲
学
や
西
谷
哲
学
の
場
合
と
は

方
向
が
逆
で
あ
っ
て
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
ば
、
最
後
の
段
階
に
お
い
て
開
け
、

哲
学
は
最
後
の
段
階
に
お
い
て
宗
教
へ
と
転
換
し
て
、
そ
の
宗
教
と
の
根
源
的

自
己
同
↓
性
を
露
わ
に
す
る
。
し
か
し
、
方
向
は
逆
で
は
あ
っ
て
も
、
田
辺
哲

学
も
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
絶
対
無
に
お
け

る
、
自
然
科
学
か
ら
自
然
哲
学
へ
の
、
そ
し
て
自
然
哲
学
か
ら
哲
学
へ
の
、
更

に
哲
学
か
ら
宗
教
へ
の
転
換
、
し
か
も
絶
対
媒
介
の
論
理
と
し
て
の
「
種
の
論
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理
」
と
、
こ
れ
の
発
展
し
た
も
の
と
し
て
の
「
俄
俄
道
と
し
て
の
哲
学
」
に
よ

っ
て
成
就
し
た
転
換
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
西
田
哲
学
に
お
け
る
絶
対
無
の
場
所
は
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
そ
の
も
の
と

理
解
さ
れ
え
、
ま
た
、
西
谷
哲
学
に
お
け
る
”
空
”
も
、
絶
対
の
無
限
の
開
け

そ
の
も
の
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
人
間
も
超
越
の
次
元

も
、
自
然
も
歴
史
の
次
元
も
、
根
源
的
に
一
な
る
と
こ
ろ
か
ら
究
明
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
と
共
に
、
田
辺
哲
学
の
『
戯
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
以
前
の
方

向
と
は
逆
の
方
向
に
は
な
る
が
、
右
の
四
領
域
の
主
客
の
分
離
さ
れ
た
次
元
に

お
け
る
分
析
的
な
両
極
的
な
あ
り
方
で
存
す
る
四
領
域
の
究
明
を
も
試
み
て
い

る
。
無
論
、
そ
の
場
合
、
各
哲
学
の
樹
立
さ
れ
て
き
た
時
代
状
況
に
よ
っ
て
、

例
え
ば
西
田
哲
学
に
お
け
る
自
然
の
究
明
は
、
両
極
的
な
次
元
で
の
分
析
的
な

解
明
に
よ
り
も
、
根
源
的
な
一
に
お
け
る
自
然
の
究
明
に
優
位
を
置
い
て
い
る

と
か
、
西
谷
哲
学
に
お
け
る
人
間
の
探
求
に
お
い
て
は
、
本
質
や
生
の
立
場
に

よ
り
も
実
存
の
解
明
に
、
ま
た
超
越
の
次
元
に
関
し
て
は
、
実
体
希
有
と
し
て

の
神
と
か
空
の
究
明
に
よ
り
は
、
虚
無
の
解
明
に
優
位
が
お
か
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
生
じ
て
は
く
る
。
し
か
し
、
全
体
的
に
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絶
対
無

の
哲
学
は
、
分
裂
し
た
立
場
、
多
の
立
場
に
お
け
る
両
極
性
と
か
二
元
性
の
立

場
と
、
そ
れ
ら
の
根
源
で
あ
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
一
の
立
場
と
の

相
即
性
が
、
即
ち
絶
対
的
に
対
立
し
な
が
ら
も
、
矛
盾
し
な
が
ら
も
、
根
源
的

に
自
己
同
一
的
で
あ
る
こ
と
が
、
究
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
と
多
と
の
、

右
に
お
け
る
よ
う
な
相
即
性
、
自
己
同
一
性
が
究
明
さ
れ
な
い
限
り
、
人
々
は
、

現
代
に
お
い
て
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
他
は
な
い
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
真
実
在
の
世
界
、
心
の
世
界
は
、
右
の
よ
う
な
一
と
多

と
の
相
即
性
、
自
己
同
一
性
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
実
在
の
世
界
、
心
の
世
界
、
あ
る
い
は
絶
対
の
無
限
の
開
け
の
各
入
に
お
け

る
経
験
や
理
解
の
仕
方
は
千
差
万
別
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
頭
だ
け
で
、
悟

性
だ
け
で
理
解
す
る
人
、
つ
ま
り
理
だ
け
で
理
解
す
る
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
そ
の
逆
に
実
践
の
領
域
で
の
み
そ
れ
を
要
請
的
に
理
解
し
よ
う
と
す

る
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
事
の
次
元
に
お
け
る
理
解
で
あ
る
。
あ
る
い

は
こ
れ
ら
二
者
の
同
時
に
成
り
立
つ
よ
う
な
、
華
厳
の
四
種
法
界
で
言
え
ば
、

理
事
配
置
の
次
元
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実

在
と
か
心
と
か
絶
対
の
無
限
の
開
け
ば
、
自
然
と
人
間
と
超
越
の
次
元
と
歴
史

の
次
元
と
し
て
の
時
の
充
実
を
根
源
的
一
に
体
認
・
体
得
す
る
と
き
に
一
挙
に

開
け
て
く
る
世
界
で
あ
る
。
各
分
野
、
領
野
に
お
け
る
多
の
世
界
と
か
両
極
の

世
界
が
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
根
源
的
に
は
自
己
同
一
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に

そ
の
真
の
姿
を
現
わ
す
。
姿
と
は
、
有
の
形
、
つ
ま
り
こ
の
現
象
界
の
形
と
、

忍
な
き
も
の
、
す
な
わ
ち
心
と
か
実
在
と
か
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
、
こ
れ
ら

　
　
　
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

両
者
の
力
動
的
な
形
成
作
用
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
在
と

か
心
と
か
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
体
得
・
体
認
に
よ
っ
て
一
挙
に
目
ざ
め
る
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時
、
私
た
ち
は
、
四
領
域
の
分
析
的
解
明
と
そ
れ
ら
の
統
合
的
、
根
源
的
一
の

究
明
と
を
同
時
に
遂
行
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
実
在
や
、
万
物
の
心
、
仏
の
心
、
神
の
心
、
絶
対
無
の
心
、
そ

し
て
絶
対
の
無
限
の
開
け
を
体
得
・
体
認
す
る
に
は
、
自
己
は
た
だ
人
事
究
明

の
道
を
歩
ん
で
自
我
に
大
死
し
て
、
本
来
の
自
己
に
目
ざ
め
る
か
、
そ
れ
と
も
、

罪
の
意
識
や
諸
々
の
学
問
や
生
活
領
域
等
々
を
媒
介
と
し
て
、
媒
介
も
ろ
と
も
、

そ
の
道
の
歩
み
の
極
み
に
お
い
て
、
真
の
実
在
や
心
や
絶
対
の
無
限
の
開
け
へ

と
開
け
て
ゆ
く
か
の
い
ず
れ
か
に
た
ゴ
ひ
た
す
ら
励
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
者

の
道
は
、
西
田
哲
学
と
か
西
谷
哲
学
に
お
け
る
よ
う
な
、
自
己
と
超
越
の
次
元

と
の
直
接
的
な
係
わ
り
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
垂
直
の
道
で
あ
り
、
後
者
は
、

田
辺
哲
学
に
お
け
る
よ
う
な
、
超
越
の
次
元
に
自
己
が
直
接
に
係
わ
る
の
で
は

な
く
、
有
の
媒
介
を
通
し
て
の
、
い
わ
ば
水
平
次
元
の
道
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
主
体
の
参
与
や
主
体
の
大
死
に
よ
っ
て
主
体
が
現
実
の
世
界
を
真

実
在
の
世
界
と
し
て
根
源
か
ら
受
け
取
り
直
す
道
を
垂
直
の
道
と
し
、
逆
に
こ

れ
を
含
ま
な
い
、
対
象
化
や
客
観
化
や
思
弁
の
方
向
で
の
実
在
の
世
界
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
道
を
水
平
の
道
と
名
づ
け
る
と
、
既
述
の
四
領
域
に
お
け
る
垂
直
．

次
元
と
水
平
次
元
と
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
が
開
け
て

い
る
。

　
現
実
の
世
界
に
お
い
て
は
、
水
平
の
道
と
垂
直
の
道
は
複
雑
に
入
り
組
ん
で

い
る
。
四
領
域
で
の
各
々
の
両
極
に
分
裂
し
た
各
分
野
の
分
析
的
探
求
と
、
こ

れ
ら
両
極
の
根
源
的
一
の
世
界
で
あ
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
の
究
明
と
は
、
人

類
が
地
上
に
存
す
る
限
り
、
た
ゆ
み
な
く
ど
こ
迄
も
続
行
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

何
故
な
ら
ば
、
各
領
野
で
の
両
極
性
の
分
析
的
探
求
と
、
両
極
の
根
源
の
場
の

開
け
と
し
て
の
絶
対
の
無
限
の
開
け
の
究
明
と
は
、
絶
対
的
に
対
立
し
、
矛
盾

し
な
が
ら
も
、
根
源
的
に
は
自
己
同
］
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
に
は
、

後
者
、
即
ち
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
根
源
的
一
の
究
明
が
忘
却
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
究
明
な
く
し
て
は
、
私
た
ち
の
自
由
の
実
現
が
不
可
能

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
二
一
世
紀
を
私
た
ち
は
迎
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
万
物
の
心
の
構
造
が
、
一
と
多
と
の
根
源
的
一
に
成
り

立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
心
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
稿
を
改
め
て
論

じ
た
い
。


