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概
念
た
る
に
止
ま
ら
な
い
で
、
そ
れ
を
思
考
す
る
人
の
思
考
の
中
に
存
す
る
あ
る
客
観
的
な

実
在
で
あ
り
、
思
考
者
の
中
に
あ
る
思
考
内
容
（
思
想
）
で
は
な
く
て
思
考
者
の
外
に
あ
る
思

考
対
象
（
実
在
）
で
あ
る
と
さ
れ
た
。 

 

儒
教
に
於
け
る
天
、
天
帝
の
思
想
で
あ
り
、
日
本
の
高
天
原
、
天
之
御
中
主
神
の
把
握
で
あ

る
が
、
根
本
的
に
そ
れ
は
離
別
し
た
両
者
で
な
く
て
、
天
の
具
体
化
さ
れ
た
も
の
が
人
間
を
始

め
万
物
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
理
法
が
、仁
・
義
・
礼
・信
、
ま
た
三
種
の
神
器
な
ど
で
あ
る
と
観

て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
あ
る
普
遍
的
な
も
の
（
例
え
ば
あ
る
自
然
法
則
）
の
客
観
性
を
認
め
た
も
の
と

し
て
、
人
の
意
識
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
識
と
は
独
立
に
、
あ
る
普
遍
的
な
も
の
が
客

観
的
に
存
在
す
る
と
い
う
弁
証
法
的
唯
物
論
の
一
原
則
を
予
見
し
た
も
の
と
観
る
こ
と
も
出

来
る
。
同
時
に
し
か
し
、
そ
の
イ
デ
ヤ
（
普
遍
）
を
ば
、
そ
れ
に
あ
ず
か
る
諸
個
物
（
特
殊
）
か
ら

も
離
れ
て
天
上
か
ど
こ
か
に
存
す
る
独
立
の
実
体
と
し
た
こ
と
、
し
か
も
こ
れ
が
真
実
在
で
あ

っ
て
個
物
は
そ
れ
の
影
で
あ
り
仮
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
ら
れ
た
こ
と
は
、彼
の
イ
デ
ヤ
の
説

が
客
観
的
観
念
論
一
般
の
源
泉
で
あ
り
、原
型
で
あ
る
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。 

 
此
の
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
、
即
ち
イ
デ
ヤ
が
真
実
在
で
あ
っ
て
個
物
は
そ
の
影
で
あ
り
、
仮
象
で

あ
る
と
い
う
思
想
は
、
仏
教
の
「
本
」
「
迹
」
ま
た
は
「
仮
」
「
空
」
「
中
」
の
三
諦
の
思
想
と
相
通

じ
る
も
の
が
あ
り
、
後
に
記
す
る
「
大
方
広
仏
華
厳
経
の
巻
十
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偈
品
第
十

六
（
唯
心
偈
）
」
の
画
師
と
彩
色
の
例
に
示
す
、
“
物
は
心
の
影
”
と
考
え
合
せ
て
面
白
い
、
現
代

「
生
長
の
家
」
の
思
想
は
こ
こ
に
あ
る
。 

 

 

神
道
（
十
三
）
（
大
和
世
界
の
建󠄁
設
）        

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記  

 
 

 
 
 
 
 

神
秘
的
方
法
⑴ 

東
洋
に
於
て
は
如
何
。
論
語
二
十
巻
は
悉
く
「
反
省
の
書
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
出
て

く
る
中
・
仁
・
孝
・
忠
恕
・義
・礼
・和
・信
は
概
念
で
あ
り
、
イ
デ
ヤ
で
あ
る
。
勿
論
具
体
的
実
践
を

重
ん
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
三
種
の
神
器
は
こ
れ
ら
の
概
念
を
更
に
高
次
に
思
考
し
ま

た
直
観
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
た
イ
デ
ヤ
で
あ
る
。 

ソ
ク
ラ
テ
ス
一
派
は
感
覚
よ
り
も
理
性
を
、
肉
体
よ
り
も
霊
魂
を
尊
ぶ
哲
学
者
（
知
恵
の
愛

求
者
）
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
超
感
覚
的
な
普
遍
概
念
こ
そ
哲
学
者
の
真
の
愛
求
す
べ
き
も
の
と

さ
れ
た
、
そ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
は
、
彼
ら
の
後
継
者
と
し
て
、
彼
ら
の
イ
デ
ヤ
の
思
想
と
そ
の
霊
魂
を

い
っ
そ
う
広
い
見
地
で
発
展
さ
せ
体
系
化
さ
せ
た
。
先
ず
イ
デ
ヤ
に
関
し
て
は
、
彼
は
そ
れ
を
単

に
数
学
的
諸
命
題
や
倫
理
学
的
諸
行
為
の
原
理
と
し
、
規
準
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
経
験
界
の

あ
ら
ゆ
る
個
物
に
つ
い
て
そ
の
種
や
類
に
対
応
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
デ
ヤ
を
認
め
、
こ
れ
ら
の
イ

デ
ヤ
全
体
か
ら
な
る
世
界
（
イ
デ
ヤ
界
、
思
考
界
）
の
内
部
構
造
、
イ
デ
ヤ
の
相
互
の
関
係
と
秩

序
、
各
イ
デ
ヤ
の
構
成
要
素
な
ど
を
純
粋
な
思
考
で
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
研
究
す
る
と
と
も
に
、

イ
デ
ヤ
と
そ
れ
に
あ
ず
か
る
（
そ
れ
で
そ
う
述
語
さ
れ
る
）
諸
個
物
と
の
関
係
を
、
一
般
に
イ
デ

ヤ
界
と
経
験
界
と
の
関
係
を
、
原
因
と
結
果
、
原
型
と
模
像
、
実
体
と
現
象
、
実
物
と
そ
の
影
の

関
係
と
み
て
、
数
学
・
天
文
学
・
自
然
学
な
ど
の
対
象
一
切
の
生
成
と
存
在
を
理
解
し
、
さ
ら
に

こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
現
実
界
を
理
想
的
原
型
な
る
イ
デ
ヤ
界
に
近
づ
け
救
い
上
げ
よ
う
と

努
力
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
プ
ラ
ト
ン
で
は
、
そ
の
イ
デ
ヤ
が
個
物
か
ら
あ
ま
り

に
も
超
絶
的
に
切
り
離
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
イ
デ
ヤ
は
、
人
の
頭
の
中
に
あ
る
抽
象
的
な

概
念
た
る
に
止
ま
ら
な
い
で
、
そ
れ
を
思
考
す
る
人
の
思
考
の
中
に
存
す
る
あ
る
客
観
的
な
実

在
で
あ
り
、
思
考
者
の
中
に
あ
る
思
考
内
容
（
思
想
）
で
は
な
く
て
思
考
者
の
外
に
あ
る
思
考
対

象
（
実
在
）
で
あ
る
と
さ
れ
た
。 

 

儒
教
に
於
け
る
天
、
天
帝
の
思
想
で
あ
り
、
日
本
の
高
天
原
、
天
之
御
中
主
神
の
把
握
で

あ
る
が
、
根
本
的
に
そ
れ
は
離
別
し
た
両
者
で
な
く
て
、
天
の
具
体
化
さ
れ
た
も
の
が
人
間

を
始
め
万
物
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
理
法
が
、
仁
・
義
・
礼
・
信
、
ま
た
三
種
の
神
器
な
ど

で
あ
る
と
観
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
あ
る
普
遍
的
な
も
の
（
例
え
ば
あ
る
自
然
法
則
）
の
客
観
性
を
認
め
た
も

の
と
し
て
、
人
の
意
識
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
識
と
は
独
立
に
、
あ
る
普
遍
的
な

も
の
が
客
観
的
に
存
在
す
る
と
い
う
弁
証
法
的
唯
物
論
の
一
原
則
を
予
見
し
た
も
の
と
観

る
こ
と
も
出
来
る
。
同
時
に
し
か
し
、
そ
の
イ
デ
ヤ
（
普
遍
）
を
ば
、
そ
れ
に
あ
ず
か
る
諸

個
物
（
特
殊
）
か
ら
も
離
れ
て
天
上
か
ど
こ
か
に
存
す
る
独
立
の
実
体
と
し
た
こ
と
、
し
か

も
こ
れ
が
真
実
在
で
あ
っ
て
個
物
は
そ
れ
の
影
で
あ
り
仮
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
ら
れ

た
こ
と
は
、
彼
の
イ
デ
ヤ
の
説
が
客
観
的
観
念
論
一
般
の
源
泉
で
あ
り
、
原
型
で
あ
る
と
さ

れ
る
所
以
で
あ
る
。 

 

此
の
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
、
即
ち
イ
デ
ヤ
が
真
実
在
で
あ
っ
て
個
物
は
そ
の
影
で
あ
り
、
仮

象
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
仏
教
の
「
本
」「
迹
」
ま
た
は
「
仮
」「
空
」「
中
」
の
三
諦
の
思

想
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
後
に
記
す
る
「
大
方
広
仏
華
厳
経
の
巻
十
夜
摩
天
宮
菩
薩
説

偈
品
第
十
六
（
唯
心
偈
）
」
の
画
師
と
彩
色
の
例
に
示
す
、“
物
は
心
の
影
”
と
考
え
合
せ
て

面
白
い
、
現
代
「
生
長
の
家
」
の
思
想
は
こ
こ
に
あ
る
。 

前
に
述
べ
た
如
く
、
反
省
的
思
惟
の
比
量
知
、
分
別
知
が
絶
対
を
捉
え
得
る
も
の
で
な
く
相

対
の
圏
内
に
彷
徨
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
鑑
み
て
、反
省
の
分
別
対
立
を
否
定
し
、
自
己
に
対
す

る
相
対
と
し
て
の
外
界
に
向
う
肉
眼
を
閉
じ
、
そ
れ
を
思
惟
す
る
分
別
知
を
杜
絶
し
て
、
心
の
内

奥
に
自
己
を
顕
現
す
る
絶
対
と
の
冥
合
を
体
験
す
る
神
秘
的
直
感m

y
s
tis

c
h
e
S

c
h
a

u

を
哲

学
と
な
す
も
の
が
、
神
秘
主
義

M
y
s
tik

で
あ
り
、
其
方
法
が
神
秘
的
方
法

m
y
s
tis

c
h
e
 

M
e
th

o
d

e

で
あ
る
。神
秘
主
義
者
を
意
味
す
る
原
語
が
閉
じ
る
の
語
か
ら
出
た
の
も
、
其
意
を

示
す
で
あ
ろ
う
。
（
閉
じ
る
方
法
は
印
度
支
那
の
行
者
に
多
く
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
竹
葉
）
そ

れ
が
宗
教
的
要
求
を
満
た
す
哲
学
の
形
態
と
し
て
重
要
な
る
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
が
反
省
の
立

場
に
偏
し
抽
象
的
思
惟
が
絶
対
の
把
握
か
ら
遠
ざ
か
る
場
合
に
、
之
を
哲
学
本
来
の
使
命
た
る

絶
対
の
立
場
に
覚
醒
せ
し
め
、
真
に
哲
学
と
し
て
の
生
命
を
呼
起
す
る
も
の
は
常
に
神
秘
主
義

な
の
で
あ
る
。如
何
な
る
時
代
に
も
学
的
、
論
理
的
な
る
哲
学
の
底
潮
と
し
て
神
秘
主
義
は
存
し

た
。
併
し
殊
に
、
論
理
的
、
学
的
な
る
哲
学
が
既
に
其
組
織
力
を
以
て
し
て
は
現
実
の
乖
離
分
裂

を
統
一
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
様
な
場
合
に
、
此
底
潮
は
表
面
に
ま
で
現
れ
、
人
は
神
秘

主
義
に
趨
く
こ
と
が
多
い
。
現
代
に
於
け
る
神
秘
主
義
的
傾
向
の
台
頭
も
其
実
例
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。 

 

そ
の
台
頭
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
無
の
西
田
哲
学
、実
存
哲
学
、
生
の
哲
学
、
意
志
の
田
辺
哲
学

な
ど
で
あ
る
。 

 

斯
く
て
神
秘
主
義
は
一
方
に
於
て
学
的
な
哲
学
に
生
命
を
吹
込
む
哲
学
精
神
の
源
泉
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
論
理
を
摂
取
し
学
的
形
態
に
組
織
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
本
来
の
学

的
な
る
哲
学
に
代
り
、
後
者
の
不
満
足
を
除
か
ん
と
す
る
哲
学
体
系
と
な
る
。
斯
か
る
神
秘

主
義
の
哲
学
体
系
と
し
て
西
洋
哲
学
史
上
に
代
表
的
な
る
位
置
を
占
め
る
の
は
希
●
哲
学

の
末
期
に
現
れ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（P

lo
tin

o
s
 2

0
4
-2

6
9

）
の
哲
学
で
あ
る
。
西
洋
の
神
秘

主
義
は
凡
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
新
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
影
響
の
下
に
立
つ
と
い
う
も
過
言
で

な
い
程
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
。 

 

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
哲
学
は
そ
れ
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
呼
ば
れ
る
通
り
プ
ラ
ト
ン
哲
学

の
復
興
た
る
意
味
を
有
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
拠
れ
ば
、
感
覚
的
認
識
に
現
れ
る
所
の
生

滅
変
化
す
る
個
物
は
真
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
仮
象
に
止
ま
る
、
真
に
存
在

す
る
も
の
は
唯
理
性
に
由
っ
て
把
握
せ
ら
れ
る
普
遍
恒
常
の
イ
デ
ヤ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

個
物
は
イ
デ
ヤ
を
分
有
す
る
限
り
に
於
て
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
イ
デ

ヤ
も
そ
れ
の
普
遍
の
度
に
従
っ
て
種
々
の
段
階
を
形
造
る
。
其
最
高
の
イ
デ
ヤ
が
所
謂
善
の

イ
デ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
イ
デ
ヤ
性
自
体
で
あ
る
。
イ
デ
ヤ
を
し
て
其
含
む
特
殊
の
部
分
の
調
和

的
な
る
統
一
た
ら
し
め
る
イ
デ
ヤ
性
の
原
理
が
善
の
イ
デ
ヤ
に
外
な
ら
な
い
。
斯
く
て
プ
ラ

ト
ン
に
於
て
は
調
和
的
統
一
の
理
性
的
原
理
た
る
、
真
と
美
と
合
一
せ
る
善
の
イ
デ
ヤ
を
根

拠
と
し
て
、
そ
れ
に
由
り
普
遍
恒
常
の
美
し
き
形
姿
に
統
一
せ
ら
る
る
イ
デ
ヤ
が
真
の
実
在

を
形
造
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
覚
的
認
識
に
於
て
捉
え
ら
れ
ず
、
比
量
的
思
惟
に
よ
っ
て

概
念
化
せ
ら
れ
ず
、
た
だ
美
し
き
個
物
を
機
縁
と
し
て
理
性
の
直
感
に
由
り
直
感
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
田
辺
氏
の
通
論
は
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
以
上
の
如
き
で
あ
る
の
で
今
少
し
附
加

し
て
お
く
。 

 

プ
ラ
ト
ン

P
la

to
n

 4
2
7
-3

4
7
B

.C
.

は
古
代
最
大
の
観
念
論
哲
学
者
で
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の

創
設
者
で
あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
の
貴
族
、
若
き
頃
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
門
に
入
り
、
そ
の
教
と

そ
の
死
か
ら
深
い
感
銘
を
受
け
、
ま
た
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
や
そ
の
霊
魂
観
に
強
い
関

心
を
も
ち
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
相
対
主
義
や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
そ
の
他
の
唯
物
論
と
対
決
し

つ
つ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
え
た
「
霊
魂
の
気
づ
か
い
」
の
哲
学
と
そ
の
た
め
の
諸
徳
の
「
何

で
あ
る
か
」（
本
質
概
念
）
を
問
い
求
め
た
「
問
答
法
（
概
念
問
答
）」
を
継
承
し
発
展
さ
せ

た
。
そ
れ
は
形
而
上
学
的
に
固
定
し
完
結
し
た
体
系
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
弁
証
法
的
に

晩
年
ま
で
絶
え
ず
真
実
を
求
め
て
動
揺
し
て
い
る
点
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
批
判
的
精
神
を
継

い
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
大
体
に
於
て
は
超
感
覚
的
、
理
性
的
な
一
般
者
（
普
遍
概
念
）

の
実
在
性
と
超
越
性
を
主
張
す
る
イ
デ
ヤ
の
説
を
基
調
と
す
る
霊
肉
二
元
論
的
な
観
念
論

哲
学
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
は
、
彼
の
書
い
た
自
然
学
か
ら
認
識
論
、
国
家
論
、
神
学
に
わ
た

る
多
数
の
傑
作
が
完
全
に
後
世
に
伝
わ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
後
継
者
に
有
力
な
哲
学
者
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
得
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
殆
ど
の
学
問
や
思

想
に
、
功
罪
相
半
ば
す
る
深
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。
こ
こ
で
「
イ
デ
ヤ
」
に
つ
い
て
今
少

し
詳
し
く
見
る
こ
と
と
す
る
。
イ
デ
ヤ
は
プ
ラ
ト
ン
的
哲
学
の
最
た
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
は
、
そ
の
壮
年
期
の
「
フ
ァ
ィ
ド
ン
」
で
も
ま
た
晩
年
の
「
テ
ィ

マ
イ
オ
ス
」
で
も
、
話
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
話
者
自
ら

の
説
で
は
な
く
て
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
直
ち
に
プ
ラ
ト
ン
の
説
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
諸
対
話
編
で
は

イ
デ
ヤ

id
e
a

は
ま
た
エ
イ
ド
ス

e
id

o
s

と
も
い
わ
れ
、
両
語
は
ほ
と
ん
ど
同
義
的
に
用
い

て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
見
る
」「
知
る
」
の
意
の
動
詞
と
同
根
の
名
詞
で
、
一
般
に
は
見
ら

れ
表
象
（
知
覚
）
さ
れ
て
い
る
物
の
形
・
姿
・
型
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ

ら
が
と
く
に
肉
の
目
（
感
官
知
覚
）
と
区
別
さ
れ
た
霊
の
目
（
理
性
の
直
感
、
思
考
）
で
直

観
さ
れ
思
考
さ
れ
る
普
遍
的
な
も
の
（
そ
の
意
味
で
の
形
相
、
種
類
、
普
遍
概
念
）
を
さ
す

語
と
し
て
用
い
ら
れ
だ
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
者
や
諸
徳
の
「
そ

も
そ
も
何
で
あ
る
か
」
を
問
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
数
学
者
は
、
そ
の
肉
の

目
で
は
砂
上
に
描
か
れ
た
不
完
全
な
種
々
特
殊
の
三
角
形
を
見
な
が
ら
、
霊
魂
の
目
で
は
別

の
全
く
正
確
な
三
角
形
そ
れ
自
体
（
三
角
の
イ
デ
ヤ
）
を
思
考
し
研
究
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
こ
の
よ
う
な
思
惟
に
た
っ
て
、
正
し
く
あ
る
と
か
、
美
し
く
あ
る
と
か
言
わ
れ
述
語

さ
れ
る
あ
れ
こ
れ
の
経
験
的
事
例
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
そ
う
い
わ
れ
述
語
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
そ
の
正
義
、
そ
の
美
と
は
何
で
あ
る
か
を
問
い
求
め
ら
れ
て
い
る
正
義
自
体
、
美
自
体
を
、

正
義
の
イ
デ
ヤ
、
美
の
イ
デ
ヤ
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
だ
け
で
見
る
と
、
こ
こ
に
個
々
の
諸
事
物

と
区
別
さ
れ
て
そ
れ
自
体
と
か
イ
デ
ヤ
と
か
呼
ば
れ
た
も
の
は
、
今
日
の
論
理
学
用
語
で
は

個
物
に
対
す
る
「
種
」「
類
」
あ
る
い
は
特
殊
に
対
す
る
「
普
遍
」
あ
る
い
は
多
く
の
主
語
に

共
通
の
「
述
語
」
の
こ
と
、
即
ち
一
般
に
「
概
念
」
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様

な
普
遍
的
な
も
の
を
表
わ
す
概
念
が
今
し
も
彼
等
に
よ
っ
て
思
想
史
上
初
め
て
自
覚
さ
れ

た
の
で
あ
る
。 

                  

も
の
の
統
一
を
思
惟
す
る
論
理
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
「
弁
証
法
」
を
十
分
に
認
め
な
い
限

り
は
、
分
析
論
理
の
、
哲
学
的
方
法
に
対
し
不
十
全
な
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
思
惟
を
斥
け
、

論
理
的
思
惟
は
対
立
か
ら
対
立
へ
と
動
き
、
常
に
相
対
の
圏
内
を
彷
徨
す
る
も
の
と
考
え
、

斯
る
比
量
的
思
惟d

is
k

u
rs

iv
e
s
 D

e
n

k
e
n

 (d
iscu

rs
u

s 

彷
徨
、d

iscu
re

re

彷
徨
す
る)

を

斥
け
て
、
直
感
的
に
相
対
（
自
己
）
の
絶
対
と
合
一
す
る
こ
と
を
以
て
哲
学
の
正
常
な
る
方

法
と
な
す
の
は
自
然
の
事
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
神
秘
的
方
法
」
で
あ
る
。
哲
学
上
に
於
て
は
、

「
反
省
」
の
間
接
な
る
に
対
し
、
生
の
直
接
の
意
識
を
「
体
験
」
と
称
す
る
が
、
体
験
を
知

識
の
立
場
か
ら
観
て
「
直
感
」
と
い
う
。
神
秘
的
直
感
は
絶
対
と
相
対
と
の
合
一
の
体
験
に

由
る
直
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
相
対
の
絶
対
に
対
す
る
対
立
的
独
立
性
を
認
め
な
い
こ
と
に
特

色
を
有
す
る
。
従
っ
て
相
対
な
る
も
の
の
相
対
と
し
て
独
立
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
要
求

す
る
歴
史
を
否
定
し
文
化
を
否
定
し
て
、
絶
対
に
の
み
真
実
の
存
在
性
を
認
め
、
一
切
相
対

を
此
絶
対
の
統
一
に
吸
収
す
る
傾
向
を
多
か
れ
少
か
れ
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
相

対
の
反
省
を
媒
介
す
る
こ
と
な
し
に
、
直
接
に
絶
対
の
統
一
に
於
て
生
き
る
こ
と
を
信
仰
の

内
容
と
す
る
宗
教
と
、
傾
向
上
、
相
一
致
す
る
所
多
き
は
明
で
あ
ろ
う
。 

―

実
在―

（
二
） 

反
省
の
学 

即
ち
、
一
、
神
秘
的
方
法
、
二
、
反
省
的
方
法
、
三
、
弁
証
（
的
方
）
法
、
の
三
つ
。
そ
し
て
、
二
の

反
省
的
方
法
を
、
イ
、
客
観
主
義
即
ち
存
在
論
的
方
法
、
ロ
、
主
観
主
義
即
ち
認
識
批
判
的
方

法
、
、
ハ
、
客
観
即
主
観
主
義
的
即
ち
解
釈
学
的
方
法
の
三
つ
に
分
つ
。
そ
の
中
ロ
の
認
識
批
判
的

方
法
に
カ
ン
ト
の
先
験
論
方
法
と
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
の
自
覚
存
在
論
的
方
法
と
を
包
括
す
る
。
更
に

三
の
弁
証
法
を
、
イ
、
観
念
弁
証
法
、
ロ
、
唯
物
弁
証
法
、
ハ
、
絶
対
弁
証
法
の
三
つ
に
分
け
る
の
で

あ
る
。 

神
道
も
暫
く
の
間
、
こ
の
哲
学
的
方
法
に
よ
り
、
哲
学
の
歴
史
の
あ
と
を
調
べ
、
近
代
哲
学
が

そ
の
究
極
と
せ
る
と
こ
ろ
を
探
ね
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 
 

私
が
神
道
を
書
く
所
以
の
も
の
は
、
真
理
は
別
々
に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
宇
宙
の
根
元
か

ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
本
来
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
の
宇
宙
人
生
に
於
て
、
そ
の
宗
教
哲

学
思
想
が
異
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
、
そ
の
根
源
は
一
つ
で
あ
り
、し
か
も
そ
れ
は
生
命
的

統
一
が
な
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
統
一
さ
れ
、
な
お
、
そ
こ
に
根
や
幹
や

枝
や
葉
が
あ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
一
本
の
樹
の
よ
う
に
生
命
的
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
が
明
か
に
さ
れ
て
こ
そ
真
の
宇
宙
と
人
生
の
明
徳
が
明
か
に
さ
れ
、
真
の
大
和
世
界

が
建󠄁
設
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

愚
か
な
れ
ど
も
息
長
く
書
き
つ
づ
け
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。 

一
般
に
認
識
論
上
の
用
語
と
し
て
第
一
次
の
客
観
の
優
先
を
最
後
ま
で
全
面
的
に
固
執
す

る
立
場
を
「
実
在
論
」
と
云
い
、
第
二
次
の
主
観
の
優
先
を
認
め
る
立
場
を
「
観
念
論
」
と
言
う

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
哲
学
上
か
ら
す
れ
ば
、
「
実
在
論
」
は
哲
学
の
否
定
（
神
を
客
観
的
絶
対
的

に
み
る
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
）
で
あ
り
、
哲
学
は
必
然
的
に
「
観
念
論
」
で
あ
る
。
併
し
、
ま
た
、
「
実

在
論
」
を
排
斥
し
て
し
ま
う
「
観
念
論
」
も
前
述
し
た
如
く
、
そ
の
抽
象
性
に
よ
り
却
て
自
己
を

否
定
し
、
哲
学
を
不
可
能
に
す
る
。
こ
こ
に
於
て
第
三
次
の
反
省
、
即
ち
主
観
客
観
の
統
一
の
立

場
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
於
て
は
単
な
る
主
観
も
単
な
る
客
観
も
否
定
さ
れ
、
超
越
的
全

体
が
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
実
在
観
念
論
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
と
の
対

立
を
絶
対
否
定
的
に
統
一
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
絶
対
反
省
」
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
れ

が
哲
学
上
の
「
絶
対
自
覚
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
「
絶
対
知
」
と
称
し

た
。 フ

ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
え
る
が
如
く
哲
学
は
「
哲
学
に
は
他
の
学
に
於
け
る
が
如
き
意
味

に
於
て
の
始
め
は
無
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
円
環
を
形
造
る
」
も
の
で
、
哲
学
は
、
哲
学
の
方
法
に
関

す
る
論
議
は
哲
学
的
思
索
に
先
だ
っ
て
そ
の
思
索
の
方
法
を
学
ぼ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
、一
つ

の
も
の
が
他
の
も
の
の
予
備
的
序
論
を
な
す
如
き
も
の
で
な
く
、
思
索
に
於
て
思
索
の
方
法
を 
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た
る
の
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活
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道
義
的
立
志 

 

士
的
生
活
に
於
け
る
「
志
」
の
重
要
な
る
事
は
実
に
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
故
に
其
の
志
の
内

容
は
真
に
道
義
的
な
る
を
要
す
る
。
自
分
で
は
志
を
立
て
た
つ
も
り
で
居
て
も
、
そ
れ
が
若
し

誤
っ
て
正
し
い
道
に
立
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
其
の
生
活
は
決
し
て
士
的
生
活
と
は
い
い
得

な
い
。
世
に
自
ら
は
正
道
を
踏
め
り
と
堅
く
信
じ
つ
つ
、
其
の
実
邪
教
邪
道
に
陥
っ
て
其
の
軌
上

を
邁
進
し
続
け
て
い
る
輩
が
決
し
て
少
な
く
な
い
。
近
来
邪
教
信
者
や
、
誤
れ
る
主
義
者
等
の

言
動
を
見
て
も
肯
か
れ
る
こ
と
と
思
う
。
苟
く
も
士
道
と
い
う
以
上
、
其
の
志
は
飽
く
ま
で
も

正
し
き
人
間
の
道
の
上
に
立
て
る
も
の
た
る
を
要
す
る
。
此
点
に
就
い
て
山
鹿
素
行
の
士
道
論

中
に
述
べ
て
い
る
次
の
所
論
は
深
く
吾
等
の
照
顧
す
べ
き
も
の
と
思
う
。 

 

「
志
出
来
な
ば
、
我
よ
り
先
だ
っ
て
志
あ
っ
て
能
く
行
い
得
た
ら
ん
人
を
求
め
、
是
に
案
内
を

頼
ん
で
其
の
引
導
に
任
せ
つ
べ
し
。
其
の
師
た
る
人
の
行
跡
違
う
処
あ
る
か
、言
は
似
て
其
の
事

物
に
応
ず
る
処
明
か
な
ら
ざ
る
に
は
、
速
か
に
去
っ
て
従
う
こ
と
な
か
れ
。
邪
師
に
久
し
く
そ
ま

る
と
き
は
、
覚
え
ず
其
人
に
荷
担
あ
っ
て
、
誠
の
道
に
弥
々
と
お
ざ
か
る
べ
し
。
か
く
の
如
く
外
を

尋
ね
学
ぶ
と
い
え
ど
も
、
外
に
聖
人
の
師
な
く
ん
ば
、自
ら
立
帰
っ
て
内
に
省
す
べ
し
。
」 

 

と
い
っ
て
、
立
志
行
道
に
当
っ
て
は
、
先
ず
正
師
を
求
む
べ
き
こ
と
を
教
え
、
若
し
そ
れ
が
得
ら

れ
な
け
れ
ば
自
ら
内
に
省
み
て
理
性
の
命
に
従
え
と
教
え
て
い
る
。
し
か
も
理
性
の
声
と
い
う

も
、
未
熟
な
者
に
は
往
々
に
し
て
不
明
に
し
て
過
誤
に
陥
る
こ
と
な
し
と
せ
ぬ
。
そ
こ
で
更
に
聖

賢
の
教
に
従
い
、
決
し
て
私
を
以
て
道
を
論
ず
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
懇
諭
し
て
い

る
。 

 

「
孔
子
曰
志
於
道
と
は
、
此
の
心
に
や
。
道
と
い
う
も
の
の
あ
る
べ
く
、
私
を
以
て
は
論
ぜ
ら
れ

ざ
る
こ
と
な
り
と
。
其
の
志
の
立
つ
こ
と
あ
ら
ざ
れ
ば
、
道
に
至
る
べ
き
よ
う
な
し
。
故
に
道
に

志
す
と
い
え
る
な
り
。
世
に
少
し
な
れ
て
、
賢
が
お
な
る
輩
は
、
推
し
て
道
を
定
め
、
此
の
外
に

別
に
相
異
る
こ
と
は
非
ず
と
、
私
の
意
見
を
立
て
る
を
以
て
、
道
こ
こ
に
遠
ざ
か
り
て
、
遂
に
大

道
に
入
る
を
得
ざ
る
な
り
。」 

 

人
生
を
真
剣
に
生
く
る
者
に
と
っ
て
、
立
志
は
正
に
命
懸
け
の
も
の
な
る
が
故
に
、
真
に
入
念

戒
懼
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
周
囲
の
事
情
や
一
時
の
欲
念
か
ら
唯
単
に
之
を
欲
す
る
か
ら
と
い

う
の
で
、
直
ち
に
そ
れ
を
「
志
」
と
妄
断
し
て
し
ま
う
こ
と
は
深
く
慎
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

   
   

     

 

イ
ヘ
と
カ
マ
ド                       

          
 

三
浦 

夏
南 

 

「
イ
ヘ
」
と
い
う
言
葉
は
ど
う
い
う
語
源
か
ら
き
た
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
で
は
漢
字
の

「
家
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
大
和
言
葉
と
し
て
の
「
イ
ヘ
」
と
い
う
響
き
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は

少
な
い
。
所
説
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
居
宣
長
先
生
の
解
説
が
古
事
記
神
話
と
も
関
り
が
深

く
腑
に
落
ち
る
も
の
で
あ
る
。
「
イ
」
は
接
頭
語
で
あ
り
、
主
と
な
る
意
味
は
「
へ
」
に
あ
る
。
「
へ
」

と
は
「
ナ
ベ
」
の
「
へ
」
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、煮
炊
き
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
。こ
れ

は
昔
農
村
で
家
の
こ
と
を
「
カ
マ
ド
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
さ
ら
に
説
得

力
が
あ
る
。
カ
マ
ド
も
そ
こ
で
煮
炊
き
を
す
る
場
所
で
あ
り
、
ナ
ベ
の
へ
と
相
通
ず
る
。
分
家
す

る
こ
と
を
カ
マ
ド
を
分
け
る
。
家
が
栄
え
る
こ
と
を
カ
マ
ド
を
興
す
な
ど
と
言
っ
て
い
た
こ
と
も

そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

ど
う
し
て
我
々
の
祖
先
は
家
の
こ
と
を
「
イ
ヘ
」
や
「
カ
マ
ド
」
と
呼
ん
で
煮
炊
き
す
る
場
所

を
中
心
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
人
に
と
っ
て
食
べ
る
こ
と
は
、
肉
体
を
維
持
す
る
た
め
、

健
康
で
あ
る
た
め
、
あ
る
い
は
食
べ
物
の
美
味
し
さ
を
楽
し
む
た
め
と
い
う
唯
物
的
な
こ
と
に

偏
っ
て
い
る
が
、古
の
人
々
に
と
っ
て
共
食
と
は
魂
、
精
神
を
共
有
す
る
と
い
う
宗
教
的
、霊
的
行

事
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
で
も
同
じ
釜
の
飯
を
食
っ
た
仲
間
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、

同
じ
カ
マ
ド
で
作
ら
れ
た
ご
飯
を
共
に
食
べ
れ
ば
、
心
が
一
つ
に
結
ば
れ
る
と
い
う
信
仰
が
祖
先

に
は
確
固
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
古
事
記
の
黄
泉
の
国
の
段
に
お
い
て
、黄
泉
の
国
に
行

か
れ
た
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
を
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
求
め
ら
れ
て
、
黄
泉
の
国
に
て
イ
ザ
ナ
ミ
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ノ
ミ
コ
ト
に
葦
原
の
中
つ
国
に
帰
ら
れ
る
よ
う
に
説
得
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
時
イ
ザ
ナ
ミ

ノ
ミ
コ
ト
が
中
つ
国
に
帰
れ
な
い
原
因
と
し
て
語
ら
れ
た
の
が
「
ヨ
モ
ツ
ヘ
グ
ヒ
」
で
あ
っ
た
。
「
ヨ

モ
ツ
」
と
は
黄
泉
の
と
い
う
意
味
。
「
へ
」
は
先
述
の
如
く
ナ
ベ
の
「
へ
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
煮
炊
き

し
た
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
グ
ヒ
」
は
そ
れ
を
食
べ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
イ
ザ

ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
は
黄
泉
の
国
で
作
ら
れ
た
ご
飯
を
黄
泉
の
神
々
と
共
食
し
た
が
故
に
、
そ
の
魂
が

黄
泉
の
国
と
共
有
さ
れ
て
し
ま
い
、
黄
泉
の
国
の
住
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
語
ら

れ
た
の
で
あ
る
。古
人
に
と
っ
て
共
に
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
大
き
な
精
神
的
意
味
を

持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。 

朱
子
の
編
纂
し
た
『
小
学
』
の
中
で
大
家
族
を
顕
彰
す
る
話
が
い
く
つ
か
出
て
く
る
が
、
そ
の

中
で
七
百
人
も
の
一
族
を
率
い
る
大
家
族
の
話
が
出
て
く
る
。
そ
こ
で
は
毎
食
長
幼
の
順
に
座

席
を
設
け
て
会
食
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
飼
っ
て
い
る
犬
た
ち
も
、
犬
が
一
匹
で
も
そ
ろ

わ
な
い
内
は
餌
を
食
べ
な
か
っ
た
と
い
う
。
一
族
の
団
結
力
の
強
さ
が
、
一
族
だ
け
で
な
く
犬
に

ま
で
及
ぼ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
シ
ナ
ら
し
い
壮
大
な
話
で
あ
る
が
、
シ
ナ
人
の
中
に
も
共
食
の
精

神
的
意
義
と
そ
の
重
要
性
が
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。 

 

翻
っ
て
現
代
の
人
々
を
考
え
る
と
、
家
族
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ

れ
は
共
に
働
き
作
っ
た
食
物
を
共
に
食
べ
合
う
と
い
う
共
食
の
儀
が
家
の
中
で
行
わ
れ
て
い
な

い
か
、
行
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
極
め
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
学
校
で
給
食
を
食

べ
る
の
が
当
た
り
前
、
同
僚
と
居
酒
屋
で
飲
み
な
が
ら
食
べ
る
の
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
現

代
人
に
は
そ
の
こ
と
の
重
大
性
が
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
は
ヨ
モ
ツ
ヘ

グ
ヒ
を
し
た
こ
と
で
黄
泉
の
国
か
ら
愛
す
る
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の
居
ら
れ
る
中
つ
国
に
帰
還

す
る
こ
と
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
人
々
が
そ
れ
を
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
関
わ
ら
ず
、

カ
マ
ド
を
一
つ
に
す
る
と
い
う
こ
と
の
も
た
ら
す
影
響
は
甚
大
で
あ
る
。
一
大
家
族
国
家
と
言

わ
れ
る
我
が
国
の
本
質
が
家
族
の
中
に
あ
り
、
家
族
の
団
結
を
重
要
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
倫

理
徳
目
も
言
う
ま
で
も
な
く
大
切
で
あ
る
が
、共
働
共
食
し
魂
を
一
に
結
ぶ
こ
と
か
ら
正
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。 

    

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  

朝
晩
と
日
中
と
の
寒
暖
差
が
激
し
く
、
日
の
入
り
も
随
分
と
早
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
今
月

は
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
収
穫
、
ネ
ギ
の
収
穫
・
定
植
・
畑
準
備
・
片
付
け
、
里
芋
の
収
穫
を
行
い
ま
し

た
。 

 

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
収
穫
は
、
春
夏
を
ピ
ー
ク
に
一
日
一
回
に
減
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
気
温

の
低
下
と
と
も
に
終
わ
り
、
週
三
日
収
穫
・
出
荷
に
な
り
ま
し
た
。
一
年
間
の
中
で
唯
一
収
穫

が
お
休
み
に
な
る
年
末
年
始
が
少
し
ず
つ
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
、
収
穫
を
通
し
て
実
感
し
ま

す
。
と
は
い
え
、
ま
だ
防
除
、
草
引
き
、
水
や
り
、
週
三
回
の
収
穫
は
あ
る
の
で
、
あ
と
ひ
と
踏
ん

張
り
、着
実
に
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ネ
ギ
は
十
月
に
入
っ
て
調
子
が
上
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。
夏
の
よ
う
な
厳
し
い
暑
さ
も
終
わ
り
、

九
月
の
よ
う
な
長
雨
も
去
り
、
ネ
ギ
に
と
っ
て
最
も
成
長
し
や
す
い
時
期
で
す
。
少
し
手
を
か

け
る
だ
け
で
順
調
に
育
ち
、
葉
先
ま
で
ピ
ン
と
し
た
美
し
い
ネ
ギ
が
収
穫
で
き
て
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
は
気
温
が
下
が
り
、
寒
さ
で
ネ
ギ
の
成
長
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
年
は
初
め

て
の
ト
ン
ネ
ル
栽
培
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
定
植
し
た
ネ
ギ
に
透
明
の
ビ
ニ
ー
ル
を
か
け
る
こ
と

で
、
そ
の
ト
ン
ネ
ル
の
中
だ
け
は
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
栽

培
の
よ
う
に
暖
か
い
温
度
で
保
た
れ
、
冬
で
も
ネ
ギ

が
よ
く
成
長
し
ま
す
。
大
き
な
ネ
ギ
農
家
は
実
践
し

て
い
ま
す
が
、
ト
ン
ネ
ル
資
材
の
費
用
や
手
間
、
ま
た

風
で
飛
ば
さ
れ
る
リ
ス
ク
も
考
え
て
、
今
ま
で
は
取

り
入
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
今
後
も
ネ
ギ

を
主
軸
に
栽
培
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
、
今
年
か
ら

取
り
入
れ
る
予
定
で
す
。
資
材
の
比
較
や
ネ
ギ
の
植

え
方
等
、
研
究
す
べ
き
こ
と
が
多
い
の
で
、
早
め
に
計

画
を
立
て
て
取
り
組
み
、
冬
も
順
調
に
ネ
ギ
が
出
荷

で
き
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
。 
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里
芋
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を
受
け

て
売
れ
行
き
が
芳
し
く
な
い
よ
う
で
、
価
格
の
下
落

が
例
年
よ
り
早
ま
っ
て
い
ま
す
。
私
達
も
ネ
ギ
の
端

境
期
に
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
に
手
伝
っ
て
も
ら
い
な
が

ら
、
急
い
で
掘
っ
て
い
ま
す
。
里
芋
の
収
穫
は
、
周
囲

に
危
険
も
少
な
く
、
子
供
達
も
仕
事
に
参
加
し
や

す
い
た
め
、
息
子
と
甥
っ
子
の
二
人
を
連
れ
て
畑
に

行
く
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。
畑
に
着
く
と
、
土
遊
び

を
し
な
が
ら
も
、
堀
っ
た
里
芋
を
収
穫
籠
に
入
れ
て

い
く
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。
息
子
に
家
で
遊
ぶ

の
と
畑
で
お
仕
事
を
す
る
の
は
ど
ち
ら
が
楽
し
い

か
を
尋
ね
る
と
、
外
で
の
お
仕
事
の
方
が
楽
し
い
と

い
う
返
事
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
家
で
テ
レ
ビ
を
見

た
り
お
も
ち
ゃ
で
遊
ん
だ
り
す
る
こ
と
よ
り
も
、

畑
で
ず
っ
と
両
親
の
側
に
い
て
仕
事
を
手
伝
う
と

い
う
、
一
見
素
朴
な
一
日
が
、
子
供
に
と
っ
て
は
実

は
最
も
楽
し
い
時
間
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
少

し
前
ま
で
お
ん
ぶ
し
て
畑
に
行
っ
て
い
た
息
子
が
、

一
人
で
キ
ャ
リ
ー
を
運
ん
だ
り
、出
荷
用
段
ボ
ー
ル

に
マ
ジ
ッ
ク
ペ
ン
で
記
入
し
た
り
し
て
い
る
様
は
非

常
に
頼
も
し
く
、
時
の
流
れ
の
速
さ
に
驚
か
さ
れ
ま

す
。
元
気
い
っ
ぱ
い
で
日
々
成
長
し
て
い
る
子
供
達

に
負
け
な
い
よ
う
、
私
も
毎
日
の
仕
事
に
精
進
し

て
行
き
ま
す
。 

   

  

★
今
後
の
予
定 

 
 

先
月
に
引
き
続
き
個
別
で
の
勉
強
会
の
対
応
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。ご
希
望
の
方 

は
事
務
局
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

 ★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

 

★
振
込
先 

 

「
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
」 

 

愛
媛
銀
行
・
本
町
支
店
・
普
通
預
金 

 

口
座
番
号 

６
１
４
２
７
３
５ 

  


