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谷
啓
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は
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に
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西
谷
啓
治
(
-
九
0
0
|
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九
九
0
)
は
西
田
幾
多
郎
(
-
八
七
0
|
―
九
四
五
）
・
波
多
野
精
一
(
-
八
七
七
ー
一
九
五
0
)
に
次
い
で
京
都

大
学
宗
教
学
講
座
の
教
授
を
担
当
し
た
、
京
都
学
派
に
属
す
る
宗
教
哲
学
者
で
あ
る
。
代
表
的
な
著
作
は
『
根
源
的
主
体
性
の
哲
学
』
、

『
宗
教
と
は
何
か
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
研
究
は
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
や
『
神
と
絶
対
無
』
に
代
表
さ
れ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
・
神
秘

主
義
を
主
と
し
た
西
洋
思
想
研
究
と
、
『
禅
の
立
湯
』
や
論
文
「
般
若
と
理
性
」
、
「
空
と
即
」
な
ど
の
禅
を
主
と
し
た
東
洋
思
想
研
究
に

大
別
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
思
想
形
成
の
過
程
を
年
代
別
に
見
る
と
、
初
期
は
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
な
ど
の
西
洋
哲

学
研
究
や
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
に
代
表
さ
れ
る
神
秘
思
想
研
究
を
主
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
出
会
っ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
思
想
に
対
す
る
解
答

が
、
空
の
場
と
し
て
中
期
の
代
表
著
作
『
宗
教
と
は
何
か
』
以
降
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。
後
期
を
代
表
す
る
論
文
と
し
て
は
「
般
若
と

理
性
」
、
「
空
と
即
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
展
開
さ
れ
た
空
に
関
す
る
論
議
は
根
源
的
構
想
力
を
基
盤
と
し
た
空
の
イ

マ
ー
ジ
ュ
化
の
問
題
へ
と
深
化
し
、
西
谷
の
哲
学
は
こ
こ
に
至
っ
て
完
成
を
み
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
(
1
)
。
こ
の
よ
う
に
東
西
思
想
を
渡
り
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ず
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西
谷
啓
治
の
自
体
性

歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
西
谷
の
哲
学
は
作
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
彼
は
こ
れ
ら
を
完
全
に
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
眼
目

は
両
者
の
融
合
、
と
り
わ
け
西
洋
哲
学
の
―
つ
の
到
達
点
で
あ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
、
い
か
に
し
て
東
洋
哲
学
に
よ
っ
て
超
克
し
得
る
か
と

い
う
点
に
あ
っ
た
(
2
)
。
ま
た
自
身
も
相
国
寺
へ
の
参
禅
を
行
う
な
ど
、
思
想
的
観
点
か
ら
の
み
で
は
な
く
、
体
験
の
面
か
ら
も
そ
の
解
答

を
得
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
彼
の
研
究
の
独
自
性
と
し
て
は
、
西
田
幾
多
郎
の
思
想
を
継
ぎ
な

が
ら
、
そ
れ
ら
を
更
に
芭
蕉
解
釈
や
『
寒
山
詩
』
と
い
っ
た
詩
歌
解
釈
な
ど
の
芸
循
方
面
へ
と
拡
充
さ
せ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
論
題
の
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
と
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
超
え
て
西
谷
が
た
ど
り
着
い
た
空
の
場
に
お
け
る
事
物
の
自
体
性
を

表
現
す
る
言
葉
と
し
て
、
彼
が
好
ん
で
用
い
た
矛
盾
的
表
現
で
あ
る
(
3
)
。
事
物
の
「
自
体
性
」
と
い
う
言
葉
も
、
日
常
的
に
は
捉
え
が
た

い
意
味
を
含
ん
だ
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
後
に
詳
述
し
た
い
。

本
稿
は
、
西
谷
が
こ
の
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
言
い
表
そ
う
と
し
て
い
る
「
自
体
性
」
と
は
、
事
物
の
ど
の
よ

う
な
あ
り
方
を
指
す
の
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
ど
う
し
て
こ
の
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
得
る
の
か
、
と
い
う
点
を
命
題
の
文

法
的
解
釈
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
は
禅
の
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
、
通
常
は
「
直
観

的
」
．
「
体
験
的
」
に
の
み
理
解
さ
れ
得
る
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
り
、
文
法
構
造
の
よ
う
に
そ
の
他
の
点
に
着
目
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り

な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
理
解
を
拒
む
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

r

直
観
的
」
理
解
に
と
ど
ま
る

限
り
、
こ
の
命
題
を
論
理
的
に
解
釈
す
る
機
会
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
西
谷
の
自
体
性
が
禅
仏
教
を
主
と
す
る
仏
教
思
想
を
下
敷
き
に
し

て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
仏
教
者
の
立
場
で
思
想
を
展
開
さ
せ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
彼
の
宗
教
哲
学
は
広
く
一
般

に
開
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
な
ら
ば
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
と
い
う
命
題
は
宗
教
的
直
観
を
離
れ
た
見
地
か
ら
も
解
釈
さ
れ
る
こ

と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
回
は
あ
え
て
そ
の
文
法
構
造
か
ら
こ
れ
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
解
釈

の
新
し
い
可
能
性
を
示
し
た
い
。
な
お
、
西
谷
は
こ
の
表
現
以
外
に
も
「
眼
は
眼
を
見
ず
」
、
「
水
は
水
を
洗
は
ず
」
な
ど
を
用
い
て
い
る

|
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
解
釈
ー
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」
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が
、
そ
の
指
し
示
し
て
い
る
内
容
は
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
特
に
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
に

限
っ
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

西
谷
啓
治
の
自
体
性
・
空

「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
の
解
釈
に
入
る
前
に
、
西
谷
の
「
自
体
性
」
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
結
論
を
多
少
先
取
り
し
て
述
べ
る

と
、
彼
の
自
体
性
と
は
、
空
の
場
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
得
る
「
も
の
」
が
「
も
の
」
自
身
の
も
と
に
あ
る
そ
の
自
体
的
な
あ
り
方
を

言
つ
。
し
た
が
っ
て
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
と
い
う
命
題
の
妥
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
西
谷
の
自
体
性
」
と
「
西
谷

の
空
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
主
に
中
期
著
作
『
宗
教
と
は
何
か
』
所
収
の
「
虚
無

と
空
」
(
4
)
、
後
期
論
文
「
般
若
と
理
性
」
(
5
)
、
「
空
と
即
」
(
6
)

に
お
け
る
西
谷
自
身
の
記
述
に
沿
っ
て
こ
れ
ら
の
点
を
概
銀
す
る
。

ニ
ー
一
．
西
谷
の
自
体
性

「
自
体
性
」
が
事
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
教
的
に
は
真
如
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
西
谷
の
著
作
中
に
お
い
て
も
、
自
体
性
と
真
如
を
同
義
で
用
い
て
い
る
様
子
が
随
所
に
窺
え
る
。
な
お
そ
れ
は
、
親
鸞
に
お
け
る

「
自
然
法
爾
」
と
も
、
鈴
木
大
拙
に
お
け
る

as,it-is'ness
と
も
言
い
得
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
自
体
性
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が

そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
同
義
の
表
現
は
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
東
洋
思
想
や
そ
の
思
想
研
究
に
お
い
て

西
谷
啓
治
の
自
体
性

二．
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西
谷
啓
治
の
自
体
性

散
見
さ
れ
る
。
西
谷
に
限
っ
て
更
に
詳
細
に
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
そ
の
著
作
中
に
お
い
て
「
自
体
的
な
在
り
方
」
、
「
自
己
同
一
性
」
、

「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
、
「
自
性
」
、
「
真
如
性
」
な
ど
多
く
の
語
を
自
体
性
と
同
義
の
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
は
共

通
し
て
理
性
に
よ
る
事
物
の
把
捉
以
前
の
事
物
の
あ
り
方
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
自
体
性
と
は
、
理
性
に
よ
っ
て
自
他
・
主
客
が
生
じ

る
以
前
に
把
握
さ
れ
る
事
物
の
あ
り
方
な
の
で
、
「
私
に
向
か
っ
て
立
つ
対
象
」
と
し
て
「
私
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
」
事
物
の
相
で
は

な
く
、
そ
の
事
物
自
体
の
も
と
に
あ
る
「
そ
れ
そ
の
も
の
」
、
「
あ
る
が
ま
ま
の
そ
れ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
自
体
性
は
理
性
以

前
で
あ
る
こ
と
か
ら
論
理
的
に
は
表
現
し
得
ず
、
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
な
ど
の
矛
盾
的
命
題
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
自
体
性
に
代
表

さ
れ
る
事
物
そ
の
も
の
に
関
す
る
考
察
は
彼
の
思
索
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
関
す
る
叙
述
は
多
く
の
著
作
に
頻

出
す
る
が
、
一
例
と
し
て
以
下
の
引
用
を
説
明
と
し
た
い
。

火
は
火
を
焼
か
ず
と
い
ふ
言
葉
は
、
火
と
い
ふ
も
の
は
火
を
焼
き
得
な
い
も
の
だ
と
い
ふ
意
味
で
は
、
火
の
本
質
存
在
に
つ
い
て
の
言
葉
で
あ
る
。
併

し
そ
の
言
葉
は
、
現
に
火
が
燃
え
つ
つ
あ
る
、
そ
こ
に
現
に
火
が
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
る
。
現
に
火
が
あ
り
熾
ん
に
燃
え
て
ゐ
る
の
は
、
火
が

自
ら
を
焼
か
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
火
が
そ
の
火
自
身
で
あ
り
、
そ
の
火
自
身
と
し
て
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
火
は
火
を

焼
か
ず
と
い
ふ
こ
と
に
於
て
は
、
火
の
本
質
存
在
と
現
実
存
在
は
―
つ
で
あ
る
。
か
の
言
葉
は
、
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
で
火
の
自
己
同
一
性
を
、
即
ち
火

自
体
の
も
と
に
於
け
る
そ
の
自
己
同
一
性
を
、
言
ひ
現
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
火
の
「
自
体
」
を
直
示
し
て
ゐ
る
。
さ
う
い
ふ
湯
合
は
、
「
実
体
」
が
火
の

自
体
性
を
指
示
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
湯
合
と
、
根
本
的
に
違
つ
て
ゐ
る
。
ま
た
、
か
の
言
葉
に
よ
っ
て
言
ひ
現
さ
れ
る
自
己
同
一
的
な
る
も
の
は
、
決

し
て
「
実
体
」
で
は
な
い
(
7
)
。

引
用
中
で
西
谷
自
身
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
自
己
同
一
性
と
は
西
洋
思
想
に
お
け
る
実
体
的
自
己
同
一
性

|
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
解
釈
ー
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性
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六
七

で
は
な
い
。
彼
は
理
性
認
識
の
立
湯
を
「
或
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
（
本
質
存
在
）
を
通
し
て
そ
れ
が
あ
る
（
現
実
存
在
）
へ
迫
ら
う
と

す
る
立
場
」
(
8
)
と
し
、
そ
れ
は
「
或
る
も
の
が
真
に
そ
れ
自
身
の
も
と
に
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
も
と
で
そ
れ
自
体
と
し
て
の
自
己
同
一
を

保
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
、
そ
の
あ
り
方
」
(
9
)

で
あ
る
自
体
性
の
立
湯
と
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
実
体
と
区
別
さ
れ
た
自
体
性
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
理
性
の
把
捉
を
超
え

て
事
物
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
把
握
の
仕
方
が
よ
り
本
来
的
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
。
そ
れ
は
西
谷
が
事
物
を

把
握
す
る
上
で
理
性
を
用
い
る
こ
と
が
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
理
性
認
識
の
み
に
頼
っ
て
い
て
は
事
物
の

真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
彼
は
考
え
る
。

例
え
ば
、
論
文
「
般
若
と
理
性
」
中
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
言
及
し
た
項
が
あ
る
。
西
谷
は
そ
の
中
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を

西
洋
の
理
性
中
心
主
義
が
行
き
着
い
た
到
達
点
と
し
て
捉
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
前
の
哲
学
を
超
え
得
た
と
い
う
点
で
そ
れ
に
対
し
て
一
定
の

評
価
は
与
え
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
思
弁
的
理
性
は
未
だ
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
知
と
は
有
に
対
し
て
絶
対
的
な
独
立

性
が
担
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
西
谷
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
知
は
有
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
す
べ
て
の

有
に
先
立
つ
無
前
提
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
無
前
提
、
言
い
換
え
れ
ば
無
を
前
提
と
し
た
知
の
あ
り
方
が
知
の
事
物
に
対

す
る
独
立
性
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
知
の
本
来
的
な
絶
対
否
定
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
頂
点
と
す
る
西
洋
思
想
は
、
そ

の
行
き
着
く
と
こ
ろ
に
お
い
て
神
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
は
過
程
的
に
見
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
神
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
問
題
点
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
念
頭
に
置
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
淵
源
を
た
ど
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教

以
前
、
ギ
リ
シ
ア
ま
で
遡
り
得
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
谷
は
「
有
」
に
始
ま
る
西
洋
思
想
と
、
「
無
」
に
始
ま
る
東
洋

思
想
を
対
比
さ
せ
、
後
者
に
「
本
来
的
な
意
味
で
の
「
愛
知
」
の
立
場
」
(10)
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
こ
の
対
比
は
西
洋
と
東
洋
に
と
ど
ま

る
こ
と
な
く
、
哲
学
と
宗
教
・
芸
術
、
「
学
」
と
非
「
学
」
、
論
理
と
自
然
・
事
実
な
ど
、
言
葉
を
換
え
て
種
々
の
対
比
と
な
っ
て
表
現
さ



西
谷
啓
治
の
自
体
性

れ
る
。
そ
し
て
先
に
述
べ
た
知
の
絶
対
否
定
性
を
考
え
る
と
き
、
「
論
理
が
、
物
事
を
そ
れ
の
「
有
り
」
の
ま
ま
に
、
事
実
と
か
実
在
と

か
を
そ
の
真
実
に
於
て
、
捉
へ
尽
し
得
る
も
の
か
ど
う
か
」
(11)

と
い
う
西
洋
の
学
的
立
湯
へ
の
疑
義
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
西

谷
の
ヘ
ー
ゲ
ル
考
察
に
お
い
て
、
彼
が
対
象
論
理
的
西
洋
思
想
に
対
し
て
限
界
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

よっ
こ
の
よ
う
に
理
性
認
識
で
捉
え
ら
れ
る
事
物
の
相
は
「
私
に
向
か
っ
て
」
と
い
う
対
象
的
見
地
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し

た
が
っ
て
そ
こ
に
現
れ
る
実
体
は
、
あ
く
ま
で
も
「
私
に
向
か
っ
て
」
現
れ
た
限
り
の
対
象
的
実
体
、
そ
れ
は
自
他
・
主
客
の
二
項
対
立

を
い
ま
だ
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
立
場
で
あ
る
。
真
の
自
体
性
と
は
そ
の
よ
う
な
二
を
超
え
た
一
の
湯
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
事
物
を
他
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
動
的
に
認
識
主
体
で
あ
る
自
が
措
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
自
を
措

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
は
自
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
結
果
的
に
自
に
捉
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
仏
教
の
い
う
自
執
で
あ
り
、
理
性

に
よ
る
二
の
立
湯
は
こ
の
よ
う
な
本
質
的
な
自
執
を
含
ん
で
い
る
。
事
物
の
真
の
自
体
性
は
こ
の
よ
う
に
「
有
を
単
に
有
だ
け
と
し
て
見

る
立
湯
、
有
に
囚
わ
れ
た
立
場
」(

1
2
)で
は
な
く
、
自
執
•
他
執
と
い
う
二
の
捉
わ
れ
か
ら
離
れ
た
一
な
る
境
地
に
実
現
さ
れ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
西
谷
の
自
体
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
物
の
自
体
性
が
実
現
さ
れ
る
無
執
着
の
一
な
る
場
が
、

「
空
の
湯
」
と
呼
ば
れ
る
処
で
あ
る
。

ニ
ー
ニ
．
西
谷
の
空

次
に
、
自
体
性
が
実
現
さ
れ
る
空
の
湯
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
い
。
既
述
の
通
り
、
西
谷
に
と
っ
て
事
物
の
自
体
性
は
空
と
切
り
離

せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
自
体
性
は
理
性
の
湯
で
は
実
現
さ
れ
ず
、
空
の
湯
で
の
み
実
現
さ
れ
得
る
。
そ
れ
で
は
事
物
が
あ
り
の
ま
ま

ー
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
解
釈
ー

六
八



|
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
解
釈
ー

六
九

に
、
如
実
に
現
前
し
て
い
る
空
の
場
と
は
い
か
な
る
場
を
指
し
て
い
る
の
か
。
理
性
に
よ
る
実
体
的
把
捉
は
自
他
へ
の
執
着
と
不
離
で
あ

る
と
同
時
に
、
事
物
を
恒
常
的
に
見
る
見
方
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
現
実
世
界
は
諸
行
無
常
、
恒
常
的
な
事
物
は
存
在
し
得
ず
、
あ
ら

ゆ
る
生
存
は
有
限
で
あ
る
。
つ
ま
り
実
体
と
い
う
捉
わ
れ
か
ら
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
物
の
有
限
性
を
直
視
し
、
そ
れ
が
仮
有
で
あ

る
と
認
識
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
事
物
を
有
と
無
の
両
極
か
ら
見
る
よ
う
な
、
有
の
根
抵
に
無
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
な
見
地
に
立
つ
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
処
が
空
の
場
に
外
な
ら
な
い
。
以
下
に
空
に
関
す
る
西
谷
の
言
葉
を
挙
げ
る
。

有
が
空
と
―
つ
に
の
み
有
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
有
が
そ
の
根
抵
か
ら
「
仮
」
の
性
格
を
も
つ
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
、
有
る
も
の
が
す
べ
て
本
質

的
に
仮
現
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る

(
1
3
)
0

空
の
処
は
、
あ
ら
ゆ
る
有
が
有
た
ら
し
め
ら
れ
、
有
と
し
て
現
成
す
る
処
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
「
有
る
」
の
場
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
が
有
る

も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
湯
で
も
あ
る
。
有
る
も
の
が
有
り
の
ま
ま
に
有
り
、
そ
の
こ
と
に
於
て
そ
の
ま
ま
に
知
ら
れ
る
処
で
あ
る

(
1
4
)
0

こ
の
よ
う
な
場
は
、
い
か
な
る
実
体
的
な
捉
わ
れ
か
ら
も
離
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
絶
対
否
定
の
場
と
も
言
え
る
。
執
着
か
ら
離

れ
、
事
物
の
実
体
的
自
己
同
一
性
を
否
定
し
尽
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
物
の
実
体
的
自
己
同
一
性
の
否
定
と
は
本
質
の
否
定
を
意
味
す

る
の
で
、
そ
の
否
定
は
絶
対
の
自
己
否
定
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
絶
対
の
自
己
否
定
の
場
に
現
成
す
る
非
実
体
的
自
己
同
一
性
が
無
自
性

で
あ
る
。
つ
ま
り
事
物
の
自
体
性
と
は
、
空
の
湯
に
お
い
て
実
現
す
る
無
自
性
な
る
自
性
と
も
言
い
得
る
だ
ろ
う
。

ま
た
西
谷
は
空
の
「
場
」
と
い
う
表
現
を
再
三
用
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
場
」
と
は
「
心
境
」
や
「
心
地
」
、
「
境

地
」
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
西
谷
自
身
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
主
観
的
感
情
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
も
、
客
観
的
事
実
か
そ

の
形
容
と
か
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
も
、
そ
れ
を
踏
ま
へ
て
初
め
て
可
能
に
さ
れ
て
く
る
や
う
な
一
層
根
源
的
な
も
の
」
(15)

で
あ
る
。
論
文

西
谷
啓
治
の
自
体
性



そ
れ
で
は
こ
こ
か
ら
本
題
に
入
っ
て
、
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
の
文
法
的
解
読
を
始
め
た
い
。
文
法
的
解
読
と
は
、
こ
の
命
題
を
主
語

「
火
は
」
、
目
的
語
「
火
を
」
、
動
詞
「
焼
く
」
の
三
つ
の
要
素
を
持
つ
能
動
態
の
否
定
文
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
読
み
解
く
こ
と
で
あ

「
火
は
火
を
焼
か
ず
」

西
谷
啓
治
の
自
体
性

「
空
と
即
」
の
中
に
は
、
彼
が
芭
蕉
の
「
さ
び
し
さ
の
底
ぬ
け
て
降
る
霙
か
な
」
と
い
う
句
の
解
釈
を
通
し
て
空
の
湯
を
解
説
し
て
い
る

一
節
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
空
の
湯
と
は
、
さ
び
し
い
と
い
う
単
な
る
主
観
的
感
情
の
表
現
の
場
で
は
な
く
、
ま
た
霙
が
降
る
と
い
う
客
観

的
事
実
を
言
い
表
し
て
い
る
場
で
も
な
い
、
「
さ
び
し
さ
の
底
ぬ
け
て
降
る
」
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
現
湯
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
分
別

や
判
断
の
よ
う
な
対
象
論
理
を
超
え
た
自
体
性
の
場
で
あ
る
。

以
上
が
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
と
言
い
表
さ
れ
る
自
体
性
が
現
成
す
る
空
の
湯
の
内
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
「
火
」
の
実
体
的

自
己
同
一
性
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
「
火
」
本
来
の
自
己
同
一
性
、
す
な
わ
ち
自
体
性
が
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
西
谷
自
身
は
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

我
々
が
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
触
れ
得
る
の
は
、
理
性
か
ら
の
判
断
や
観
想
を
絶
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
絶
対
的
に
超
絶
し
た
、
絶
対
的
に
別
な
湯
に
於

て
で
あ
る
。
即
ち
「
も
の
」
自
体
の
湯
、
「
も
の
」
の
自
己
同
一
の
湯
に
於
て
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
湯
が
日
常
的
、
科
学
的
、
乃
至
は
哲
学
的
な
思
惟

の
立
湯
と
絶
対
的
に
別
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
湯
に
於
け
る
「
も
の
」
の
自
己
同
一
、
例
へ
ば
こ
れ
が
火
で
あ
る
と
い
ふ
端
的
な
事
実
は
、
「
こ
れ
は
火
で

は
な
い
、
故
に
火
で
あ
る
」
と
い
ふ
逆
説
的
な
仕
方
に
よ
っ
て
、
却
つ
て
真
実
に
言
ひ
現
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
(16)
。

の
文
法
的
解
読

|
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
解
釈
ー

七
〇



西
谷
啓
治
の
自
体
性

ー
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
解
釈
ー

七

る
。
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
を
そ
の
ま
ま
理
性
認
識
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
論
理
矛
盾
の
壁
に
突
き
当
た
る
。
だ
か
ら
こ
そ

こ
の
命
題
は
、
理
性
を
超
え
た
、
論
理
を
超
え
た
も
の
と
し
て
、
論
理
の
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
こ
れ
は
禅

問
答
に
代
表
さ
れ
る
超
論
理
的
表
現
を
理
解
す
る
際
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
な
お
論
理
的
に
解
読
し
よ
う
と
す
る

試
み
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
二
項
で
考
察
し
た
よ
う
に
西
谷
は
宗
教
哲
学
と
い
う
手
法
を
用
い
て
、
従
来
の
直
観
的
理

解
か
ら
脱
し
た
論
理
的
・
哲
学
的
理
解
を
示
し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
「
自
他
と
い
う
二
を
超
え
た
一
な
る
境
地
」
や
、
「
分
別
や
判
断

に
基
づ
く
対
象
論
理
を
超
え
た
境
地
」
は
、
そ
も
そ
も
根
抵
に
直
観
や
体
験
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
や
は
り
こ
れ
ら
を
抜
き
に

し
て
は
十
分
に
は
理
解
し
難
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
稿
は
こ
の
命
題
の
構
造
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
隠
さ
れ
た

意
味
、
つ
ま
り
事
物
の
内
に
含
ま
れ
る
絶
対
否
定
性
を
よ
り
論
理
的
に
浮
き
彫
り
に
し
、
こ
の
命
題
と
西
谷
の
自
体
性
と
の
妥
当
性
を
裏

づ
け
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

繰
り
返
し
と
な
る
が
、
こ
の
命
題
は
、
主
語
「
火
は
」
、
目
的
語
「
火
を
」
、
動
詞
「
焼
く
」
か
ら
成
る
能
動
態
の
否
定
文
で
あ
る
。
形

式
的
に
は
主
語
と
目
的
語
が
同
一
の
語
で
あ
り
（
火
）
、
な
お
か
つ
否
定
文
で
あ
る
と
い
う
点
が
一
読
し
て
わ
か
り
に
く
い
印
象
を
与
え

て
お
り
、
内
容
的
に
は
「
火
は
焼
く
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
日
常
経
験
と
か
け
離
れ
た
「
火
は
焼
か
な
い
」
と
表
現
す
る
点
が
更
に
理
解

を
遠
ざ
け
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
論
の
展
開
を
よ
り
簡
明
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
ま
ず
こ
の
難
点
を
取
り
除
い
た

命
題
を
考
察
し
、
順
を
追
っ
て
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
と
い
う
本
命
題
の
解
読
へ
と
至
り
た
い
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
初
め
か
ら
「
火
は

火
を
焼
か
ず
」
を
解
読
す
る
の
で
は
な
く
、
「
火
は
木
を
焼
く
」
と
い
う
日
常
経
験
に
即
し
た
命
題
か
ら
考
察
を
開
始
す
る
。
こ
れ
は
主

語
と
目
的
語
に
異
な
る
語
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
「
火
は
焼
く
」
と
い
う
無
矛
盾
の
形
を
採
っ
た
、
よ
り
簡
潔
な
表
現
で
あ

る
。
こ
の
解
読
を
過
程
的
に
行
い
、
続
け
て
「
火
は
火
を
焼
く
」
へ
と
展
開
す
る
。
こ
れ
は
主
語
と
目
的
語
に
同
一
の
語
が
置
か
れ
る
こ

と
か
ら
、
「
火
は
木
を
焼
く
」
よ
り
本
命
題
に
一
歩
近
づ
か
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
命
題
と
は
異
な
る
肯
定
文
の
パ
タ
ー
ン
で
あ



A
．
他
動
詞
文
（
能
動
態
）

主
語
・
動
詞
・
目
的
語
か
ら
成
る
、
典
型
的
な
能
動
態
の
肯
定
文
で
あ
る
。
ま
た
動
詞
「
焼
く
」
は
目
的
語
を
取
る
動
詞
で
あ
る
こ
と

か
ら
他
動
詞
の
文
で
あ
る
。
目
的
語
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
動
詞
「
焼
く
」
が
主
語
か
ら
目
的
語
へ
と
向
か
っ
て
燃
焼
と
い
う
働
き

か
け
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
主
語
「
火
」
か
ら
の
燃
焼
と
い
う
働
き
か
け
の
結
果
、
目
的
語
「
木
」
は
灰
へ
と
変

|
1
.

「
火
は
木
を
焼
く
」

西
谷
啓
治
の
自
体
性

り
、
否
定
要
素
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
の
解
読
へ
と
至
る
こ
と
を
目
指

す
。
つ
ま
り
概
略
す
れ
ば
、
第
一
段
階
の
「
火
は
木
を
焼
く
」
は
主
語
と
目
的
語
に
異
な
る
語
を
配
置
し
た
肯
定
文
で
、
元
の
命
題
か
ら

主
語
・
目
的
語
が
同
一
で
否
定
文
で
あ
る
と
い
う
要
素
を
排
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
段
階
の
「
火
は
火
を
焼
く
」
は
、
元
の
命
題
の
通

り
主
語
・
目
的
語
に
同
一
の
語
を
置
い
た
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
の
肯
定
文
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
第
三
の
最
終
段
階
が
本
命
題
の
「
火
は

火
を
焼
か
ず
」
で
あ
る
。

ま
た
あ
ら
か
じ
め
大
ま
か
な
展
開
の
流
れ
を
示
し
て
お
く
と
す
れ
ば
、
第
一
の
「
火
は
木
を
焼
く
」
の
段
階
で
主
語
・
動
詞
・
目
的
語

と
い
う
構
造
を
段
階
的
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
態
を
変
え
、
他
動
詞
文
か
ら
自
動
詞
文
へ
と
変
換
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
働
き
の
主
体
が

隠
れ
て
ゆ
く
と
い
う
構
造
を
提
示
す
る
。
続
く
「
火
は
火
を
焼
く
」
の
段
階
は
、
一
歩
本
命
題
に
近
づ
い
た
分
だ
け
論
の
展
開
は
論
理
的

に
理
解
し
づ
ら
く
な
る
が
、
第
一
段
階
で
提
示
し
た
構
造
の
変
化
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
こ
の
命
題
を
展
開
さ
せ
て
い
く
。
そ
し
て
第
三
段

階
と
し
て
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
に
も
同
様
に
適
応
さ
せ
、
最
終
的
に
こ
れ
が
自
体
性
の
表
現
と
し
て
の
妥
当
性
を
獲
得
し
得
る
か
ど
う

か
を
考
察
す
る

(
1
7
)
0
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質
す
る
。
こ
の
よ
う
に
他
動
詞
と
は
通
常
、
主
語
と
は
異
な
る
他
（
目
的
語
）
を
措
定
し
、
そ
れ
へ
と
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の

意
味
や
質
を
変
容
さ
せ
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
。

B
．
受
動
態

他
動
詞
を
用
い
た
能
動
態
は
、
そ
の
目
的
語
を
主
語
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
動
態
へ
と
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
火
は
木
を

焼
く
」
と
い
う
湯
合
、
「
木
は
火
に
焼
か
れ
る
」
と
い
う
表
現
と
な
る
。
こ
の
文
の
主
語
は
、
元
は
燃
焼
の
客
体
で
あ
っ
た
は
ず
の
木
で

あ
る
。
他
方
、
燃
焼
の
主
体
で
あ
る
「
火
」
は
「
火
に
よ
っ
て
」
と
い
う
修
飾
語
と
な
る
こ
と
で
文
の
主
要
素
か
ら
外
れ
、
省
略
可
能
な

要
素
と
な
る
。
つ
ま
り
受
動
態
と
し
て
最
も
簡
潔
に
表
現
す
る
な
ら
ば
「
木
は
焼
か
れ
る
」
と
な
り
、
燃
焼
と
い
う
働
き
の
主
体
は
消

え
、
客
体
だ
け
が
文
の
主
語
と
し
て
残
る

(
1
8
)
0

C
．
自
動
詞

働
き
の
主
体
が
省
略
さ
れ
た
受
動
態
は
目
的
語
を
持
た
な
い
た
め
、
自
動
詞
表
現
へ
と
書
き
換
え
が
可
能
と
な
る
。
受
動
態
「
木
は
焼

か
れ
る
」
は
「
木
は
燃
え
る
」
と
な
る
。
受
動
態
か
ら
主
語
を
引
き
継
い
で
い
る
た
め
、
こ
の
表
現
も
主
語
は
燃
焼
の
客
体
で
あ
る

「
木
」
と
な
る
。
自
動
詞
表
現
は
目
的
語
を
必
要
と
し
な
い
た
め
、
燃
焼
の
主
体
で
あ
る
「
火
」
は
文
の
要
素
と
し
て
登
湯
し
な
い
。
し

か
し
あ
く
ま
で
も
燃
焼
と
い
う
働
き
の
点
か
ら
見
る
と
、
主
体
は
「
火
」
で
あ
る
。
「
木
」
に
自
ら
燃
え
上
が
る
働
き
は
な
く
、
燃
焼
は

い
つ
も
「
火
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
表
現
は
働
き
の
主
体
が
隠
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
燃
焼
の
主
体
は
自
動

詞
「
燃
え
る
」
の
中
に
既
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
動
詞
表
現
の
主
語
は
実
際
に
は
働
き
の
客
体
で
あ
り
主
体

で
は
な
い
。
こ
う
し
て
他
動
詞
表
現
は
同
義
の
自
動
詞
表
現
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
働
き
の
主
体
を
そ
の
中
に
隠
し
、
含
む
こ
と
を
可
能
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に
す
る
。
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次
に
「
火
は
木
を
焼
く
」
か
ら
一
歩
進
ん
で
「
火
は
火
を
焼
く
」
の
命
題
を
考
察
す
る
。
前
述
の
通
り
、
こ
の
命
題
は
最
終
段
階
で
あ

る
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
か
ら
否
定
的
要
素
を
排
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
体
性
を
表
す
表
現
は
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
肯
定
文
「
火
は
火
を
焼
く
」
が
自
体
性
を
表
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
そ
の
否
定
文
で
あ
る
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
は
自

ず
と
自
体
性
に
対
す
る
妥
当
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

A
．
他
動
詞
（
能
動
態
）

第
一
段
階
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
命
題
は
主
語
「
火
」
が
目
的
語
「
火
」
へ
と
燃
焼
と
い
う
働
き
を
働
き
か
け
る
と
い
う
意
味

に
な
る
。
主
語
か
ら
目
的
語
へ
と
あ
る
働
き
を
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
語
が
変
容
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
目
的
語

「
火
」
は
燃
焼
に
よ
っ
て
灰
へ
と
変
質
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
他
動
詞
を
用
い
た
こ
の
命
題
は
、
次
に
受
動
態

へ
と
変
換
さ
れ
る
。

B
．
受
動
態

目
的
語
「
火
」
が
主
語
と
な
り
、
「
火
は
火
に
焼
か
れ
る
」
と
な
る
。
目
的
語
が
主
語
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
文
の
主

語
で
あ
る
「
火
」
は
燃
焼
の
客
体
で
あ
る
。
そ
し
て
元
の
表
現
で
は
燃
焼
の
主
体
で
あ
っ
た
「
火
」
は
修
飾
語
と
な
り
省
略
さ
れ
る
。
つ

ー
「
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」
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ま
り
文
の
要
素
と
し
て
は
燃
焼
の
客
体
と
し
て
の
「
火
」
の
み
が
残
っ
た
「
火
は
焼
か
れ
る
」
と
い
う
表
現
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
最
終

的
に
は
目
的
語
不
要
の
自
動
詞
表
現
へ
と
変
換
さ
れ
る
。

C
．
自
動
詞

燃
焼
の
主
体
が
文
の
要
素
か
ら
外
れ
た
受
動
態
「
火
は
焼
か
れ
る
」
は
、
そ
の
働
き
の
客
体
で
あ
る
「
火
」
を
主
語
と
し
て
残
し
た
ま

ま
、
自
動
詞
表
現
で
あ
る
「
火
は
燃
え
る
」
と
な
る
。
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
こ
の
表
現
に
お
い
て
燃
焼
の
主
体
「
火
」
は
隠
蔽
、
も
し

く
は
「
燃
え
る
」
に
内
含
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
第
一
段
階
の
「
火
は
木
を
焼
く
」
か
ら
取
り
出
し
た
展
開
を
利
用
し
て
、
第

1

一
段
階
「
火
は
火
を
焼
く
」
を
考
察
し

た
。
し
か
し
「
火
は
木
を
焼
く
」
と
言
わ
れ
る
場
合
と
異
な
り
、
主
語
と
目
的
語
に
同
一
の
語
を
取
る
肯
定
文
（
「
火
は
火
を
焼
く
」
）
は

以
下
の
点
か
ら
成
り
立
ち
得
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
動
詞
が
、
主
語
と
は
異
な
る
目
的
語
へ
と
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
や
質
を
変
容
さ
せ
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は

既
に
述
べ
た
。
こ
の
働
き
を
「
火
は
火
を
焼
く
」
に
当
て
は
め
た
場
合
、
主
語
「
火
」
は
目
的
語
「
火
」
を
燃
焼
に
よ
っ
て
変
質
さ
せ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
「
火
」
が
変
質
さ
れ
て
そ
の
働
き
を
失
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
「
火
」
は
他
へ
と
燃
焼
を
働
き
か
け
る

こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
他
へ
燃
焼
を
働
き
か
け
な
い
「
火
」
は
も
は
や
「
火
」
で
は
な
い
。
要
す
る
に
「
火
」
は
、
そ
の
働
き
の
対
象

と
し
て
「
火
」
自
身
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
火
」
が
「
火
」
の
客
体
と
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
他
動
詞
表
現
か
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四
．
お
わ
り
に

西
谷
啓
治
の
自
体
性

ら
派
生
し
た
受
動
態
と
自
動
詞
表
現
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
火
は
木
を
焼
く
」
と
い
う
一
般
的
な
表
現
か
ら
取
り
出
し
た
、
能
動
態
↓
受
動
態
↓
自
動
詞
へ
の
展
開
を
「
火
は
火

を
焼
く
」
へ
そ
の
ま
ま
適
応
さ
せ
た
場
合
、
「
火
は
火
を
焼
く
」
は
「
火
」
の
自
体
性
を
表
す
命
題
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
、
事
物
の
自
体
性
は
そ
の
否
定
文
で
あ
る
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
で
な
け
れ
ば
表
現
し
得
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
。そ

れ
で
は
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
自
体
性
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
段
階
「
火
は
木
を
焼
く
」

の
自
動
詞
文
ま
で
の
展
開
を
踏
ま
え
る
と
、
他
動
詞
文
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
は
自
動
詞
文
「
火
は
燃
え
ず
」
と
同
義
で
あ
る
（
「
火
は

火
を
焼
か
ず
」
↓
「
火
は
火
に
焼
か
れ
ず
」
↓
「
火
は
燃
え
ず
」
）
。
自
動
詞
文
に
は
働
き
の
主
体
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
否

定
文
で
あ
る
「
火
が
燃
え
ず
」
と
は
、
燃
焼
の
主
体
で
あ
る
「
火
」
の
否
定
と
な
る
。
つ
ま
り
自
体
性
を
表
現
す
る
命
題
は
、
自
身
の
内

に
す
で
に
そ
の
主
体
の
否
定
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
の
表
現
が
そ
の

内
に
自
己
否
定
を
含
む
こ
と
が
自
ず
と
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。

本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
項
で
述
べ
た
通
り
、
な
ぜ
西
谷
が
こ
の
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
と
い
う
命
題
を
自
体
性
の
表
現
と

し
て
用
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
西
谷
の
言
う
自
体
性
と
は
、
実
体
的
自
己
同
一
性
を
指

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
に
絶
対
否
定
性
を
含
む
自
体
性
、
仏
教
的
表
現
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、
い
わ
ば
無
自
性
な
る
自
性
で

|
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あ
っ
た
。
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
の
命
題
か
ら
、
「
火
」
の
自
体
性
に
お
け
る
「
火
」
自
身
の
自
己
否
定
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
上
記
の
問
い
に
あ
る
程
度
の
解
答
を
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
も
う
―
つ
の
眼
目
は
、
こ
の
命
題
の
文
法

的
解
読
を
試
み
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
禅
問
答
の
よ
う
に
一
般
的
に
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
仏
教
に
お
け
る
矛
盾
的
表
現
を
、

な
る
べ
く
仏
教
的
基
盤
・
宗
教
的
基
盤
に
依
ら
ず
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
本
来
、
理
性
的
理
解
を
拒
む
「
火
は

火
を
焼
か
ず
」
と
い
う
命
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
性
を
用
い
た
文
法
的
解
釈
は
未
だ
非
常
に
多
く
の
問
題

を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
(19)
。
命
題
の
文
法
構
造
の
み
を
取
り
出
し
て
、
そ
の
解
釈
か
ら
自
体
性
の
一
部
の
特
質
を
抽
出
し

得
た
と
し
て
も
、
そ
の
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
西
谷
の
境
涯
か
ら
は
却
っ
て
遠
ざ
か
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
西
洋
哲

学
の
超
克
と
し
て
提
示
さ
れ
た
自
体
性
の
哲
学
を
、
文
法
と
い
う
西
洋
論
理
に
よ
っ
て
一
面
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
も
限
界
が
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
直
観
・
体
験
か
ら
距
離
を
置
い
た
禅
の
語
録
の
論
理
的
解
釈
の
探
求
は
、
西
谷
の
目
指
し
た
東
西
思
想
の
融
合
に
と
っ
て

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
宗
教
哲
学
と
論
理
と
の
融
合
と
も
言
い
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は

こ
れ
か
ら
も
模
索
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

最
後
に
、
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
は
あ
く
ま
で
も
自
体
性
の
表
現
で
あ
る
。
西
谷
は
当
然
、
「
火
」
の
自
体
性
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た

の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
演
繹
的
に
自
己
・
世
界
の
自
体
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
今
回
は
試
み
と
し
て
「
火
は
火

を
焼
か
ず
」
に
限
っ
て
考
察
を
行
っ
た
が
、
真
に
西
谷
の
思
想
に
迫
る
た
め
に
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
自
己
•
世
界
へ
と
理
解
を
拡
げ
て

い
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。



西
谷
啓
治
の
自
体
性

(
l
)
西
谷
の
研
究
の
道
程
に
関
す
る
研
究
は
多
々
あ
る
が
、
比
較
的
新
し
く
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
以
下
の
も
の
を
参
照
し
た
。
氣
多
雅

子
ほ
か
（
二

0
0五
）
「
第
一
九
回
国
際
宗
教
学
宗
教
史
会
議
世
界
大
会

(IAHR
T
o
k
y
o
 2
0
0
5
)

パ
ネ
ル
企
画
西
谷
啓
治
の
空
の
思
想
の
展

開
」
京
都
大
学
文
学
研
究
科
宗
教
学
研
究
室
『
宗
教
学
研
究
室
紀
要
』
第
二
巻
。

(2)
西
谷
が
そ
の
研
究
生
活
の
最
初
期
か
ら
こ
の
点
を
念
頭
に
置
い
て
思
索
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
も
、
彼
自
身
の
著
作
中
に
見
ら
れ
る
の
み

な
ら
ず
、
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
二

0
巻
「
私
の
哲
学
的
発
足
点
」
（
初
出
は
田
中
美
知

太
郎
編
(
-
九
六
三
）
『
講
座
哲
学
大
系
』
第
一
巻
、
人
文
書
院
）
、
出
口
康
夫
（
二

0
0九
）
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
抱
き
し
め
て
1

西
谷
啓
治

『
空
と
即
』
補
論
」
日
本
哲
学
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
『
日
本
の
哲
学
』
第
一

0
号
、
氣
多
雅
子
（
二

0
0六
）
「
京
都
学
派
と
宗
教
哲
学
ー
西
田
幾

多
郎
か
ら
西
谷
啓
治
ヘ
ー
」
京
都
哲
学
会
『
哲
学
研
究
』
第
五
八
一
号
、
な
ど
参
照
。
）

(3)
こ
の
命
題
を
直
接
に
取
り
上
げ
た
最
新
の
研
究
と
し
て
、
美
濃
部
仁
氏
の
研
究
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
（
美
濃
部
仁
（
二

0
―
二
）
「
「
火

は
火
を
焼
か
な
い
」
ー
西
谷
啓
治
に
お
け
る
「
空
」
と
「
回
互
」
ー
」
理
想
社
『
理
想
』
第
六
八
九
号
）
美
濃
部
氏
は
、
こ
の
命
題
の
否
定
的

要
素
（
「
焼
か
な
い
」
の
部
分
）
を
、
「
現
わ
れ
の
背
後
に
は
何
も
無
い
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
現
わ
れ
が
、
何
も
の

に
も
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
（
無
凝
に
）
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
命
題
は
「
決
し
て
火
が

焼
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
も
の
」
で
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
本
稿
は
こ
の
「
火
は
焼
か
な
い
」
と
い
う
点
に
着
目
し
て

論
を
進
め
る
た
め
、
氏
と
は
異
な
る
命
題
解
釈
と
な
る
。

(4)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
一

0
巻
、
創
文
社
。
（
初
出
は
創
文
社
編
集
部
編
(
-
九
五
五
）
『
現
代
宗
教
講
座
』
第
四
巻
、
創
文
社
。
）

(5)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
一
三
巻
、
創
文
社
。
（
初
出
は
玉
城
康
四
郎
編
(
-
九
七
九
）
『
仏
教
の
比
較
思
想
論
的
研
究
』
東
京
大
学
出
版

会。）

(6)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
一
三
巻
、
創
文
社
。
（
初
出
は
西
谷
啓
治
ほ
か
著
(
-
九
八
二
）
『
講
座
仏
教
思
想
』
第
五
巻
、
理
想
社
。
）

(7)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
一

0
巻
、
一
三
一
頁
、
創
文
社
。
以
下
〔
巻
数
／
頁
数
〕
と
略
記
。
（
「
虚
無
と
空
」
）

(8)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
〔
一

0

/
―
二
九
〕
（
「
虚
無
と
空
」
）

(9)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
〔
一

0
／
一
三
〇
〕
（
「
虚
無
と
空
」
）

(10)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
〔
―
―
―
-
／
八
七
〕
（
「
般
若
と
理
性
」
）

(11)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
〔
一
三
／
八
六
〕
（
「
般
若
と
理
性
」
）

(12)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
〔
一

0
/
1
0九
〕
（
「
虚
無
と
空
」
）

ー
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
解
釈
ー

七
八
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|
「
火
は
火
を
焼
か
ず
」
解
釈
ー

七
九

(13)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
〔
一

0
／
一
四
六
〕
（
「
空
と
即
」
）

(14)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
〔
一
三
／
九
―
―
-
〕
（
「
般
若
と
理
性
」
）

(15)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
〔
一
三
／
―
ニ
ー
〕
（
「
空
と
即
」
）

(16)
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
〔
一

0
／
一
三
三
〕
（
「
虚
無
と
空
」
）

(17)
日
本
語
に
お
け
る
自
動
詞
・
他
動
詞
の
区
別
は
言
語
学
的
に
は
っ
き
り
と
線
引
き
を
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
意
義
の
実
質
に
よ
っ

て
こ
れ
ら
を
区
別
す
る
実
質
派
と
、
形
式
に
よ
っ
て
区
別
す
る
外
形
派
、
そ
も
そ
も
自
他
の
区
別
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
懐
疑
派
の
三
派
に

大
別
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
言
語
学
的
な
議
論
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
目
的
語
を
取
る
動
詞
を
他
動
詞
、
目
的
語
を
不
要
と
す
る
動

詞
を
自
動
詞
と
し
て
論
を
進
め
る
。
（
松
下
大
三
郎
（
一
九
九
五
）
「
動
詞
の
自
他
被
使
動
」
須
賀
好
一
・
早
津
恵
美
子
編
『
動
詞
の
自
他
』
ひ

つ
じ
書
房
、
参
照
。
）

(18)
な
お
、
能
動
表
現
か
ら
受
動
表
現
を
導
く
と
い
う
方
法
に
関
し
て
も
言
語
学
上
で
は
賛
否
が
わ
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
肯
定
的
研

究
も
多
く
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
批
判
的
観
点
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。
（
野
村
隋
史
(
-
九
九
五
）
「
自
動
•
他
動
·
受
身
動
詞

に
つ
い
て
」
須
賀
好
一
・
早
津
恵
美
子
編
『
動
詞
の
自
他
』
ひ
つ
じ
書
房
、
参
照
。
）

(19)
「
文
法
」
に
つ
い
て
、
西
谷
自
身
は
次
の
よ
う
に
批
判
的
に
述
べ
て
い
る
。
「
言
葉
を
ロ
ゴ
ス
と
し
て
、
言
葉
に
内
含
さ
れ
る
理
法
を
問
ふ

に
し
て
も
、
そ
の
理
法
を
知
性
（
悟
性
、
更
に
は
理
性
）
の
立
場
へ
反
省
的
に
映
し
て
、
そ
れ
を

r
文
法
」
と
い
ふ
論
理
的
な
体
系
へ
還
元
す

る
こ
と
が
、
果
し
て
唯
一
の
正
し
い
方
向
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
論
理
化
の
湯
合
に
は
、
主
語
と
述
語
と
が
分
け
ら
れ
て
繋
辞
（
で
あ
る
）
で
結

び
つ
け
ら
れ
る
と
い
ふ
分
別
知
、
即
ち
術
語
す
る
と
い
ふ
思
惟
作
用
と
し
て
の
「
判
断
」
が
、
い
は
ば
核
と
な
る
が
、
そ
の
判
断
が
命
題
と
し

て
定
立
さ
れ
、
そ
れ
に
種
々
の
語
が
加
は
つ
て
複
雑
な
命
題
に
な
り
、
そ
し
て
文
章
（
「
散
文
」
と
し
て
の
）
論
理
的
構
造
が
問
は
れ
て
く
る
。

そ
の
場
合
、
言
葉
の
語
は
す
べ
て
初
め
に
「
単
語
」
と
し
て
原
子
化
さ
れ
、
全
体
は
単
語
と
単
語
と
の
関
係
と
見
倣
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ

の
単
語
は
、
そ
れ
が
表
示
す
る
機
能
的
な
も
の
の
違
ひ
に
よ
っ
て
、
名
詞
、
動
詞
、
形
容
詞
等
々
と
い
ふ
「
品
詞
」
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
や

う
な
こ
と
に
基
い
て
言
葉
の
理
法
が
整
理
さ
れ
、
「
文
法
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
す
べ
て
の
こ
と
の
根
本
に
動
い
て
ゐ
る
の
は
、

言
葉
の
ロ
ゴ
ス
を
論
理
化
と
い
ふ
方
向
へ
向
つ
て
整
理
し
て
行
く
知
性
、
特
に
分
別
的
知
性
の
働
き
で
あ
る
。
」
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
〔
十
三

/
―
二
八
I
―
二
九
〕
（
「
虚
無
と
空
」
）


