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『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
と
多
元
論
の
問
題 

―
―
グ
ッ
ド
マ
ン
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
解
釈
を
手
が
か
り
に
―
― 

千 

田 

芳 

樹 
 
 

 

 

一 

問
題
へ
の
導
入 

  

わ
れ
わ
れ
は
時
に
美
術
館
で
名
画
―
―
ル
ノ
ワ
ー
ル
や
ル
オ
ー
の
絵
画
等
々
―
―
を
楽
し

む
（
１
）

。

あ
る
い
は
、
寺
院
や
博
物
館
で
拝
観
す
る
卓
越
し
た
仏
像
群
の
形
姿
に
得
も
言
わ
れ
ぬ
崇
高
さ
や

美
を
感
じ
取
る
。
そ
の
際
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
絵
画
に
は
ル
ノ
ワ
ー
ル
に
固
有
な
世
界
へ
の
眼
差
し

（
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
）
が
、
ル
オ
ー
の
絵
画
に
は
ル
オ
ー
に
固
有
な
そ
れ
が
、
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
、
仏
教
彫
刻
に
は
こ
れ
ら
の
近
代
西
洋
絵
画
と
は
全
く
異
質
な
世
界
観
（
ヴ
ァ
ー
ジ

ョ
ン
）
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
（
２
）

。
こ
う
し
た
作
品
の
鑑
賞
を
通
じ
て
、
必
ず
し
も
自

覚
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
各
々
に
表
現
さ
れ
て
い
る
固
有
な
眼
差
し
や
世
界
観
が
代
替
不
可
能
な

価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

グ
ッ
ド
マ
ン
は
主
著
『
世
界
制
作
の
方
法
』（
以
下
、『
方
法
』
と
略
す
）
の
第
一
章
で
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
哲
学
に
対
し
て
独
自
の
視
点
か
ら
概
説
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
章
は
『
方
法
』
の
導
入
、
つ
ま

り
グ
ッ
ド
マ
ン
自
身
の
哲
学
の
基
本
的
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
哲
学

に
対
す
る
一
つ
の
理
解
を
呈
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
グ
ッ
ド
マ
ン
は
こ
こ
で
カ
ッ
シ

ー
ラ
ー
の
著
作
に
つ
い
て
の
逐
語
的
な
注
釈
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
注
で
カ
ッ
シ

ー
ラ
ー
の
著
作
の
う
ち
『
言
語
と
神
話
』
し
か
触
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
哲
学
の
主
要
概
念
で
あ
る
「
シ
ン
ボ
ル
形
式(s

y
m

b
o
lis

ch
e
 

F
o
rm

 / s
y
m

b
o
lic fo

rm
)

」
と
い
う
語
す
ら
そ
こ
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
と
も
す
る
と
グ
ッ
ド
マ

ン
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
解
釈
は
牽
強
付
会
と
見
な
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
グ
ッ
ド
マ
ン

の
目
的
は
便
宜
上
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
用
語
や
語
り
方
を
解
説
し
、
利
用
す
る
こ
と
に
は
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
関
す
る
便
宜
的
な
理
解
を
得
よ
う
と
し
て
『
方
法
』
を
繙
く

者
は
失
望
す
る
に
違
い
な
い
。
単
な
る
用
語
や
語
り
方
と
い
う
見
か
け
を
越
え
て
「
多
元
論 

(p
lu

-

ra
lis

m
)

」
＝
「
世
界
の
多
数
性 

(th
e
 m

u
ltip

licity
 o

f w
o
rld

s
)

」
の
問
題
へ
と
目
を
向
け
る
と

き
、
グ
ッ
ド
マ
ン
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
解
釈
は
優
れ
て
活
き
た
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。 

グ
ッ
ド
マ
ン
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
用
語
や
語
り
方
を
共
有
し
て
い
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
哲
学

的
観
点
を
共
有
し
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
の
創
出
過
程
は
、
グ

ッ
ド
マ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
「
世
界
制
作 

(w
o
rld

m
a
k

in
g
)

」、
あ
る
い
は
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 

(v
e
r-

s
io

n
)

」
の
制
作
で
あ
る
。
グ
ッ
ド
マ
ン
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
企
図
を
見
据
え
な
が
ら
も
、
独
自
の

ア
プ
ロ
ー
チ
で
記
号
＝
シ
ン
ボ

ル
（
３
）

と
世
界
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。 

 

「
一
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
へ
と
完
全
に
は
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ

対
照
的
で
正
し
い
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
許
容
さ
れ
る
限
り
、
統
一
は
こ
れ
ら
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン

の
下
に
あ
る
両
価
的
な
あ
る
い
は
中
立
的
な
何
か
、
、
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を

つ
つ
む
全
体
の
編
成
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
神
話
、
宗
教
、

言
語
、
芸
術
、
そ
し
て
科
学
の
発
達
を
通
文
化
的
に
研
究
す
る
こ
と
を
通
じ
て
探
究
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
私
の
研
究
方
法
は
む
し
ろ
記
号(s

y
m

b
o
ls

)

や
記
号
シ
ス
テ
ム(s

y
m

b
o
l s

y
s
-

te
m

s
)

の
類
型
、
機
能
の
分
析
的
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
た
だ
一
通

り
の
帰
結
を
期
待
す
べ
き
で
は
な
い
」
（W

W
. 5

 (2
4
f.)

） 

 

本
稿
の
目
的
は
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
る
。
グ
ッ
ド
マ
ン
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
解
釈
を
検
討
す
る

こ
と
を
通
じ
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
枠
組
み
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
経
験
に

立
脚
し
、
言
語
分
析
的
手
法
を
旨
と
す
る
グ
ッ
ド
マ
ン
を
介
し
て
、
カ
ン
ト
的
方
法
に
基
礎
を
置

く
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
哲
学
の
相
貌
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
そ
の
意
義
は
尽
き
て
い
る
。
本

稿
は
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
グ
ッ
ド
マ
ン
『
方
法
』
第
一
章
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
問
い

を
契
機
に
多
元
論
が
孕
む
諸
問
題
を
概
観
す
る
（
二
）。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
グ

ッ
ド
マ
ン
に
共
通
す
る
三
つ
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
論
及
す
る
（
三
）。
そ
れ
か
ら
、
グ
ッ
ド
マ
ン
の
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解
釈
を
参
考
に
し
つ
つ
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
機
能
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
世
界
の
多

様
性
に
つ
い
て
解
明
す
る
（
四
）
。
最
後
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
文
化
哲
学
が
多
元
論
と
ど
の
よ
う

に
関
連
す
る
か
を
「
人
間
と
は
何
か
」
を
め
ぐ
る
問
い
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
（
五
）。 

 

二 
「
世
界
制
作
」
と
は
何
か 

―
―
そ
の
概
略 

 

  

冒
頭
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
『
方
法
』
第
一
章
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
哲
学
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
グ
ッ
ド
マ
ン
は
こ
こ
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
哲
学
へ
の
注
釈
的
な
解
釈
を
呈
示
し
て
は
い
な

い
。
む
し
ろ
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
哲
学
が
グ
ッ
ド
マ
ン
自
身
の
哲
学
と
共
有
す
る
よ
う
な
次
の
「
問

い
」
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
多
く
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
の
は
正
確
に
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
の
か
。
本
物
の
世
界

を
い
つ
わ
り
の
世
界
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
。
世
界
は
何
か
ら
制
作
さ
れ
て

い
る
の
か
。
世
界
は
ど
の
よ
う
に
し
て
制
作
さ
れ
る
の
か
。
制
作
す
る
場
合
に
記
号

(s
y
m

b
o
ls

)

は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
か
。
世
界
制
作
は
知
る
こ
と
と
ど
の
よ

う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
」（W

W
. 1

 (1
8
)

） 

  

こ
こ
に
は
全
部
で
六
つ
の
問
い
（
疑
問
文
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
は
言
え
、
グ
ッ
ド
マ
ン
は

こ
れ
ら
の
自
ら
提
起
し
た
問
い
全
て
に
明
示
的
な
仕
方
で
解
答
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
自

身
「
完
全
で
最
終
的
な
解
答
」
が
す
ぐ
さ
ま
与
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
は
考
え
て
い
な
い(cf. ib

id
)

。

そ
こ
で
、
紙
数
の
限
ら
れ
た
本
稿
で
は
、「
世
界
制
作
」
と
い
う
鍵
概
念
を
軸
に
幾
つ
か
の
要
点
を

押
さ
え
た
い
。 

 

ま
ず
「
世
界
が
制
作
さ
れ
る
こ
と
」
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
世
界
が
様
々
な
仕
方
で
制
作
さ

れ
て
い
る
事
実
を
理
解
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。
グ
ッ
ド
マ
ン
の
立
場
は
、
端
的
に
世
界
の
制

作
方
法
が
一
通
り
で
は
な
い
と
い
う
点
（
世
界
の
多
数
性
の
テ
ー
ゼ
）
で
多
元
論
で
あ
り
、
様
々

な
仕
方
で
制
作
さ
れ
た
世
界
が
そ
れ
ぞ
れ
代
替
不
可
能
な
価
値
を
持
つ
と
い
う
点
（
世
界
間
の
還

元
不
可
能
性
の
テ
ー
ゼ
）
で
相
対
主
義
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
差
し
当
た
り
、
多
元
論
が
問
題
で
あ

る
。「
世
界
の
多
数
性
」
と
は
、
他
の
解
釈
の
余
地
の
な
い
一
義
的
な
世
界
（th

e
 w

o
rld

）
な
ど
な

く
、
世
界
が
様
々
に
制
作
さ
れ
た
世
界
（a

 w
o
rld

）
の
集
ま
り
で
し
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
諸
世
界
（w

o
rld

s

）
に
跨
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
世
界
の
多
数
性
」
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
る
の
か
。
し
か
し
、
こ
の
問
い
以

前
に
、
も
し
か
す
る
と
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
現
実
世
界
に
生
き
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
向
き
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ら
ば
反
対
に
、
か
か
る
一
つ
の
現
実
世
界
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
物
理
主
義(P

h
y
s
ica

lis
m

)

を
標
榜
す
る
自
然
科
学
者
な
ら
ば
、
物
理
学
的
な
法
則

に
支
配
さ
れ
た
自
然
お
よ
び
宇
宙
こ
そ
た
だ
一
つ
の
現
実
世
界
だ
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
眼
前
に
あ
る
机
や
ノ
ー
ト
、
手
に
し
て
い
る
ペ
ン
は
原
子
や

電
子
等
々
の
集
積
体
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
た
だ
一
つ
の
現
実
世
界
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な

い
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
に
多
元
論
者
な
ら
ば
答
え
る
だ
ろ
う
。
日
常
生
活
に
お
い
て
、
ペ
ン

は
原
子
や
電
子
の
集
積
体
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
堅
さ
や
色
を
も
ち
指
で
挟
め
る
丁
度
良
い
大
き

さ
の
筆
記
具
で
あ
る
と
い
う
が
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ペ
ン
に
関
す
る
二
つ
の
説
明
は
ど
ち

ら
も
誤
り
で
は
な
い
。
自
然
科
学
者
は
も
し
か
す
る
と
、
前
者
の
方
が
後
者
よ
り
も
真
実
の
（
あ

る
い
は
正
し
い
）
世
界
の
記
述
で
あ
る
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
多
元
論
者
は
い

ず
れ
の
説
明
も
世
界
に
対
す
る
真
の
記
述
で
あ
る
と
し
、
両
者
は
互
い
に
排
斥
し
合
う
も
の
で
も

な
く
、
並
立
し
う
る
と
考
え
る
。
か
か
る
真
偽
は
、
世
界
の
説
明
に
い
か
な
る
規
準
を
採
用
す
る

か
に
拠
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
規
準
は
、
わ
れ
わ
れ
が
制
作
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。 

わ
れ
わ
れ
が
現
実
世
界
の
規
準
を
制
作
し
、
そ
れ
を
採
用
す
る
か
否
か
を
も
決
定
す
る
な
ら
ば
、

現
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
通
常
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
こ
そ
制
作
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
）

と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
の
世
界
に
ど
れ
ほ

ど
現
実
味
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

れ
を
現
実
世
界
と
明
瞭
に
区
別
し
う
る
。
け
れ
ど
も
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
描
い
た
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
の
よ
う
に
風
車
に
架
空
の
巨
人
を
見
て
、
戦
い
を
挑
む
よ
う
な
人
物
も
い
る
か
も
し
れ
な

い
（
４
）

。 

こ
こ
で
の
問
題
は
わ
れ
わ
れ
が
い
か
な
る
規
準
を
現
実
世
界
の
も
の
と
し
て
採
用
し
、
あ
る
い
は

拒
否
す
る
か
で
あ
る
。
グ
ッ
ド
マ
ン
は
こ
れ
を
長
い
経
験
上
に
裏
付
け
ら
れ
た
慣
習
の
「
守
り 

(e
n

tre
n

ch
m

e
n

t)

」
に
訴
え
る
。
つ
ま
り
、
グ
リ
ー
ン
と
グ
ル

ー
（
５
）

と
い
う
２
種
の
選
択
す
べ
き
色

の
定
義
が
あ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
当
然
グ
リ
ー
ン
の
定
義
を
採
用
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
グ

ル
ー
の
定
義
に
欠
陥
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
定
義
の
仕
方
次
第
で
グ
ル
ー
を
採

用
し
て
も
そ
こ
に
は
何
ら
矛
盾
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
両
者
は
色
の
定
義
に
お
い

て
同
等
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
前
者
を
選
択
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
世
界
に
お
い

て
は
今
ま
で
前
者
を
規
準
と
し
て
き
た
と
い
う
慣
習
上
の
実
践
の
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し

た
慣
習
上
の
規
準
の
通
用
が
「
守
り
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
は
一
定
の
慣
習
に
即
し
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た
秩
序
・
規
則
を
保
つ
の
で
あ
り
、「
世
界
制
作
」
と
は
荒
唐
無
稽
な
規
則
に
つ
い
て
も
通
用
す
る

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
グ
ル
ー
は
、
な
る
ほ
ど
定
義
自
体
に
矛
盾
は
な
く
、
別
の
世
界
で
グ
ル
ー

が
色
の
規
則
と
し
て
採
用
さ
れ
て
も
何
ら
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
世
界

で
グ
ル
ー
は
、
知
識
の
資
格
を
有
し
な
い
（
＝
「
投
射
可
能
性 

(p
ro

je
ctib

ility
)

」
を
持
た
な
い
）

の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
知
識
の
資
格
の
な
い
も
の
と
は
、「
守
り
」
を
欠
く
規
準
に
基
づ
く

も
の
に
他
な
ら
な
い(cf. W

W
. 1

2
5
ff. (2

2
2
ff.)

）。
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
絶
え

ず
何
ら
か
の
規
準
を
出
発
点
と
し
て
世
界
を
制
作
す
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
世
界
は
常
に
「
再

制
作 

(re
-m

a
k

in
g
)

」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

「
世
界
制
作
」
と
い
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
よ
う
に
無
か
ら
世
界
を
作
り
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
こ
で
、
世
界
は
す
べ
て
物
質
か
ら
造
ら
れ
る
、
と
唯
物
論
者
な
ら
ば
答
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
唯
物
論
者
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
切
り
離
し
て
物
質
そ
れ
自
体
が
存
在
し
て

い
る
と
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
恐
ら
く
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
グ
ッ
ド
マ
ン

な
ら
ば
、
物
質
が
い
か
な
る
意
味
を
担
お
う
と
も
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
造
り
出
し
た
記
号
＝
シ

ン
ボ
ル
で
あ
る
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
切
り
離
し
て
物
質
と
い
う
記
号

＝
シ
ン
ボ
ル
は
自
存
し
え
な
い
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
な
ら
ば
、
物
質
概
念
そ
の
も
の
が
精
神
の
産
み

出
し
た
像
＝
シ
ン
ボ
ル
と
捉
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
グ
ッ
ド
マ
ン
で
あ
れ
ば
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に

物
質
と
い
う
記
号
（
的
体
系
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
）
と
同
時
に
物
質
的
世
界
が
創
ら
れ
た(

cf. W
W

. 

9
6
 (1

7
6
)

）
と
い
う
だ
ろ
う
。
世
界
が
無
か
ら
は
生
じ
な
い
と
い
う
意
味
は
、
こ
こ
で
は
転
換
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
世
界
観
（
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
）
の
な
か
に
、
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
存
在
し
て
い
る
。
予
め
構
成
さ
れ
た
世
界
観
の
う
ち
で
生
ま
れ
育
つ
以
上
、
そ
こ
か
ら
逃
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
言
語
は
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
特
定
の
言
語
体
系

（
母
国
語
）
に
無
意
識
の
う
ち
か
ら
投
げ
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
徐
々
に
世
界
を
分
節

化
し
、
世
界
に
対
峙
す
る
自
己
を
把
握
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
世
界
把
握
へ
と
導
く
も
の
が
言

語
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
世
界
は
言
語
を
含
む
記
号
＝
シ
ン
ボ
ル
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
る
。

む
し
ろ
、
そ
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
世
界
は
存
在
し
得
な
い
。 

さ
て
、
記
号
か
ら
世
界
が
制
作
さ
れ
る
と
し
て
、「
世
界
は
ど
の
よ
う
に
し
て
制
作
さ
れ
る
の
か
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
実
際
、
第
一
章
第
四
節(cf. W

W
. 7

ff. (2
7
ff.))

に
お
い
て
最
も
詳
し
く
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
(a)
合
成
と
分
解
、
(b)
重
み
づ
け
、
(c)
順
序
づ
け
、
(d)
削
除
と
補
充
、
(e)

変
形
の
五
つ
の
項
目
に
亘
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
こ
こ
で
は
逐
一
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。
グ

ッ
ド
マ
ン
が
標
榜
す
る
多
元
論
、
相
対
主
義
に
並
ぶ
、
唯
名
論
の
立
場
と
の
関
連
で
簡
潔
に
触
れ

る
に
止
め
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
唯
名
論
は
個
体
の
み
を
認
め
、
普
遍
を
認
め
な
い
と
す
る
立
場

で
あ
る
が
、
し
か
し
グ
ッ
ド
マ
ン
に
お
い
て
は
、
何
を
個
体
と
す
る
か
は
決
し
て
一
義
的
で
は
な

い
（cf. W

W
. 9

4
f.

（1
7
3

））
。
ど
の
ク
ラ
ス
を
個
体
と
す
る
か
は
選
択
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
選

択
に
応
じ
て
様
々
な
「
世
界
制
作
」
が
行
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
、
種
々
の

要
素
を
複
合
し
て
個
体
と
し
、
あ
る
い
は
逆
に
分
解
し
て
個
体
と
す
る
。
次
の
よ
う
な
例
が
考
え

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
人
物
は
一
つ
の
人
格
と
し
て
一
つ
の
個
体
（
個
人
）
と
見
な
さ
れ
、
一
つ

の
ク
ラ
ス
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
人
格
（
あ
る
い
は
責
任
主
体
）
は
、
そ
れ
以
上
解
体

不
可
能
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
最
も
基
本
的
な
要
素
と
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
、

道
徳
や
法
は
こ
う
し
た
不
可
分
な
人
格
を
最
小
単
位
と
す
る
規
準
に
基
づ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
医
学
に
お
い
て
個
人
は
様
々
な
器
官
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
分
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
し
く
は
更
に
細
胞
な
い
し
遺
伝
子
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
分
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
点
か
ら
見
れ
ば
、
何
を
個
体
と
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
世
界
＝
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
制

作
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
世
界
制
作
」
は
「
言
語
的 

(lin
g
u

is
tic )

」
な
記
述
に
限
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
く
、「
非
言
語
的 

(n
o
n

-lin
g
u

is
tic)

」
な
描
写
で
あ
る
絵
画
な
ど
で
も
同
様
で
あ

る
。
た
だ
し
、
絵
画
等
の
芸
術
作
品
に
お
け
る
「
世
界
制
作
」
は
、
真
偽
を
問
わ
な
い
（
真
理
値
を

持
た
な
い
）
視
覚
的
な
世
界
へ
の
固
有
な
眼
差
し
（
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
）
と
し
て
な
さ
れ
る
。 

以
上
よ
り
、
「
世
界
制
作
」
に
つ
い
て
『
方
法
』
第
一
章
を
も
と
に
概
観
し
た
。
節
を
改
め
て
、

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
グ
ッ
ド
マ
ン
と
が
共
有
し
て
い
る
テ
ー
ゼ
を
三
つ
に
絞
り
、
さ
ら
に
問
題
を
掘

り
下
げ
て
行
き
た
い
。 

 

三 

多
元
論
の
三
つ
の
テ
ー
ゼ 

―
―
所
与
の
媒
介
性
・
還
元
不
可
能
性
・
世
界
の
多
数
性 

 

  

前
節
を
踏
ま
え
て
、
多
元
論
が
孕
む
三
つ
の
テ
ー
ゼ
―
―
所
与
の
媒
介
性
・
還
元
不
可
能
性
・

世
界
の
多
数
性
―
―
に
論
及
し
た

い
（
６
）

。
ま
ず
は
所
与
の
媒
介
性
の
テ
ー
ゼ
が
問
題
で
あ
る
。 

 
グ
ッ
ド
マ
ン
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
所
与
、
世
界
そ
の
も
の
な
ど
無
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る(cf. 

P
P
. 2

5
f.)

。
な
か
で
も
『
方
法
』
第
五
、
六
章
で
は
、
知
覚
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

知
覚
心
理
学
の
実
験
に
お
い
て
現
在
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
仮
現
運
動
あ
る
い
は
フ
ァ
イ
現
象

と
い
う
心
理
的
事
実
が
、
物
理
的
事
実
と
相
違
し
て
い
る
こ
と
を
グ
ッ
ド
マ
ン
は
自
ら
の
立
場
の

た
め
に
援
用
す
る
。
こ
う
し
た
観
察
を
鑑
み
る
に
、
現
象
主
義
者
、
心
理
主
義
者
が
説
く
よ
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う
な
「
純
粋
な
所
与(a

 p
u

re
 g

iv
e
n

)

」
と
い
う
も
の
も
、
実
際
に
は
人
間
の
知
覚
心
理
的
媒
介
を

経
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
知
覚
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
既
に
「
事
実
を
制

作
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
心
理
的
事
実
よ
り
も
物
理
的
事
実
の
方
が
先

立
つ
こ
と
を
意
味
し
な
い
（
ま
た
、
そ
の
逆
も
同
様
）
。
と
い
う
の
も
、
心
理
的
事
実
に
し
ろ
、
物

理
的
事
実
に
し
ろ
、
双
方
と
も
世
界
に
関
す
る
一
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

物
理
主
義
者
に
せ
よ
、
現
象
主
義
者
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
所
与
の
絶
対
性
は
も
は
や
問
わ
れ
え
な

い
。「
論
点
は
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
、
、
で
は
な
く
、
そ
れ
の
与
え
ら
れ
る
仕
方
、
、
に
あ
る
」(P

P
. 2

6
)

。

し
た
が
っ
て
、
何
を
所
与
と
見
な
す
か
に
応
じ
て
多
種
多
様
々
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
し
う

る
（
７
）

。 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
ま
た
「
模
写
説(

A
b
b
ild

th
e
o
rie

)

」
へ
の
批
判
を
通
じ
て
「
シ
ン
ボ
ル
形
式

の
哲
学
」
を
構
築
し
て
い
る
。
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』（
以
下
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
』
と
略
す
）

第
一
巻
の
序
論
で
は
現
実
世
界
の
最
も
忠
実
な
模
写
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
数
学
的
―
物
理
学
的

諸
概
念
が
人
間
精
神
の
構
成
し
た
シ
ン
ボ
ル
で
し
か
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
H
・
ヘ

ル
ツ
の
『
力
学
原
理
』
が
契
機
と
な
っ
た
（cf. P

S
F
. 1

. 3
f. (1

. 2
2
f.)

）。
近
代
精
密
諸
科
学
に
お

け
る
諸
概
念
は
何
ら
世
界
の
基
体
を
表
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。「
科
学
が
遂
行
可
能

な
あ
ら
ゆ
る
客
観
化
は
、
実
は
媒
介
作
用(

V
e
rm

ittlu
n

g
)

で
あ
り
、
媒
介
作
用
に
止
ま
ら
ざ
る
を

え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
科
学
は
理
解
し
て
い
る
」（P

S
F
. 1

. 4
f. (1

. 2
4
)

）。
無
論
、
こ
う
し
た
媒

介
作
用
は
科
学
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
精
神
の
所
産
た
る
様
々
な
文
化
形
式

―
―
神
話
、
宗
教
、
言
語
、
芸
術
等
々
―
―
は
全
て
媒
介
作
用
の
も
と
に
あ
り
、
固
有
な
客
観
化
を

通
じ
て
主
観
と
客
観
の
境
界
が
引
か
れ
、
世
界
観
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
荒
唐

無
稽
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
見
な
さ
れ
て
き
た
神
話
的
世
界
観
の
シ
ン
ボ
ル
も
ま
た
、
単
な
る
主

観
的
な
歪
め
ら
れ
た
世
界
了
解
で
は
な
く
、
か
か
る
世
界
観
に
固
有
な
仕
方
で
世
界
を
把
握
し
て

い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
各
々
の
シ
ン
ボ
ル
に
応
じ
て
、
異
な
る
形

式
か
ら
世
界
は
了
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
所
与
が
把
握
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
既
に

何
ら
か
の
形
式
性
が
伴
っ
て
い
る
。
最
初
に
無
媒
介
的
な
仕
方
で
所
与
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
所
与

に
二
次
的
な
仕
方
で
変
形
が
加
え
ら
れ
て
、
認
識
が
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ッ
シ
ー
ラ

ー
の
哲
学
に
お
い
て
、
「
模
写
説
」
す
な
わ
ち
所
与
の
無
媒
介
性
は
退
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

と
り
わ
け
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
』
第
三
巻
に
お
い
て
「
シ
ン
ボ
ル
の
受
胎
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
わ
れ
わ

れ
の
認
識
が
こ
う
し
た
媒
介
と
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

認
識
は
記
号
＝
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
媒
介
を
経
て
、
は
じ
め
て
成
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

問
題
は
「
媒
介
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
媒
介
以
前
の
所
与
と
い
う
含
み
を
避
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
媒
介
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
所
与
そ
れ
自
体
へ
の
問
い

を
グ
ッ
ド
マ
ン
も
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
退
け
て
い

る
（
８
）

。
こ
う
し
た
問
い
そ
の
も
の
が
物
理
主
義
や
現

象
主
義
な
ど
の
一
元
論
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
多
元
論
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
媒
介
を
な
す
記
号
＝
シ
ン
ボ
ル
体
系
は
相
互
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式

は
他
に
置
き
換
え
不
可
能
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
文
化
形
式
相
互
の

還
元
不
可
能
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
還
元
主
義
者
は
た
だ
一
つ
の
事
実
の
み
―
―
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
事
実
か
は
そ
の
「
主
義
」
に
拠
る
―
―
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
そ
の
批
判
者
は
文

化
形
式
（
記
号
＝
シ
ン
ボ
ル
体
系
）
の
各
々
を
固
有
な
も
の
と
見
な
し
、
他
に
置
き
換
え
る
こ
と

の
で
き
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
も
っ
と
も
、
現
在
、
還
元
主
義
に
も
様
々
な
形
態
が
あ
り
う
る
。

差
し
当
た
り
、
こ
こ
で
は
グ
ッ
ド
マ
ン
が
挙
げ
て
い
る
物
理
主

義
（
９
）

に
言
及
す
る
。
物
理
主
義
（
こ

れ
は
狭
義
の
自
然
主
義
で
も
あ
ろ
う
）
は
、
一
切
の
事
象
を
物
理
的
現
象
と
し
て
解
明
さ
れ
る
も

の
だ
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
理
学
以
外
の
他
の
諸
学
問
や
他
の
文
化
領
域
は
終
極
的

に
は
全
て
物
理
的
現
象
と
し
て
解
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
真
な
る
事
実
は
物
理
学
の
み
が
所
有

し
て
い
る
。
と
は
言
え
、
現
在
の
物
理
学
は
そ
の
発
展
の
途
上
に
あ
る
た
め
、
す
べ
て
を
物
理
学

的
原
理
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
。
し
か
し
、
将
来
的
に
物
理
学
の
体
系
が
完
成
し
た
暁
に
は
、
す

べ
て
の
事
象
を
物
理
学
的
原
理
か
ら
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
他
の

あ
ら
ゆ
る
説
明
は
不
要
に
な
る
か
、
二
次
的
な
意
味
合
い
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
は

ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
の
一
切
の
事
象
の
説
明
は
物
理
学
的
原
理
の
説
明
に
還
元
可
能
で
あ

る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
多
元
論
者
は
物
理
学
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
自
然
諸
科
学
が
揺

ぎ
無
く
堅
固
か
つ
固
有
な
世
界
了
解
（
シ
ン
ボ
ル
形
式
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
）
を
呈
示
し
う
る
も
の

と
し
て
承
認
す
る
も
の
の
、
そ
れ
が
世
界
を
捉
え
る
唯
一
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
同
意
し

な
い
（cf. W

W
. 4

 (2
3
))

。 

 

多
元
性
は
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
語
ら
れ
る
。
学
的
体
系
か
ら
絵
画
・
建
築
に
至
る
ま
で
。
グ
ッ

ド
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
画
家
た
ち
の
描
く
絵
画
の
固
有
な
特
徴
を
互
い
に
変
換
す
る
方
法
は
無
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
自
体
と
し
て
存
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
互
い
に
還
元
不
可
能
で
あ
る
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
場
合
に
は
、
最
も
原
初
的
な
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
は
神
話
的
世
界
観
で
あ
る
が
、

神
話
も
ま
た
既
に
所
与
の
媒
介
・
加
工
を
経
た
世
界
了
解
で
あ
る
。
人
間
は
精
神
の
最
も
原
初
的

な
段
階
に
お
い
て
シ
ン
ボ
ル
を
介
し
て
世
界
を
見
、
世
界
と
関
わ
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
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所
与
の
媒
介
性
と
還
元
不
可
能
性
と
か
ら
、
世
界
の
多
数
性
が
説
明
さ
れ
る
。
世
界
の
多
数
性

と
は
、
字
義
通
り
に
は
た
だ
一
つ
の
世
界
（d

ie
 W

e
lt / th

e
 w

o
rld

）
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

様
々
な
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
様
々
な
世
界
と
は
何
か
。
む
し
ろ
た
だ

一
つ
の
世
界
の
み
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
様
々
な
解
釈
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

つ
ま
り
、
世
界
、
、
の
多
数
性
で
は
な
く
、
世
界
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン

、
、
、
、
、
、
の
多
数
性
だ
け
が
あ
る
の
だ
、
と
。

そ
の
よ
う
に
言
い
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
肝
心

の
た
だ
一
つ
の
世
界
な
る
も
の
を
知
る
術
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
常
に
世
界

に
関
す
る
あ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
か
ら
出
発
す
る
。
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
あ

る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
捨
て
る
な
ら
ば
別
の
そ
れ
を
選
択
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
の
時
、
ヴ

ァ
ー
ジ
ョ
ン
か
ら
切
り
離
し
た
世
界
そ
の
も
の(

th
e
 w

o
rld

 its
e
lf )

を
語
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ

な
い
。
世
界
＝
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
他
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
は
た
だ
一
つ
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
言
わ
ば
還
元
主
義
は
、
あ
る
一
つ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
絶
対
視
す
る
立
場
で
あ
り
、
多
元
論

は
そ
う
し
た
立
場
と
相
容
れ
な
い
。 

こ
れ
を
グ
ッ
ド
マ
ン
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
る
シ
ン
プ
ル
な
事
例
に
即
し
て
見
よ
う(cf. W

W
. 

2
 (1

9
), M

M
. 3

0
f. )

。「
太
陽
は
常
に
動
い
て
い
る
」
と
「
太
陽
は
決
し
て
動
か
な
い
」
と
い
う
二

つ
の
言
明
に
関
し
て
、
あ
る
座
標
系
Ａ
か
ら
は
前
者
が
、
ま
た
別
の
座
標
系
Ｂ
か
ら
は
後
者
が
、

正
し
い
も
の
と
見
な
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
座
標
系
か
ら
離
れ
た
あ
る
が
ま
ま
の

世
界
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
に
対
し
て
、
あ
る
ケ
ー
ス
に
は
座
標

系
Ａ
を
、
ま
た
あ
る
ケ
ー
ス
に
は
座
標
系
Ｂ
を
適
用
す
る
と
言
い
た
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
記
号
体
系
か
ら
離
れ
た
仕
方
を
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
い
の
で
あ
り
、
常
に
あ
る
体
系
の
内
部
か

ら
出
発
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
適
用
の
結
果
と
し
て
Ａ
と
Ｂ
の
い
ず
れ
が
適
切
で
あ
る

か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
実
際
に
絶
え
ず
体
系
の
こ
う
し
た
取
捨
選
択
を
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
、「
記
述
さ
れ
た
も
の
が
何
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
記
述
す
る
方
法
に
縛
ら
れ
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
の
宇
宙
は
い
わ
ば
一
つ
の
世
界
か
ら
、
あ
る
い
は
複
数
の
世
界
か
ら
な
る
、
と
い

う
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
〔
記
述
の
〕
方
法
か
ら
な
る
」(W

W
. 3

 (2
0
), cf. M

M
. 3

3
f.)

。
あ
る
記
述

の
体
系
に
基
づ
い
て
世
界
は
語
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
や
あ
る
が
ま
ま
の
所
与

は
語
ら
れ
な
い(
cf. P

P
.3

1
)

。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
矛
盾
や
対
立
は
「
事
実(

fa
ct )

」
の
不
一
致
で

は
な
く
、
ど
の
記
述
を
採
用
す
る
か
と
い
う
「
慣
例
（co

n
v
e
n

tio
n

）
」
の
相
違
に
他
な
ら
な
い
わ

け
で
あ
る(cf. W

W
. 1

1
6
ff. (2

0
7
ff.) )

。 

所
与
は
常
に
何
ら
か
の
記
号
＝
シ
ン
ボ
ル
の
媒
介
の
所
産
で
あ
り
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
を
介
し
て

世
界
は
了
解
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
シ
ン
ボ
ル
は
世
界
了
解
の
形
式
で
あ
る
。
そ
し
て
、
シ
ン
ボ

ル
は
様
々
な
文
化
領
野
に
よ
っ
て
異
な
る
記
述
・
描
写
方
法
を
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
シ
ン
ボ

ル
の
働
き
は
、
各
々
固
有
な
も
の
と
し
て
自
律
し
て
い
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
シ
ン
ボ
ル
の
了
解
形
式
に
応
じ
て
、
様
々
な
世
界
の
様
相
が
示
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。 

 
 

四 

『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
と
多
元
論 

 

  

こ
こ
ま
で
主
に
グ
ッ
ド
マ
ン
に
即
し
て
議
論
を
追
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に

固
有
な
用
語
や
語
り
方
か
ら
は
、
い
く
ぶ
ん
距
離
を
置
く
仕
方
で
多
元
論
の
哲
学
的
枠
組
み
を
詳

ら
か
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
当
然
で
あ
る
が
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
を
精
確
に
理
解
す
る
に
当
た
っ

て
は
、
そ
の
固
有
な
用
語
や
語
り
方
に
立
ち
入
ら
ず
に
済
ま
な
い
。
ま
た
、
グ
ッ
ド
マ
ン
と
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
は
決
し
て
同
じ
哲
学
的
枠
組
み
に
収
ま
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
手
法
や

立
場
に
関
し
て
言
え
ば
、
グ
ッ
ド
マ
ン
が
あ
く
ま
で
言
語
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
経
験
に
基
づ

く
唯
名
論
を
採
る
の
に
対
し
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
カ
ン
ト
的
な
超
越
論
的
方
法
に
基
づ
く
認
識
批

判
の
枠
組
み
の
も
と
で
哲
学
を
遂
行
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
ら
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
多
元
論

の
問
題
を
掘
り
下
げ
る
に
は
、
翻
っ
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
固
有
な
枠
組
み
に
立
ち
返
ら
ね
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
本
節
で
は
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
』
を
主
に
多
元
論
＝
世
界
の
多
数
性
の
問
題
を
検
討

し
た
い
。 

 

第
一
巻
の
序
文
に
は
、
そ
の
企
図
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
精
密
な
自

然
諸
科
学
を
探
求
し
た
『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』（
以
下
、『
実
体
と
関
数
』
と
略
す
）
の
拡
大
と

し
て
、
精
神
諸
科
学
を
も
包
括
す
る
一
般
的
認
識
論
の
企
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
序
論
で
は
、
存
在

な
い
し
実
体
へ
の
問
い
と
し
て
の
哲
学
の
歴
史
か
ら
説
き
直
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
は
『
実
体
と
関
数
』
に
お
い
て
実
体
概
念
批
判
を
遂
行
し
て
、
精
密
諸
科
学
に
お
け
る
関
数

概
念
の
展
開
を
論
じ
る
の
と
同
様
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
』
に
お
い
て
も
、
実
体
へ
の
問
い
に
対
す
る

批
判
か
ら
は
じ
め
ら
れ
る
。
前
節
で
も
触
れ
た
が
、
物
理
学
や
化
学
等
々
の
精
密
諸
科
学
に
お
け

る
対
象
概
念
に
お
い
て
す
ら
も
、
そ
れ
は
決
し
て
あ
る
が
ま
ま
の
実
体
的
対
象
を
捉
え
て
い
る
の

で
は
な
く
、
科
学
的
概
念
体
系
が
作
り
出
し
た
像
＝
シ
ン
ボ
ル
に
他
な
ら
な
い
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

の
企
て
は
、
実
体
へ
の
問
い
に
か
わ
っ
て
、
様
々
な
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
を
つ
く
り
だ
す
精
神
の
諸

機
能
へ
の
問
い
へ
の
転
換
で
あ
る
。『
実
体
と
関
数
』
で
企
て
ら
れ
た
関
数
へ
の
問
い
は
、
い
ま
や

精
神
諸
科
学
―
―
ひ
い
て
は
文
化
全
般
―
―
へ
と
拡
大
さ
れ
て
検
討
さ
れ
る
。
認
識
の
対
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象
は
、
シ
ン
ボ
ル
の
関
数
＝
機
能
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
を
創
造

す
る
精
神
の
形
式
付
与
に
よ
っ
て
認
識
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
精
神
の
多
様
な
「
形
態
化 

(G
e
-

s
ta

ltu
n

g
)

」
と
も
語
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
像
的
シ
ン
ボ
ル
を
形
成
す
る
の
は
人
間
の

精
神
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
認
識
対
象
す
な
わ
ち
所
与
は
精
神
に
与
え
ら
れ
る
時
点
で

既
に
そ
の
刻
印
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
単
な
る
「
印
象 

(E
in

d
ru

ck
)

」
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
は
つ

ね
に
何
ら
か
の
「
表
現 

(A
u

s
d

ru
ck

)

」
な
の
で
あ
る
。
所
与
の
媒
介
性
は
「
精
神
の
根
本
機
能
」

と
し
て
の
「
根
源
的
に
像
を
形
成
す
る
力
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
、
所
与

の
媒
介
性
は
精
神
の
機
能
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 

ま
た
、
精
神
は
つ
ね
に
活
動
・
行
為
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
形
成
体
が

文
化
に
他
な
ら
な
い
。
と
は
言
え
、
文
化
は
不
変
で
は
な
く
、
言
語
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
そ
の

形
式
は
精
神
の
活
動
と
と
も
に
絶
え
ず
生
成
変
化
を
内
に
含
み
込
ん
で
い
る
。
無
論
、
文
化
の
領

野
も
ま
た
、
カ
ン
ト
の
認
識
批
判
の
よ
う
な
三
分
野
に
限
定
さ
れ
な
い
。
カ
ン
ト
の
認
識
批
判
は

人
間
の
認
識
能
力
で
あ
る
悟
性
（
＝
理
論
理
性
）、
理
性
（
＝
実
践
理
性
）、
判
断
力
に
相
応
す
る
分

野
と
し
て
、
理
論
哲
学
、
実
践
哲
学
、
美
学
を
対
応
さ
せ
た
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
こ
う
し
た
限
定
を

取
り
払
い
、
む
し
ろ
人
間
精
神
の
活
動
の
歴
史
と
し
て
形
成
し
て
き
た
文
化
領
野
に
目
を
向
け
る
。

つ
ま
り
、
神
話
が
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
淵
源
に
置
か
れ
、
そ
こ
か
ら
分
化
・
派
生
し
て
き
た
様
々
な

領
野
が
対
象
と
な
る
。
神
話
、
宗
教
、
文
学
、
芸
術
、
歴
史
、
科
学
、
技
術
、
経
済
学
等
々
。
第
三

巻
の
序
論
で
は
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
と
の
対
照
が
明
確
に
さ
れ
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
自
身
の
試
み
が

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
は
、
そ
の
視
線
を
も
っ
ぱ
ら
、
そ
し
て
第
一
に
、
純
粋
に
科
学
的
で

精
密
な
世
界
把
握
、
、(W

e
ltb

e
g
re

ife
n

)

へ
向
け
る
の
で
は
な
く
、
世
界
了
解
、
、(W

e
ltv

e
rs

te
h

e
n

)

の
あ
ら
ゆ
る
方
向
へ
向
け
る
。
こ
の
哲
学
は
、
こ
の
世
界
了
解
を
そ
の
多
型
性

(V
ie

lg
e
s
ta

ltig
k

e
it)

に
お
い
て
、
つ
ま
り
そ
の
現
れ
の
総
体
と
内
的
差
異
と
に
お
い
て
捉
え

よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
い
つ
も
、
世
界
を
》
了
解
す
る
《
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の

あ
る
所
与
の
構
造
を
単
に
受
け
入
れ
反
復
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
精
神
の
あ
る
自

由
な
能
動
性(e

in
e
 fre

ie
 A

k
tiv

itä
t d

e
s
 G

e
is

te
s
)

が
と
も
な
う
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。
観
察
と
い
う
よ
り
、
精
神
の
形
式
化

、
、
、
に
よ
る
特
定
の
根
本
方
向
に
基
づ
か
な
い
よ
う

な
真
の
世
界
了
解
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
」（P

S
F
. 3

. 1
4
( 3

. 3
9
)

） 
 

 

と
は
言
え
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
』
の
各
巻
で
詳
論
さ
れ
る
の
は
神
話
、
言
語
、
理
論
的
認
識
と
い

う
三
つ
の
領
野
に
限
ら
れ
て
お
り
、
各
々
の
領
野
に
対
応
し
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
機
能
も
、
表
情
機

能
、
表
示
機
能
、
意
味
機
能
の
三
区
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
三
機
能
は

必
ず
し
も
絶
対
的
な
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
、
こ
れ
ら
の
三

機
能
は
文
化
領
野
に
よ
っ
て
相
違
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
領
野
に
即
し
て
シ
ン
ボ
ル
機
能
は
更

に
個
別
的
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
話
（
の
一
部
の
領
域
）
が
克
服
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
が
進
展
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
情
機
能
に
代
わ
る
意
味
機
能
が
獲
得
さ
れ

る
に
至
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
機
能
へ
と
表
情
機
能
や
表
示
機
能
が
完
全
に
解
消
さ

れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
表
情
機
能
は
、
神
話
、
宗
教
、
芸
術
な
ど
の
領
野
で
発
揮
さ
れ
、
表

示
機
能
は
言
語
や
歴
史
な
ど
、
意
味
機
能
は
科
学
に
お
い
て
、
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
と

は
言
え
、
各
シ
ン
ボ
ル
機
能
は
截
然
と
各
文
化
領
野
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
身
振
り
言
語
は
、
表
情
機
能
と
表
示
機
能
と
の
中
間
的
な
機
能
を
指
し
示
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
表
情
、
表
示
、
意
味
と
い
う
三
機

能
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
便
宜
的
に
区
分
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。 

こ
う
し
て
精
神
の
シ
ン
ボ
ル
機
能
に
よ
っ
て
現
実
は
様
々
な
「
様
相(

M
o
d

a
litä

t )

」
を
伴
っ
て

現
れ
て
く
る
。
あ
る
一
つ
の
空
間
上
の
形
象
把
握
に
つ
い
て
も
、
多
種
多
様
な
在
り
方
が
存
し
得

る
。 

 

 
 

「
同
様
に
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
空
間
形
体
、
線
や
形
の
あ
る
複
合
体
を
、
あ
る
場
合
に
は
芸
術

的
装
飾
と
し
て
、
他
の
場
合
に
は
幾
何
学
の
図
形
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
把

握
に
よ
っ
て
同
一
の
素
材
に
全
く
別
の
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
絵
画
、
彫
刻
、
建

築
と
い
う
美
的
な
鑑
賞
や
創
作
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
創
り
出
す
空
間
の
統
一
性
は
、
幾

何
学
上
の
特
定
の
教
説
や
幾
何
学
上
の
公
理
系
の
特
定
の
形
体
に
現
れ
る
空
間
の
統
一
性
と

は
全
く
別
の
段
階
に
属
し
て
い
る
。
後
者
に
は
論
理
的
―
幾
何
学
的
概
念
と
い
う
様
相
が
、

前
者
に
は
、
芸
術
的
空
間
の
想
像
と
い
う
様
相
が
通
用
し
て
い
る
」(P

S
F
. 1

. 2
8
 (1

.6
1
f.))  

 
精
神
に
よ
る
「
自
由
な
能
動
性
」
に
よ
っ
て
、
世
界
が
形
式
化
さ
れ
、
了
解
さ
れ
る
。
こ
の
形
式

化
さ
れ
た
数
だ
け
現
実
の
在
り
方
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
無
論
、
現
実
は
こ
う
し
た
形
式

の
特
性
を
介
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
「
世
界
の
多
数

性
」
と
い
う
表
現
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
に
応
じ
て
現
実
世
界
が
多
種
多
様
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ン 

ボ 

ル 

形 

式 

の 

哲 

学 

『  
と 

多 

元 

論 

の 

問 

題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
六 



- 22 - 

な
「
様
相
」
を
示
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
の
多
様
性(M

a
n

n
ig

fa
ltig

k
e
it 

d
e
r W

irk
lich

k
e
it)

と
い
う
表
現
が
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
多
元
論
を
表
現
す
る
に
は
相
応
し
い
。
文

化
と
は
様
々
な
現
実
世
界
の
所
産
で
も
あ
り
、
そ
こ
か
ら
更
に
飛
躍
す
る
た
め
の
土
台
で
も
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
な
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
で
あ
り
、
他
に
代
替
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
科
学
が
神

話
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
神
話
的
世
界
説
明
と
科
学
的
世
界
説
明
は
、
異
な

る
説
明
原
理
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
神
話
が
科
学
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
物
理
主
義
的
一
元
論
は
不
可
能
で
あ
る
。
神
話
、
芸
術
、
科

学
等
々
は
人
間
文
化
の
多
様
性
と
し
て
並
び
立
つ
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
人
間
は
自

ら
の
創
造
し
た
シ
ン
ボ
ル
を
介
し
て
世
界
を
了
解
し
、
対
峙
す
る
。「
文
化
哲
学
」
な
い
し
「
文
化

批
判
」
は
、
人
間
精
神
の
創
出
し
た
各
文
化
領
野
に
即
し
な
が
ら
シ
ン
ボ
ル
機
能
を
解
明
し
、
か

か
る
世
界
観
を
詳
ら
か
に
す
る
。
し
か
し
、
シ
ン
ボ
ル
機
能
の
具
体
相
は
決
し
て
予
め
一
義
的
に

定
め
得
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
精
神
の
獲
得
す
る
文
化
領
野
の
進
展
過
程
に
応
じ
て
徐
々

に
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
過
程
は
言
う
ま
で
も
無
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象

学
に
通
じ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
そ
の
過
程
の
先
に
絶
対
的
な
も
の
を
措
定
す
る
こ
と
は
な
い
が
、

人
間
精
神
は
「
漸
進
的
な
自
己
解
放
の
過
程(

p
ro

g
re

s
s
iv

e
 
s
e
lf-lib

e
ra

tio
n
)

」(
E

M
. 

2
4
4
 

(4
7
9
) )

と
し
て
シ
ン
ボ
ル
形
成
を
通
じ
世
界
を
新
た
に
見
通
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

五 

シ
ン
ボ
ル
の
人
間
学
へ
の
道
程 

  

前
節
で
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
』
に
立
ち
返
り
、「
文
化
哲
学
」
の
企
図
を
概
観

し
た
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
多
元
論
は
、
人
間
精
神
の
所
産
で
あ
る
シ
ン
ボ
ル
形
式
＝
文
化
の
多
様

な
現
実
把
握
と
そ
の
展
開
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
人
間
文
化
は
そ
の
進
展
に
伴
い
、

神
話
か
ら
芸
術
、
歴
史
、
そ
し
て
科
学
へ
と
絶
え
ず
新
た
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
既
に

述
べ
た
よ
う
に
、
新
た
な
文
化
形
式
の
獲
得
は
、
決
し
て
単
な
る
過
去
の
そ
れ
の
克
服
を
意
味
し

て
は
い
な
い
。
各
文
化
形
式
に
固
有
な
シ
ン
ボ
ル
機
能
も
ま
た
過
去
の
機
能
を
伴
い
つ
つ
、
新
た

な
意
義
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
現
代
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
用
語
に
従
え
ば
意
味
機
能
、

す
な
わ
ち
精
密
か
つ
論
理
的
な
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
数
理
―
物
理
学
的
体
系
が
現
実

世
界
を
測
る
基
準
と
し
て
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表

情
機
能
や
表
示
機
能
が
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
日
常
的

な
現
実
は
も
と
よ
り
、
芸
術
や
歴
史
を
数
理
―
物
理
学
的
に
表
記
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ

う
に
、
表
情
機
能
や
表
示
機
能
は
異
な
る
文
化
の
層
に
お
い
て
、
意
義
を
保
持
し
て
い
る
。 

 

文
化
の
多
様
性
は
シ
ン
ボ
ル
機
能
の
多
様
性
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
終

極
的
に
は
人
間
の
シ
ン
ボ
ル
的
営
み
の
多
様
性
に
収
斂
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ

ー
は
そ
れ
ゆ
え
に
晩
年
の
著
作
『
人
間
』
に
お
い
て
「
文
化
哲
学
」
を
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う

問
い
か
ら
解
き
明
か
そ
う
と
試
み
て
い

る
（
１
０
）

。 

 

周
知
の
よ
う
に
こ
の
問
い
に
対
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
「
ア
ニ
マ
ル
・
シ
ン
ボ
リ
ク
ム
」（
シ
ン

ボ
ル
の
宇
宙
に
住
ま
う
動
物
）
と
い
う
定
義
を
呈
示
し
て
い

る
（
１
１
）

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
が
シ
ン

ボ
ル
を
介
し
て
は
じ
め
て
世
界
を
了
解
し
、
そ
れ
に
対
峙
し
、
そ
の
中
に
住
ま
う
動
物
で
あ
る
こ

と
が
表
さ
れ
る
。
し
か
し
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
人
間
へ
の
定
義
を
あ
る
実
体
的
規
定
と
見
な

す
の
は
誤
り
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
哲
学
の
役
割
は
あ
る
種
の
形
而
上
学
的
な
実
体
を

希
求
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
文
化
に
お
け
る
関
数
＝
機
能
の
哲
学
的
認
識
批
判

を
遂
行
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
定
義
に
よ
っ
て
人
間
の
シ
ン
ボ
ル
的
創
造
の
種
々

の
機
能
が
見
通
し
を
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
神
話
、
宗
教
、
芸
術
、
科
学
等
々
の
シ
ン
ボ
ル
的
機

能
は
一
義
的
な
在
り
方
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
種
々
の
機
能
は
時
に
対
立
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
多
種
多
様
な
対
立
の
共
存
に
人
間
理
解
の
糸
口
が
あ
る
。

『
人
間
』
第
十
二
章
「
要
約
と
結
論
」
の
な
か
で
次
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
人
間
は
、
も
は
や
自
存
し
、
自
ず
か
ら
知
ら
れ
る
単
な
る
実
体(a

 s
im

p
le

 s
u

b
s
ta

n
ce

)

と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
人
間
の
統
一
は
機
能
的
統
一(a

 fu
n

ctio
n

a
l u

n
ity

)

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
統
一
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
様
々
な
要
素
の
同
質
性
を
前
提
と
し
な
い
。
そ
の

構
成
部
分
の
多
数
性
と
多
様
性
を
認
め
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
要
求
さ
え
す
る
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
弁
証
法
的
統
一(a

 d
ia

le
ctic u

n
ity

)

で
あ
り
、
反
対
物
の
共

存(a
 co

e
x
is

te
n

ce
 o

f co
n

tra
rie

s
)

だ
か
ら
で
あ
る
」(

E
M

. 2
3
8
 (4

6
8
) )

。 

 

わ
れ
わ
れ
は
、
多
種
多
様
な
文
化
の
も
と
で
人
間
や
世
界
を
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ン
ボ

ル
の
多
数
性
の
も
と
で
人
間
へ
の
理
解
を
深
化
さ
せ
て
い
く
。
こ
う
し
て
「
人
間
と
は
何
か
」
と

い
う
問
い
は
、
シ
ン
ボ
ル
の
人
間
学

、
、
、
、
、
、
、
、
へ
と
収
斂
し
て
い

く
（
１
２
）

。
そ
し
て
、
「
シ
ン
ボ
ル
的
宇
宙 

(a
 

s
y
m

b
o
lic u

n
iv

e
rs

e
)

」(E
M

. 3
0
 (6

4
))

は
、
絶
対
的
な
価
値
基
準
を
退
け
る
。
そ
れ
は
、
や
は
り

多
元
的
な
い
し
相
対
的
な
視
座
を
内
に
含
み
込
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は

グ
ッ
ド
マ
ン
の
よ
う
に
、
自
ら
の
哲
学
が
多
元
論
で
あ
る
と
敢
え
て
主
張
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
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ま
し
て
相
対
主
義
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
し
た
り
は
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
省
み
る
べ
き
は
多

元
論
や
相
対
主
義
に
よ
っ
て
何
を
理
解
す
る
か
で
あ
ろ
う
。 

グ
ッ
ド
マ
ン
は
多
種
多
様
な
「
世
界
制
作
」
を
認
め
、
具
体
的
な
分
野
で
は
主
に
芸
術
の
領
域

に
お
い
て
、
相
互
に
還
元
不
可
能
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
な
い
し
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
在
り
方
を
論
じ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
神
話
、
言
語
、
科
学
を
軸
に
据
え
て
各
々
の
固
有
な
「
シ

ン
ボ
ル
形
式
」
を
論
じ
た
。
そ
し
て
両
者
は
い
ず
れ
も
、「
ど
の
世
界
が
真
の
現
実
・
実
在
・
実
体

か
」
と
い
う
問
い
や
応
答
を
認
め
な
い
。
唯
一
の
現
実
・
実
在
・
実
体
を
希
求
す
る
伝
統
的
哲
学
へ

の
批
判
こ
そ
が
彼
ら
の
哲
学
の
根
本
で
あ
る
。 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
文
化
の
も
た
ら
す
様
々
な
シ
ン
ボ
ル
機
能
の
独
自
性
＝
還
元
不
可
能
性
を
認

め
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
絶
対
的
な
基
準
に
よ
っ
て
測
れ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
各
々
の
文
化
的
価

値
基
準
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
認
め
る
点
に
お
い
て
、
多
元
論
者
と
言
え
よ
う
。
し
か

し
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
は
、
多
元
論
や
相
対
主
義
よ
り
も
積
極
的
な
意
味
と
し
て
「
人
間
主

義
（
１
３
）

」

と
い
う
語
が
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か
。 

 

も
と
よ
り
、
こ
こ
で
「
人
間
主
義
」
と
主
張
す
る
も
の
は
、
人
間
中
心
主
義
で
も
な
け
れ
ば
、
人

間
至
上
主
義
で
も
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。
人
間
の
様
々
な
文
化
的
営
み
を
世
界
へ
の
関
わ
り
と
し
て

等
し
く
捉
え
る
立
場
で
あ
る
。
人
間
は
現
実
世
界
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
様
々
な
文
化
を
創
造

す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
な
か
に
生
ま
れ
、
生
活
し
、
活
動
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
文
化
―
―
科
学

の
み
な
ら
ず
、
神
話
、
宗
教
、
芸
術
等
々
―
―
の
各
々
が
固
有
な
価
値
を
持
つ
。
わ
れ
わ
れ
は
科
学

的
な
世
界
観
、
宇
宙
観
を
信
じ
、
身
を
持
っ
て
そ
の
正
し
さ
を
知
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
で
あ
れ
ば
、『
聖
書
』
の
教
え
に
あ
る
世
界
の
創
造
が
神
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た

信
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
一
見
す
る
と
背
反
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
う

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
実
は
わ
れ
わ
れ
は
様
々
な
現
実
世
界
の
様
相
を
自
由
に
行
き
来
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
科
学
は
、
必
ず
し
も
文
学
や
芸
術
そ
し
て
宗
教
と
両
立
不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
し
、

必
ず
し
も
そ
れ
ら
を
排
除
す
る
も
の
で
も
な
い
。
科
学
的
知
に
並
ん
で
、
宗
教
的
知
や
芸
術
的
知

も
ま
た
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
を
両
立
不
可
能
に
す
る
の
は
、
物
理
主
義
や
現
象
主

義
な
ど
の
一
元
論
的
な
哲
学
の
立
場
で
あ
る
。 

 

ル
ノ
ワ
ー
ル
の
絵
画
を
物
理
学
的
な
原
理
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
に
出
来

た
と
し
て
も
そ
れ
は
も
は
や
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
絵
画
で
は
な
い
。
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
絵
画
を
ル
オ
ー
の

絵
画
に
変
換
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
仮
に
可
能
で
あ
っ
て
も
、
も
は
や
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
る
。

こ
う
し
た
代
替
不
可
能
性
に
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
文
化
的
価
値
な
る
も
の
に
逢
着
す
る
こ
と
に

な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
様
々
な
記
号
＝
シ
ン
ボ
ル
体
系
の
世
界
に
跨
っ
て
生
き
て
い
る
。
そ
の
際
、

宗
教
的
世
界
や
芸
術
的
世
界
よ
り
も
物
理
的
世
界
の
方
が
リ
ア
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

様
々
な
宗
教
行
事
や
芸
術
作
品
も
ま
た
、
物
理
的
な
対
象
と
は
別
の
次
元
で
リ
ア
ル
な
も
の
を
有

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
実
世
界
の
リ
ア
ル
さ
は
文
化
的
価
値
に
基
づ
い
た
人
間
的
な
生
と
絡
み

合
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
的
な
生
が
動
物
的
な
生
と
異
な
る
固
有
な
在
り
方
を
し
て
い
る
と
す

る
な
ら
ば
、
シ
ン
ボ
ル
の
孕
む
諸
問
題
は
ひ
い
て
は
人
間
的
な
生
の
意
味
と
も
密
接
に
関
連
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

凡
例 

 

Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参
照
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
版
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
著
作
集(G

W
: 

E
rn

st C
a

s
s
ire

r, G
e
sa

m
m

e
lte

 W
e
rk

e
. H

a
m

b
u

rg
e
r
 A

u
sg

a
b
e
. 1

9
9
8

-2
0

0
9
)

に
準
拠
し
、
略
号
と
頁
数

（
邦
訳
の
頁
数
は
（ 

）
）
を
本
文
中
に
併
記
す
る
。
引
用
の
際
、
原
文
の
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
は
傍
点
に
て
強
調
し

た
。
ま
た
、
N
・
グ
ッ
ド
マ
ン(N

e
lso

n
 G

o
o
d

m
a

n
)

の
著
作
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参
照
に
つ
い
て
は
左
記
の

通
り
で
あ
る
。
同
様
に
略
号
と
頁
数
（
邦
訳
の
頁
数
は
（ 

）
）
を
本
文
中
に
併
記
す
る
。
引
用
の
際
、
原
文
の

イ
タ
リ
ッ
ク
は
傍
点
に
て
強
調
し
た
。
〔 

〕
は
、
い
ず
れ
も
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。 

な
お
、
引
用
に
つ
い
て
は
既
存
の
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
原
則
と
し
て
そ
れ
に
従
っ
た
が
、
適
宜
必
要
に
応
じ

て
、
変
更
を
加
え
た
。
訳
者
の
皆
様
に
は
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。 

 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
著
作
の
略
号 

P
S

F
. 1

, 2
, 3

.: P
h

ilo
so

p
h

ie
 d

e
r sy

m
b
o
lisch

e
n

 F
o
rm

e
n

. B
d

1
. (1

9
2
3

), 2
. (1

9
2

5
),3

. (1
9

2
9

) in
: 

G
W

. B
d

. 1
1

-1
3

.

（
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
（
一
）
～
（
四
）
』
木
田
元
・
生
松
敬
三
・
村
岡
晋
一
訳
、
岩
波

文
庫
、
一
九
八
九
～
一
九
九
七
年
） 

E
M

: A
n

 E
ssa

y
 o

n
 M

a
n

: A
n

 In
tro

d
u

ctio
n

 to
 a

 P
h

ilo
so

p
h

y
 o

f H
u

m
a

n
 C

u
ltu

re
. (1

9
4

4
) in

: G
W

. 

B
d

. 2
3
.

（
『
人
間
―
シ
ン
ボ
ル
を
操
る
も
の
―
』
宮
城
音
弥
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
七
年
） 

 

グ
ッ
ド
マ
ン
の
著
作
の
略
号 

 
P

P
: P

ro
b
le

m
s a

n
d

 P
ro

je
cts

. (1
9

7
2
) T

h
e
 B

o
b

b
s-M

e
rr

ill C
o
m

p
a
n

y, In
d

ia
n

a
p

o
lis

 a
n

d
 N

e
w

 

Y
o
rk

. 

L
A

: L
a

n
g

u
a
g
e
s o

f A
rt. 2

n
de

d
. (1

9
7

6
) H

a
ck

e
tt P

u
b

lish
in

g
 C

o
m

p
a

n
y, In

d
ia

n
a

p
o
lis

. 

（
『
芸
術

の
言
語
』
戸
澤
義
夫
・
松
永
伸
司
訳
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
） 

W
W

: W
a

y
s o

f W
o
rld

m
a
k

in
g
.(1

9
7

8
) H

a
ck

e
tt P

u
b

lish
in

g
 C

o
m

p
a

n
y, In

d
ia

n
a

p
o
lis

. 
 
(

『
世
界

制
作
の
方
法
』
菅
野
盾
樹
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
） 

F
F

F
: F

a
ct, F

ictio
n

, a
n

d
 F

o
re

ca
st. 4

the
d

. (1
9

8
3
) H

a
r
v

a
rd

 U
n

iv
e
r
s
ity

 P
re

s
s, C

a
m

b
rid

g
e
, 

M
a
s
s
a
c
h

u
se

tts
 a

n
d

 L
o
n

d
o
n

, E
n

g
la

n
d

. (1
9

8
3
)

（
『
事
実
・
虚
構
・
予
言
』
雨
宮
民
雄
訳
、
勁
草
書
房
、

一
九
八
七
年
） 

M
M

: O
f M

in
d

 a
n

d
 O

th
e
r M

a
tte

rs. (1
9

8
4

) H
a

rv
a
rd

 U
n

iv
e
r
sity

 P
re

ss
, C

a
m

b
r
id

g
e
, M

a
s-

 

 

千 

田 

－  

』  
シ 

ン 

ボ 

ル 

形 

式 

の 

哲 

学 

『  
と 

多 

元 

論 

の 

問 

題 
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s
a
ch

u
se

tts
 a

n
d

 L
o
n

d
o
n

, E
n

g
la

n
d

. 

  
 
 
 
 

注 

 

（
１
）
余
談
で
は
あ
る
が
、
筆
者
は
い
ず
れ
も
宮
城
県
美
術
館
に
て
、
二
〇
一
七
年
の
去
る
二
月
に
ル
ノ
ワ

ー
ル
展
を
、
九
月
に
は
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
オ
ー
展
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。 

（
２
）
グ
ッ
ド
マ
ン
に
固
有
な
用
語
で
あ
る
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
」
を
敢
え
て
訳
せ
ば
「
世
界
観
」
と
い
う
程

の
意
味
に
な
る
が
、
特
に
科
学
等
の
記
述
体
系
に
よ
る
も
の
を
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
」
、
絵
画
等
の
芸
術

の
描
写
に
よ
る
も
の
を
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
。 

（
３
）sy

m
b
o
l

を
ど
の
よ
う
に
訳
す
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
や
グ
ッ
ド
マ
ン
に
限
ら

ず
、
哲
学
者
に
よ
っ
て
そ
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
異
な
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
場
合
、
定
訳
と
し
て

は
「
シ
ン
ボ
ル
」
と
そ
の
ま
ま
音
写
さ
れ
る
か
、
「
象
徴
」
の
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
グ
ッ

ド
マ
ン
の
場
合
、
一
般
的
に
「
記
号
」
の
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
当
然
、
両
者
のsy

m
b
o
l

の
含
意

す
る
と
こ
ろ
は
異
な
る
。
し
か
し
、
両
者
は
「
言
語
的
」
の
み
な
ら
ず
、
「
非
言
語
的
」
な
使
用
―
―

芸
術
等
の
描
写
を
含
む
文
化
領
域
―
―
を
認
め
る
点
に
お
い
て
極
め
て
広
義
な
意
味
をsy

m
b
o
l

に
担

わ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
両
者
の
影
響
の
も
と
にs

y
m

b
o
l

に
広
い
意
義
を
見
出
し
て
い
る
の
に
、

I
・
シ
ェ
フ
ラ
ー
が
い
る
。 

 
 

 
 

C
f. Isr

a
e
l S

c
h

e
ffle

r, S
y

m
b
o
lic W

o
rld

s
, C

a
m

b
r
id

g
e
 U

n
iv

e
r
s
ity

 P
re

s
s, N

e
w

 Y
o
rk

, 

1
9

9
7

. 

（
４
）
周
知
の
よ
う
に
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
騎
士
道
物
語
に
ひ
ど
く
耽
溺
し
た
結
果
、
現
実
世
界
を
騎
士
道

物
語
の
世
界
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
に
は
風
車
は
巨
人
に
、
旅
籠

は
城
に
、
村
娘
は
姫
君
に
見
え
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
意
味
、
彼
は
異
な
る
現
実
世
界
の
規

準
を
採
用
し
た
と
も
言
い
う
る
。
当
然
、
こ
の
よ
う
な
基
準
体
系
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ

の
習
慣
の
「
守
り
」
に
反
し
、
誤
り
で
あ
る
。 

 
 

 
 

文
脈
は
異
な
る
も
の
の
、
グ
ッ
ド
マ
ン
は
架
空
な
も
の
へ
の
指
示
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
「
ド

ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
的
人
物
の
隠
喩
的
な
意
義
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
架
空
の
小
説
が
現
実
世

界
を
「
再
認
識
」
さ
せ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
（W

W
. 1

0
3
f. (1

8
6

f.)

）
。
詳
し
く
は
別
の

機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
包
括
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
の

こ
と
。
清
塚
邦
彦
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
哲
学
〔
改
訂
版
〕
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
七
年
。 

（
５
）
グ
ル
ー
（g

r
u

e

）
は
、
グ
ッ
ド
マ
ン
の
造
語
で
「
あ
る
時
点
ｔ
以
前
に
調
べ
ら
れ
て
グ
リ
ー
ン
で
あ
る

か
、
そ
れ
以
降
に
調
べ
ら
れ
て
ブ
ル
ー
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
色
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
日

常
で
は
事
物
の
述
語
と
し
て
投
射
す
る
こ
と
の
な
い
語
で
あ
る(

cf. F
F

F
. ch

a
p

. 4
)

。 

（
６
）G

. K
re

is

は
グ
ッ
ド
マ
ン
の
議
論
を
四
つ
の
テ
ー
ゼ
に
ま
と
め
て
い
る
。
シ
ン
ボ
ル
的
媒
介
の
テ
ー
ゼ
、

相
対
性
の
テ
ー
ゼ
、
多
元
性
の
テ
ー
ゼ
、
そ
し
て
特
権
的
な
〔
シ
ン
ボ
ル
へ
の
〕
通
路
の
不
可
能
性
の

テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
な
お
、K

re
is

は
グ
ッ
ド
マ
ン
の
多
元
主
義
に
は
批
判
的
な
解
釈
を
呈
示
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
超
越
論
的
論
証
は
一
つ
の
現
実
世
界
の
経
験
の
み
を
認
め
て
い
る

と
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
こ
の
批
判
に
与
し
な
い
。 

 
 

 
 

ま
た
、
本
稿
で
はK

re
is

と
は
部
分
的
に
重
な
る
も
の
の
、
そ
れ
と
は
異
な
る
三
つ
の
テ
ー
ゼ
に
基

づ
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
の
比
較
検
討
を
行
う
。 

C
f. G

u
id

o
 K

re
is, C

a
ssire

r u
n

d
 d

ie
 F

o
rm

e
n

 d
e
s G

e
iste

s
, S

u
h

rk
a

m
p

 V
e
r
la

g
, B

e
r
lin

, 

2
0

1
0

. p
p

. 4
2

5
f. 

（
７
）
グ
ッ
ド
マ
ン
は
写
実
性
に
関
し
て
も
類
似
の
議
論
を
行
っ
て
い
る(c

f. P
P
. 

 
2

7
f.)

。
『
芸
術
の
言
語
』

に
お
い
て
対
象
の
客
観
的
描
写
の
手
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
「
遠
近
法
」
に
関
し
て
も
、
一
義
的

な
写
実
性
を
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る(c

f. L
A

. 1
0
ff. (1

4
ff.))

。 

（
８
）
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
場
合
、「
形
式
」
以
前
の
無
媒
介
な
も
の
が
「
生(

L
e
b
e
n

)

」
で
あ
る
。「
生
」
は
「
形

式
」
の
根
源
と
も
言
い
う
る
が
、「
形
式
」
な
し
に
「
生
」
そ
の
も
の
を
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

「
生
」
そ
の
も
の
は
認
識
対
象
で
は
な
く
、
「
形
式
」
を
伴
う
こ
と
で
は
じ
め
て
了
解
さ
れ
う
る
。 

（
９
）
物
理
主
義
は
自
然
科
学
の
み
の
事
実
を
真
理
と
認
め
る
科
学
主
義
の
狭
い
一
形
態
で
あ
る
し
、
さ
ら

に
科
学
主
義
は
広
義
の
自
然
主
義
（
こ
れ
は
非
常
に
多
義
的
で
厄
介
な
も
の
だ
が
）
の
一
形
態
と
見

な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
物
理
主
義
に
並
ん
で
、
心
理
主
義
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
物
理
や
数
学
な
ど
の

一
切
の
現
象
を
心
理
的
現
象
と
し
て
捉
え
て
、
人
間
の
心
的
機
能
を
解
明
す
れ
ば
、
物
理
や
数
学
な

ど
も
解
明
可
能
（
つ
ま
り
、
心
理
学
の
み
が
自
律
的
な
学
問
と
見
な
す
）
と
す
る
立
場
な
ど
で
あ

る
。
物
理
主
義
と
同
様
に
こ
の
場
合
、
心
理
学
は
い
ま
だ
完
全
な
体
系
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
他

の
学
問
の
自
律
性
が
あ
た
か
も
確
保
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
に
過
ぎ
な
い
。 

（
10
）
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
遺
稿
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
四
巻
「
シ
ン
ボ
ル
の
形
而
上
学
」
に
お
い
て
「
哲

学
的
人
間
学
」
へ
向
か
っ
て
い
く
思
索
の
歩
み
を
、
次
の
拙
稿
に
お
い
て
論
じ
た
。「
ア
ニ
マ
ル
・
シ
ン

ボ
リ
ク
ム
―
―
E
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
「
哲
学
的
人
間
学
」
試
論
」（
『
一
関
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究

紀
要
』
第
50
号
、
三
一
～
四
〇
頁
、
二
〇
一
五
年
）
。 

 
 

 
 

な
お
、『
人
間
』
の
宮
城
音
弥
訳
の
副
題
「
シ
ン
ボ
ル
を
操
る
も
の
」（
ち
な
み
に
原
典
の
副
題
は
見

て
の
通
り
「
人
間
文
化
の
哲
学
へ
の
入
門
」
で
あ
る
）
に
影
響
を
受
け
た
も
の
か
、
巷
間
に
は
「
ア
ニ

マ
ル
・
シ
ン
ボ
リ
ク
ム
」
を
〈
シ
ン
ボ
ル
を
操
る
動
物
〉
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
も
の
が
見
受
け
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
り
で
は
な
い
に
し
て
も
、
不
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
精
確
に
は
「
シ
ン
ボ

ル
の
宇
宙
に
住
ま
う
動
物
」
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
前
掲
拙
稿
、
第
四
節
を
参
照
。 

（
11
）
グ
ッ
ド
マ
ン
の
優
れ
た
紹
介
者
で
も
あ
る
菅
野
盾
樹
は
、
様
々
な
人
間
観
が
人
間
の
記
号
機
能
に
収
斂

し
て
い
く
こ
と
を
見
通
し
て
、「
〈
ホ
モ
・
シ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ン
ス
〉(h

o
m

o
 sig

n
ific

a
n

s)

す
な
わ
ち
〈
記

号
機
能
を
営
む
人
〉
と
い
う
類
型
を
基
礎
的
で
ミ
ニ
マ
ム
な
人
間
の
概
念
と
し
て
提
案
」
し
て
い
る
。

菅
野
盾
樹
『
人
間
学
と
は
何
か
』
産
業
図
書
、
一
九
九
九
年
、
四
八
頁
以
下
を
参
照
。 

（
12
）G

. K
re

is

に
よ
る
と
、
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
」
は
（
哲
学
的
）
人
間
学
で
は
な
い
と
い
う
。
と
い

う
の
も
、
人
間
学
は
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
を
前
提
に
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
の
土
台
（G

r
u

n
d

 

u
n

d
 B

o
d

e
n

）
で
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
だ
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
人
間
』
の
成
果
を
も

K
re

is

は
評
価
し
な
い
。
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
が
探
究
す
る
人
間
精
神
の
「
主
体
性 

(S
u

b
je

k
tiv

itä
t)

」
を
人
間
学
は
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
本
稿
の

立
場
は
、K

re
is

と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。 

C
f. G

. K
re

is
, o

p
. c

it., 4
5
5

ff. 

（
13
）
以
下
を
お
読
み
頂
け
れ
ば
分
か
る
通
り
、
こ
こ
で
言
う
「
人
間
主
義
」
は
、
通
例
用
い
ら
れ
て
い
る
人

文
主
義
、
ヒ
ュ
ー
マ
ズ
ム
と
い
う
語
義
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。 

 

（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
五
日
受
理
） 
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