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著
者
︑
ア
イ
ク
・
P
・
ロ
ッ
ツ
は
︑
ノ
ロ
ウ
ェ
ー
の
オ
ス
ロ
大
学

（U
niversity of O

slo

）
に
勤
め
︑
ア
ジ
ア
の
宗
教
・
文
化
に
関
す
る
研
究
を
行
っ

て
い
る
︒
特
に
︑
ア
ジ
ア
の
中
で
も
日
本
に
焦
点
を
当
て
︑
研
究
を
行
っ
て

い
る
︒
い
わ
ば
︑
日
本
の
﹁
宗
教
及
神
道
﹂
に
関
す
る
研
究
者
で
あ
る
が
︑

﹃
現
代
日
本
に
お
け
る
神
道
︑
自
然
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
︱
︱
鎮
守
の
森
を
つ
く

る
﹄
は
︑
既
存
の
時
代
区
分
に
よ
る
時
系
列
的
な
歴
史
に
従
っ
て
機
械
的
に

羅
列
さ
れ
た
神
道
論
で
は
な
い
︒
神
道
そ
の
も
の
が
形
成
さ
れ
て
き
た
歴
史

性
に
つ
い
て
︑
そ
こ
に
内
在
す
る
西
欧
性
と
か
ア
ジ
ア
性
︑
ま
た
は
普
遍
性

及
び
日
本
の
特
殊
性
が
ど
の
よ
う
に
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
き
た
の
か
︑
と
い
う

こ
と
を
掘
り
起
こ
し
︑
議
論
を
展
開
し
て
い
る
︒
だ
か
ら
と
言
っ
て
︑
西
欧

の
宗
教
概
念
に
押
さ
え
込
む
こ
と
で
も
な
く
︑
ま
た
は
︑
日
本
に
お
け
る
神

道
の
異
質
性
を
打
ち
出
す
こ
と
で
も
な
い
︒
言
い
換
え
る
と
西
欧
の
宗
教
理

論
と
か
︑
宗
教
の
民
族
主
義
︑
ま
た
は
宗
教
の
政
治
性
を
も
視
野
に
入
れ
つ

つ
も
︑﹁
西
欧
﹂
言
説
に
覆
わ
れ
た
学
知
的
植
民
地
の
問
題
を
も
克
服
す
る
理

論
的
な
試
み
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒

　
こ
の
著
書
は
︑
全
九
章
で
組
ま
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
章
立
て
は
︑
第

一
章
：
序
文
︑
第
二
章
：
神
道
の
定
義
︑
第
三
章
：
自
然
へ
の
愛
︑
第
四

章
：
神
道
環
境
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
︑
第
五
章
：
鎮
守
の
森
︑
第
六
章
：
過
去

の
風
景
︑
第
七
章
：
未
来
の
た
め
の
森
︑
第
八
章
：
東
北
の
ド
ン
グ
リ
︑
第

九
章
：
親
環
境
化
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
︑
結
論
で
あ
る
︒
具
体
的
に
内
容
を
見

て
い
く
と
︑
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
著
者
︑
ア
イ
ク
・
P
・
ロ
ッ
ツ
の
視

点
に
は
︑
宗
教
と
か
神
道
な
ど
の
分
析
対
象
を
︑
本
質
的
に
何
ら
か
の
骨
格

を
持
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
疑
問
か
ら
出
発
し
︑
そ
の
歴
史
性
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
が
特
徴
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
序
文
を
紐
解
い
て
み
る
と
︑

書 
評ア

イ
ク
・
P
・
ロ
ッ
ツ

﹃ 

現
代
日
本
に
お
け
る
神
道
、
自
然
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
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︱
︱
鎮
守
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森
を
つ
く
る
﹄
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伊
勢
神
宮
で
行
わ
れ
た
Ｇ
7
の
象
徴
的
意
義
を
皮
切
り
に
︑
そ
の
戦
略
的
な

場
所
性
の
意
義
を
認
め
つ
つ
︑
伊
勢
神
宮
に
対
す
る
﹁
認
識
の
枠
組
﹂
が

持
っ
て
い
る
伝
統
及
び
意
識
的
な
馴
れ
合
い
へ
の
分
析
を
展
開
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
神
道
そ
の
も
の
の
歴
史
性
を
検
証
し
︑
そ
の
神
道
の
な
か
に
含
ま

れ
て
い
る
宗
教
政
治
︑
環
境
学
な
ど
を
明
ら
か
に
し
︑
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た

森
林
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
論
理
な
ど
を
も
広
げ
て
い
く
︒
こ
こ
で
提
示
し
て
い
る

デ
ィ
ス
プ
リ
ン
は
︑
真
理
は
自
明
な
も
の
で
は
な
く
︑
真
理
と
い
う
地
位
を

獲
得
す
る
も
の
で
あ
り
︑
真
理
と
し
て
地
位
が
獲
得
さ
れ
た
以
後
は
︑
理
論

と
し
て
意
義
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
へ
の
自
覚
を
訴
え
て
い
る
︒
こ
の
視
点
に

立
っ
て
︑
社
会
で
生
産
さ
れ
︑
疎
通
さ
れ
︑
意
味
構
造
の
正
当
化
が
行
わ
れ
︑

絶
え
ま
な
く
再
構
成
さ
れ
つ
つ
︑
言
説
自
体
が
増
殖
及
び
縮
小
さ
れ
つ
つ
︑

形
式
化
さ
れ
て
い
く
も
の
だ
と
み
な
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
テ
ク
ス
ト
・
脈

絡
・
権
力
関
係
性
・
歴
史
性
へ
焦
点
を
当
て
る
根
拠
に
も
な
る
︒

　
著
者
ア
イ
ク
・
P
・
ロ
ッ
ツ
は
︑
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
及
び
サ
イ
ー
ド
を
学

び
つ
つ
︑
新
し
く
神
道
環
境
主
義
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
可
能
性
を
開
く
た
め
に
︑

神
道
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
変
化
を
遂
げ
︑
そ
の
内
的
資
源
か
ら
神
道
の

変
化
に
主
体
的
に
向
き
合
う
た
め
の
森
づ
く
り
及
び
里
山
づ
く
り
な
ど
へ
参

与
し
︑
学
習
者
及
び
行
為
者
と
し
て
の
転
換
を
試
み
て
い
る
︒
で
は
︑
紙
面

の
関
係
上
︑
こ
の
著
書
の
重
要
な
章
を
か
い
つ
ま
ん
で
︑
簡
単
で
は
あ
る
が

紹
介
し
て
お
こ
う
︒

　
第
二
章
か
ら
は
︑
近
現
代
ま
で
（
一
八
六
八
︱
今
日
）
の
神
道
の
多
様
な
概

念
を
検
討
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
伝
統
的
な
も
の
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
現

代
史
の
脈
絡
化
が
行
わ
れ
る
瞬
間
瞬
間
と
そ
の
再
概
念
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
（Pierre Bourdieu

）

の
歴
史
的
脈
絡
の
経
路
を
系
譜
的
に
た
ど
る
方
法
で
も
あ
ろ
う
︒
同
時
に

︿
神
道
学
﹀
そ
の
も
の
を
構
成
主
義
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
︑
い
わ
ゆ
る
中
立
的

な
定
義
を
取
る
立
場
を
取
ろ
う
と
す
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
旅
行
案
内
書
と

か
百
科
事
典
式
ま
た
は
大
衆
言
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
﹁
土
着
﹂
宗
教
的
な

扱
い
方
に
対
す
る
違
和
感
を
提
示
し
て
い
る
︒
先
史
時
代
か
ら
存
在
し
続
け
︑

多
少
の
変
化
は
あ
っ
た
に
し
ろ
︑
歴
史
的
環
境
に
適
応
し
て
き
た
日
本
文
化

と
し
て
の
︑
古
代
的
な
伝
統
と
し
て
の
神
道
描
写
へ
の
伝
統
性
︑
そ
れ
を
揺

さ
ぶ
る
の
で
あ
る
︒︿
神
道
と
日
本
﹀
へ
投
影
し
て
い
る
歴
史
的
認
識
︑
つ
ま

り
︑
そ
の
単
一
的
で
統
一
的
な
ま
な
ざ
し
に
内
在
す
る
︿
現
在
的
な
統
一

性
﹀
を
同
時
に
問
題
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
も

ち
ろ
ん
︑
日
本
の
土
着
宗
教
と
し
て
み
な
さ
れ
︑
大
衆
化
さ
れ
た
本
質
主
義

的
な
観
念
は
︑
創
ら
れ
た
神
道
論
の
出
現
に
よ
っ
て
︑
両
方
の
理
論
の
往
来

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
神
道
そ
の
も
の
の
意

味
と
定
義
の
境
界
は
議
論
の
対
象
に
な
り
続
け
︑
ど
ち
ら
か
の
立
場
を
正
当

化
す
る
政
治
的
な
こ
と
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
神
道
そ
の
も
の
へ

の
価
値
中
立
的
な
立
場
と
定
義
の
不
可
能
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
述
べ
つ
つ
︑
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
は
︑
神
道
は
何
を
必
要
と
し
て
来
た

の
か
︑
神
道
は
何
に
よ
っ
て
概
念
化
さ
れ
て
い
た
の
か
を
問
う
こ
と
で
あ
ろ
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う
︒
だ
か
ら
と
言
っ
て
︑
神
道
そ
の
も
の
が
た
だ
歴
史
的
な
条
件
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
﹁
構
築
物
﹂
で
あ
る
と
か
︑
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（signifiant

）
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
︒
か
え
っ
て
神
道
そ
の
も
の
を
通
し
て
︑
境

界
化
さ
れ
る
そ
の
背
景
︑
条
件
︑
経
験
︑
慣
行
な
ど
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
︑

む
し
ろ
社
会
的
・
文
化
的
・
政
治
的
性
質
を
炙
り
出
さ
せ
て
く
れ
る
リ
ト
マ

ス
で
あ
ろ
う
︒

　
と
り
わ
け
︑
神
道
の
論
じ
方
を
確
認
す
る
た
め
に
︑
本
居
宣
長
及
び
平
田

篤
胤
な
ど
国
学
︑
そ
し
て
吉
田
兼
倶
な
ど
を
も
分
析
し
︑
神
の
伝
統
性
の
発

見
及
び
崇
拝
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
ま
た
は
︑
神
道
そ
の
も

の
の
起
源
を
遡
る
こ
と
の
論
理
が
も
つ
視
線
を
︿
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム

（anachronism

）﹀
と
表
現
し
︑
そ
こ
か
ら
変
化
と
再
創
造
の
過
程
を
明
ら
か
に

す
る
︒
そ
れ
で
︑
ア
イ
ク
・
P
・
ロ
ッ
ツ
は
︑
五
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
︑
す
な

わ
ち
帝
国
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
民
族
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
地
域
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
普
遍
的

パ
ラ
ダ
イ
ム
・
霊
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
設
定
し
︑
そ
れ
ら
の
中
か
ら
ど
の
よ
う

に
概
念
化
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
を
提
示
し
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
よ

う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
も
政
治
的
・
歴
史
的
な
条
件
に
よ
っ
て
発
展
し
つ
つ
変
改

し
て
き
て
い
る
し
︑
そ
れ
は
時
期
的
に
も
一
つ
の
時
代
に
限
ら
れ
る
も
の
で

も
な
く
︑
ま
た
は
︑
今
も
共
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い

な
い
︒
そ
れ
ら
は
相
互
補
完
の
関
係
で
も
あ
り
︑
お
互
い
層
位
︑
矛
盾
︑
重

複
ま
た
は
結
び
つ
き
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
う

ち
︑
帝
国
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
は
何
を
指
す
の
か
︑
一
つ
例
と
し
て
取
り
上
げ

て
み
よ
う
︒
明
治
帝
国
に
よ
り
︑
神
道
は
︑
日
本
で
公
共
の
も
の
で
あ
り
︑

非
宗
教
的
な
儀
式
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
︑
宗
教
の
意
味
︑
つ
ま
り
日
本
で
再

定
義
さ
れ
た
宗
教
の
規
定
設
定
方
式
と
︑
そ
の
時
に
活
用
さ
れ
た
宗
教
的
範

囲
を
検
討
す
る
作
業
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
近
代
以
前
の
日
本
社
会
を
眺
め

つ
つ
︑
宗
教
と
世
俗
の
間
を
縫
う
︑
宗
教
的
概
念
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し

て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
は
︑
天
皇
を
め
ぐ
る
非
宗
教
的
な
儀
式
と
し
て

の
伝
統
︑
そ
こ
か
ら
日
本
の
伝
統
性
︑
原
始
的
純
粋
性
を
成
り
立
た
せ
る
概

念
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
は
︑
西
欧
宗
教
概
念
を
成
り
立
た
せ

て
い
る
信
仰
・
救
援
・
愛
・
個
人
利
益
な
ど
を
具
現
す
る
儀
式
そ
の
も
の
を

担
ぎ
出
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
︑
伝
統
と
は
異
質
の
よ
う
に
み

え
つ
つ
︑
同
時
に
︑
伝
統
宗
教
と
し
て
成
立
し
な
お
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ

れ
に
加
え
て
︑
著
者
は
︑
日
本
の
宗
教
学
者
で
あ
る
磯
前
順
一
の
理
論
を
援

用
し
︑
神
道
が
宗
教
で
は
な
い
主
張
は
︑
天
皇
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
神

道
を
︑
キ
リ
ス
ト
教
及
び
仏
教
と
の
競
争
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
も
関
連
付

け
て
説
明
し
て
い
る
︒
と
り
わ
け
︑
教
理
上
の
弱
点
を
克
服
す
る
た
め
に
︑

神
道
教
理
の
体
系
化
を
試
み
た
が
︑
そ
れ
も
成
し
遂
げ
ら
れ
な
く
な
っ
た
︒

そ
の
た
め
に
︑
教
理
志
向
的
宗
教
概
念
と
神
道
み
ず
か
ら
の
実
践
志
向
の
性

格
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
︑
西
欧
宗
教
概
念
の
範
囲
外
へ
神
道
そ
の
も
の
の

位
置
替
え
を
試
み
る
こ
と
に
な
っ
た
︑
な
ど
と
提
示
し
︑
西
欧
宗
教
概
念
と

の
混
合
及
び
分
離
の
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
し
て
い
る
︒
そ
の
結
果
と
し
て
︑
神

道
世
俗
主
義
が
成
り
立
つ
論
理
へ
結
び
つ
き
︑
儀
式
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
体
系
の
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完
成
を
読
み
取
る
︒
神
聖
な
国
家
の
神
聖
な
天
皇
の
役
割
が
結
び
つ
き
︑
祖

先
神
・
お
墓
・
祭
祀
な
ど
が
特
別
な
地
位
を
獲
得
し
︑
大
衆
の
想
像
の
中
に

住
み
つ
い
て
い
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
︒
こ
れ
こ
そ
が
帝
国
主
義
的
パ

ラ
ダ
イ
ム
で
あ
り
︑
こ
れ
は
政
治
的
な
機
能
を
失
っ
た
と
し
て
も
︑
中
身
が

完
全
に
な
く
な
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
だ
か
ら
神
道
は
︑

日
本
国
家
の
本
質
と
結
び
つ
く
の
だ
が
︑
こ
れ
は
脱
領
土
的
・
脱
歴
史
化
を

伴
う
神
道
を
も
つ
日
本
と
相
関
関
係
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
隠
ぺ
い
す
る

こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
︒

　
第
三
章
で
は
︑
五
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
普
遍
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
脈
絡
の
間

に
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
意
味
合
い
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
確
認

す
る
︒
つ
ま
り
神
道
環
境
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
一
つ
の
中
心
教
理
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
︑
自
然
と
環
境
の
言
説
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
︑
そ
の
自
然
と
環

境
が
も
っ
て
い
る
世
界
的
な
言
説
を
再
確
認
し
︑
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
要
素

が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
を
説
明
し
て
い
る
︒
そ
れ
こ
そ
が
︑
新
し
い

神
道
言
説
へ
の
挑
戦
で
あ
り
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
の
結
び
つ
き
で
あ
ろ
う
︒

宗
教
環
境
主
義
の
拡
散
は
︑
仏
教
・
道
教
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
な
ど
ア
ジ
ア
の

宗
教
に
対
す
る
新
し
い
解
釈
を
生
態
的
に
持
続
可
能
に
さ
せ
た
の
か
︑
ま
た

は
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
し
て
き
た
の
か
を
見
せ
て
く
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
自

然
と
い
う
も
の
の
解
釈
か
ら
は
じ
ま
り
︑
自
然
を
人
間
に
従
属
さ
せ
た
キ
リ

ス
ト
教
的
認
識
が
︑
環
境
破
壊
を
招
い
て
き
た
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
︑
自
然

と
人
間
の
相
互
依
存
的
な
観
点
を
も
っ
て
い
る
東
洋
的
観
点
を
い
か
し
︑
環

境
破
壊
へ
歯
止
め
を
か
け
る
よ
う
︑
自
然
に
対
す
る
認
識
の
変
容
を
記
述
す

る
︒
そ
れ
に
は
︑
禅
仏
教
が
人
間
と
自
然
の
関
係
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的

認
識
の
鏡
像
で
あ
る
と
か
︑
西
欧
の
人
間
中
心
主
義
を
乗
り
越
え
る
方
法
と

し
て
︑
禅
の
よ
う
な
代
替
及
び
全
体
論
的
な
世
界
観
を
考
慮
す
る
こ
と
に

な
っ
た
こ
と
を
一
例
と
し
て
把
握
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
よ
う
な
世

界
観
は
︑
西
欧
の
認
識
世
界
で
は
理
解
し
に
く
い
︿
文
化
的
枝
葉
物
﹀
と
み

な
さ
れ
︑
西
欧
に
広
ま
り
に
く
い
と
さ
れ
る
︒
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に

提
示
さ
れ
る
の
が
︑
環
境
の
理
論
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
プ
ロ
ト
（proto

）

環
境
論
を
再
考
察
し
︑
現
代
的
な
意
味
と
し
て
新
し
く
置
き
換
え
て
い
る
︒

こ
の
方
法
は
︑
序
章
及
び
前
章
で
展
開
し
た
︿
歴
史
的
な
文
脈
﹀
を
新
し
く

定
義
し
な
お
す
こ
と
︑
ま
た
は
︑
そ
の
歴
史
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
こ
ま
め
に
再

検
討
す
る
方
法
が
︑
こ
の
章
で
も
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
い
わ
ば
︑

日
本
に
お
け
る
自
然
愛
と
い
う
神
話
系
譜
を
追
跡
す
る
た
め
に
︑
自
然
と
い

う
概
念
の
範
疇
及
び
理
念
と
ど
う
結
び
つ
く
の
か
を
検
討
す
る
︒
つ
ま
り
︑

自
然
と
い
う
の
は
︑
文
化
概
念
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
︑
そ
れ

に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
︒
そ
れ
は
か
え
っ
て
︑
西
欧
の
文
化
概
念
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
自
然

と
い
う
も
の
を
考
え
る
よ
う
に
促
し
て
く
れ
た
の
で
あ
り
︑
文
化
と
し
て
の

自
然
解
釈
で
は
な
く
︑
自
然
を
環
境
の
概
念
へ
と
結
び
つ
け
る
方
向
性
を
与

え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
自
然
環
境
と
絶
え
間
な
く
調
和
し
よ
う

と
す
る
思
想
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
神
道
環
境
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
重
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要
な
思
想
的
背
景
を
和
辻
哲
郎
か
ら
導
き
出
し
て
く
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
風

土
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
を
も
っ
て
自
然
に
対
す
る
︑
既
存
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
限

界
を
批
判
的
に
と
る
︒
つ
ま
り
︑
自
然
に
対
す
る
解
釈
は
東
洋
と
西
欧
と
も
︑

本
質
的
な
概
念
世
界
か
ら
抜
け
出
ず
︑
本
質
的
な
対
立
関
係
に
基
づ
い
て
い

る
こ
と
が
背
景
に
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
れ
は
︑
や
や
も
す
る
と

現
代
ま
で
引
き
続
い
て
い
る
と
も
い
え
る
︒
こ
こ
で
提
示
し
て
い
る
本
質
主

義
と
は
︑
東
洋
と
い
う
も
の
へ
の
眼
差
し
で
も
あ
り
︑
自
然
へ
の
理
想
な
ど

で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
な
し
に
︑
公
式
化
さ
れ
た

神
道
へ
の
社
会
化
と
の
関
係
性
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
み
て
い
る
︒

　
第
四
章
で
は
︑
神
道
環
境
保
護
論
者
の
深
層
的
な
内
容
︑
ま
た
は
こ
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
の
定
義
の
特
徴
を
検
討
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
日
本
に
お
け
る
こ

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
大
衆
化
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て

い
く
︒
こ
の
よ
う
な
日
本
の
ト
レ
ン
ド
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ど
う
接
続
し
て

い
く
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
神
道
環
境
主
義
と
も
結
び
つ

く
も
の
で
あ
り
︑
神
道
の
役
割
を
め
ぐ
る
両
極
化
傾
向
が
統
合
的
に
語
ら
れ

る
よ
う
︑
争
点
の
対
話
可
能
性
を
考
え
よ
う
と
す
る
試
み
に
つ
な
が
る
と
み

て
い
る
︒
そ
し
て
︑
第
五
章
で
は
︑
神
道
の
核
心
的
な
概
念
の
試
み
と
し
て
︑

鎮
守
の
森
に
つ
い
て
集
中
的
に
説
明
し
て
い
る
︒
特
に
︑
鎮
守
の
森
の
概
念

と
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
か
ら
始
ま
る
︒
森
を

守
る
神
の
世
界
と
も
翻
訳
で
き
る
と
表
現
し
つ
つ
︑
神
道
と
環
境
を
つ
な
げ

る
言
説
の
重
要
な
概
念
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
戦
後
に
お
け
る

鎮
守
の
森
の
再
発
見
論
理
を
系
譜
的
に
検
討
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
環
境
保
存

と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
を
︑
日
本
の
学
者
の
言
葉
か
ら
確
認

し
︑
そ
の
後
神
道
学
者
と
宮
司
と
の
協
業
の
動
き
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
︑
神

道
関
連
文
献
で
使
用
さ
れ
て
い
る
鎮
守
の
森
の
意
味
変
化
に
逢
着
す
る
︒
つ

ま
り
︑
鎮
守
の
森
は
︑
あ
る
特
定
的
な
一
つ
の
場
所
及
び
森
だ
け
を
指
す
の

で
は
な
く
︑
日
本
の
共
同
体
の
生
活
の
中
心
場
所
と
し
て
呼
ば
れ
て
い
た
神

聖
な
る
空
間
を
呼
称
す
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑
神
社
本
庁
が
︿
法
的
制

度
の
限
界
を
克
服
﹀
す
る
こ
と
を
打
ち
出
す
た
め
の
公
共
伝
統
論
で
も
あ
る

が
︑
そ
れ
に
は
︑
理
念
の
大
衆
化
が
伴
わ
れ
た
︒
ま
た
は
︑
森
林
研
究
と
保

存
の
た
め
に
努
め
た
森
林
研
究
協
会
の
役
割
も
大
き
か
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
神

聖
性
を
保
っ
て
い
る
と
み
な
す
古
代
環
境
認
識
の
表
れ
で
あ
る
神
体
な
ど
︑

そ
れ
が
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
（anachronism

）
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
西

欧
の
森
林
文
明
論
と
反
対
の
意
味
の
ユ
ニ
ー
ク
な
森
林
論
を
導
き
出
す
こ
と

を
可
能
に
し
た
︒
こ
の
分
析
こ
そ
︑
森
林
崇
拝
の
理
念
的
構
図
を
再
構
成
し
︑

鎮
守
の
森
再
建
活
動
が
持
っ
て
い
る
神
聖
空
間
創
造
の
意
味
合
い
を
探
し
出

せ
る
の
で
あ
る
︒
第
六
章
で
は
︑
や
は
り
︑
神
聖
空
間
の
生
成
過
程
の
究
明

で
あ
る
︒
場
所
の
神
聖
化
に
は
︑
禁
忌
及
び
崇
拝
が
作
動
さ
れ
る
が
︑
そ
こ

に
は
神
の
肉
体
と
し
て
森
林
の
定
義
な
ど
が
付
随
し
て
く
る
︒
そ
の
た
め
︑

必
ず
し
も
神
聖
な
る
性
格
と
い
う
実
体
的
な
経
験
で
は
な
い
︒
こ
れ
に
は
︑

や
は
り
エ
リ
ア
ー
デ
の
理
論
な
ど
が
援
用
さ
れ
た
︒
場
所
の
神
聖
化
の
過
程

は
︑
政
治
的
及
び
経
済
的
現
実
と
密
接
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
︑
所
有
の
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概
念
と
結
び
つ
く
傾
向
も
濃
厚
で
あ
る
点
に
注
意
を
喚
起
さ
せ
る
︒
そ
し
て
︑

最
後
に
︑
第
九
章
で
は
︑
伊
勢
の
森
を
探
検
す
る
︒
そ
れ
は
︑
今
ま
で
展
開

し
て
き
た
よ
う
に
︑
伊
勢
が
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
伊
勢
神
宮
へ
収
斂
さ

れ
て
い
く
の
か
を
検
証
す
る
︒
伊
勢
神
宮
が
日
本
で
重
要
な
︑
も
っ
と
も
古

い
神
宮
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
︑
内
宮
と
外
宮
の
歴
史
性

を
説
明
す
る
︒
中
世
時
代
の
神
崇
拝
の
発
展
と
の
関
係
及
び
土
着
︑
仏
教
以

前
の
崇
拝
対
象
と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
そ
の
も
の
語
り
を
も
紹
介
す
る
︒
そ

れ
か
ら
巡
礼
地
と
し
て
大
衆
化
さ
れ
つ
つ
︑
仏
教
ま
た
は
そ
の
ほ
か
の
宗
教

的
な
礼
拝
要
素
を
統
合
し
て
い
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
︒

　
こ
こ
で
は
︑
仮
で
は
あ
る
が
︑
古
代
神
道
に
存
在
す
る
環
境
的
な
要
素
も

同
時
に
入
り
込
む
の
で
あ
る
︒
自
然
の
永
遠
性
と
か
生
命
論
な
ど
が
強
調
さ

れ
︑
太
陽
ま
た
は
血
統
を
も
重
視
さ
れ
る
天
照
大
神
の
象
徴
性
を
確
認
し
︑

そ
れ
ら
と
神
道
環
境
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
拡
散
を
同
時
に
考
察
し
て
い
る
︒

伊
勢
が
自
然
と
の
調
和
及
び
共
存
が
古
代
神
道
精
神
の
典
型
と
し
て
捉
え
な

お
さ
れ
る
こ
と
へ
の
驚
き
を
素
直
に
表
現
し
︑
そ
の
認
識
の
獲
得
の
背
景
を

探
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
は
︑
あ
る
種
︑
尊
敬
と
感
謝
の
認
識
の
喪
失
の
結
果

と
し
て
︑
環
境
の
問
題
が
道
徳
と
か
文
化
の
世
界
へ
縮
小
さ
れ
︑
自
然
に
対

す
る
神
道
の
見
解
が
︑
環
境
的
変
化
そ
の
も
の
へ
の
寄
与
方
法
を
考
え
る
べ

き
だ
と
み
て
い
る
︒
国
際
的
な
神
道
環
境
主
義
は
︑
過
去
の
帝
国
主
義
と
分

離
さ
せ
︑
神
道
の
環
境
へ
の
貢
献
を
大
衆
化
し
よ
う
と
す
る
︒
そ
れ
に
は
︑

国
際
的
な
神
道
言
説
の
脱
政
治
化
及
び
民
族
主
義
的
な
ア
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
隠

ぺ
い
の
た
め
の
精
緻
な
グ
リ
ー
ン
ウ
ォ
ッ
シ
ン
グ
（greenw

ashing

）
に
見
え

る
恐
れ
を
指
摘
し
て
い
る
︒
ポ
ス
タ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
使
用
方
法
と
か
︑
自
然

の
描
写
方
法
な
ど
に
含
ま
れ
る
両
面
性
を
意
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
し
︑
今

日
を
見
る
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
得
よ
う
と
す
る
︒
遠
い
古
代
を
想
像
し
膨
ら
ん

で
い
く
イ
メ
ー
ジ
が
︑
世
界
化
の
再
構
成
が
必
要
と
さ
れ
る
現
在
に
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
際
に
作
動
す
る
影
響
そ
れ
自
体
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る

と
み
て
い
る
︒
相
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
こ
れ
は
同
時
に
進
行
さ
れ
る

フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
考
え
︑
神
道
の
世
界
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
考
え

る
こ
と
の
意
義
の
根
源
を
再
び
考
え
直
す
べ
き
で
あ
る
と
︑
ア
イ
ク
・
P
・

ロ
ッ
ツ
は
︑
こ
の
著
書
で
訴
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒


