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佐
藤
康
邦
｜
放
送
大
学
教
授

潘
暢
和
｜
中
華
日
本
哲
学
会
副
会
長

【
佐
藤
康
邦
】　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
三
人
の
方
の
ご
発
表
が
終
わ
り
ま
し
て
、
す
ぐ
に
も
み
な
さ
ん
方
と
議
論
を
し

た
い
の
で
す
が
、
い
っ
た
ん
司
会
の
方
か
ら
ま
と
め
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
鄭
先
生
の
ご
発
表
は
中
国
の
古
典
、
孔
孟
の
時

代
か
ら
の
死
生
観
に
つ
い
て
お
話
し
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
世
の
道
徳
的
な
意
志
と
わ
れ
わ
れ
の
死
生
観
と
い

う
も
の
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
、
死
生
観
と
い
う
も
の
が
こ
の
世
の
道
徳
を
支
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
お
話
で

あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

私
は
主
に
西
洋
の
倫
理
を
研
究
し
て
お
り
ま
す
が
、
西
洋
で
も
、
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
は
『
パ
イ
ド
ン
』
と
い
う
対
話
篇
の
な

か
で
、
死
に
臨
む
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
通
し
て
、
道
徳
の
意
志
を
貫
く
こ
と
で
死
を
超
越
で
き
る
と
い
う
死
生
観
を
描
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
近
代
の
哲
学
者
で
あ
る
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
の
な
か
で
は
、
人
間
の
道
徳
的
な
義
務
は
永
遠
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
「
魂
の
不
滅
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
観
、
死
生
観
と
関
わ
る
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の

「
魂
の
不
滅
」
は
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
な
使
命
の
永
遠
性
に
置
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
カ
ン
ト
は
言
っ
て
い
ま
す
。
鄭
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先
生
が
ご
紹
介
く
だ
さ
っ
た
思
想
は
、
そ
の
よ
う
な
西
洋
の
思
想
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
深
い

も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
人
も
中
国
の
こ
の
よ
う
な
古
典
に
影
響
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
東
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
の
心

の
支
え
に
な
る
よ
う
な
思
想
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

日
本
側
の
石
川
さ
ん
は
国
学
の
こ
と
を
話
題
に
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
の
国
学
と
中
国
の
古
典
と
を
つ
な
ぐ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
石
川
さ
ん
の
ご
発
表
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
で
あ
る
本
居
宣
長
の

言
葉
で
す
。
在
原
業
平
と
い
う
十
〜
十
一
世
紀
の
、
天
皇
の
弟
で
も
あ
っ
た
歌
人
を
主
人
公
に
し
た
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
、
長

く
日
本
人
に
愛
読
さ
れ
て
き
た
物
語
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
業
平
は
こ
う
い
う
歌
を
残
し
て
い
ま
す
。「
つ

い
に
行
く
道
と
は
か
ね
て
き
き
し
か
ど　

き
の
う
今
日
と
は
思
わ
ざ
り
し
を
（
い
つ
か
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
け

れ
ど
、
き
の
う
今
日
と
は
思
わ
な
か
っ
た
）」。
こ
の
歌
を
宣
長
が
取
り
上
げ
て
、
儒
者
た
ち―

江
戸
時
代
は
儒
教
が
日
本
の
中

心
的
思
想
で
し
た
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
儒
者
が
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も―

が
死
に
臨
ん
で
道
徳
的
な
詩
な
ど
を
残
し
て
い
る

の
は
〈
か
ら
ご
こ
ろ
（
漢
意
）〉
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
比
し
て
、
こ
の
在
原
業
平
の
歌
は
、
死
に
臨
ん

で
ま
っ
た
く
う
ろ
た
え
て
し
ま
っ
て
な
ん
の
覚
悟
も
な
い
弱
い
人
間
の
姿
を
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ
が
尊
い
の
だ
、
あ
の

儒
者
た
ち
は
偽
善
的
だ
、
と
言
う
の
で
す
。
そ
し
て
宣
長
は
、
日
本
人
の
心
を
日
本
の
古
典
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う

学
問―

国
学
を
始
め
た
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
の
ご
発
表
の
よ
う
に
、
宣
長
が
日
本
人
の
死
生
観
を
書
き
、
そ
の
延
長
線
上
に
近

代
の
折
口
信
夫
や
柳
田
國
男
の
思
想
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
儒
教
の
態
度
と
正
反
対
の
も
の
と
し
て
国
学
が

あ
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
国
学
の
世
界
で
も
、
生
き
て
い
る
も
の
の
道
徳
的
な
秩
序
を
支
え
る
何
ら
か
の
役

割
を
、
死
者
の
世
界
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
観
念
が
果
た
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
よ

う
な
と
こ
ろ
か
ら
日
中
両
国
の
思
想
の
対
立
点
と
共
通
点
と
い
う
も
の
が
示
さ
れ
、
議
論
が
始
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
で
は
、
フ
ロ
ア
の
方
、
ご
自
由
に
ご
意
見
、
ご
質
問
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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【
森
秀
樹
（
立
教
大
学
教
授
）】　

三
人
の
お
話
大
変
楽
し
く
う
か
が
い
ま
し
た
。
佐
藤

先
生
の
お
話
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
で
す
が
、
二
点
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、

鄭
暁
江
先
生
の
お
話
の
な
か
で
中
国
の
古
典
を
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
な
か

に
、
断
章
取
義
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
断
章
取
義
と
は
、
全
体
の

コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
離
れ
て
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
自
分
の
考
え
る
方
向
に
持
っ
て
行
く
、

と
い
う
こ
と
で
す
。「
章
を
断
絶
し
て
義
を
問
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、

論
語
の
衛
霊
公
篇
の
文
章
を
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
孔
子
が
生
前
の
努
力
に
よ
り

死
に
対
す
る
平
然
と
し
た
態
度
、
死
の
栄
光
を
獲
得
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

述
べ
て
い
る
例
と
し
て
、
衛
霊
公
篇
の
「
志
の
あ
る
人
、
仁
の
あ
る
人
と
い
う
の
は
、

生
を
求
め
て
仁
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
生
を
抑
え
て
仁
を
成
す
」
と
い
う
文
章
が
引

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
死
に
対
す
る
平
然
と
し
た
態
度
を
孔
子
が
と
る
、
と

い
う
ふ
う
に
捉
え
る
の
は
、
論
語
の
テ
キ
ス
ト
の
一
方
的
な
読
み
方
で
す
。
鄭
先
生

の
御
論
に
は
、
こ
う
い
う
よ
う
な
箇
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
断

章
取
義
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
論
の
立
て
方
で
は
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
テ
キ
ス
ト

全
体
か
ら
一
つ
一
つ
の
文
の
意
味
を
慎
重
に
考
え
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

ま
た
、
鄭
暁
江
先
生
は
御
論
の
後
半
で
道
家
思
想
と
い
う
も
の
を
ま
と
め
て
扱
わ

れ
て
い
ま
す
が
、「
道
家
思
想
」
と
い
う
よ
う
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
を
し
て
、
老
子
も

荘
子
も
ま
と
め
て
み
な
こ
う
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
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に
は
、
非
常
に
抵
抗
を
お
ぼ
え
ま
す
。
道
家
思
想
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
が
解
釈
を
待
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
解
釈

す
べ
き
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
を
テ
キ
ス
ト
に
戻
し
て
や
ら
な
い
と
、
す
べ
て
ま
と
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
、
論
を
立
て

ん
が
た
め
に
、
テ
キ
ス
ト
の
味
わ
い
、
生
き
た
意
味
を
失
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
第

一
点
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
森
下
先
生
の
ご
発
表
に
つ
い
て
で
す
。「
有
形
の
も
の
が
だ
ん
だ
ん
無
形
の
も
の
に
な
っ
て
い
き
、
フ
ェ
ー
ド

ア
ウ
ト
し
て
消
え
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
を
、
生
の
立
場
、
死
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
、
そ
こ
に
虫
の
イ
メ
ー
ジ
を
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
快
楽
が
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
分
散
し
て
い
く
と
い
う
大
変
お
も
し
ろ
い
お
考
え
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
さ
ら
に
「
剥

落
し
て
、
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
た
な
か
か
ら
一
定
の
形
を
と
っ
て
、
ま
た
も
の
が
現
れ
る
」
と
も
言
わ
れ
、
森
下
先
生
は
そ
れ
を

「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
捉
え
方
」
と
し
、
そ
れ
が
親
密
性
あ
る
い
は
平
等
性
と
い
う
視
点
で
も
う
一
度
見
直
さ
れ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。
そ
れ
と
道
教
の
視
点
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
大
変
鋭
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
自
身
は
、
一
度
要
素
に
解
体
し
た

も
の
、
あ
る
い
は
無
形
な
も
の
と
な
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
で
終
わ
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
が
同
じ
よ
う
な
意
味
づ
け
で

再
度
立
ち
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
道
教
な
ど
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
大
変
お
も
し
ろ
い
ご
指
摘
だ
と
は
思
う

の
で
す
が
、「
将
来
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
社
会
の
決
め
手
に
な
る
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
少
し
疑
問
に
思
い
ま
し
た
。

【
鄭
暁
江
】　

で
は
、
私
の
方
か
ら
、
先
ほ
ど
の
質
疑
に
対
し
て
お
答
え
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
発
表
に
つ
い
て
、

断
章
取
義
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
私
は
、
儒
教
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

中
国
の
儒
教
に
は
「
生
を
捨
て
て
義
を
取
る
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
二
千
年
来
の
表
現
で
す
。
た
と
え
ば
、

清
末
の
譚
嗣
同
な
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
儒
教
的
な
実
践
者
の
一
人
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
儒
教
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
死
生
観

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
生
理
的
な
い
の
ち
に
は
限
り
が
あ
る
が
、
精
神
的
な
い
の
ち
に
は
限
り
が
な
い
、
と
い
う
の
は
儒
教
的
な
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考
え
方
で
す
が
、
こ
れ
は
道
教
の
そ
れ
と
は
異
な
り
ま
す
。
道
教
で
は
、
こ
の
肉
体
が
仙
人
に
な
り
、
永
遠
に
老
朽
し
な
い
、
永

遠
に
続
い
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
を
求
め
ま
す
。
一
方
儒
教
は
、
人
は
必
ず
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
理
性
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
認

識
し
て
い
ま
す
。

私
は
儒
教
を
、
李
卓
吾
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
実
用
理
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
儒
教
の
場
合
は
、

人
間
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
あ
と
は
す
べ
て
無
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
生
理
的
な
い
の
ち
は
亡
く
な
る
が
、
精
神
的
な
い

の
ち
は―
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
が―

続
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
こ
の
人
は

立
派
な
道
徳
者
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
道
徳
と
し
て
の
い
の
ち
は
、
千
年
二
千
年
を
越
え
て
相
変
わ
ら
ず
人
間
の
手
本
、
モ
デ
ル

に
な
る
、
と
い
う
延
長
が
あ
り
、
結
局
、
人
間
の
い
の
ち
は
、
道
徳
に
よ
っ
て
死
生
を
越
え
て
生
き
残
り
、
生
き
続
け
る
、
と
い

う
こ
と
を
儒
教
は
唱
え
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
道
家
は
反
発
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
道
家
の
考

え
方
は
、「
天
地
に
は
限
り
が
あ
る
の
に
、
人
間
の
い
の
ち
、
人
間
の
名
誉
な
ど
が
、
永
遠
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
」
と
い
う
考
え
方
で
反
論
し
て
い
ま
す
。

私
は
儒
教
の
意
味
を
歪
曲
し
て
解
釈
し
た
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
老
荘
思
想
に
つ
い
て
の
評
価
も
述
べ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
ら
は
儒
教
思
想
と
は
思
想
的
に
は
異
な
る
し
、
観
点
も
異
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
老
子
と
荘
子
の
間
に
も
思
想
的

な
相
違
が
あ
り
、
い
っ
し
ょ
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
か
な
り
大
き
な
相
違
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
し
ょ

う
。
た
だ
、
こ
の
二
人
を
道
家
学
派
と
し
て
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
ち
が
い
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ

こ
で
論
じ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
道
家
の
思
想
」
で
あ
り
、「
道
教
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
道
教
」
と
混
同
し
な
い
よ
う

に
、
や
は
り
、
道
教
は
老
子
と
か
荘
子
の
な
か
の
真
人
に
対
す
る
部
分
、
人
間
の
体
の
「
腐
敗
し
な
い
、
永
遠
に
続
い
て
い
く
」

と
い
う
こ
と
が
、
老
子
と
荘
子
の
思
想
か
ら
取
り
出
し
て
形
成
さ
れ
、
世
俗
化
さ
れ
て
民
間
の
宗
教
に
な
っ
た
わ
け
で
す
の
で
、

道
家
思
想
と
道
教
と
の
間
に
は
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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【
森
下
】　

私
は
今
回
、
生
き
て
い
る
も
の
、
形
の
あ
る
も
の
が
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
い
っ
て
、
あ
る
段
階
で
は
人
格
的
個
性

と
か
、
中
間
的
な
有
か
無
か
の
間
に
あ
り
、
そ
の
後
無
形
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
動
線
の
な
か
で
、
生
き
て
い
る
も
の
と

死
ん
で
い
る
も
の
、
有
形
の
も
の
と
無
形
の
も
の
、
そ
の
同
じ
一
つ
の
も
の
が
有
る
も
の
か
ら
無
い
も
の
へ
と
動
い
て
い
く
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
み
ま
し
た
。

人
格
的
な
段
階
が
な
ぜ
必
要
か
と
い
い
ま
す
と
、
生
き
て
い
る
者
が
い
る
限
り
、
あ
る
種
の
親
密
な
つ
な
が
り
合
い
の
思
い
が

死
ん
だ
も
の
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
。
残
さ
れ
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
無
形
の
も
の
も
人
格
な
い
し
は
個
性
を
も
っ
て
こ
ち
ら

に
向
か
い
合
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
つ
な
が
り
合
い
の
感
覚
が
、
や
は
り
消
え
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
が
未
来
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会
で
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
こ
の
報
告

で
も
触
れ
た
『
イ
ノ
セ
ン
ス
』
と
い
う
ア
ニ
メ
映
画
が
あ
り
ま
す
。
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
作
品

の
な
か
で
最
終
的
に
主
人
公
の
親
密
な
関
係
を
支
え
る
の
は
、
ペ
ッ
ト
の
犬
で
あ
り
、
人
形
で
あ
り
、
そ
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
う
ち
に
消
え
て
い
っ
た
恋
人
、
つ
ま
り
ウ
ェ
ッ
ブ
上
に
存
在
す
る
恋
人
、
彼
ら
と
の
関
係
だ
け
な
の
で
す
。
も

の
ど
う
し
の
関
係
が
ど
う
い
う
形
に
な
ろ
う
と
、
最
終
的
に
誰
か
ま
た
は
何
か
と
つ
な
が
っ
て
い
る―

た
と
え
ば
携
帯
電
話
で

誰
か
ま
た
は
何
か
と
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
つ
な
が
っ
て
い
た
い―

と
い
う
よ
う
な
つ
な
が
り
合
い
は
、
残
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

問
題
は
そ
の
先
で
す
。
そ
の
先
、
残
さ
れ
た
者
た
ち
も
消
え
て
い
き
、
ど
ん
ど
ん
薄
れ
て
い
っ
た
と
き
に
、
は
た
し
て
ど
う

な
る
の
か―

。
森
先
生
の
ご
意
見
で
は
、
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
は
非
常

に
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
関
連
し
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
も
の
を

「
物
質
」
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
ど
ん
ど
ん
要
素
に
分
解
し
て
い
き
、
最
終
的
に
原
子
、
素
粒
子
に
な
っ
て
消
え
て
い

く
、
そ
れ
が
ま
た
宇
宙
的
な
営
み
の
な
か
で
形
を
と
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
私
が
考
え
て
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い
る
の
は
、
対
面
的
な
も
の
ど
う
し
の
関
わ
り
合
い
の
な
か
で
、
そ
の
奥
の
方
に
形
が
ど
ん
ど
ん
薄
れ
て
消
え
て
い
く
、
そ
う
い

う
奥
行
き
の
次
元
の
話
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
物
質
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
物
質
的
な
あ
る
い
は
構
成
要
素
的

な
も
の
の
捉
え
方
と
、
対
面
的
な
、face to face

の
関
係
の
な
か
で
形
を
と
る
、
と
ら
な
い
と
い
う
捉
え
方
は
、
動
き
が
形
を
と

る
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
し
て
考
え
た
と
き
、
見
方
の
違
い
、
次
元
の
違
い
と
し
て
両
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
向
こ
う
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
、
は
た
し
て
ど
う
い
う
形
で
ま
た
現
れ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
想
像

で
思
い
描
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
、
そ
れ
が
将
来
の
世
界
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
広
が
り
を
見
せ
る
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
か

ら
じ
っ
く
り
見
定
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

【
賀
雷
（
中
国
社
会
科
学
院
哲
学
研
究
所
講
師
）】　

石
川
さ
ん
に
質
問
で
す
。
石
川
さ
ん
の
論
文
の
翻
訳
を
私
が
担
当
し
ま
し
た
が
、
翻
訳

を
し
て
い
る
う
ち
に
い
く
つ
か
の
疑
問
を
感
じ
ま
し
た
。
先
生
の
論
文
の
な
か
で
は
、
特
に
日
本
の
近
代
に
お
け
る
死
生
観
、
そ

し
て
そ
の
代
表
と
し
て
、
柳
田
國
男
、
折
口
信
夫
と
い
う
二
人
の
、
特
に
霊
に
対
す
る
考
え
方
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

二
人
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
霊
魂
観
は
当
時
の
日
本
人
に
ど
れ
だ
け
の
影
響
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
戦
死
し
た
霊
の

な
か
に
は
未
完
成
の
霊
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
自
分
が
戦
死
し
た
後
も
そ
の
霊
が
未
完
成
霊
に
な
る
の
だ
と
思
い
こ
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
あ
る
戦
士
、
軍
人
が
戦
場
で
さ
ら
に
勇
敢
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
あ
る
か
ど
う
か
。
そ
し
て
こ
の
二
人

の
死
生
観
、
霊
魂
観
の
認
識
に
つ
い
て
、
普
通
の
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
石
川
さ
ん
は
、
主
に
こ
の

二
人
の
霊
魂
に
関
す
る
認
識
に
つ
い
て
お
話
し
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
議
論
し
て
い
る
死
生
観
と
は
や
や

ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
二
人
は
死
生
、
死
亡
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
死

後
の
霊
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？　

こ
れ
が
一
つ
目
の
質
問
で
す
。

二
つ
目
は
、
日
本
の
国
学
者
の
死
生
観
に
つ
い
て
論
文
の
な
か
で
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
特
に
近
世
の
日
本
に
お
い
て
、
国
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学
が
最
大
の
学
派
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
国
学
が
、
一
般
的
な
日
本
人
の
考
え
方
を
ど
の
く
ら
い
代
表
し
て
い

る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
日
本
人
の
死
生
観
を
代
表
す
る
よ
う
な
考
え
方
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
い
か

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
、
一
般
の
日
本
の
ひ
と
び
と
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
研
究
者
の

み
が
、
国
学
者
の
み
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
他
の
学
問
の
学
者
は
ど
う
関
わ
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

【
石
川
公
彌
子
】　

未
完
成
霊
と
い
う
問
題
を
、
戦
死
し
て
い
く
本
人
た
ち
が
ど
こ
ま
で
認
識
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

戦
死
し
て
い
く
若
者
本
人
に
と
っ
て
は
、
自
分
た
ち
が
未
完
成
霊
に
な
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
子
と
し
て
若
く
し
て
戦
没
し
て

し
ま
う
こ
と
が
親
に
対
し
て
申
し
訳
な
い
、
と
い
う
意
識
が
強
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
未
完
成
霊
の
問
題
と
い
う
の
は
、
当
人
た
ち
に
と
っ
て
よ
り
も
残
さ
れ
た
家
族
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
と
言
え

ま
す
。
折
口
の
養
子
が
戦
死
し
て
お
り
、
折
口
自
身
が
残
さ
れ
た
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
折
口
本
人
に
と
っ
て
も
非
常

に
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

柳
田
、
折
口
の
二
人
の
霊
魂
観
、
国
学
者
の
死
生
観
、
国
学
の
代
表
性
、
一
般
の
国
民
は
ど
う
考
え
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
柳
田
も
一
般
的
な
日
本
人
の
考
え
方
を
ベ
ー
ス
に
し
て
こ
れ
を
理
論
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
二
人
の
死
生

観
、
霊
魂
観
が
特
に
一
般
か
ら
は
な
は
だ
し
く
ず
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。
特
に
柳
田
の
場
合
、
先
祖
の
霊
が

年
に
一
回
お
盆
に
戻
っ
て
く
る
、
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
は
、
今
で
も
祖
先
祭
祀
と
し
て
一
般
に
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す

か
ら
、
柳
田
の
考
え
方
は
、
あ
る
程
度
妥
当
性
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

国
学
の
代
表
性
に
つ
い
て
で
す
が
、
国
学
自
体
は
、
日
本
人
の
心
情
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
た
点
で
近
代
以
降
に
も
非
常
に
重
要
性

を
も
っ
て
く
る
学
問
で
あ
り
ま
す
が
、
近
代
以
降
、
国
学
と
水
戸
学
の
考
え
方
が
混
同
さ
れ
て
し
ま
う
点
で
、
非
常
に
難
し
い
問
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題
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
論
文
で
は
触
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
国
学
が
天
皇
を

中
心
に
据
え
た
国
家
構
想
と
い
う
も
の
を
提
示
し
た
点
に
お
い
て
は
、
非
常
に
重

要
な
学
問
で
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

【
伊
藤
由
希
子
（
Ｃ
Ｏ
Ｅ
特
任
研
究
員
）】　

鄭
先
生
は
「
心
の
安
ら
ぎ
」
を
「
理
と
し

て
得
る
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
基
底

と
し
て
、「
天
」
や
「
地
」、
つ
ま
り
究
極
的
・
絶
対
的
な
価
値
、
あ
る
い
は
価
値

観
へ
の
信
が
必
須
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
天
」
や
「
地
」
の
絶
対
性
を

信
じ
ず
、
受
け
容
れ
な
い
ま
ま
に
「
天
」・「
地
」
に
拠
る
生
死
観
を
理
解
し
た
と

し
て
、
そ
れ
は
理
論
上
の
了
解
に
は
な
っ
て
も
、
真
の
「
心
の
安
ら
ぎ
」
を
も
た

ら
し
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
現
代
中
国
人
は
も
と
よ
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
信
仰
や
思
想
を
持
つ
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
儒
家
や
道
家
の

生
死
の
知
恵
を
適
用
す
れ
ば
そ
れ
ら
が
「
理
論
的
意
義
と
現
実
的
な
応
用
価
値
」

を
持
つ
と
鄭
先
生
が
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を

お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
鄭
】　

実
際
の
と
こ
ろ
、
生
死
の
問
題
に
お
い
て
究
極
的
価
値
に
対
す
る
信
仰
が
な
け
れ
ば
、
死
に
対
す
る
恐
怖
を
真
に
解

消
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
死
か
ら
生
を
な
が
め
、
人
生
の
道
を
整
え
る
た
め
の
精
神
的
資
源
を
得
る
こ
と
は
さ
ら
に
不
可
能
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
常
に
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
生
死
の
問
題
は
人
類
に
と
っ
て
最
も
複
雑
か
つ
深
刻
な
問
題
で
あ
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り
、
生
死
に
関
す
る
知
恵
を
探
り
、
獲
得
す
る
に
当
っ
て
は
、
正
し
い
、
正
し
く
な
い
と
い
う
問
題
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い
け
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
最
も
広
い
心
で
、
全
世
界
、
各
民
族
の
各
種
の
生
死
に
関
す
る
知
恵
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
を
運
用
し
て
、
わ
れ
わ
れ

が
今
日
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
生
死
の
問
題
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。
わ
れ
わ
れ
は
中
国
の
儒
家
の
「
立
徳
、
立
功
、
立
言
」
の

「
三
不
朽
」
と
い
う
生
死
の
知
恵
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
道
家
の
「
生
死
斉
一
」
の
生
死
の
知
恵
も
学
ぶ
べ
き
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
仏
教
の
「
生
死
を
了
す
る
」
と
い
う
知
恵
、
中
国
の
民
間
の
「
あ
の
世
と
こ
の
世
」
と
い
う
知
恵
、
そ
の
他
、
世
界
の

各
民
族
の
知
恵
を
も
学
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
の
「
生
死
大
事
」
を
よ
り
よ
く
解
決
で

き
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
は
生
死
に
向
き
合
う
た
め
の
歴
史
文
化
精
神
資
源
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

【
エ
リ
ッ
ク
・
シ
ッ
ケ
タ
ン
ツ
（
Ｃ
Ｏ
Ｅ
リ
サ
ー
チ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）】　

石
川
さ
ん
の
ご
発
表
の
な
か
で
、
柳
田
と
折
口
の
霊
魂
観
を
主

に
平
田
篤
胤
の
霊
魂
観
の
延
長
線
上
で
位
置
づ
け
て
い
る
点
に
、
特
に
関
心
が
ひ
か
れ
ま
し
た
。
ご
指
摘
の
と
お
り
、
平
田
篤
胤

の
霊
魂
観
に
は
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
見
ら
れ
ま
す
し
、
そ
れ
は
折
口
も
同
様
で
す
。

石
川
さ
ん
は
折
口
の
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
「
最
後
の
審
判
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
を
篤
胤
の
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
観
を
徹
底
さ
せ
た
も

の
だ
と
述
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
な
ぜ
折
口
に
「
最
後
の
審
判
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
ご
説
明
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
折
口
に
お
け
る
「
既
存
者
」
概
念
と
そ
れ
に
対

す
る
「
天
帝
」
や
「
え
ほ
ば
」
な
ど
の
呼
び
方
は
、
折
口
が
篤
胤
の
霊
魂
観
が
持
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
要
素
を
意
図
的
か

つ
積
極
的
に
彼
の
霊
魂
観
に
導
入
し
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
な
ぜ
折
口
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
概

念
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
質
問
と
関
連
し
て
、
折
口
の
戦
後
に
お
け
る
贖
罪
観
念
の
確
立
と
、
神
道
普
遍
宗
教
化
の
試
み
の
具
体
的
な

歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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折
口
の
神
道
普
遍
宗
教
化
論
の
背
景
に
、「
別
コ
ト
ア
マ
ツ
カ
ミ

天
神
論
争
」
と
い
う
論
争
が
あ
り
ま
す
。
太
平
洋
戦
争
開
戦
と
と
も

に
、
軍
部
や
官
僚
の
間
で
神
道
思
想
を
一
学
説
に
統
一
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、『
古
事
記
』
に
出
て
く
る
造
化
三
神
等
の
別
天

神
、
と
り
わ
け
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
を
外
国
の
影
響
か
ら
絶
対
神
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
天
津
神
と
は
別
個
の
系
統
で
あ

る
と
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
ム
ス
ビ
の
神
々
の
造
化
作
用
を
も
担
う
と
し
た
、
星
野
輝
興
の
説
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、

当
時
の
神
道
界
の
重
鎮
・
今
泉
定
助
を
は
じ
め
、
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
を
重
視
す
る
論
文
が
発
禁
処
分
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
折

口
は
こ
の
こ
と
を
神
道
普
遍
宗
教
化
論
に
お
い
て
痛
烈
に
批
判
し
て
い
ま
す
。「
別
天
神
論
争
」
は
、
神
社
神
道
を
ア
マ
テ
ラ
ス

に
よ
っ
て
一
元
化
し
、
至
上
神
と
し
て
の
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
れ
と
同
時
に
折
口
は
、
日
本
の
神
を
考
え
る
際
に
は
一
神
教
的
な
考
え
方
に
な
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
折
口
は
、
キ
リ
ス
ト

教
的
な
一
神
教
を
ベ
ー
ス
と
し
た
神
道
普
遍
宗
教
化
論
を
構
想
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
昭
和
二
十
年
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に

よ
っ
て
出
さ
れ
た
神
道
指
令
と
、
昭
和
二
十
一
年
に
出
さ
れ
た
、
昭
和
天
皇
の
い
わ
ゆ
る｢

人
間
宣
言｣

以
降
の
状
況
と
も
関
係

し
て
い
ま
す
。
政
教
完
全
分
離
を
目
的
と
し
た
神
道
指
令
に
よ
り
、
神
社
神
道
は
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
昭
和
天
皇
の

キ
リ
ス
ト
教
改
宗
が
目
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
二
十
二
年
に
は
『
神
社
新
報
』
掲
載
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
高
松
宮
宣

仁
が
、
神
道
は
普
遍
的
な
人
生
観
、
世
界
観
な
ど
の
神
道
に
欠
如
し
て
い
る
も
の
に
関
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
タ
イ
ア
ッ
プ
す
べ
き

だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
昭
和
天
皇
の
キ
リ
ス
ト
教
改
宗
説
が
流
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
二
十
三
年
に
は
『
神
社
新
報
』
が
前

年
の
御
製
を
引
用
し
、
昭
和
天
皇
の
信
仰
は
神
道
的
な
信
仰
を
意
味
す
る
と
拝
察
さ
れ
る
と
記
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
折
口
の

神
道
普
遍
宗
教
化
論
の
講
演
の
大
半
が
神
社
本
庁
関
係
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
折
口
の
神
道
普
遍

宗
教
化
論
は
、
神
道
指
令
後
も
神
社
神
道
の
存
続
を
図
ろ
う
と
す
る
、
当
時
の
神
道
界
の
要
請
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。


