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二
十
一
世
紀
の
哲
学
と
宗
教

H
・
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
著

　
　
　
　
　
　
　
（
花
岡
永
子
訳
）

1

　
一
九
九
六
年
十
一
月
二
十
一
日
に
、
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
大
学
の
大
学
院
大
学
部
．

と
大
阪
府
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化
学
研
究
科
と
の
間
に
、
学
術
交
流
協
定
が

結
ば
れ
た
。
そ
の
第
一
回
目
の
行
事
と
し
て
、
日
本
に
在
留
中
の
、
ボ
ン
大
学

大
学
院
大
学
部
の
代
表
者
で
あ
る
ハ
ン
ス
・
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
（
欝
霧

濁
冠
9
h
o
一
ω
）
教
授
の
講
演
会
が
、
一
九
九
七
年
三
月
二
十
一
日
に
本
学
の
学

術
交
流
会
館
で
開
催
さ
れ
た
。
本
学
大
学
院
人
間
文
化
学
研
究
科
に
と
っ
て
は
、

こ
れ
は
記
念
す
べ
き
学
術
交
流
協
定
の
第
一
回
の
講
演
会
で
あ
っ
た
の
で
、
通

訳
し
た
花
岡
の
翻
訳
文
で
、
特
別
の
配
慮
の
下
に
本
紀
要
に
掲
載
し
て
頂
く
こ

と
に
な
っ
た
。

　
関
係
者
の
方
々
に
対
し
ま
し
て
、
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ

る
。

講
演
の
テ
ー
マ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て

　
「
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
哲
学
と
宗
教
」
と
い
う
問
題
は
、
厳
密
に
考
え
て
み

よ
う
と
す
る
と
大
変
難
し
い
問
題
で
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、

短
い
命
題
の
形
式
で
前
提
と
な
る
色
々
の
問
題
を
説
明
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
前
提
と
な
る
色
々
の
問
題
と
は
、
一
、
哲
学
と
は
．
何
か
、
二
、
宗
教
と
は
何

か
、
三
、
現
代
の
多
元
主
義
の
地
平
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
問
い
は
何
を
意

味
す
る
か
、
と
い
う
三
つ
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
二
十
一
世
紀
の
具
体
的
状
況
が
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
私
た

ち
は
、
文
化
的
に
刻
印
さ
れ
た
特
殊
社
会
と
し
て
と
同
時
に
、
世
界
共
同
体
と
し

て
も
、
二
十
一
世
紀
へ
と
近
づ
い
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
地
球
の
全
体

性
乏
い
う
立
場
と
地
方
性
と
い
う
立
場
、
あ
る
い
は
一
と
多
と
い
う
立
場
の
緊
張

は
、
本
当
に
根
本
的
な
未
来
の
緊
張
の
一
つ
を
表
現
し
て
お
り
ま
す
。

命
題
一
、
　
「
哲
学
」
と
は
、
根
源
的
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
と
そ
の
後
の
西
洋
の
思
惟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ず
か

の
う
ち
に
そ
の
故
郷
を
持
つ
概
念
で
あ
り
、
ま
た
、
人
間
が
自
ら
の
根
源
と
目
的

を
、
つ
ま
り
、
生
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
包
括
的
に
思
惟
す
る
努
力
を
表
わ
す
。

．
ω
　
　
「
哲
学
」
と
い
う
言
葉

　
「
哲
学
」
は
、
　
「
智
慧
へ
の
愛
」
を
意
味
し
ま
す
。
世
界
の
背
後
に
隠
れ
、
何

よ
り
も
人
間
の
生
の
内
に
存
在
し
、
働
い
て
い
る
あ
の
智
慧
で
あ
り
ま
す
。
学
問

的
に
は
、
西
洋
人
は
、
　
「
ロ
ゴ
ス
」
や
一
切
の
存
在
を
包
括
す
る
「
理
性
」
に
つ

い
て
語
り
ま
す
。
西
洋
人
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
従
い
ま
し
て
ー
ー
ロ
ゴ
ス
に
並
ん

で
ー
ー
存
在
で
あ
り
ま
す
。
存
在
論
が
問
題
で
あ
る
訳
で
す
。
し
か
し
ま
た
「
宇

宙
」
の
ロ
ゴ
ス
、
つ
ま
り
宇
宙
論
や
人
間
の
ロ
ゴ
ス
、
つ
ま
り
人
間
学
が
、
生
命

の
ロ
ゴ
ス
、
つ
ま
り
生
物
学
等
々
が
問
題
で
あ
り
ま
す
コ
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⑭
　
存
在
論
と
神
学

　
　
根
本
的
な
問
題
は
、
ど
こ
か
ら
と
い
う
由
来
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で

は
、
次
の
こ
と
が
根
本
的
な
答
え
と
な
り
ま
す
。
即
ち
、
人
間
は
人
間
自
ら
の
創

造
者
で
は
な
く
、
自
ら
の
根
源
と
生
成
に
お
い
て
、
自
ら
を
超
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
答
え
と
な
り
ま
す
。
西
洋
の
文
化
に
と
っ
て
一
1
存
在
と
並
ん
で
1
数

世
紀
に
も
わ
た
っ
て
根
本
語
と
な
っ
た
第
一
原
因
（
O
同
μ
日
9
Ω
　
0
9
口
◎
0
9
）
や
究
極
的
目

的
（
ロ
一
榊
同
目
信
ω
　
h
一
昌
一
〇
自
）
に
は
、
　
「
神
」
が
あ
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
哲
学
的
に
は
、

存
在
論
に
神
学
が
同
じ
よ
う
に
本
質
的
な
も
の
と
し
て
加
わ
っ
て
き
た
訳
で
す
。

　
③
　
確
実
性

　
近
代
に
お
い
て
、
神
へ
の
問
い
が
「
無
」
の
中
へ
と
溶
解
し
た
中
で
一
こ
の

こ
と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
”
神
は
死
ん
だ
“
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
最
も
印
象
深
く

表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
1
西
洋
の
人
間
は
、
新
し
い
確
実
性
や
視

点
を
、
同
一
性
と
結
合
性
を
、
ま
た
意
味
と
成
就
を
求
め
て
い
ま
す
。
統
一
性
の

喪
失
に
直
面
し
て
、
理
解
と
対
話
の
可
能
性
が
求
め
ら
れ
、
責
任
あ
る
行
為
や
そ

の
規
則
が
、
ま
た
責
任
の
方
向
づ
け
へ
の
問
い
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
新
し
い

問
い
は
、
認
識
批
判
、
言
語
分
析
、
対
話
論
と
し
て
倫
理
学
と
名
づ
け
ら
れ
て
い

ま
ず
。

へ
伝
え
ら
れ
た
訳
で
す
が
一
こ
れ
は
屡
々
精
神
的
な
植
民
地
主
義
で
あ
る
と
批

判
さ
れ
ま
し
た
が
一
、
こ
の
精
神
的
な
植
民
地
主
義
で
も
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
全
世
界
の
尺
度
を
持
ち
、
道
案
内
人
で
あ
る
と
公
言
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。　

し
か
し
な
が
ら
、
世
界
の
他
の
諸
地
域
が
I
I
例
え
ば
日
本
や
中
国
が
l
I
彼

ら
の
根
源
か
ら
、
自
ら
の
国
の
歴
史
の
中
で
、
右
に
挙
げ
た
問
い
を
自
ら
の
問
題

と
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
諸
地
域
は
、

世
界
や
人
間
の
実
存
の
根
本
的
問
い
を
、
恐
ら
く
全
く
別
様
に
見
て
き
た
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
宗
教
と
哲
学
に
対
す
る
宗
教
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
助
け
と
な
り
ま
す
。

命
題
二
、
　
．
、
閃
。
一
詰
一
8
．
と
い
う
言
葉
は
、
根
源
的
に
は
ラ
テ
ン
語
か
ら
出
で
来

て
い
る
が
、
こ
の
ラ
テ
ン
語
（
器
一
一
〇
q
一
〇
）
は
、
一
般
化
し
て
ゆ
く
組
織
概
念
と
か

制
度
上
の
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
行
動
の
概
念
ど
し
て
使
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ

の
行
動
概
念
は
、
神
や
神
々
に
対
す
る
人
間
の
関
係
に
か
か
わ
り
、
ま
た
聖
な
る

も
の
と
か
超
越
的
な
も
の
と
の
、
つ
ま
り
、
世
界
や
人
間
を
支
え
る
根
拠
と
関
係

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
共
同
体
的
で
歴
史
的
に
把
握
し
う
る
よ
う
な
成
果
（
教
理

や
儀
礼
や
組
織
等
々
）
と
は
二
義
的
に
し
か
関
係
し
て
い
な
い
。
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ω
　
地
域
的
な
問
題

　
更
な
る
問
題
が
加
わ
っ
て
き
ま
す
。
　
「
哲
学
」
は
、
確
か
に
、
概
念
的
一
意
味

論
的
に
あ
る
一
定
の
世
界
の
中
の
地
域
に
属
し
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
次
の
こ
と

が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
即
ち
、
　
「
哲
学
」
が
、
西
洋
で
理
解
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
他
の
諸
地
方
に
も
伝
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
哲
学
の
概
念
が
、
単
純
に
翻
訳
さ
れ
て
、
こ
れ
が
他
の
諸
地
方

　
ω
　
行
動
を
表
わ
す
概
念
（
行
動
概
念
）

　
宗
教
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
大
変
複
雑
と
な
り
ま
す
。
宗
教
と
い
う
概
念
は
、

西
洋
－
地
中
海
地
域
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
は
古
い
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
そ

の
も
の
に
お
い
て
は
、
　
「
宗
教
」
は
先
ず
、
　
「
神
に
対
す
る
人
間
の
正
し
い
関
係
」

を
、
ま
た
「
正
し
い
神
崇
拝
」
を
表
わ
し
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
圏
内
で
は
、
宗
教

は
、
常
に
神
関
係
と
同
時
に
一
神
教
的
神
理
解
を
含
ん
で
い
ま
す
。



　
②
　
「
諸
宗
教
」

　
複
数
の
諸
宗
教
は
、
種
々
様
々
な
時
代
に
見
ら
れ
ま
し
た
。
即
ち
、
イ
ス
ラ
エ

ル
の
地
域
や
地
中
海
あ
た
り
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
以
外
の
神
々
の
崇
拝
と
し
て
、

ま
た
そ
の
後
は
キ
リ
ス
ト
教
の
ケ
ル
ト
的
ー
ゲ
ル
マ
ン
的
地
域
で
、
ま
た
ア
ブ
ラ

ハ
ム
に
従
っ
た
諸
宗
教
（
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
回
教
）
の
競
合
に
お
け
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
に
お
い
て
見
ら
れ
ま
し
た
。
諸
々
の
発
見
以
降
は
、
豊
富
な

諸
形
態
が
一
積
極
的
に
は
神
崇
拝
が
、
消
極
的
に
は
迷
信
あ
る
い
は
偶
像
崇
拝
．

が
ー
ア
メ
リ
カ
や
ア
フ
ゾ
カ
、
就
中
ア
ジ
ア
等
で
見
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
ア

ジ
ア
で
、
宗
教
の
見
方
が
、
そ
の
後
徹
底
的
に
変
わ
り
ま
し
た
。
　
「
諸
宗
教
」
は
、

そ
れ
以
来
、
個
人
的
な
生
の
比
較
の
中
で
複
数
で
現
わ
れ
て
く
る
の
で
は
な
く
、

先
ず
団
体
的
一
集
団
的
に
、
つ
ま
り
、
組
織
の
形
、
教
理
内
容
、
儀
式
等
々
を
伴

っ
た
神
崇
拝
の
諸
制
度
と
し
て
現
わ
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
時
以
来
、
神
へ
の
問
い

が
、
宗
教
へ
の
関
係
の
中
で
新
し
く
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
神
へ
の
問

い
は
、
私
達
の
時
代
に
は
、
そ
の
最
も
明
白
な
表
現
を
、
宗
教
と
し
て
の
仏
陀
の
　
σ

道
を
根
拠
づ
け
る
中
で
問
題
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
③
　
内
と
外
の
「
宗
教
」

　
あ
る
新
し
い
状
況
が
次
の
事
か
ら
も
結
果
し
て
き
ま
し
た
。
即
ち
、
一
つ
の
宗

教
は
、
意
識
的
に
、
局
外
者
の
視
点
か
ら
も
「
内
部
の
人
」
乃
至
は
当
該
の
宗
教

に
属
す
る
人
の
視
点
か
ら
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で

あ
り
ま
す
。
一
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
正
に
現
在
経
験
さ
れ
得
る
よ
う
に

一
人
々
が
自
ら
の
宗
教
か
ら
自
由
と
な
り
、
　
「
教
会
か
ら
脱
会
」
し
、
宗
教
が

段
々
と
選
択
の
事
柄
と
な
り
、
人
間
の
決
断
の
事
柄
と
な
り
、
更
に
、
二
つ
の
宗

教
に
属
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
場
合
に
は
、
状
況
は
尖
鋭
化
し
ま
す
。

　
ω
　
宗
教
批
判

　
「
宗
教
」
が
哲
学
的
思
惟
の
前
段
階
と
し
て
理
解
さ
れ
た
時
代
は
、
宗
教
批
判

を
し
た
コ
ン
ト
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
マ
ル
ク
ス
、
フ
ロ
イ
ト
等
々
が
代
表
し

て
主
張
し
た
よ
う
に
、
そ
の
間
に
過
ぎ
去
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
宗
教
は
、
通

例
は
、
次
の
点
で
一
致
し
て
い
ま
す
。
即
ち
、
宗
教
は
、
世
俗
世
界
と
か
人
類
を

包
括
す
る
要
請
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
人
間
的
な
企
て
で
は
な
い
と

い
う
点
で
。
こ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
即
，

ち
、
諸
宗
教
は
種
々
な
仕
方
で
、
哲
学
へ
の
関
係
を
規
定
し
て
き
た
と
い
う
こ
と

を
。
宗
教
批
判
の
問
題
、
つ
ま
り
、
　
「
宗
教
と
は
本
当
は
何
で
あ
り
、
何
を
意
味

し
て
い
る
か
」
と
い
う
問
い
は
、
兎
に
角
、
い
つ
も
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
同
時
に
、
真
の
宗
教
の
基
準
が
問
わ
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
今
日
、
世
界
的
規
模
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
一
つ
の
問
い

で
あ
り
ま
す
。

命
題
三
、
二
十
一
世
紀
へ
商
け
て
の
変
化
は
、
本
質
的
に
は
、
次
の
事
実
に
よ
っ

て
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
一
つ
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
理
念
（
こ
れ
は
地
球

的
視
点
）
は
、
あ
る
包
括
的
な
、
一
切
の
生
の
領
域
を
規
定
し
つ
つ
あ
る
多
元
主

義
に
対
し
て
強
度
の
緊
張
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
刻
印
さ
れ
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
多
元
主
義
は
、
一
つ
の
世
界
を
、
．
世
界
に
お
け
る
諸
地

方
の
多
様
性
の
中
へ
と
離
散
さ
せ
（
こ
れ
は
個
別
的
視
点
）
て
、
根
本
的
な
統
一

性
を
無
効
に
し
、
引
き
裂
こ
う
と
脅
か
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ω
　
　
「
多
元
論
」

　
こ
れ
迄
の
色
々
な
時
代
に
お
い
て
も
、
多
数
の
民
族
、
多
数
の
宗
教
、
そ
し
て

多
数
の
文
化
が
存
在
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
多
元
論
は
、
通
桝
、
次
の
近
し
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い
関
係
の
中
で
の
み
、
実
存
的
に
重
要
で
あ
り
ま
し
た
。
即
ち
、
そ
こ
で
、
戦
争

や
征
服
が
、
時
と
し
て
は
ま
た
平
和
戦
術
や
和
解
戦
術
が
、
相
互
の
関
係
を
規
定

し
、
規
則
づ
け
た
よ
う
な
近
し
い
関
係
の
中
で
の
み
。
そ
の
他
に
、
世
界
が
精
神

と
物
質
の
関
係
の
中
で
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
物
質
は
多
様
性
と
分
裂
の
原
則

で
あ
り
ま
し
た
。
が
、
他
方
、
精
神
乃
至
は
精
神
的
な
も
の
は
統
一
性
（
一
）
の

原
理
で
あ
り
ま
し
た
。
世
界
の
文
化
史
を
一
層
詳
し
く
観
察
し
て
み
る
と
、
精
神

と
物
質
の
関
係
が
そ
れ
自
芽
の
側
で
相
対
化
さ
れ
る
と
初
め
て
、
両
者
の
関
係
は

多
元
論
の
極
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
が
、
こ
の
多
元
性
は
、
そ
の

場
合
、
物
質
分
領
域
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
な
諸
関
係
を
も
規
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
連
関
の
中
で
、
一
元
論
と
二
元
論
の
一
元
論
と
多
元
論
の
関
係
に
対
す
る
問

い
が
、
今
日
、
新
た
に
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
②
　
「
理
　
性
」

　
西
洋
世
界
を
見
て
み
る
と
、
唯
一
の
神
が
問
い
と
化
し
、
あ
る
い
は
全
く
否
定

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
ま
た
、
す
べ
て
を
合
一
し
、
文
化
を
超
え
る
原
理
と
し
て
働

い
て
い
た
の
は
、
何
よ
り
も
先
ず
理
性
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
点
で
、
世
界
的
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
に
ち

模
で
有
能
な
近
世
の
西
洋
に
お
い
て
は
、
今
日
、
二
つ
の
局
面
が
区
別
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
㈲
近
代
の
啓
蒙
の
局
面
で
あ
り
ま
す
。
が
、
こ
の
局
面
に
お
い

て
は
ー
カ
ン
ト
が
導
き
入
れ
た
あ
ら
ゆ
る
批
判
に
も
拘
わ
ら
ず
1
人
間
の
実

戦
的
－
技
術
的
な
理
性
と
同
様
、
理
論
理
性
の
要
求
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
し
た
。
㈲
今
日
、
広
く
「
後
近
代
的
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
局
面
で
あ
り

ま
す
。
私
自
身
は
、
西
洋
的
ー
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
学
の
視
点
か
ら
、
時
代
史
的

な
展
開
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
き
ま
し
た
。
即
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
・
キ
リ
ス
ト

教
的
な
近
代
は
、
今
日
で
は
一
西
洋
的
に
言
え
ば
L
キ
リ
ス
ト
教
全
盛
以
後

の
近
代
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
る
と
。
従
っ
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま

す
。
即
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
積
極
的
に
も
消
極
的
に
も
包
括
的
規
範
で
有
効
で

あ
る
こ
と
を
締
め
、
そ
の
代
わ
り
に
1
他
の
規
範
の
要
請
に
答
え
得
る
よ
う
競

い
合
い
な
が
ら
一
他
の
諸
要
請
の
中
の
一
要
請
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
う
い

う
時
代
と
世
界
に
私
達
は
生
き
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

H
宗
教
と
哲
学

　
こ
こ
ま
で
の
考
察
の
中
間
的
成
果
と
し
て
、
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。

ω
右
に
巾
広
く
語
っ
て
き
た
よ
う
に
、
宗
教
と
哲
学
の
関
係
は
、
尚
、
常
に
多
様

に
一
む
し
ろ
無
思
慮
に
と
言
っ
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
が
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

と
っ
て
有
利
な
条
件
の
地
平
で
も
っ
て
考
察
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
地
球
規
模
で
、

即
ち
、
全
世
界
で
多
元
的
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
地
平
で
の
、
ま
た
あ
る
一
定
の
規

範
を
与
え
る
こ
と
か
ら
退
く
傾
向
の
あ
る
一
地
平
に
向
か
っ
て
の
変
化
は
、
普
遍

化
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
－
西
洋
的
地
平
か
ら
も
ま
た
、
世
界
の
中
の
一
地
方
と

い
う
地
平
を
、
従
っ
て
ま
た
個
別
の
地
平
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。
以
上
の
点
を
確

認
し
て
お
き
ま
す
。

　
以
上
二
点
の
確
認
は
次
の
結
果
を
も
た
ら
し
ま
す
。
②
色
々
な
世
界
の
中
の
諸

地
方
で
、
こ
と
あ
る
毎
に
新
た
に
宗
教
と
哲
学
の
具
体
的
関
係
が
問
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
詳

し
く
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
1
再
び
命
題
形
式
で
申
し
ま

す
と
一
二
、
三
の
考
察
の
為
の
有
利
な
条
件
と
問
い
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
こ
の
条
件
や
問
い
は
、
諸
宗
潮
間
の
議
論
と
異
文
破
間

の
話
し
合
い
の
中
で
、
賛
同
能
力
を
期
待
し
な
が
ら
そ
れ
ら
自
身
の
側
で
吟
味
さ

れ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
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命
題
四
、
宗
教
と
哲
学
の
関
係
は
、
時
間
的
に
ば
か
り
で
は
な
く
、
事
柄
の
上
で

も
ま
た
、
宗
教
の
哲
学
に
対
す
る
落
差
の
中
で
究
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ

て
、
　
（
反
省
的
な
）
思
惟
に
で
は
な
く
、
知
覚
し
つ
つ
あ
る
経
験
に
優
位
が
存
す

る
。

　
ω
　
知
覚
し
つ
つ
あ
る
経
験

　
宗
教
は
人
間
の
空
想
や
想
像
の
、
つ
ま
り
人
間
的
な
投
影
や
人
間
的
企
て
の
産

物
で
は
な
い
と
い
う
洞
察
が
、
宗
教
の
根
本
的
な
理
解
で
あ
り
ま
す
。
宗
教
は
、

人
間
と
人
間
を
担
う
実
在
と
の
接
触
か
ら
生
き
て
い
ま
す
。
　
（
こ
の
文
章
は
、
一

見
す
る
と
、
二
元
的
に
響
く
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い

．
の
で
す
。
考
え
ら
れ
た
現
実
が
、
内
在
的
で
あ
り
、
且
つ
（
あ
る
い
は
）
超
越

的
で
あ
る
か
は
、
ま
た
、
人
格
的
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
非
人
格
的
で
あ
る
か
は
、

1
い
ず
れ
に
理
解
さ
れ
て
も
1
余
り
大
き
な
役
割
を
演
じ
ま
せ
ん
っ
）
決
定

的
で
あ
る
の
は
、
こ
の
現
実
性
が
、
直
接
的
に
は
迫
っ
て
来
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
現
実
性
は
、
む
し
ろ
あ
る
独
自
な
仕
方
で
知
覚
を
呼
び
さ
ま
し
ま
す
。

日
本
の
哲
学
史
上
で
は
、
　
「
純
粋
経
験
」
を
め
ぐ
っ
て
の
西
田
幾
多
郎
の
努
力
が

思
い
出
さ
れ
ま
す
。
西
田
の
な
し
た
こ
と
は
、
西
田
な
り
の
仕
方
で
、
こ
の
講
演

で
の
命
題
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
西
田
の
や
り
方
は
、
現
象
学
の
問
い
に
対
す
る

世
界
的
な
巾
広
さ
で
知
覚
で
き
る
関
心
に
よ
っ
て
実
に
印
象
深
く
支
え
ら
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。

　
②
　
経
験
の
優
位

　
西
田
の
出
発
点
に
つ
い
て
の
観
察
は
、
哲
学
は
そ
も
そ
も
ど
こ
で
初
ま
る
か
と

い
う
問
い
と
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
答
え
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

㈱
初
め
に
、
非
同
一
性
と
い
う
分
裂
の
経
験
が
、
1
仏
教
的
に
は
一
　
「
苦
」

の
経
験
が
存
し
ま
す
。
㈲
次
い
で
、
初
め
に
一
そ
の
都
度
、
立
場
に
応
じ
て

一
問
い
、
驚
き
、
　
「
説
明
」
と
い
う
知
覚
さ
れ
た
言
葉
（
こ
の
甲
匹
貯
§
σ
q
と

い
う
ド
イ
ツ
語
は
、
田
舘
5
0
q
　
〔
解
明
〕
、
遠
藤
奉
a
興
〔
は
っ
き
り
す
る
〕
、

寓
9
薯
。
巳
§
σ
q
〔
明
る
く
な
る
〕
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
下
さ

い
）
が
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
正
に
単
純
に
言
葉
が
、
つ
ま
り
道
案
内
が
存
在
し

ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
二
つ
の
事
柄
は
、
西
田
に
と
っ
て
は
「
経
験
で
あ
る
と
こ

ろ
の
も
の
」
へ
と
収
敏
し
て
ゆ
き
ま
す
。

　
③
　
現
実
性
の
開
示

　
さ
て
、
　
「
純
粋
経
験
」
は
、
人
間
が
日
々
な
す
諸
々
の
多
様
性
の
中
で
、
な
る

ほ
ど
そ
れ
自
身
で
伝
授
さ
れ
て
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
単
数
形
で
の
こ
の

「
経
験
」
は
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
の
経
験
は
、
包
括
的

に
、
人
間
の
生
活
を
個
人
的
に
も
集
団
的
に
も
、
従
っ
て
ま
た
世
界
を
も
担
い
、

満
た
す
よ
う
な
、
か
の
経
験
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
西
洋
の
宗
教
的
言
語
に
お
い

て
は
、
世
界
や
人
類
の
創
造
者
で
あ
り
、
且
つ
救
い
で
も
あ
る
神
の
現
実
性
が
問

題
で
あ
り
ま
す
。
他
の
諸
宗
教
を
顧
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
諸
宗
教
に
お
い
て
は
、

何
が
、
　
「
神
」
と
か
「
創
造
者
」
と
か
「
救
い
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
語
ら
れ
た
現

実
性
に
対
応
す
る
の
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
す
。
事
実
、
そ
う
す
れ
ば
、
私
達
は
、

「
純
粋
経
験
」
か
ら
言
葉
へ
、
乃
至
は
言
語
へ
移
行
し
て
ゆ
く
よ
う
な
、
あ
る
移

行
に
気
づ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
　
「
哲
学
」
は
1
純
粋
経
験
と
は
逆

に
1
常
に
言
語
や
言
語
化
の
一
過
程
で
あ
り
ま
す
。

㈲
　
「
思
　
索
」

私
た
ち
が
日
々
の
言
葉
の
中
で
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
「
思
索
」
は
、
常
に

「
熟
慮
し
て
い
る
思
索
」
（
謬
9
・
0
7
α
Φ
艮
Φ
富
α
8
0
Φ
壽
①
置
）
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
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に
、
冨
9
己
。
爵
。
昌
の
、
．
舜
9
㌧
、
は
、
次
の
よ
う
に
二
様
に
規
定
さ
れ
ま
す
。
㈲

時
間
的
に
は
、
　
「
そ
の
後
で
」
　
（
量
舜
9
）
で
あ
り
一
　
「
熟
慮
す
る
思
索
」
は
、

そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
後
で
生
ず
る
思
索
で
あ
り
ま
し
よ
う
（
問
い
は
、
　
「
何
に

向
っ
て
」
と
い
う
問
い
で
あ
り
ま
す
）
1
、
ま
た
⑥
「
反
省
」
　
（
閑
。
点
一
〇
首
§
）

の
意
味
に
お
い
て
、
従
っ
て
、
ふ
り
返
る
思
索
の
意
味
に
お
い
て
規
定
さ
れ
ま
す

（
問
い
は
、
　
「
ふ
り
返
る
」
、
1
何
に
基
づ
い
て
、
で
あ
り
ま
す
）
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
思
索
は
、
　
「
そ
の
後
で
」
、
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か
と
生
じ
て
き
ま

す
。
問
題
は
次
の
よ
う
な
問
題
な
の
で
す
。
即
ち
、
そ
れ
自
ら
の
側
で
、
　
「
意
識

性
」
、
　
「
説
明
」
、
　
「
照
明
」
と
し
て
、
つ
ま
り
、
　
「
純
粋
な
知
覚
」
や
従
っ
て

ま
た
「
純
粋
思
索
」
と
し
て
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
根
源
的
思
索
に
よ
っ

て
、
純
粋
経
験
は
刻
印
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
ど
の
程
度
刻
印
さ
れ

て
い
る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
り
ま
す
（
ラ
テ
ン
語
の
、
、
o
o
昌
－
。
励
9
0
昌
自
軌
．
は
、

「
共
に
知
る
こ
と
」
（
蟹
寸
話
。
。
。
・
9
）
と
し
て
、
こ
こ
で
熟
慮
す
る
に
値
し
ま
す
）
。

　
色
々
な
文
化
の
中
に
こ
の
見
地
に
立
つ
思
索
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
東

洋
の
世
界
と
同
様
に
西
洋
の
世
界
を
見
れ
ば
、
一
層
詳
し
く
示
さ
れ
ま
す
。
私
は
、

日
本
の
世
界
に
は
思
量
と
不
思
量
と
非
思
量
の
連
関
を
暗
示
し
、
西
洋
の
世
界
に

対
し
て
は
「
誰
か
に
お
蔭
を
蒙
っ
て
い
る
思
索
」
と
「
思
索
し
つ
つ
あ
る
思
索
」

と
の
連
関
を
そ
れ
と
な
く
示
し
ま
す
。
　
「
誰
か
に
お
蔭
を
蒙
っ
て
い
る
思
索
」
は
、

次
の
洞
察
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
即
ち
、
　
「
思
索
し
つ
つ
あ
る
思
索
」
は
私
た
ち

に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
、
ま
た
私
達
は
そ
れ
に
対
し
て
「
感
謝
し
て
い
る
」
と
い

う
良
き
根
拠
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
洞
察
に
。
　
「
思
索
し
つ
つ
あ
る
思
索
」
は
、

能
動
的
に
反
省
し
、
能
動
的
に
投
影
し
て
企
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
人
間

的
能
力
を
意
味
し
ま
す
。
人
間
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
　
「
受
け
取
り
な
が
ら
思

索
す
る
こ
と
が
で
き
」
、
ま
た
、
　
「
能
動
的
に
反
省
し
な
が
ら
、
且
つ
投
影
し
つ

つ
、
企
画
し
つ
つ
思
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
二
重
の
能
力
を
所
有
し
て

い
る
と
い
う
本
性
と
し
て
、
自
ら
を
経
験
し
ま
す
。

命
題
五
、
宗
教
的
経
験
の
自
覚
は
、
哲
学
の
領
域
に
制
限
さ
れ
ず
、
芸
術
や
倫
理

の
よ
う
な
他
の
生
活
領
域
を
も
熟
慮
の
内
に
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ω
　
　
「
芸
術
哲
学
」

　
知
覚
（
宗
教
の
領
域
で
は
自
覚
と
言
わ
れ
る
）
に
対
す
る
西
洋
の
言
語
の
中
で

使
用
さ
れ
た
学
問
的
言
葉
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
由
来
し
て
お
り
、
　
「
芸
術
哲
学
」
、

「
知
覚
の
芸
術
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
勿
論
、
こ
の
言
葉
は
、
一
そ
れ
が
対
応
す

る
日
本
語
の
言
語
領
域
を
も
示
し
で
い
る
よ
う
に
1
言
語
的
知
覚
と
結
合
し
て

い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
一
般
的
に
感
覚
的
な
知
覚
と
、
従
っ
て
、
掛
出

や
絵
画
や
音
楽
や
演
劇
と
い
う
よ
う
な
豊
か
な
形
態
に
お
け
る
芸
術
や
能
力
の
知

覚
と
結
合
し
て
お
り
、
ま
た
、
詩
や
文
学
に
お
け
る
言
語
的
な
も
の
に
な
る
過
程

で
の
芸
術
や
能
力
の
知
覚
と
結
合
し
て
い
ま
す
。
宗
教
が
理
論
的
な
反
省
の
領
域

と
、
従
っ
て
教
理
と
1
私
は
ま
た
、
倫
理
的
な
行
動
の
仕
方
の
領
域
を
も
追
加

す
る
訳
で
す
が
1
一
面
的
に
結
合
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
宗
教
の
完
全
な
る

輝
き
が
実
る
の
で
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
言
う
と
、
宗
教
は
、
神
学
や
倫
理
以
上
な

の
で
あ
り
ま
す
。

　
②
　
二
者
択
一
的
な
も
の
と
し
て
の
芸
術

　
芸
術
的
な
も
の
を
一
層
厳
密
に
内
容
上
規
定
す
る
場
合
に
は
、
芸
術
が
、
宗
教

と
哲
学
の
領
域
の
中
に
二
者
択
一
的
に
入
っ
て
き
ま
す
。
思
索
は
自
ら
の
仕
方
で

根
源
性
を
自
ら
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
と
い
う
な
ら
ば
、
芸
術
的
な
も

の
に
係
わ
れ
ば
、
眼
を
自
由
に
し
て
、
能
動
的
で
瞑
想
的
な
、
探
求
的
現
実
性
の
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入
口
に
到
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
何
故
な
ら
ば
、
確
か
に
一
方
で
は
、
芸
術
と
芸

術
生
活
の
諸
形
態
が
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
他
方
で
は
、
芸
術
や
芸
術
生
活
を
享

受
す
る
人
た
ち
は
も
っ
と
多
い
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
自
ら
の
宗
教
の
豊
か
さ
を
、

あ
る
い
は
か
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
の
豊
か
さ
を
新
た
に
認
識
さ
ぜ
る
の
は
、

多
く
の
西
洋
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
ア
ジ
ア
の
芸
術
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
ま
た

禅
の
日
本
的
な
道
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
や
中
国
や
日
本
の

瞑
想
や
観
照
の
諸
形
式
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
ま
た
、
ま
わ
り
道
を
し
て
の
非
常
．

に
心
を
開
き
難
い
儀
式
の
甑
域
と
出
会
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
全
く
驚
く

に
足
り
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
新
し
い
芸
術
の
発
見
に
際
し
て
は
、
単
に
身
体

的
な
感
性
の
再
発
見
の
み
が
重
要
で
あ
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、
色
々
の
宗
教
の

多
く
の
神
秘
家
た
ち
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
内
的
な
感
覚
の
展
開
が
、
つ

ま
り
、
聞
く
こ
と
と
見
る
こ
と
の
、
も
の
を
味
わ
う
こ
と
と
試
食
す
る
こ
と
の
展

開
が
重
要
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
③
　
治
療
学
と
し
て
の
芸
術

　
「
芸
術
」
L
「
知
覚
」
一
と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
関
し
て
、
問
題
が
「
真
に
受
け

取
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
限
り
、
他
の
言
語
に
対
し
て
独
特
な
主
張
が
可
能
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
洞
察
は
、
あ
る
独
自
な
詳
細
な
熟
考
に
役
立
つ
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
こ
こ
で
付
言
す
べ
き
こ
と
は
、
次
の
こ
と
で
十
分
で
し
ょ
う
。
即
ち
、
真
理

概
念
は
、
西
洋
の
主
流
の
哲
学
に
お
い
て
は
む
し
ろ
理
論
的
で
あ
っ
て
、
実
践
的

で
は
な
い
と
付
言
す
る
こ
と
で
。
た
と
え
1
先
ず
宗
教
的
影
響
の
下
で
1
常

に
、
実
存
的
な
、
真
理
の
有
意
味
性
が
強
調
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
。
し
か
し
、

私
に
と
っ
て
救
い
と
な
り
、
成
就
や
完
成
と
な
る
こ
と
が
、
実
存
的
に
は
最
終
的

に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
の
救
い
乃
至
は
成
就
と
の
非
同

一
性
を
克
服
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
救
い
あ
る
い
は
成
就
へ
の
道
を
見
出
す
ご

と
が
生
活
に
お
い
て
は
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
人
間
は
癒
し
を

必
要
と
し
ま
す
。
し
か
し
私
た
ち
の
根
本
的
な
知
覚
を
顧
慮
し
て
、
次
の
よ
う
な

問
い
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
即
ち
、
救
い
と
癒
し
へ
の
諸
々
の
道
は
、

根
本
的
な
癒
し
に
ど
の
程
度
役
立
つ
か
と
い
う
問
い
が
。
換
言
す
れ
ば
、
芸
術
と

癒
し
の
学
が
ど
の
程
度
一
つ
に
見
ら
れ
る
か
と
い
う
問
い
が
。

命
題
六
、
多
元
的
な
分
裂
性
の
傾
向
を
い
や
増
し
に
増
す
で
あ
ろ
う
二
十
一
世
紀

を
顧
慮
し
て
、
哲
学
と
宗
教
と
は
次
の
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
哲
学

と
宗
教
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
治
癒
的
な
力
を
明
る
み
に
出
す
よ
う
に
し
、
そ
れ

と
共
に
、
繰
り
返
し
生
じ
て
く
る
倦
怠
と
不
安
か
ら
人
間
を
解
放
し
、
ま
た
そ
の

疎
外
か
ら
自
由
に
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　
ω
　
治
癒
の
力

　
芸
術
的
一
治
癒
的
思
索
の
発
端
は
、
哲
学
的
思
惟
の
発
端
を
実
在
関
係
に
ま
で

広
げ
ま
す
が
、
こ
の
哲
学
的
思
維
の
発
端
は
、
本
質
的
に
は
言
語
に
結
び
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
実
践
は
、
言
語
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
包
摂
し
ま
す
。
し
か

し
実
践
は
、
方
向
性
を
、
言
語
喪
失
や
沈
黙
へ
と
拡
大
し
、
深
め
ま
す
。
そ
の
結

果
、
概
念
的
に
は
も
は
や
把
握
で
き
な
い
も
の
が
、
従
っ
て
正
に
そ
れ
故
に
、
治

癒
す
る
も
の
が
現
わ
れ
て
来
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
際
に
、
言
語
的
な
も
の

の
諸
々
の
限
界
が
、
一
見
、
思
惟
で
き
る
も
の
の
諸
々
の
限
界
で
あ
る
よ
う
に
見

え
て
き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
合
理
主
義
的
な
楽
観
主
義
に
刻
印
さ
れ
た
領
域
に
お

い
て
よ
り
は
一
層
強
烈
に
、
言
葉
の
脆
さ
が
、
あ
る
特
有
の
言
語
悲
観
主
義
と
な

る
程
に
、
現
わ
れ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
諸
限
界
を
経
験
す
る
こ
と
は
、
正
に
、

諸
宗
教
が
そ
の
宣
教
や
約
束
で
も
っ
て
あ
る
新
し
い
機
会
を
見
つ
け
出
す
場
所
で

も
あ
る
わ
け
で
す
。
ま
し
て
や
、
諸
宗
教
が
救
い
や
治
癒
に
よ
っ
て
働
き
始
め
る
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時
に
は
、
尚
更
そ
う
な
の
で
あ
り
ま
す
。

に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
で
あ
り
ま
す
。

　
②
　
哲
学
と
宗
教
の
独
立
性

　
哲
学
と
宗
教
の
具
体
的
関
係
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
お
い
て
、
将
来
に
お
い
て

も
ま
た
、
同
様
の
仕
方
で
解
明
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
二
つ
の
生
じ
う
る
極

端
な
立
場
は
、
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
即
ち
、
宗
教
が

哲
学
の
代
用
と
な
っ
た
り
、
．
哲
学
が
宗
教
の
代
わ
り
と
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

し
、
ま
た
宗
教
と
哲
学
が
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
哲
学
と
宗
教
と

は
共
に
一
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
自
ら
の
仕
方
に
お
い
て
で
は
あ
り
ま
す
が
一
あ
る

包
括
的
な
実
在
の
知
覚
と
、
従
っ
て
ま
た
人
間
の
心
の
開
け
を
用
い
て
、
‘
そ
の
都

度
よ
り
大
い
な
る
も
の
に
賛
同
し
ま
す
。
が
、
こ
の
そ
の
都
度
よ
り
大
い
な
る
も

の
を
、
哲
学
も
宗
教
も
汲
み
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
先
に
も

申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
哲
学
と
宗
教
と
は
、
一
般
的
に
は
、
自
ら
自
身
を
指
し
示

す
ば
か
の
で
な
く
、
自
ら
を
越
え
て
、
芸
術
の
広
い
分
野
を
も
指
し
示
す
の
で
あ

り
ま
す
。

　
㈲
　
そ
の
都
度
一
層
大
い
な
る
も
の

　
近
世
統
一
西
洋
的
哲
学
に
対
し
て
、
純
粋
に
日
本
的
な
哲
学
が
批
判
を
浴
び
せ

る
も
の
の
中
に
、
デ
カ
ル
ト
的
な
自
己
陶
酔
に
対
す
る
批
判
が
あ
り
ま
す
。
問
い

は
、
実
際
に
は
次
の
よ
う
な
問
い
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
ー
デ
カ
ル
ト
が
こ
れ

を
考
え
出
し
た
よ
う
に
一
も
し
人
聞
が
自
ら
の
確
実
性
を
自
ら
の
「
自
我
」
に

断
固
と
し
て
捜
し
出
す
場
合
に
は
、
人
間
は
、
徹
底
的
に
自
己
陶
酔
的
に
自
己
を

鏡
に
映
し
出
す
こ
と
に
終
わ
り
、
従
っ
て
ま
た
あ
る
徹
底
的
な
独
我
論
に
終
わ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
で
あ
り
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、
現
代
の
入
間
の
自
己

自
ら
に
つ
い
て
の
不
安
は
、
最
終
的
に
は
、
没
落
し
つ
つ
あ
る
西
洋
の
人
々
自
ら

　
対
立
的
立
場
が
、
ア
ジ
ア
か
ら
不
二
一
元
論
（
》
α
く
驕
Ω
一
什
僧
一
口
O
昌
匿
Φ
昌
）
を
提
示
し

て
い
ま
す
が
、
こ
の
不
一
二
元
論
は
、
無
分
別
の
仏
教
の
講
話
の
中
に
も
出
て
い

ま
す
。
結
局
は
、
無
神
論
や
無
宗
教
性
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
ゆ
く
近
代
的
－
西

洋
的
な
哲
学
の
端
初
と
は
別
様
に
、
上
述
の
ア
ジ
ア
の
思
索
の
端
初
は
、
そ
の
否

定
性
の
中
で
、
即
ち
、
否
定
的
哲
学
と
し
て
徹
底
的
な
開
け
へ
と
開
け
て
行
き
ま

す
。
そ
し
て
一
こ
の
こ
と
は
、
徹
底
的
な
無
我
性
の
行
動
を
見
る
と
、
一
層
厳

密
に
実
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
が
1
逆
説
的
な
仕
方
で
、
改
め
て

「
宗
教
」
へ
と
開
け
て
行
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
ω
　
「
異
質
的
な
も
の
」

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
ま
た
問
い
が
残
っ
て
い
ま
す
。
次
の
よ
う
な
一
つ

の
中
心
的
な
問
い
で
も
っ
て
、
私
は
こ
の
講
演
を
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

即
ち
、
こ
の
見
地
か
ら
一
具
体
的
に
は
一
日
本
哲
学
の
見
地
か
ら
す
る
と
、

異
質
的
な
状
態
そ
の
も
の
と
し
て
の
異
質
的
状
態
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
、
と

い
う
問
い
で
も
っ
て
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
、
限
ら
れ
た
見
方
を
、
先
ず
取
り
挙
げ

ま
し
た
。
こ
の
場
合
に
は
至
る
所
で
次
の
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
即
ち
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
間
に
と
っ
て
異
質
的
な
も
の
は
、
自
ら
の
思
惟
構
造
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
、
異
質
的
な
も
の
と
い
う
性
格
を
失
う
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
は
、
過
去
に
お
い
て
は
屡
々
む
し
ろ
無
意
識
に
、
し
か
も
悪
意
な
く
し
て

至
る
処
で
生
じ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
他
の
諸
文
化
の
中
で
も
存
在
し
、

且
つ
生
じ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
日
本
語
の
中
国
（
ま
ん
中
の
国
）
と
い
う
中
国
の
理

解
も
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
ま
た
、
日
蓮
や
そ
の
後
継
者
た
ち
の
日
本
中

心
性
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
自
ら
の
「
私
」
が
、
全
く
他
の
異
質
的
な
「
汝
」
が
混
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わ
れ
得
ぬ
程
に
消
し
去
ら
れ
る
場
合
に
は
、
問
い
は
尖
鋭
化
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
例
え
ば
阿
部
正
雄
や
上
田
閑
照
に
お
い
て
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
常
に
歴
史
的
過
程
と
し
て
の
実
在
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
、
歴
史

に
お
い
て
と
同
様
社
会
的
に
働
く
実
在
と
衝
動
と
し
て
の
善
と
悪
に
つ
い
て
論
ぜ

ら
れ
て
き
た
の
も
、
故
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
様
な
問
い
に
お
い
て

は
、
他
者
と
し
て
、
ま
た
異
質
的
な
も
の
と
し
て
挑
発
と
な
る
よ
う
な
、
固
く
て

簡
単
に
は
開
か
れ
な
い
、
他
者
や
異
質
的
な
も
の
が
常
に
問
題
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
事
は
、
中
立
的
な
も
の
や
非
人
格
性
（
異
質
的
な
も
の
）

と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
男
の
人
や
女
の
人
と
し
て
明
ら
か
に
示
さ

れ
る
他
の
人
々
や
見
知
ら
ぬ
人
々
（
こ
の
男
性
で
あ
る
見
知
ら
ぬ
人
、
こ
の
女
性

で
あ
る
見
知
ら
ぬ
人
）
の
意
味
に
お
い
て
も
妥
当
し
ま
す
。
多
元
性
は
、
異
質
性

や
他
者
性
に
対
す
る
顧
慮
（
畏
敬
）
な
く
し
て
は
、
真
に
パ
ー
ト
ナ
ー
（
伴
侶
）

と
な
る
如
何
な
る
方
法
も
な
く
、
．
し
か
も
、
二
十
一
世
紀
が
（
　
「
他
者
」
を
重
視

す
る
以
上
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
正
に
二

つ
の
理
由
に
よ
、
っ
て
、
哲
学
と
宗
教
に
と
っ
て
は
、
異
質
な
実
在
と
他
者
が
中
心

点
と
な
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
見
る
と
、
宗
教
は
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

宗
教
は
具
体
的
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
で
あ
り
ま
す
が
、
一
恐
ら
く
、

今
日
で
は
、
確
か
に
、
異
質
的
な
も
の
の
実
在
に
対
し
て
は
、
哲
学
よ
り
は
、
一

層
強
く
、
敏
感
に
反
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

一31一

し


