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普
通
の
人
が
自
分
自
身
の
哲
学
を
表
現
し
た
と
い
う
意
味
で
、
本
の
タ
イ
ト
ル
を
『
普
通
の
人
の
哲
学
』
と
し
ま
し
た
。
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
哲
学
の
素
人
で
す
の
で
、
自
分
自
身
の
言
葉
で
表
現
す
る
の
が
難
し
い
こ
と
か
ら
、
や
む
を
得
ず
他
の
本
か

ら
の
引
用
が
多
く
な
っ
た
結
果
と
し
て
、
お
そ
ら
く
読
み
づ
ら
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
結
論
を
急
い
で
探
さ
ず
に
、

哲
学
の
先
達
の
心
に
直
接
触
れ
る
機
会
だ
と
思
っ
て
、
楽
し
ん
で
読
ん
で
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

私
が
こ
の
本
で
皆
さ
ん
に
話
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
と
て
も
簡
単
な
こ
と
で
す
の
で
、
こ
こ
で
要
約
し
て
お
き
ま
す
。 

 

ま
ず
、
第
一
に
、
個
人
主
義
と
民
主
主
義
は
ど
ち
ら
か
一
方
で
は
成
立
せ
ず
、
必
ず
ペ
ア
で
し
か
成
立
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

つ
ま
り
、民
主
主
義
は
個
人
主
義
が
な
け
れ
ば
、病
気
に
か
か
っ
た
集
団
主
義
で
あ
る
と
こ
ろ
の
全
体
主
義
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
し
、

そ
の
逆
に
、
個
人
主
義
は
民
主
主
義
の
中
で
な
け
れ
ば
利
己
主
義
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
し
ま
う
し
、
窒
息
し
て
し
ま
う
の
で
す
。 

 

第
二
に
、
実
存
主
義
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
、
と
も
に
個
人
主
義
と
民
主
主
義
の
哲
学
的
表
現
で
あ
り
、
両
哲
学
は
総
論
的
に
も

各
論
的
に
も
相
互
に
矛
盾
せ
ず
、
両
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
主
義
と
民
主
主
義
の
「
本
質
」
を
マ
ス
タ
ー
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
す
。 

 

最
後
に
、
こ
の
本
を
読
ん
で
く
れ
た
人
が
、「
自
分
は
個
人
主
義
者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
分
と
い
う
個
人
を
社
会
と
調
和
さ
せ
る

た
め
に
民
主
主
義
者
と
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
自
覚
を
も
っ
て
く
れ
れ
ば
と
て
も
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
般
に
は
政
治

の
シ
ス
テ
ム
と
し
か
み
ら
れ
て
い
な
い
民
主
主
義
も
、
個
人
主
義
と
同
じ
く
「
人
間
の
生
き
方
」
な
の
だ
と
納
得
し
て
実
践
し
て
ほ
し

い
の
で
す
。 

iii 
 

 

こ
の
本
で
論
じ
た
主
な
概
念
を
皆
さ
ん
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
他
の
本
か
ら
の
引
用
を
い
く
つ
か
次
に
挙
げ
て
お
き

ま
す
。 

ま
ず
、
私
が
め
ざ
し
て
い
る
「
普
通
の
人
の
哲
学
」
と
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
自

分
の
世
界
に
ぴ
っ
た
り
合
う
よ
う
な
哲
学
を
自
分
で
表
現
す
る
哲
学
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
私
と
い
う
「
普
通
の
人
」
の
心
に
も
っ
と

も
完
全
な
印
象
を
与
え
る
力
を
も
っ
た
、
私
の
中
で
最
後
の
勝
利
を
占
め
る
も
の
の
見
方
で
す
。 

 

 

「
ふ
つ
う
の
人
で
自
分
自
身
の
哲
学
を
的
確
に
表
現
し
た
人
は
少
な
い
。
け
れ
ど
も
ほ
と
ん
ど
誰
も
が
、
宇
宙
の
も
つ
或
る
全
体

と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
、
ま
た
自
分
の
知
っ
て
い
る
特
別
な
諸
体
系
が
そ
れ
と
し
っ
く
り
合
致
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
自

分
な
り
の
感
じ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
体
系
は
彼
の
世
界
に
は
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。」（
三
三
頁
） 

 
 

「
わ
れ
わ
れ
哲
学
者
た
る
も
の
は
、
諸
君
が
抱
か
れ
る
そ
う
い
う
感
じ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
繰
り
返
し
て
い
っ
て
お

く
が
、
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
を
最
後
的
に
裁
く
べ
き
も
の
は
そ
う
い
う
感
じ
な
の
で
あ
る
。
最
後
の
勝
利
を
占
め
る
も
の
の
見

方
は
、
普
通
の
人
の
心
に
も
っ
と
も
完
全
な
印
象
を
与
え
る
力
を
も
っ
た
見
方
で
あ
ろ
う
。」（
三
四
頁
） 

※
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』（
桝
田
啓
三
郎
訳 

岩
波
文
庫
）
の
第
一
講
「
哲
学
に
お
け
る
こ
ん
に
ち

の
デ
ィ
レ
ン
マ
」 

  

次
に
、
私
が
め
ざ
し
て
い
る
「
哲
学
」
と
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、
大
衆
で
あ
る
普
通
の
人
が
自
ら
行
わ
ね
ば

な
ら
ず
、
自
分
に
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
一
切
の
も
の
に
対
し
て
覚
悟
を
決
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
私
に
「
決
断
の
自
由
な
空
間
」

を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 
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「
私
た
ち
は
現
在
哲
学
す
る
と
い
う
こ
と
を
自
ら
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
私
は
、
二
つ
の
課
題
を
指
示
す
る

こ
と
に
と
ど
め
て
お
い
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。 

第
一
に
、
哲
学
的
洞
察
を
伝
達
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
だ
れ
で
も
近
づ
き
や
す
く
、
ま
た
納
得
の
い
く
よ
う
な
形
式
を
見
い
出
す

こ
と
。
な
ぜ
な
ら
哲
学
は
、
各
人
の
た
め
に
、
そ
し
て
大
衆
の
た
め
に
存
在
す
る
か
ら
で
す
。 

 
 

第
二
に
、
思
想
が
内
的
行
為
と
な
り
そ
の
内
的
行
為
に
お
い
て
、
人
間
ら
し
い
人
間
に
と
っ
て
必
要
な
回
心
が
生
涯
に
わ
た
っ
て

繰
り
返
し
起
こ
る
よ
う
に
な
る
ー
そ
う
い
う
思
想
を
成
就
す
る
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
、
哲
学
は
お
の
お
の
の
単
独
者
の
現
在
の
た
め
に

現
存
す
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
は
お
の
お
の
の
単
独
者
の
実
存
的
意
識
を
明
晰
に
し
、
彼
が
そ
の
た
め
に
生
死
を
賭
け
よ

う
と
す
る
も
の
を
明
瞭
に
し
、
な
し
う
る
こ
と
を
な
そ
う
と
す
る
意
志
を
強
め
、
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
一
切
の
も
の
に
対
し
て
覚

悟
を
決
め
さ
せ
る
の
で
す
。」（
八
二
頁
） 

 
 

※
ヤ
ス
パ
ー
ス
『
根
源
的
に
問
う
』
哲
学
対
話
集
（
ハ
ン
ス
・
ザ
ー
ナ
ー
編
）（
武
藤
光
朗
・
赤
羽
竜
夫
訳
） 

 

「
本
来
の
『
哲
学
す
る
こ
と
』
は
知
の
確
実
さ
を
も
た
ら
さ
な
い
で
、
本
来
の
自
己
存
在
に
そ
れ
の
決
断
の
自
由
な
空
間
を
も
た

ら
す
の
で
あ
り
ま
す
。」（
六
五
頁
） 

「
哲
学
的
な
言
葉
は
、
聴
く
者
自
身
の
存
在
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。」（
六
五
頁
） 

「
人
は
誰
で
も
哲
学
に
お
い
て
、
彼
が
本
来
す
で
に
知
っ
て
い
た
も
の
を
理
解
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。」（
六
五
頁
） 

 
 

※
ヤ
ス
パ
ー
ス
『
哲
学
入
門
』（
草
薙
正
夫
訳 

新
潮
文
庫
） 

  

次
に
、
Ｔ
Ｖ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
よ
く
耳
に
す
る
金
子
み
す
ゞ
の
詩
の
一
節
で
あ
る
「
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
」
は
ま
さ

し
く
個
人
主
義
の
標
語
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
詩
を
引
用
し
て
お
き
ま
す
。 

v 
 

 

「
―
私
と
小
鳥
と
鈴
と
ー 

私
が
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
も 

お
空
は
ち
つ
と
も
飛
べ
な
い
が 

飛
べ
る
小
鳥
は
私
の
よ
う
に 

地
面
（
ぢ
べ
た
）
を
速
く
は
走
れ
な
い
。 

 

私
が
か
ら
だ
を
ゆ
す
つ
て
も 

き
れ
い
な
音
は
出
な
い
け
ど 

あ
の
鳴
る
鈴
は
私
の
や
う
に 

た
く
さ
ん
な
唄
は
知
ら
な
い
よ
。 

 

鈴
と
、
小
鳥
と
、
そ
れ
か
ら
私 

み
ん
な
ち
が
つ
て
、
み
ん
な
い
い
。」 

 
 
 

※
『
さ
み
し
い
王
女
』
金
子
み
す
ゞ
全
集
・
Ⅲ
（
Ｊ
Ｕ
Ｌ
Ａ
出
版
局
）（
一
四
五
頁
） 

 

本
当
の
意
味
で
の
民
主
主
義
が
個
人
主
義
に
立
脚
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
林
望
さ
ん
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ

ま
す
。 
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は
、
各
人
の
た
め
に
、
そ
し
て
大
衆
の
た
め
に
存
在
す
る
か
ら
で
す
。 

 
 

第
二
に
、
思
想
が
内
的
行
為
と
な
り
そ
の
内
的
行
為
に
お
い
て
、
人
間
ら
し
い
人
間
に
と
っ
て
必
要
な
回
心
が
生
涯
に
わ
た
っ
て

繰
り
返
し
起
こ
る
よ
う
に
な
る
ー
そ
う
い
う
思
想
を
成
就
す
る
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
、
哲
学
は
お
の
お
の
の
単
独
者
の
現
在
の
た
め
に

現
存
す
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
は
お
の
お
の
の
単
独
者
の
実
存
的
意
識
を
明
晰
に
し
、
彼
が
そ
の
た
め
に
生
死
を
賭
け
よ

う
と
す
る
も
の
を
明
瞭
に
し
、
な
し
う
る
こ
と
を
な
そ
う
と
す
る
意
志
を
強
め
、
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
一
切
の
も
の
に
対
し
て
覚

悟
を
決
め
さ
せ
る
の
で
す
。」（
八
二
頁
） 

 
 

※
ヤ
ス
パ
ー
ス
『
根
源
的
に
問
う
』
哲
学
対
話
集
（
ハ
ン
ス
・
ザ
ー
ナ
ー
編
）（
武
藤
光
朗
・
赤
羽
竜
夫
訳
） 

 

「
本
来
の
『
哲
学
す
る
こ
と
』
は
知
の
確
実
さ
を
も
た
ら
さ
な
い
で
、
本
来
の
自
己
存
在
に
そ
れ
の
決
断
の
自
由
な
空
間
を
も
た

ら
す
の
で
あ
り
ま
す
。」（
六
五
頁
） 

「
哲
学
的
な
言
葉
は
、
聴
く
者
自
身
の
存
在
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。」（
六
五
頁
） 

「
人
は
誰
で
も
哲
学
に
お
い
て
、
彼
が
本
来
す
で
に
知
っ
て
い
た
も
の
を
理
解
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。」（
六
五
頁
） 

 
 

※
ヤ
ス
パ
ー
ス
『
哲
学
入
門
』（
草
薙
正
夫
訳 

新
潮
文
庫
） 

  

次
に
、
Ｔ
Ｖ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
よ
く
耳
に
す
る
金
子
み
す
ゞ
の
詩
の
一
節
で
あ
る
「
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
」
は
ま
さ

し
く
個
人
主
義
の
標
語
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
詩
を
引
用
し
て
お
き
ま
す
。 
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「
―
私
と
小
鳥
と
鈴
と
ー 

私
が
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
も 

お
空
は
ち
つ
と
も
飛
べ
な
い
が 

飛
べ
る
小
鳥
は
私
の
よ
う
に 

地
面
（
ぢ
べ
た
）
を
速
く
は
走
れ
な
い
。 

 

私
が
か
ら
だ
を
ゆ
す
つ
て
も 

き
れ
い
な
音
は
出
な
い
け
ど 

あ
の
鳴
る
鈴
は
私
の
や
う
に 

た
く
さ
ん
な
唄
は
知
ら
な
い
よ
。 

 

鈴
と
、
小
鳥
と
、
そ
れ
か
ら
私 

み
ん
な
ち
が
つ
て
、
み
ん
な
い
い
。」 

 
 
 

※
『
さ
み
し
い
王
女
』
金
子
み
す
ゞ
全
集
・
Ⅲ
（
Ｊ
Ｕ
Ｌ
Ａ
出
版
局
）（
一
四
五
頁
） 

 

本
当
の
意
味
で
の
民
主
主
義
が
個
人
主
義
に
立
脚
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
林
望
さ
ん
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ

ま
す
。 
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「
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
は
、
本
当
の
意
味
で
の
民
主
主
義
と
い
う
も
の
は
、
も
と
よ
り
個
人
主
義
に
立
脚
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、
自
分
の
意
見
を
堂
々
と
述
べ
る
こ
と
は
大
切
で
す
が
、
し
か
し
同
時
に
、
自
分
と
違
う
意
見
を
十
分
に
聞
く
と
い
う

度
量
も
要
求
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
個
人
主
義
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
ら
ね
。」（
一
三
四
頁
） 

 
 

※
林
望
『
新
個
人
主
義
の
す
す
め
』（
集
英
社
新
書
） 

  

次
に
、
実
存
主
義
を
表
現
し
て
い
る
小
説
と
し
て
は
、
一
般
的
に
は
サ
ル
ト
ル
の
『
嘔
吐
』
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、

私
は
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ル
の
小
説
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
実
存
主
義
の
テ
ー
マ
は
「
不
安
」
で
は
な
く
、「
自
由
」

だ
と
思
う
か
ら
で
す
。 

 

「
こ
と
に
よ
っ
た
ら
彼
女
を
追
っ
て
、
む
り
に
引
き
と
め
る
こ
と
は
で
き
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
ー
し
か
し
、
人
間
を
強
制
す
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
で
き
る
の
は
殺
す
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。
こ
れ
が
、
人
間
に
対
し
て
加
え
る
こ
と
の
で
き
る

唯
一
の
強
制
だ
っ
た
。
人
間
に
対
し
て
生
を
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
愛
も
ま
た
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

無
意
味
な
こ
と
だ
っ
た
。
人
間
に
対
し
て
実
際
に
力
を
も
っ
て
い
る
唯
一
の
も
の
、
そ
れ
は
死
だ
っ
た
。
そ
こ
で
今
、
無
意
味
な
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
彼
は
待
つ
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
一
時
間
以
上
、
今
晩
一
晩
待
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
も
、
わ
か
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
が
彼
ら
を
た
が
い
に
結
び
つ
け
て
い
る
唯
一
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
。
彼
女
が
指
さ
し
た

こ
の
小
さ
な
カ
フ
ェ
ー
が
。
そ
し
て
た
だ
一
つ
確
か
な
こ
と
は
、
彼
女
は
嘘
を
つ
い
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
彼
女
は

来
る
に
ち
が
い
な
い
。
す
ぐ
に
、
大
い
そ
ぎ
で
。
で
き
る
だ
け
速
く
。
来
る
来
な
い
を
決
め
る
力
さ
え
彼
女
に
あ
っ
た
ら
・
・
・
」

（
一
一
一
～
一
一
二
頁
） 

「
ま
っ
た
く
馬
鹿
な
こ
と
だ
。第
六
弾
が
両
親
の
家
の
破
風
に
あ
た
っ
た
ー
石
が
落
ち
、漆
喰
が
粉
に
な
っ
て
往
来
に
こ
ぼ
れ
た
。
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そ
し
て
地
下
室
か
ら
母
親
の
叫
ぶ
声
が
聞
こ
え
た
。
彼
は
い
そ
い
で
家
に
這
い
寄
っ
た
。
第
七
弾
の
発
射
音
を
聞
い
て
、
着
弾
し
な

い
う
ち
に
彼
は
叫
ん
だ
。
ひ
ど
く
大
き
な
声
で
二
三
秒
叫
び
、
死
ぬ
の
が
一
番
簡
単
で
な
か
っ
た
こ
と
が
、
忽
然
と
し
て
わ
か
っ
た
。

―
そ
れ
か
ら
大
声
で
叫
ん
で
い
る
う
ち
に
、
榴
弾
が
彼
に
あ
た
っ
た
。
そ
し
て
死
に
な
が
ら
彼
は
家
の
閾
の
上
へ
こ
ろ
が
っ
て
行
っ

た
。
旗
竿
が
折
れ
て
彼
の
上
に
落
ち
た
。」（
二
二
七
頁
） 

 
 

※
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ベ
ル
『
ア
ダ
ム
よ
、
お
ま
え
は
ど
こ
に
い
た
』（
小
松
太
郎
訳 

講
談
社
文
庫
） 

  

次
に
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
そ
れ
と
の
違
い
を
良
く
表
し
て
い
る
記
述
を
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
葉
か
ら
引
用
し

て
お
き
ま
す
。
実
存
主
義
と
い
え
ど
も
実
存
を
絶
対
化
さ
せ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。 

 

「
戦
前
・
戦
中
を
通
じ
て
私
は
、
孤
独
な
境
遇
の
中
で
『
真
理
に
つ
い
て
』
を
書
き
ま
し
た
。
こ
の
本
は
戦
後
に
な
っ
て
初
め
て

公
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
私
た
ち
が
自
分
を
そ
の
内
に
見
い
出
す
と
こ
ろ
の
場
所
の
契
機
、
す
な
わ
ち
現
存
在
、

悟
性
、
精
神
、
実
存
、
世
界
存
在
、
超
越
者
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
当
時
私
は
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
要
素
が
切
り
離

さ
れ
、
そ
し
て
絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
誤
謬
を
列
挙
し
、
こ
う
し
た
絶
対
化
を
次
の
よ
う
に
名
づ
け
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
私
は
こ
う
い
う
ぐ
あ
い
に
書
い
た
の
で
す
。『
自
然
主
義
で
は
単
な
る
現
存
在
が
、
合
理
主
義
で
は
単
な
る
悟
性
が
、
観
念
論
で

は
単
な
る
精
神
が
、
実
証
主
義
で
は
単
な
る
世
界
存
在
が
、
実
存
主
義
で
は
単
な
る
実
存
が
、
無
宇
宙
論
で
は
単
な
る
超
越
者
が
、

そ
れ
ぞ
れ
絶
対
化
さ
れ
る
』
と
。」（
七
〇
～
七
一
頁
） 

 
 

※
ヤ
ス
パ
ー
ス
『
根
源
的
に
問
う
』
哲
学
対
話
集
（
ハ
ン
ス
・
ザ
ー
ナ
ー
編
）（
武
藤
光
朗
・
赤
羽
竜
夫
訳
） 

 

最
後
に
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
定
義
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
葉
で
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
こ
れ
が
、
パ
ー
ス
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
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「
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
は
、
本
当
の
意
味
で
の
民
主
主
義
と
い
う
も
の
は
、
も
と
よ
り
個
人
主
義
に
立
脚
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、
自
分
の
意
見
を
堂
々
と
述
べ
る
こ
と
は
大
切
で
す
が
、
し
か
し
同
時
に
、
自
分
と
違
う
意
見
を
十
分
に
聞
く
と
い
う

度
量
も
要
求
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
個
人
主
義
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
ら
ね
。」（
一
三
四
頁
） 

 
 

※
林
望
『
新
個
人
主
義
の
す
す
め
』（
集
英
社
新
書
） 

  

次
に
、
実
存
主
義
を
表
現
し
て
い
る
小
説
と
し
て
は
、
一
般
的
に
は
サ
ル
ト
ル
の
『
嘔
吐
』
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、

私
は
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ル
の
小
説
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
実
存
主
義
の
テ
ー
マ
は
「
不
安
」
で
は
な
く
、「
自
由
」

だ
と
思
う
か
ら
で
す
。 

 

「
こ
と
に
よ
っ
た
ら
彼
女
を
追
っ
て
、
む
り
に
引
き
と
め
る
こ
と
は
で
き
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
ー
し
か
し
、
人
間
を
強
制
す
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
で
き
る
の
は
殺
す
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。
こ
れ
が
、
人
間
に
対
し
て
加
え
る
こ
と
の
で
き
る

唯
一
の
強
制
だ
っ
た
。
人
間
に
対
し
て
生
を
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
愛
も
ま
た
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

無
意
味
な
こ
と
だ
っ
た
。
人
間
に
対
し
て
実
際
に
力
を
も
っ
て
い
る
唯
一
の
も
の
、
そ
れ
は
死
だ
っ
た
。
そ
こ
で
今
、
無
意
味
な
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
彼
は
待
つ
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
一
時
間
以
上
、
今
晩
一
晩
待
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
も
、
わ
か
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
が
彼
ら
を
た
が
い
に
結
び
つ
け
て
い
る
唯
一
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
。
彼
女
が
指
さ
し
た

こ
の
小
さ
な
カ
フ
ェ
ー
が
。
そ
し
て
た
だ
一
つ
確
か
な
こ
と
は
、
彼
女
は
嘘
を
つ
い
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
彼
女
は

来
る
に
ち
が
い
な
い
。
す
ぐ
に
、
大
い
そ
ぎ
で
。
で
き
る
だ
け
速
く
。
来
る
来
な
い
を
決
め
る
力
さ
え
彼
女
に
あ
っ
た
ら
・
・
・
」

（
一
一
一
～
一
一
二
頁
） 

「
ま
っ
た
く
馬
鹿
な
こ
と
だ
。第
六
弾
が
両
親
の
家
の
破
風
に
あ
た
っ
た
ー
石
が
落
ち
、漆
喰
が
粉
に
な
っ
て
往
来
に
こ
ぼ
れ
た
。
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そ
し
て
地
下
室
か
ら
母
親
の
叫
ぶ
声
が
聞
こ
え
た
。
彼
は
い
そ
い
で
家
に
這
い
寄
っ
た
。
第
七
弾
の
発
射
音
を
聞
い
て
、
着
弾
し
な

い
う
ち
に
彼
は
叫
ん
だ
。
ひ
ど
く
大
き
な
声
で
二
三
秒
叫
び
、
死
ぬ
の
が
一
番
簡
単
で
な
か
っ
た
こ
と
が
、
忽
然
と
し
て
わ
か
っ
た
。

―
そ
れ
か
ら
大
声
で
叫
ん
で
い
る
う
ち
に
、
榴
弾
が
彼
に
あ
た
っ
た
。
そ
し
て
死
に
な
が
ら
彼
は
家
の
閾
の
上
へ
こ
ろ
が
っ
て
行
っ

た
。
旗
竿
が
折
れ
て
彼
の
上
に
落
ち
た
。」（
二
二
七
頁
） 

 
 

※
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ベ
ル
『
ア
ダ
ム
よ
、
お
ま
え
は
ど
こ
に
い
た
』（
小
松
太
郎
訳 

講
談
社
文
庫
） 

  

次
に
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
そ
れ
と
の
違
い
を
良
く
表
し
て
い
る
記
述
を
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
葉
か
ら
引
用
し

て
お
き
ま
す
。
実
存
主
義
と
い
え
ど
も
実
存
を
絶
対
化
さ
せ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。 

 

「
戦
前
・
戦
中
を
通
じ
て
私
は
、
孤
独
な
境
遇
の
中
で
『
真
理
に
つ
い
て
』
を
書
き
ま
し
た
。
こ
の
本
は
戦
後
に
な
っ
て
初
め
て

公
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
私
た
ち
が
自
分
を
そ
の
内
に
見
い
出
す
と
こ
ろ
の
場
所
の
契
機
、
す
な
わ
ち
現
存
在
、

悟
性
、
精
神
、
実
存
、
世
界
存
在
、
超
越
者
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
当
時
私
は
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
要
素
が
切
り
離

さ
れ
、
そ
し
て
絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
誤
謬
を
列
挙
し
、
こ
う
し
た
絶
対
化
を
次
の
よ
う
に
名
づ
け
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
私
は
こ
う
い
う
ぐ
あ
い
に
書
い
た
の
で
す
。『
自
然
主
義
で
は
単
な
る
現
存
在
が
、
合
理
主
義
で
は
単
な
る
悟
性
が
、
観
念
論
で

は
単
な
る
精
神
が
、
実
証
主
義
で
は
単
な
る
世
界
存
在
が
、
実
存
主
義
で
は
単
な
る
実
存
が
、
無
宇
宙
論
で
は
単
な
る
超
越
者
が
、

そ
れ
ぞ
れ
絶
対
化
さ
れ
る
』
と
。」（
七
〇
～
七
一
頁
） 

 
 

※
ヤ
ス
パ
ー
ス
『
根
源
的
に
問
う
』
哲
学
対
話
集
（
ハ
ン
ス
・
ザ
ー
ナ
ー
編
）（
武
藤
光
朗
・
赤
羽
竜
夫
訳
） 

 

最
後
に
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
定
義
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
葉
で
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
こ
れ
が
、
パ
ー
ス
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
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viii 
 

マ
キ
シ
ム
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。 

 
「
こ
の
語
（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
）
が
は
じ
め
て
哲
学
に
導
き
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
一
八
七
八
年
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
パ
ー
ス
氏
に
お

い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
『
通
俗
科
学
月
報
』
一
月
号
掲
載
の
『
い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
の
観
念
を
明
晰
に
す
べ
き
か
』
と
題
す

る
一
論
文
に
お
い
て
、
パ
ー
ス
氏
は
、
わ
れ
わ
れ
の
信
念
こ
そ
ほ
ん
と
う
に
わ
れ
わ
れ
の
行
動
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
お
よ
そ
一
つ
の
思
想
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
そ
の
思
想
が
い
か
な
る
行
為
を

生
み
出
す
に
適
し
て
い
る
か
を
決
定
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の
行
為
こ
そ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
そ
の
思
想
の
唯
一
の
意
義
で
あ

る
。
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
の
思
想
の
差
異
な
る
も
の
は
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
微
妙
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
根
底
に
お
い
て
は
、
実
際
上

の
違
い
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
な
い
ほ
ど
微
妙
な
も
の
は
一
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
或
る
対
象
に
関 

す
る
わ
れ
わ
れ
の
思
想
を
完
全
に
明
晰
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
対
象
が
お
よ
そ
ど
れ
く
ら
い
の
実
際
的
な
結
果
を
も
た
ら
す

か
ー
そ
の
対
象
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
感
動
を
期
待
で
き
る
か
ー
い
か
な
る
反
動
を
わ
れ
わ
れ
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、

と
い
う
こ
と
を
よ
く
考
え
て
み
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
結
果
が
す
ぐ
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
ず
っ
と
後
に
起
こ

る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
結
果
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
概
念
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
少
な

く
と
も
こ
の
概
念
が
積
極
的
な
意
義
を
有
す
る
と
す
る
限
り
、そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
概
念
の
全
体
な
の
で
あ
る
。」（
三

九
～
四
〇
頁
） 

 
 

※
ジ
ェ
イ
ム
ズ
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』（
桝
田
啓
三
郎
訳 
岩
波
文
庫
） 
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1 
 

第
一
章 

私
の
哲
学
遍
歴 

   

と
て
も
だ
い
そ
れ
た
試
み
で
す
が
、
大
哲
学
者
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
真
似
を
し
て
、
普
通
の
人
の
「
哲
学
的
自
伝
」
か
ら
書
き
始
め
よ
う

と
思
い
ま
す
。
普
通
の
人
で
あ
る
皆
さ
ん
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

（
１
）
小
学
生
の
頃 

 

私
の
哲
学
へ
の
関
わ
り
は
ま
ず
、
死
へ
の
恐
怖
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
小
学
校
の
何
年
生
だ
っ
た
か
思
い
出
す
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
家
に
い
る
と
き
に
、
ふ
と
死
の
恐
怖
に
囚
わ
れ
た
瞬
間
が
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
か
ら
何
度
も
そ
ん
な
瞬
間

が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
死
ん
だ
ら
何
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
恐
ろ
し
さ
に
、
涙
を
流
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
死
の
恐
怖
に
囚
わ
れ
る
と
き
の
状
況
は
ま
っ
た
く
憶
え
て
い
ま
せ
ん
し
、
当
然
な
が
ら
時
間
が
た
て
ば
、

そ
ん
な
恐
怖
も
忘
れ
て
、
い
つ
も
の
生
活
に
戻
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

小
学
校
低
学
年
の
頃
は
、
家
で
は
宿
題
以
外
の
勉
強
を
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
放
課
後
に
は
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
と
学
校
の

屋
上
で
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
を
し
た
り
、
学
校
の
側
の
公
園
で
遊
ん
だ
り
、
友
達
の
家
に
遊
び
に
行
っ
た
り
、
家
の
側
の
公
園
の
下
を
流
れ

て
い
る
那
珂
川
で
遊
ん
だ
り
、
毎
日
を
遊
び
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
人
生
は
楽
し
む
た
め
に
あ
る
と
心
の
底
か
ら
感
じ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。 

父
親
の
会
社
の
転
勤
に
伴
い
福
岡
市
か
ら
鹿
児
島
市
の
小
学
校
に
転
校
し
て
か
ら
、学
校
は
友
達
と
楽
し
く
遊
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
、

「
勉
強
」
と
や
ら
を
や
る
と
こ
ろ
だ
と
知
り
ま
し
た
。
高
学
年
に
な
っ
て
教
わ
っ
た
先
生
は
、
今
で
言
う
受
験
勉
強
に
熱
心
な
先
生
で
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