
西
田
哲
学
の
動
的
性
格
に
つ
い
て
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。
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通

は
　
じ
　
め
　
に

愛
宕
山
入
る
日
の
如
く
あ
か
あ
か
と
燃
し
尽
さ
ん
残
れ
る
命

　
こ
の
歌
は
大
正
十
二
年
四
月
十
日
の
日
付
を
も
つ
西
田
幾
多
郎
自
作
の
歌
で
あ
る
。
幾
多
郎
は
こ
の
と
き
五
十
三
歳
で
あ
っ
た
。
そ
の

頃
の
幾
多
郎
は
長
男
の
死
、
加
え
て
妻
子
の
次
々
の
病
気
な
ど
が
重
な
り
、
別
の
自
歌
に
も
あ
る
よ
う
に
「
運
命
の
鎮
の
鎖
に
つ
な
か
れ

て
ふ
み
に
し
ら
れ
て
立
つ
す
べ
も
な
し
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
惨
憺
た
る
状
況
に
あ
っ
た
。
右
の
歌
は
そ
う
し
た
惨
状
に
あ
っ

て
も
、
な
お
そ
れ
に
立
ち
向
か
っ
て
生
き
て
行
か
ん
と
す
る
幾
多
郎
の
強
い
意
志
と
覚
悟
を
表
し
て
い
る
。
一
応
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
直
接
の
意
味
は
そ
れ
で
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
今
と
な
っ
て
見
れ
ば
、
そ
の
歌
は
幾
多
郎
五
十
三
歳
の
折
り
の
心
境
を
謳
っ
た
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歌
で
あ
る
以
上
に
、
そ
う
し
た
年
代
的
限
定
を
越
え
て
、
む
し
ろ
幾
多
郎
の
一
生
涯
を
貫
く
生
き
方
を
謳
っ
た
歌
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
い
つ
も
生
命
を
燃
や
し
尽
く
し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
が
幾
多
郎
の
生
き
方
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
＊
「
愛
宕
山
入
る
・
：
」
の
歌
に
関
し
て
、
長
女
の
西
田
静
子
は
「
こ
の
歌
は
父
も
私
も
好
き
で
し
た
、
よ
く
書
や
短
冊
に
書
い
て
い
ま
し

　
　
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
（
『
父
西
田
幾
多
郎
の
歌
』
明
善
書
房
、
昭
和
；
二
年
、
一
六
頁
）
。

　
　
＊
＊
西
田
の
言
う
「
生
命
」
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
右
の
歌
で
は
「
生
命
」
は
燃
や
し
尽
く
さ
れ
得
る
、
す
な
わ
ち
死
す
る
生
命

　
　
（
生
物
的
生
命
）
が
表
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
作
歌
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
、
西
田
が
考
え
て
い
る
真
の
生
命
は

　
　
生
死
し
て
生
死
し
な
い
生
命
（
歴
史
的
生
命
）
で
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
歌
の
「
燃
や
し
尽
く
さ
ん
残
れ
る
命
」
の
真
意
は
、
「
残
さ
れ
た

　
　
日
々
を
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
死
人
と
な
っ
て
働
き
に
働
こ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
生
死
に
つ
い
て
詳
し
く
は
本
稿
の
第
五
節
を
参
照
。

　
幾
多
郎
の
生
命
は
悲
し
い
時
は
悲
し
い
ま
ま
に
、
嬉
し
い
時
は
嬉
し
い
な
り
に
、
い
つ
も
そ
の
よ
う
に
生
動
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ

れ
は
単
に
内
面
の
こ
と
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
幾
多
郎
は
活
き
た
身
体
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
幾
多
郎
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
も
常
に
活
き
て
い
る
も
の
を
愛
し
た
。
そ
れ
は
物
質
的
な
も
の
　
　
例
え
ば
、
幾
多
郎
は
海
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
よ
う
に
一

や
、
生
物
的
な
も
の
一
例
え
ば
、
幾
多
郎
が
猫
を
か
わ
い
が
っ
て
い
た
よ
う
に
　
　
に
制
限
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
一
般
的
に
極
め

て
抽
象
的
と
見
な
さ
れ
て
い
る
哲
学
的
思
想
の
領
域
に
お
い
て
も
生
き
た
も
の
を
愛
し
た
。

　
　
＊
幾
多
郎
が
生
き
た
も
の
を
愛
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
坂
正
顕
『
西
田
幾
多
郎
先
生
の
生
涯
と
思
想
』
（
弘
文
堂
書
房
、
昭
和
二
二
年
、

　
　
一
二
～
↓
三
頁
）
、
西
田
の
生
き
た
身
体
性
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
西
谷
啓
治
『
西
田
幾
多
郎
　
そ
の
人
と
思
想
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
六
十

　
　
年
、
＝
～
四
四
頁
）
な
ど
に
お
い
て
活
写
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
＊
＊
高
坂
正
顕
は
西
田
哲
学
を
「
生
き
た
も
の
の
哲
学
で
あ
り
、
生
の
哲
学
で
あ
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
が
（
前
掲
書
、
；
一
頁
、
傍
点
は
原

　
　
著
者
、
以
下
に
お
い
て
断
ら
な
い
場
合
は
引
用
者
）
、
西
田
に
お
い
て
は
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
人
間
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
が

　
　
生
命
の
表
現
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
身
近
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
西
田
は
歌
の
他
に
書
も
自
ら
嗜
ん
だ
が
、
詩
歌
に
つ
い
て
「
我
々
の
生

　
　
命
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
深
い
噴
火
口
の
底
か
ら
噴
き
出
さ
れ
る
大
な
る
生
命
の
焔
と
い
ふ
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
詩
と
か
歌
と

　
　
か
い
ふ
も
の
は
か
か
る
生
命
の
表
現
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
、
か
か
る
焔
の
光
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
」
（
一
三
－
一
三
〇
）
と
言
い
、
書
に
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関
し
て
も
そ
れ
が
「
全
く
自
由
な
る
生
命
の
リ
ズ
ム
の
発
現
」
（
＝
一
一
一
五
一
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
（
括
弧
内
は
旧
版
『
西
田
幾
多
郎

　
　
全
集
』
の
巻
数
と
頁
数
を
示
す
。
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
）
。

　
　
＊
＊
＊
思
想
的
領
域
に
お
い
て
も
、
西
田
が
生
き
生
き
し
た
も
の
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
比
較
的
早
い
時
期
の
例
と
し
て
、
明
治
三
十

　
　
五
年
十
月
二
十
七
日
付
け
の
鈴
木
大
拙
宛
て
書
簡
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
次
の
文
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
今
の
西
洋
の
倫
理
学
と
い
ふ
者

　
　
は
全
く
知
識
的
研
究
に
し
て
、
議
論
は
精
密
で
あ
る
が
人
心
の
深
き
の
。
巳
－
①
砦
。
ユ
8
8
に
着
目
す
る
者
一
も
あ
る
な
し
　
全
く
自
己
の
脚
根

　
　
下
を
忘
却
し
去
る
　
パ
ン
や
水
の
成
分
を
分
析
し
説
明
し
た
る
も
〔
の
〕
あ
れ
ど
も
パ
ン
や
水
の
味
を
と
く
者
な
し
　
総
に
是
虚
偽
の
造
物

　
　
人
心
に
何
の
効
能
な
き
を
覚
ゆ
」
（
一
八
－
五
九
～
六
〇
）
。

　
西
田
は
自
ら
の
哲
学
に
お
い
て
も
そ
の
こ
と
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
現
実
を
生
き
た
ま
ま
い
わ
ば
生
け
捕
り
に
し
よ
う
と
し

た
。
な
ぜ
な
ら
死
せ
る
も
の
（
過
去
）
は
非
真
実
で
あ
り
、
生
け
る
も
の
（
現
在
）
こ
そ
真
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
西
田
は
、
例
え

ば
意
識
を
問
題
す
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
従
来
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
た
意
識
を
で
は
な
く
、
意
識
す
る
意
識
つ
ま
り
現
在
生
き
て
働
い
て

い
る
意
識
を
問
題
に
す
る
必
要
性
を
説
い
た
（
「
取
残
さ
れ
た
る
意
識
の
問
題
」
、
一
理
ー
五
以
下
）
。
こ
の
意
味
で
西
田
哲
学
は
理
想
主
義
を

徹
底
的
に
排
除
し
た
現
実
主
義
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
　
＊
こ
の
点
に
関
し
て
西
田
は
、
「
『
善
の
研
究
』
に
於
て
の
純
粋
経
験
の
考
以
来
、
私
の
考
へ
方
は
最
も
直
接
的
な
具
体
的
な
実
在
か
ら
出
立
す

　
　
る
と
い
ふ
の
で
し
た
」
（
一
三
i
一
三
八
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
＊
＊
生
き
た
も
の
を
生
き
た
ま
ま
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
は
禅
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
限
り
西
田
哲
学
は
真
実
在
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
や
は

　
　
り
禅
の
立
場
と
共
通
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
に
生
き
た
現
実
を
生
き
た
ま
ま
捕
捉
し
よ
う
と
し
た
西
田
の
行
き
方
は
、
そ
の
哲
学
の
方
法
を
も
決
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、

生
け
捕
り
に
し
た
現
実
を
さ
ら
に
で
き
る
だ
け
殺
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
筋
道
を
つ
け
て
（
論
理
的
に
）
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
試
み
は
不
可
能
に
近
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
西
田
は
自
ら
の
思
惟
の
論
理
化
に
つ
い
て
最
後
ま
で
苦
渋
の
道

を
進
む
こ
と
に
な
る
。
絶
対
弁
証
法
は
そ
の
思
惟
の
方
法
で
あ
り
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
】
が
そ
の
論
理
で
あ
っ
た
。
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四

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
そ
の
も
の
を
で
き
る
だ
け
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
し
て
捕
捉
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
ま
ず
対
象
的
見
方

が
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
対
象
的
見
方
は
対
象
固
定
の
見
方
、
生
き
た
対
象
を
押
し
殺
す
見
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
対
象
を
生
け

捕
り
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
「
直
接
経
験
」
す
る
ほ
か
な
く
、
「
考
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
考
え
る
も
の
を
考
え
る
の
で
は
な
く
」
「
物
と

な
っ
て
考
え
、
物
と
な
っ
て
見
る
」
純
粋
の
経
験
（
あ
る
い
は
行
為
的
直
観
）
を
、
そ
の
立
脚
地
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
こ
の
立

脚
地
は
や
が
て
定
式
化
さ
れ
て
「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
」
や
「
限
定
す
る
も
の
な
き
限
定
」
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
）
。

そ
の
よ
う
に
し
て
西
田
哲
学
は
絶
対
的
客
観
主
義
を
標
榜
す
る
（
こ
の
点
で
、
い
わ
ゆ
る
科
学
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
客
観
性
と
は
、
主

観
・
客
観
の
枠
内
で
の
話
で
あ
る
か
ら
、
西
田
哲
学
の
よ
う
な
主
観
性
の
無
で
あ
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
相
対
的
客
観
性
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
）
。
西
田
哲
学
全
体
は
表
現
的
制
作
物
と
し
て
見
れ
ば
、
歴
史
的
個
と
し
て
の
西
田
が
具
体
的
実
在
と
共
に
歩
い
た
足
跡
と
い
う
意

味
を
も
っ
て
い
る
。一

　
実
在
の
根
本
的
性
格

　
第
四
高
等
学
校
の
学
生
の
頃
に
す
で
に
「
実
在
は
現
実
そ
の
ま
・
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
一
－
七
）
と
考
え
て
い
た
西
田

は
、
果
た
し
て
処
女
作
『
善
の
研
究
』
第
二
編
1
「
聖
書
の
骨
子
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
」
（
一
1
三
）
1
に
お
い
て
、
純
粋
経
験
（
直

接
経
験
）
を
根
底
と
し
て
、
実
在
に
つ
い
て
の
説
明
を
試
み
た
。
以
後
、
西
田
哲
学
は
種
々
の
事
柄
を
問
題
に
し
て
行
く
が
、
そ
の
よ
う

な
場
合
で
も
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
西
洋
哲
学
の
伝
統
に
従
い
、
真
実
在
へ
の
問
い
が
そ
の
根
本
問
題
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
で
は
西
田
は
実
在
を
如
何
な
る
も
の
と
考
え
た
か
、
こ
の
こ
と
を
ま
ず
最
初
に
『
善
の
研
究
』
に
よ
っ
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ

の
特
性
と
し
て
差
し
当
た
り
次
の
四
点
、
す
な
わ
ち
唯
一
性
、
活
動
性
、
発
展
性
、
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
性
格
、
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
以
下
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
つ
い
て
ま
ず
引
用
に
よ
っ
て
確
認
し
、
さ
ら
に
後
期
西
田
哲
学
と
の
関
連
に
言
及
し
て
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行
く
こ
と
に
す
る
が
、
実
在
を
問
題
に
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
を
生
き
た
ま
ま
捉
え
よ
う
と
す
る
西
田
哲
学
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

特
に
活
動
的
性
格
（
そ
れ
と
発
展
的
性
格
）
が
重
要
で
あ
る
。

　
①
唯
一
性
。
「
実
在
は
唯
一
盲
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
其
見
方
の
異
な
る
に
由
り
て
種
々
の
形
を
呈
す
る
の
で
あ
る
」
（
一
1
八
二
）
。

「
意
識
現
象
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
（
一
－
五
二
）
。

　
実
在
の
唯
一
的
性
格
は
、
「
意
識
経
験
（
す
な
わ
ち
直
接
経
験
）
が
唯
一
の
実
在
」
と
い
う
言
い
方
を
参
考
に
す
る
な
ら
、
後
期
西
田

哲
学
で
は
そ
れ
を
行
為
的
直
観
に
見
る
の
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
西
田
哲
学
の
軸
足
が
後
期
に
「
世
界
」
の
方
に
移
っ
て
い
く
点
を
考

え
に
入
れ
れ
ば
、
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
「
歴
史
的
・
社
会
的
世
界
」
に
そ
の
性
格
を
見
る
の
が
い
っ
そ
う
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。

　
②
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
性
格
。
「
実
在
の
根
本
的
方
式
は
一
な
る
と
共
に
多
、
露
な
る
と
共
に
一
、
平
等
の
中
に
差
別
を
具
し
、
差

別
の
中
に
平
等
を
具
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
二
方
面
は
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」
（
一
－
六
九
）
。
「
実
在
の
成
立
に

は
、
…
そ
の
根
底
に
於
て
統
一
と
い
ふ
も
の
が
必
要
で
あ
る
と
共
に
、
相
互
の
反
対
寧
ろ
矛
盾
と
い
ふ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
・
・

・
実
在
は
矛
盾
に
由
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
（
一
－
六
八
）
。

　
『
善
の
研
究
』
の
段
階
で
は
、
ま
だ
絶
対
的
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
れ
る
。
鈴
木
亨
は
「
一
と
多
と

が
く
と
共
に
〉
と
言
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
絶
対
矛
盾
が
存
在
し
な
い
、
弁
証
法
的
な
構
造
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
後
期
の
思
想
と

前
期
の
思
想
と
の
懸
絶
を
見
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
『
西
田
幾
多
郎
の
世
界
』
七
草
書
房
、
二
四
頁
）
。
確
か
に
上
田
閑
照
も
言
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

よ
う
に
、
『
善
の
研
究
』
で
は
ま
だ
「
二
の
↓
と
し
て
一
の
内
で
二
が
消
え
て
い
」
て
、
「
矛
盾
的
自
己
同
↓
的
（
二
に
し
て
↓
、
「
に
し

て
二
）
の
場
所
的
論
理
へ
の
展
開
」
が
ま
だ
見
え
な
い
（
西
谷
啓
治
編
『
西
田
幾
多
郎
』
現
代
日
本
思
想
体
系
二
二
、
筑
摩
書
房
、
一
〇
六

頁
、
傍
点
原
著
者
）
。
し
か
し
、
す
で
に
そ
こ
で
平
等
即
差
別
、
差
別
即
平
等
の
仏
教
論
理
を
使
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
「
矛
盾
」

の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
点
か
ら
見
れ
ば
、
果
た
し
て
前
期
・
後
期
の
間
に
「
懸
絶
」
と
言
い
得
る
ほ
ど
の
差
異
を
認
め
る
べ
き
か
ど

う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
す
で
に
そ
こ
に
や
が
て
一
即
多
、
薫
製
｝
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
｝
へ
と
論
理
化
さ
れ
る
諸
契
機
を
見
い
だ

五
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す
こ
と
が
で
き
る
。

　
③
活
動
性
。
「
直
接
経
験
よ
り
見
れ
ば
活
動
其
者
が
実
在
で
あ
る
」
（
一
－
七
一
）
。
「
直
接
の
実
在
は
受
動
的
の
者
で
な
い
、
独
立
自
全

の
活
動
で
あ
る
。
有
即
活
動
と
で
も
云
っ
た
方
が
よ
い
」
（
一
－
五
四
）
。

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
生
命
の
観
点
か
ら
す
る
と
き
、
活
動
性
は
西
田
哲
学
に
お
け
る
実
在
の
根
本
的
性
格
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
（
後
述
す
る
よ
う

に
、
そ
れ
は
静
止
性
と
相
即
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
）
。
こ
こ
に
、
す
べ
て
の
も
の
を
殺
す
こ
と
な
く
（
抽
象
化
す
る
こ
と
な
く
）
、
生
き

た
ま
ま
（
直
接
的
、
具
体
的
に
）
捉
え
よ
う
と
す
る
西
田
哲
学
の
真
骨
頂
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
実
在
が
「
直
接
経
験
」
と

一
つ
に
し
て
説
明
さ
れ
る
と
き
、
「
経
験
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
静
止
的
な
意
味
合
い
の
た
め
に
、
実
在
そ
の
も
の
も
単
に
静
止
的
な
も

の
と
受
け
取
ら
れ
や
す
い
。
実
際
、
高
橋
里
美
の
批
評
に
対
し
て
答
え
た
文
章
中
に
、
そ
う
し
た
こ
と
に
対
す
る
西
田
の
危
惧
を
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
後
に
「
純
粋
経
験
」
の
概
念
が
「
絶
対
無
の
場
所
」
へ
と
深
化
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
中
後
期

の
西
田
哲
学
に
お
い
て
も
起
こ
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
考
え
ら
れ
た
も
の
に
依
拠
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
、
通
常
の
考
え
方
に
内
在
す

る
危
険
に
十
分
警
戒
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
『
善
の
研
究
』
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
実
在
の
活
動
性
は
、
西
田
哲
学
の
展
開
と
と
も
に
具
体
化
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
行
為
的
直

観
の
世
界
、
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
動
き
行
く
形
成
作
用
的
世
界
、
ポ
イ
エ
シ
ス
の
世
界
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
＊
「
高
橋
（
里
美
）
文
学
士
の
拙
著
『
善
の
研
究
』
に
対
す
る
批
評
に
云
ふ
」
の
中
に
次
の
文
章
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
「
余
の
純
粋
経
験
と
い

　
　
ふ
も
の
は
単
に
静
止
的
直
観
の
如
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
活
動
的
発
展
で
あ
る
。
余
が
純
粋
経
験
の
根
本
的
性
質
と
し
た
統
一
は
、
単
に
静

　
　
賢
主
直
観
的
統
一
で
は
な
く
し
て
、
活
動
的
自
発
自
展
的
統
一
で
あ
る
。
余
の
統
一
と
い
ふ
こ
と
に
は
活
動
的
発
展
と
い
ふ
こ
と
と
離
す
こ
と

　
　
の
で
き
な
い
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
一
－
三
〇
二
～
三
〇
三
）
。

　
　
＊
＊
近
代
科
学
で
も
や
は
り
現
実
に
動
く
も
の
を
実
在
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
見
方
は
動
く
も
の
の
動
き
を
止
め
て
見
る
対
象
的
見
方

　
　
で
あ
る
。
こ
の
点
で
科
学
的
見
方
は
、
実
在
に
関
し
て
な
お
抽
象
的
な
見
方
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
近
代
科
学
は
古
代
科
学
と
異
な
っ
て

　
　
現
実
に
動
く
も
の
を
実
在
と
考
へ
た
。
併
し
自
然
科
学
的
実
在
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
尚
知
的
対
象
た
る
を
免
れ
な
い
」
（
七
－
九
）
。
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④
発
展
性
。
「
真
実
在
の
活
動
で
は
唯
一
の
者
の
自
発
自
展
で
あ
る
」
（
一
－
六
六
）
。
「
実
在
は
流
転
し
て
暫
く
も
留
ま
る
こ
と
な
き
出

来
事
の
連
続
で
あ
る
」
（
同
上
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ず
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

　
実
在
の
活
動
性
は
唯
一
実
在
の
「
自
発
日
展
」
で
あ
る
。
実
在
は
「
自
」
ら
に
し
て
「
自
」
ず
か
ら
「
発
展
」
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
無

作
の
作
」
と
し
て
展
開
し
て
行
く
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
ゲ
ネ
ー
シ
ス
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
の
意
味
で
は
な
い
。
活
動
が
「
展
開
的
」

で
あ
る
と
い
う
点
に
強
勢
を
置
い
て
見
れ
ば
、
実
在
の
活
動
は
そ
の
つ
ど
「
創
造
的
」
「
個
性
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
物

理
学
的
運
動
の
よ
う
な
無
時
間
的
な
「
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
」
で
は
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
実
在
の
発
展
性
は
単
な
る
連
続
的
過
程
で
は
な
い
。
後
期
の
西
田
哲
学
に
し
ば
し
ば
登
場
し
て
く
る
言
葉
を
使
え
ば
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

は
「
非
連
続
の
連
続
」
と
し
て
の
発
展
性
で
あ
る
。
「
自
尽
」
は
む
し
ろ
「
自
転
」
で
あ
る
。
（
こ
う
し
た
考
え
方
の
背
景
に
は
「
現
在
が

現
在
自
身
を
限
定
す
る
」
あ
る
い
は
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
、
西
田
の
「
時
」
の
本
質
に
関
す

る
反
省
が
あ
る
）
。

　
　
＊
実
在
の
動
性
を
表
す
「
自
転
（
展
）
」
の
「
転
」
は
、
「
転
変
」
の
意
で
あ
り
、
前
の
も
の
の
「
非
」
（
否
定
）
　
境
地
的
に
は
無
執
着
、

　
　
「
軽
み
」
、
「
遊
戯
」
の
情
に
も
通
じ
よ
う
　
　
を
含
ん
だ
新
た
な
「
創
出
」
で
あ
る
。
「
転
」
の
契
機
が
な
け
れ
ば
「
新
」
味
が
な
い
（
俗
に

　
　
「
臭
く
」
な
る
）
。
し
か
し
「
転
」
に
は
同
時
に
非
連
続
の
「
連
続
性
」
（
方
向
性
、
段
階
性
）
が
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
な
け

　
　
れ
ば
「
転
」
は
単
な
る
「
奇
」
抜
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
「
転
」
に
関
し
て
、
禅
に
は
「
心
は
重
工
に
随
て
転
ず
、
転
処
実
に
能
く
幽
な
り
」
と

　
　
い
う
言
葉
が
あ
る
。
鈴
木
大
拙
に
倣
う
な
ら
「
幽
」
は
「
妙
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
「
幽
」
や
「
妙
」
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
に
於

　
　
て
成
立
し
て
い
る
実
在
の
真
相
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
る
。

　
以
上
、
実
在
の
性
格
と
し
て
唯
一
性
、
活
動
性
、
発
展
性
、
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
性
格
を
挙
げ
て
説
明
し
た
。
そ
れ
ら
四
つ
の
点
の

連
関
に
つ
い
て
言
え
ば
、
唯
一
性
は
実
在
の
静
止
面
、
活
動
性
と
発
展
性
は
そ
の
活
動
面
、
そ
し
て
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
性
格
は
実
在

に
お
け
る
静
止
面
と
活
動
面
と
の
相
即
面
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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八

二
　
実
在
の
活
動
的
発
展
性
－
西
田
哲
学
の
展
開
に
見
る

307

西田哲学の動的性格について

　
西
田
哲
学
に
お
い
て
実
在
は
活
動
的
か
つ
発
展
的
で
あ
る
。
こ
の
具
体
的
例
を
西
田
哲
学
の
展
開
に
即
し
て
見
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
西
田
哲
学
全
体
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
余
裕
が
な
い
の
で
そ
れ
を
省

略
す
る
代
わ
り
に
、
西
田
が
昭
和
十
一
年
に
書
い
た
二
つ
の
短
い
文
章
を
引
用
し
て
み
た
い
。
①
ひ
と
つ
は
雑
誌
『
理
想
』
の
編
輯
者
に

宛
て
て
書
か
れ
た
文
章
中
（
同
年
五
月
）
に
、
②
も
う
一
つ
は
『
善
の
研
究
』
を
改
版
す
る
に
当
た
り
付
記
さ
れ
た
序
文
中
（
同
年
＋
月
）

に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
①
「
私
の
近
頃
書
く
も
の
を
御
覧
に
な
れ
ば
す
ぐ
分
る
様
に
、
私
は
今
、
歴
史
的
実
在
と
い
ふ
も
の
を
中
心
と
し
て
考
へ
て
居
る
の

　
　
で
ご
ざ
い
ま
す
」
（
＝
ニ
ー
＝
二
七
）
。

　
　
②
「
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
此
書
の
立
場
は
意
識
の
立
場
で
あ
り
、
心
理
主
義
的
と
も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
非
難
せ
ら
れ
て
も

　
　
致
方
は
な
い
。
併
し
此
書
を
書
い
た
時
代
に
於
て
も
、
私
の
考
の
奥
底
に
潜
む
も
の
は
単
に
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思

　
　
ふ
。
純
粋
経
験
の
立
場
は
…
絶
対
意
志
の
立
場
に
進
み
…
、
一
転
し
て
「
場
所
」
の
考
に
至
っ
た
。
「
場
所
」
の
考
は

　
　
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
と
し
て
具
体
化
、
：
・
「
行
為
的
直
観
」
の
立
場
と
し
て
直
接
化
せ
ら
れ
た
。
此
書
に
於
て
直
接
経
験
の
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
界
と
か
純
粋
経
験
の
世
界
と
か
云
っ
た
も
の
は
、
今
は
歴
史
的
実
在
の
世
界
と
考
へ
る
様
に
な
っ
た
。
行
為
的
直
観
の
世
界
、
ポ
イ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
エ
シ
ス
の
世
界
こ
そ
真
に
純
粋
経
験
の
世
界
で
あ
る
の
で
あ
る
」
（
一
－
六
～
七
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ま
ず
最
初
の
引
用
①
中
の
「
歴
史
的
実
在
」
と
い
う
言
葉
に
注
意
し
た
い
。
少
な
く
と
も
『
善
の
研
究
』
中
に
は
な
か
っ
た
用
語
法
で

あ
る
。
当
時
に
お
い
て
も
実
在
の
活
動
的
発
展
性
に
つ
い
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が

「
歴
史
的
」
と
い
う
言
葉
で
実
在
の
根
本
性
格
を
示
す
ほ
ど
に
は
自
覚
的
で
な
か
っ
た
。
実
在
が
非
連
続
の
連
続
と
し
て
歴
史
的
な
る
も
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の
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
西
田
哲
学
に
お
い
て
実
在
の
動
的
面
が
具
体
化
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
次
の
引
用
②
か
ら
は
、
後
期
に
な
る
に
つ
れ
て
登
場
し
て
く
る
新
し
い
術
語
の
う
ち
に
、
実
在
の
動
的
面
が
ま
す
ま
す
具
体
的
、
直
接

的
に
把
握
さ
れ
て
く
る
様
子
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
行
為
的
直
観
」
「
ポ
イ
エ
シ
ス
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
こ
の
他
、
こ
こ
で
に

は
出
て
こ
な
い
が
、
「
歴
史
的
世
界
」
「
歴
史
的
形
成
的
世
界
」
「
歴
史
的
自
然
」
／
「
行
為
的
自
己
」
「
歴
史
的
身
体
」
「
歴
史
的
生
命
」
／

「
制
作
」
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
等
々
、
動
的
意
味
を
含
む
用
語
が
後
期
に
な
る
に
つ
れ
て
繰
る
返
し
出
て
く
る
の
で
あ

る
）
Q

　
な
お
、
純
粋
経
験
の
立
場
か
ら
絶
対
意
志
の
立
場
を
経
て
、
弁
証
法
的
一
般
者
の
立
場
に
至
る
西
田
哲
学
の
発
展
過
程
に
見
ら
れ
る
次

の
よ
う
な
経
過
、
す
な
わ
ち
純
粋
経
験
が
自
動
的
↓
般
者
の
自
発
日
展
的
発
展
と
言
わ
れ
（
一
－
三
〇
四
）
、
そ
の
動
的
一
般
者
が
絶
対
意

志
と
考
え
ら
れ
て
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
動
的
性
格
が
場
所
論
的
に
弁
証
法
的
一
般
者
と
い
う
概
念
に
落
着
す
る
経
過
の
う
ち
に
お
い
て

も
、
や
は
り
そ
こ
に
実
在
に
関
す
る
動
的
面
の
自
覚
的
具
体
化
の
進
展
す
る
様
子
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
＊
引
用
②
中
の
「
此
書
を
書
い
た
時
代
に
起
て
も
、
私
の
考
の
奥
底
に
潜
む
も
の
は
単
に
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
ふ
」
と
い
う

　
　
一
文
は
、
『
善
の
研
究
』
中
の
次
の
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
。
「
独
立
自
評
な
る
真
実
在
の
成
立
す
る
方
式
を
考
へ
て
見
る
と
、
皆
同
一
の
形
式
に

　
　
由
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
…
先
ず
全
体
が
含
蓄
的
ぎ
旨
。
騨
に
現
は
れ
る
、
そ
れ
よ
り
其
内
容
が
分
化
発
展
す
る
、
而
し
て
此
の
分

　
　
化
発
展
が
終
っ
た
時
実
在
の
全
体
が
実
現
せ
ら
れ
完
成
す
る
の
で
あ
る
」
（
一
－
六
三
）
。
こ
の
考
え
を
参
考
に
す
れ
ば
、
西
田
は
『
善
の
研

　
　
究
』
を
書
い
た
時
点
で
、
す
で
に
実
在
の
全
体
に
つ
い
て
含
蓄
的
に
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
西
田
哲
学
に
お
け
る
実
在
の
動
的

　
　
面
の
具
体
化
的
展
開
は
、
最
初
に
直
覚
さ
れ
て
い
た
含
蓄
的
全
体
の
分
化
発
展
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
＊
＊
先
に
「
転
」
は
既
存
に
対
す
る
「
新
」
で
あ
る
と
言
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
転
」
に
は
「
創
出
」
と
か
「
創
造
」
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
引
用
中
の
＝
重
し
て
「
場
所
」
の
考
に
至
っ
た
」
と
は
実
に
正
鵠
を
得
た
表
現
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
西
田
哲
学
は

　
　
「
場
所
」
の
考
え
に
至
っ
て
、
「
西
田
」
の
名
を
冠
し
た
独
創
的
な
哲
学
を
創
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
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一
〇

西田哲学の動的性格について

　
と
こ
ろ
で
、
西
田
哲
学
に
見
ら
れ
る
以
上
の
よ
う
な
展
開
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
自
覚
と
い
う
こ
と
を
何
度
か
言
っ
た
。
西
田
哲
学
に
お
け
る
展
開
は
、
対
象
論
理
的
思
考
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
無
と
な
っ
た

自
己
の
自
覚
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
言
う
な
れ
ば
「
実
在
と
な
っ
て
実
在
を
考
え
る
」
が
西
田
の
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
西
田
哲
学
の

展
開
は
個
と
し
て
の
西
田
自
身
に
お
け
る
自
覚
の
深
化
拡
大
と
］
つ
で
あ
る
。
詳
言
す
れ
ば
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
実
在
の
動
的
面
の
具

体
化
的
展
開
は
、
西
田
自
身
（
と
言
っ
て
も
、
個
人
と
し
て
の
西
田
と
い
う
意
味
で
は
な
い
、
次
頁
の
＊
の
箇
所
を
参
照
）
の
自
覚
の
深

化
拡
大
一
「
無
限
な
る
唯
一
実
在
が
小
よ
り
大
へ
、
浅
よ
り
深
に
」
（
一
－
七
七
）
　
に
と
も
な
う
実
在
の
漸
次
的
な
具
体
化
的
理
解

と
一
つ
で
あ
る
。
（
西
田
哲
学
の
展
開
を
こ
の
哲
学
そ
の
も
の
に
即
し
て
見
て
み
る
な
ら
ば
、
一
方
に
お
い
て
初
期
か
ら
後
期
に
至
る
著

作
の
一
つ
一
つ
が
、
歴
史
的
世
界
に
於
け
る
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
の
行
程
で
創
造
さ
れ
た
、
ロ
ゴ
ス
的
表
現
的
形
成
の

意
義
を
も
つ
と
共
に
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
動
的
実
在
の
自
覚
の
深
化
拡
大
を
表
す
一
大
自
覚
史
と
い
う
意
味
を
も
つ
と
言
い
得
る
で

あ
ろ
う
）
。

　
　
＊
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
哲
学
も
ま
た
一
つ
の
行
為
的
直
観
的
事
柄
で
あ
る
。
知
と
行
と
が
結
合
し
た
西
田
哲
学
の
、
哲
学
に
関
す
る
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
方
を
示
し
て
い
る
例
文
を
次
に
引
用
し
て
お
く
。
「
哲
学
は
無
に
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
自
覚
そ
の
も
の
の
事
実
に
基
い
て
成
立
す
る
の

　
　
で
あ
る
」
（
六
1
＝
二
）
。
「
哲
学
は
思
弁
的
と
云
は
れ
る
が
、
哲
学
は
単
な
る
理
論
的
要
求
か
ら
起
る
の
で
は
な
く
、
行
為
的
自
己
が
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
自
身
を
見
る
所
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
、
内
的
生
命
の
自
覚
な
く
し
て
哲
学
と
い
ふ
べ
き
も
の
は
な
い
…
行
為
的
自
己
の
悩
、
そ
こ
に
哲

　
　
学
の
真
の
動
機
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
六
－
一
七
八
）
。
「
哲
学
は
我
々
の
自
己
の
自
己
矛
盾
の
事
実
よ
り
始
ま
る
の
で
あ
る
。
哲
学
の
動
機
は

　
　
「
驚
き
」
で
は
な
く
し
て
深
い
人
生
の
悲
哀
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
六
1
＝
六
）
。
「
歴
史
的
世
界
と
は
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ

　
　
と
動
き
行
く
世
界
で
あ
り
、
か
か
る
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
自
己
自
身
を
構
成
し
行
く
所
に
、
理
性
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々

　
　
の
思
惟
作
用
と
は
之
に
基
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
真
理
は
旦
ハ
体
的
生
命
の
立
場
か
ら
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。
そ
こ
に
哲
学
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
八
－
二
六
九
）
。
「
論
理
の
形
式
は
実
在
の
表
現
的
自
己
限
定
の
形
式
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
」
（
八
－
四
九
七
）
。
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三
　
動
即
静
・
静
即
動
　
　
実
在
の
根
本
性
格

北　野　裕　通

　
以
上
、
西
田
哲
学
の
動
的
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
西
田
哲

学
に
お
い
て
実
在
が
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
点
に
関
し
て
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
実
在
の
動
的
面
は
静
的
面

と
相
即
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
動
労
静
、
静
即
動
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
動

即
静
と
は
、
動
き
そ
の
も
の
は
動
か
な
い
と
い
う
こ
と
の
自
覚
的
表
現
で
あ
る
。
動
き
そ
の
も
の
が
動
く
と
い
う
こ
と
は
動
き
の
停
止
を

意
味
す
る
。
だ
か
ら
動
即
静
と
は
動
い
て
動
か
な
い
、
逆
に
静
駄
獣
は
動
か
ず
し
て
動
く
と
い
う
こ
と
で
、
西
田
は
そ
の
と
こ
ろ
を
ス
コ

ト
ゥ
ス
・
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
「
止
れ
る
運
動
、
動
け
る
静
止
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
（
ニ
ー
二
七
八
）
。
（
実
在
の
こ
の
論
理
構

造
は
実
在
的
生
命
の
絶
対
否
定
の
肯
定
と
し
て
絶
対
弁
証
法
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
）
。

　
と
こ
ろ
で
矛
盾
的
自
己
同
一
の
本
質
は
、
矛
盾
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
同
一
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
絶
対
否
定
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
絶
対
肯

定
的
で
あ
る
。
宗
教
的
に
言
え
ば
、
深
く
死
す
る
も
の
ほ
ど
深
く
生
き
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
逆
比
例
的
関
係
が
存
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
を
考
え
れ
ば
、
西
田
哲
学
に
於
け
る
実
在
の
動
的
面
に
つ
い
て
の
自
覚
的
表
現
に
は
、
そ
の
つ
ど
そ
れ
と
相
即
的
に
実
在
の

静
的
面
へ
の
漸
次
的
な
深
ま
り
が
存
し
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
既
述
の
通
り
、
歴
史
的
個
と
し
て
の
西
田
に
お
け
る
絶
対
無
の
底
な
き
底
へ
の
深
ま
り
と
一
つ
で
あ
っ
た
。
逆

に
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
西
田
に
お
け
る
絶
対
無
へ
の
深
ま
り
が
、
実
在
的
に
は
ま
す
ま
す
静
止
的
に

な
る
と
共
に
ま
す
ま
す
活
動
的
と
な
り
、
そ
の
自
覚
的
表
現
が
西
田
哲
学
の
展
開
の
内
実
で
あ
っ
た
、
と
。

　
　
＊
西
田
哲
学
に
お
い
て
個
と
は
い
わ
ゆ
る
個
人
の
意
で
は
な
い
。
個
人
と
し
て
は
む
し
ろ
死
せ
る
も
の
で
あ
る
。
西
田
の
考
え
る
そ
の
よ
う
な

　
　
個
は
、
唯
｝
的
個
に
し
て
同
時
に
歴
史
的
世
界
に
著
て
あ
る
も
の
と
し
て
世
界
と
弁
証
法
的
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
物
は
唯
一
的
で
あ
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二

西田哲学の動的性格について

　
　
る
と
共
に
他
の
個
に
対
し
て
あ
る
、
而
し
て
世
界
に
撃
て
あ
る
、
世
界
の
個
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
公
式
化
さ
れ
て
、
個
物
的
限
定
（
個
物
と

　
　
個
物
と
の
相
互
限
定
）
即
ち
一
般
的
限
定
、
一
般
的
限
定
下
輩
物
的
限
定
と
言
わ
れ
て
い
る
（
七
一
三
＝
）
。

　
し
か
し
翻
っ
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
動
即
言
、
静
思
動
の
矛
盾
的
自
己
同
一
を
徹
底
す
る
方
向
に
西
田
哲
学
が
展
開
し
た
と
い
う

こ
と
は
、
西
田
が
最
初
か
ら
絶
対
に
矛
盾
す
る
も
の
の
自
己
同
一
が
成
立
す
る
、
そ
う
い
う
「
場
所
」
す
な
わ
ち
実
在
の
世
界
に
於
て
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
西
田
哲
学
の
展
開
は
、
そ
の
よ
う
な
「
場
所
」
に
於
け
る
自
覚
の
深
化
の
行
程
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

換
言
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
西
田
と
い
う
歴
史
的
個
を
通
し
て
実
在
が
実
在
自
身
に
還
る
こ
と
、
宗
教
の
言
葉
で
言
え
ば
、
矛
盾
的
自
己

同
一
的
に
絶
対
で
あ
る
神
へ
の
往
相
即
還
相
、
還
相
即
往
相
で
あ
っ
た
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
（
こ
の
意
味
で
西
田
最
後
の
完

成
論
文
が
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
と
題
さ
れ
た
宗
教
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
西
田
哲
学
の

上
記
の
ご
と
き
行
程
を
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
何
か
歴
史
的
生
命
の
必
然
性
の
よ
う
な
も
の
が
感
得
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
）
。

　
　
＊
し
か
し
西
田
哲
学
の
展
開
が
、
真
実
在
へ
の
深
化
拡
大
の
表
現
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
動
即
静
、
静
思
動
な
る
矛
盾
的
自
己

　
　
同
一
性
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
動
的
表
現
と
同
様
に
静
的
方
面
に
つ
い
て
も
種
々
の
表
現
が
頻
出
し
て
き
て
よ
い
よ
う
に
も
考
え
ら

　
　
れ
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
動
的
側
面
に
つ
い
て
の
説
明
に
比
し
て
、
静
的
側
面
の
そ
れ
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は

　
　
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
一
そ
の
理
由
は
「
静
」
の
本
質
、
す
な
わ
ち
「
静
」
の
も
つ
絶
対
無
へ
の
近
親
性
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
絶
対
無
は
一

　
　
切
の
表
現
を
拒
絶
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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四
　
実
在
界
と
し
て
の
日
常
性
の
世
界
ー
ポ
イ
エ
シ
ス
と
平
常
底

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
真
実
在
に
関
し
て
西
田
哲
学
が
到
達
し
た
地
点
、
す
な
わ
ち
実
在
の
動
即
静
、
静
即
動
の
極
点
に
お
い
て
我
々
の
自
己
が
採
り
う
る
ぎ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
ぎ
り
の
有
り
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
「
私
は
現
実
に
我
々
が
そ
の
中
に
生
き
て
働
い
て
み
る
と
考
へ
ら
れ
る
日
常
性
の
世
界
と
い
ふ
も
の
が
、
最
も
直
接
な
具
体
的
な
世
界



北野裕通

で
あ
る
と
思
ふ
の
で
す
。
そ
れ
が
歴
史
的
実
在
の
世
界
で
あ
る
」
（
一
三
－
一
三
九
）
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
田
哲
学
は
実
在
の
世

界
を
日
常
性
の
世
界
に
お
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
意
味
で
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
田
哲
学
は
理
想
主
義
を
排
し
て
徹
底
し
た
現

実
主
義
を
貫
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、
日
常
性
の
世
界
に
お
い
て
実
在
の
動
と
静
の
矛
盾
的
自
己
同
一
性
は
ど
の
よ
う
な
現
れ
か
た
を

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
引
用
中
に
す
で
に
出
て
い
る
よ
う
に
、
西
田
に
於
て
日
常
性
の
世
界
と
は
我
々
が
「
働
く
」
世
界
、
換
言
す
れ
ば

「
ポ
イ
エ
シ
ス
の
世
界
」
「
行
為
的
直
観
」
の
世
界
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
働
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
物
を
作
る
と
い
ふ
こ
と
」
（
八
－
四
二

二
）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
西
田
哲
学
に
於
て
「
働
く
」
は
「
作
（
は
た
ら
）
く
」
こ
と
で
あ
る
、
無
の
作
き
と
し
て
「
無
作
の
作
」
で
あ

る
。

　
　
＊
以
下
、
西
田
哲
学
の
意
図
に
沿
っ
て
「
働
く
」
を
「
作
く
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
作
く
」
こ
と
は
差
し
当
た
っ
て
実
在
の
動
的
側
面
を
表
現
し
て
い
る
。
実
在
は
「
作
く
」
こ
と
を
本
質
と
す
る
。
西
田
哲
学
に
お
い

て
我
々
の
自
己
は
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
（
作
業
的
要
素
）
と
し
て
「
融
く
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も

の
へ
」
と
動
く
歴
史
的
世
界
の
中
心
と
し
て
世
界
の
形
成
作
用
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
。
西
田
哲
学
に
於
て
「
融
く
」
こ
と
は
経
済
や
趣

味
の
こ
と
で
は
な
い
。
我
々
の
自
己
の
生
か
死
を
決
す
る
事
柄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
宗
教
的
な
事
柄
で
あ
る
。
「
我
々
の
行
為
的
自
己
に

対
し
て
真
に
直
接
に
与
へ
ら
れ
た
も
の
と
云
ふ
の
は
、
厳
粛
な
る
課
題
と
し
て
客
観
的
に
我
々
に
臨
ん
で
来
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
現
実
と
は
我
々
を
包
み
、
我
々
を
圧
し
来
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
：
・
我
々
の
自
己
に
対
し
て
、
汝
之
を
為
す
か
然
ら

ざ
れ
ば
死
か
と
問
ふ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
行
為
的
直
観
的
に
我
々
に
臨
む
世
界
は
、
我
々
に
生
死
を
迫
る
も
の
で
あ

る
」
（
九
－
一
八
一
）
。
我
々
の
自
己
が
「
導
く
」
ポ
イ
エ
シ
ス
の
世
界
が
そ
の
ま
ま
宗
教
の
世
界
に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
＊
ポ
イ
エ
シ
ス
と
宗
教
と
の
結
合
し
た
原
型
を
、
宗
教
的
行
と
し
て
の
労
働
（
作
務
）
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
課
題
と
し
て
現
れ
る
歴
史
的
世
界
は
動
揺
的
で
あ
り
不
安
定
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
自
己
は
常
に
そ
う
し
た
動
揺
的

な
世
界
に
起
て
あ
る
。
し
か
も
生
死
を
決
す
る
一
大
事
を
前
に
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
西
田
哲
学
の
実
在
論
に
従
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
動

＝
二
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揺
す
る
世
界
に
お
い
て
も
、
我
々
の
自
己
は
原
理
的
に
所
謂
平
常
心
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
上
述
し
た
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
動
即
静
、
聖
母
平
な
る
実
在
の
本
質
か
ら
し
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
詳
し
く
言
え
ば
、
日
常
性

の
世
界
に
お
い
て
生
死
を
か
け
て
「
難
く
」
こ
と
が
実
在
の
動
的
面
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
静
的
面
は
「
平
常
底
」
で
あ
る
。
平
常
底

と
は
こ
の
言
葉
の
表
層
が
示
唆
す
る
よ
う
な
静
止
的
な
情
態
で
は
な
い
。
そ
れ
は
却
っ
て
こ
の
歴
史
的
形
成
的
世
界
に
お
い
て
生
死
を
か

け
て
七
転
八
倒
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
西
田
は
南
泉
の
「
平
常
心
官
道
」
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
は
洒
脱
無
関
心
と
で
も
解
す
る
な
ら
ば
、

大
な
る
誤
で
あ
る
。
そ
れ
は
全
体
作
用
的
に
、
一
歩
一
歩
血
滴
々
地
な
る
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
＝
1
四
二
四
）
と
言

っ
て
い
る
。
ま
た
論
語
の
「
造
次
必
於
是
顛
浦
扁
平
是
」
も
引
い
て
い
る
（
＝
1
四
五
四
）
。
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
「
己
を
忘
れ
て
、

理
を
尽
し
、
情
を
尽
す
」
こ
と
が
「
作
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
こ
が
平
常
底
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ポ
イ
エ
シ
ス
即
平
常

底
、
平
常
底
即
ポ
イ
エ
シ
ス
で
あ
る
。

　
　
＊
西
田
の
よ
く
知
ら
れ
た
歌
「
我
が
心
深
き
底
あ
り
喜
び
も
憂
い
の
波
も
と
．
・
か
じ
と
思
ふ
」
は
、
大
正
十
年
前
後
の
西
田
の
窮
状
を
考
え
る

　
　
と
き
、
平
常
底
即
ポ
イ
エ
シ
ス
の
情
的
表
現
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
な
お
ポ
イ
エ
シ
ス
と
平
常
底
と
の
融
合
し
た
境
地
に
は
、
宗
教
的
安
心
に
通
じ
る
高
次
の
「
喜
び
」
や
「
楽
し
さ
」
の
情
が
見
ら
れ
る
。
例

　
　
え
ば
、
下
駄
作
り
職
人
で
あ
っ
た
妙
好
人
浅
原
才
市
の
歌
と
し
て
「
下
駄
は
喜
び
、
才
市
の
喜
び
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

　
　
（
鈴
木
大
拙
『
真
宗
入
門
』
佐
藤
平
訳
、
春
秋
社
、
一
九
八
三
年
、
一
〇
五
頁
）
。
才
市
が
下
駄
を
作
り
な
が
ら
「
喜
び
」
を
感
じ
た
の
は
、

　
　
才
市
の
「
早
き
」
が
実
在
の
本
質
を
充
足
さ
せ
た
こ
と
に
基
づ
く
。
そ
の
喜
び
は
存
在
（
有
る
こ
と
）
そ
の
も
の
、
実
在
と
の
抱
合
、
生
命
的

　
　
大
肯
定
の
体
験
で
あ
る
。
し
か
も
才
市
の
場
合
、
ポ
イ
エ
シ
ス
が
ポ
エ
ジ
ー
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
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五
　
実
在
界
か
ら
見
た
生
死
界

「
我
々
が
そ
こ
か
ら
生
れ
、
そ
こ
に
湿
て
働
き
、
そ
こ
へ
死
ん
で
行
く
歴
史
的
実
在
の
世
界
」
（
一
三
1
】
三
七
）
と
西
田
は
言
う
。
こ
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れ
を
通
常
の
ご
と
く
、
人
の
一
生
を
簡
略
に
言
い
表
し
た
も
の
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
我
々
の
一
生
が

単
に
過
程
的
・
連
続
的
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
歴
史
的
実
在
の
観
点
か
ら
、
換
言
す
れ
ば
実
在
の

動
的
面
か
ら
我
々
の
一
生
が
大
き
く
生
・
作
・
死
の
三
相
に
分
節
さ
れ
て
（
非
連
続
の
連
続
的
に
）
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら
　
　
　
は
た
ら

生
ま
れ
て
生
ま
れ
た
こ
と
を
知
ら
ず
、
混
い
て
作
く
こ
と
を
忘
れ
、
死
し
て
死
ぬ
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
の
と
き
に
我
々
の
自
己
は
歴
史

的
実
在
で
あ
る
。
こ
の
限
り
、
生
・
作
・
死
の
三
相
は
根
底
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
（
三
即
一
、
一
即
三
）
。
道
元
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
等
し
く
、
「
佛
の
御
い
の
ち
」
1
西
田
哲
学
の
実
在
　
　
の
「
一
時
の
く
ら
み
」
に
す
ぎ
な
い
。
神
を
信
仰
す

る
キ
リ
ス
ト
教
で
は
同
様
の
事
柄
が
、
「
我
々
は
神
の
う
ち
に
生
き
、
神
の
う
ち
に
動
き
、
神
の
う
ち
に
あ
る
」
（
使
徒
玉
壷
、
一
七
章
二

八
節
）
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

　
「
作
」
が
我
々
の
自
己
の
生
死
を
決
す
る
一
大
事
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
前
節
で
見
た
。
事
に
臨
ん
で
黒
く
と
き
我
々
は
本
当
の
意
味

で
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
実
在
し
て
い
る
。
反
対
に
事
に
臨
ん
で
作
か
な
い
と
き
に
は
、
確
か
に
生
物
的
な
意
味
で
の
生
命
は
維
持
さ
れ

て
は
い
て
も
、
人
間
本
来
の
意
味
で
の
生
命
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
生
命
と
し
て
は
死
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
実
在
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
何
故
に
そ
う
な
の
で
あ
る
か
。
そ
の
理
由
は
、
上
述
し
て
き
た
よ
う
に
実
在
そ
の
も
の
が
動
的
性
格
を
（
静
的
性
格
と
矛
盾

的
自
己
同
一
的
に
）
本
質
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
作
」
と
と
も
に
、
我
々
の
一
生
の
主
要
な
三
相
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
「
生
」
と
「
死
」
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
歴
史
的
生
命
と
し

て
は
言
う
ま
で
も
な
く
生
物
的
生
命
と
し
て
も
自
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
自
己
の
生
物
的
生
命
の
「
生
」
れ
る
瞬
間
、
「
死
」

ん
で
行
く
瞬
間
に
、
自
ら
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
本
来
か
ら
言
え
ば
、
自
己
の
生
物
的
生
命
の
初
め
と
終
わ

り
で
あ
る
生
と
死
に
つ
い
て
は
問
題
の
し
ょ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
死
が
、
主
に
死

の
問
題
を
起
点
に
し
て
問
題
化
す
る
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
哲
学
で
は
そ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。

一
五
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そ
の
点
に
対
す
る
西
田
哲
学
の
応
え
は
、
思
い
の
ほ
か
単
純
に
し
て
明
解
で
あ
る
と
言
え
る
。
曰
く
、
「
唯
、
我
々
は
、
対
象
論
理
的

に
、
我
々
の
自
己
を
対
象
的
存
在
と
見
る
所
か
ら
、
何
処
ま
で
も
生
死
す
る
の
で
あ
る
、
無
限
に
輪
廻
す
る
の
で
あ
る
。
…
唯
、
対

象
論
理
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
、
考
へ
ら
れ
た
も
の
を
、
実
在
と
し
て
之
に
執
着
す
る
所
に
迷
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
ニ
ー
四
二

】）

B
だ
か
ら
「
否
定
す
べ
き
は
、
抽
象
的
に
考
へ
ら
れ
た
自
己
の
独
断
、
断
ず
べ
き
は
対
象
的
に
考
へ
ら
れ
た
自
己
へ
の
執
着
で
あ
る

の
で
あ
る
」
（
一
一
一
四
二
四
）
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
、
「
平
常
心
是
道
」
で
知
ら
れ
る
南
泉
の
法
を
嗣
い
だ
長
沙
景
零
に
よ
っ
て
喝
破
さ

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
長
沙
は
述
べ
て
い
る
、
「
学
道
の
人
、
真
を
知
ら
ざ
る
は
、
ロ
ハ
従
前
よ
り
識
神
を
認
む
る
が
為
な
り
。
無
量
劫

来
生
死
の
本
、
擬
人
は
呼
ん
で
本
来
の
人
と
作
す
」
、
と
。

　
　
＊
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
言
葉
で
言
う
ほ
ど
に
は
容
易
な
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
知
識
だ
け
で
は
全
く
不
十
分
で
あ

　
　
り
、
ど
う
し
て
も
何
ら
か
の
行
が
必
要
と
な
る
。
対
象
的
論
理
の
壁
と
そ
れ
に
よ
っ
て
塗
り
固
め
ら
れ
た
自
我
の
底
を
打
破
す
る
た
め
で
あ

　
　
る
。
そ
れ
ら
は
想
像
以
上
に
強
固
で
あ
る
た
め
に
、
打
破
の
た
め
に
絶
大
な
る
辛
苦
と
忍
耐
を
伴
う
。
西
田
の
場
合
に
は
、
知
ら
れ
て
い
る
通

　
　
り
八
年
近
い
打
坐
の
行
が
先
行
し
た
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
自
己
の
生
命
の
初
め
と
終
わ
り
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
が
生
死
の
問
題
に
苦
し
む
の
は
対
象

無
意
識
の
た
め
で
あ
る
。
対
象
的
意
識
が
、
実
際
に
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
を
推
論
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
仮
想
的
で
あ
っ
て
実

在
的
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
我
々
は
空
想
を
去
っ
て
実
在
に
向
か
う
べ
き
で
あ
る
。
知
る
こ
と
の
全
く
で
き
な
い
我
々
の
生
命
の

初
め
と
終
わ
り
の
問
題
を
離
れ
て
、
む
し
ろ
自
覚
的
に
生
か
死
か
を
選
ぶ
こ
と
の
で
き
る
日
常
堅
作
の
世
界
に
踏
み
と
ど
ま
り
、
そ
こ
に

注
意
を
集
中
す
べ
き
で
あ
る
。
「
生
」
と
「
死
」
の
二
相
に
捕
ら
わ
れ
る
こ
と
を
止
め
て
「
作
」
の
一
相
に
こ
そ
傾
注
し
、
全
力
を
投
ず

べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
西
田
哲
学
も
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
我
々
の
自
己
は
歴
史
的
制
作
的
世
界
の
↓
作
業
点
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
し
か
し
も
は
や
意
識
的
意
味
で
の
生
死
の
問
題
は
存
し
な
い
。
い
わ
ゆ
る
意
識
は
す
で
に
死
ん
で
永
遠
の
生
命
に
入
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
ポ
イ
エ
シ
ス
即
平
常
底
で
あ
る
。
西
田
も
引
用
し
て
い
る
（
＝
1
四
二
七
）
無
難
禅
師
の
道
歌
「
生
き
な
が
ら
死
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人
と
な
り
果
て
て
心
の
ま
ま
に
す
る
業
そ
よ
き
」
は
同
じ
事
柄
を
少
し
違
っ
た
観
点
か
ら
見
て
は
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が

歴
史
的
実
在
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
＊
歴
史
的
実
在
と
し
て
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
動
即
位
、
静
即
動
の
直
接
的
具
体
と
し
て
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
即
平
常
底
、
平
常
底
即
ポ
イ
エ
ー

　
　
シ
ス
の
生
き
た
実
例
を
、
我
々
は
最
晩
年
の
西
田
の
日
常
的
生
活
の
う
ち
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
西
田
は
昭
和
二
十
年
六
月
七

　
　
日
、
七
五
歳
で
亡
く
な
る
が
、
そ
の
最
晩
年
に
お
い
て
も
、
「
人
生
何
時
ま
で
も
心
配
苦
労
の
絶
え
る
事
が
な
い
、
人
生
は
ト
ラ
ジ
ッ
ク
だ
」

　
　
（
一
七
－
六
九
七
）
と
日
記
に
記
さ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
苦
難
の
連
続
で
あ
っ
た
。
実
際
、
西
田
は
当
時
、
戦
況
の
悪
化
と
身
体
の
衰
え
に
苦

　
　
し
め
ら
れ
、
さ
ら
に
は
長
女
の
急
逝
に
遇
う
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。
し
か
し
西
田
に
は
ま
だ
、
「
私
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
お
も
ふ
仕
事
が

　
　
多
く
残
り
居
り
こ
れ
だ
け
は
で
き
る
だ
け
し
て
置
い
て
後
世
に
の
こ
し
た
い
と
お
も
ひ
」
（
一
九
一
三
九
一
）
、
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界

　
　
観
」
を
書
き
始
め
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
の
様
子
を
久
松
真
一
宛
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
東
京
は
実
に
惨
憺
た
る
も
の
の
様
で
す
。

　
　
こ
・
も
始
終
B
2
9
が
頭
上
を
通
り
ま
す
が
爆
弾
は
落
し
ま
せ
ぬ
　
皆
々
私
に
も
疎
開
せ
よ
と
や
か
ま
し
く
云
ひ
ま
す
が
す
べ
て
天
に
任
せ
て
ゐ

　
　
ま
す
　
も
う
老
先
も
短
き
こ
と
故
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
ェ
ー
ナ
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
砲
弾
を
聞
き
つ
・
現
象
学
を
書
い
て
み
た
と
い
ふ
つ
も
り
で
毎
日

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
決
死
の
覚
悟
を
以
て
書
い
て
い
ま
す
　
生
命
論
の
次
に
数
学
哲
学
の
論
を
か
き
　
今
丁
度
私
の
宗
教
の
考
の
大
体
を
書
き
ま
し
た
　
「
場
所
的

　
　
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
と
い
ふ
題
で
す
」
（
一
九
－
四
一
七
）
。

　
我
々
は
こ
こ
に
お
い
て
、
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
「
愛
宕
山
入
る
日
の
如
く
…
」
の
歌
を
再
び
想
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
西
田
幾

多
郎
は
そ
の
よ
う
に
最
初
か
ら
最
後
ま
で
実
在
を
生
き
た
人
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
本
稿
は
二
〇
〇
七
年
九
月
一
五
～
一
七
日
置
立
正
大
学
・
大
崎
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
さ
れ
た
日
本
宗
教
学
会
第
六
六
回
学
術
大
会
に
お
い
て

「
西
田
哲
学
に
於
け
る
実
在
の
根
本
性
格
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
研
究
発
表
し
た
原
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
）
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