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稲垣良典先生のお仕事を振り返る

稲
垣
良
典
先
生
が
（
２
０
２
２
年
）
１
月
15
日
に
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
世
界
に
羅
針
盤
が
失
わ
れ
た
よ
う
な
衝
撃
で
あ
っ

た
。
私
は
今
で
も
そ
れ
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
私
は
長
年
、
先
生
の
お
仕
事
を
お
手
伝
い
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
自
分
自
身
の
研

究
生
活
を
送
っ
て
き
た
。
自
分
ひ
と
り
の
テ
ー
マ
の
仕
事
を
す
る
と
き
に
も
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
先
生
な
ら
ど
う
お
考
え
に
な
る
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
が
私
の
中
で
は
常
に
あ
っ
て
、
言
う
な
れ
ば
先
生
と
の
対
話
と
い
う
仕
方
で
私
は
仕
事
を
し
て
き
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の
先
生
が
天

に
召
さ
れ
て
、
私
は
途
方
に
暮
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
稲
垣
先
生
に
強
く
依
存
し
て
き
た
私
だ
か
ら
特
に
そ
う
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
き
な

意
味
で
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
も
、
先
生
の
死
は
、
世
界
の
基
準
（
羅
針
盤
）
が
ひ
と
つ
失
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
先
生
の
お
仕
事
そ
の
も
の
と
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

よ
き
教
養
、
そ
し
て
よ
き
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
基
準
と
な
る
べ
き
人
間
を
作
り
上
げ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

稲
垣
先
生
は
、
私
の
み
な
ら
ず
、
永
嶋
先
生
、
東
谷
先
生
に
と
っ
て
も
、
ま
た
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
羅
針
盤
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
う

の
で
す
。
中
世
の
文
献
は
そ
の
よ
う
な
存
在
をauctoritas

（
権
威
）
と
呼
び
ま
し
た
。
た
と
え
ば
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や

稲
垣
良
典
先
生
の
お
仕
事
を
振
り
返
る
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
始
め
と
す
る
古
代
の
神
学
者
・
哲
学
者
た
ち
をauctoritas

と
呼
び
ま
し
た
。
権
威
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
間
違
い
を
い
っ
さ
い
し
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
は
神
や
神
の
言
葉
で
あ
る
聖
書
と
は
区
別
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
彼
ら
が
与
え
た
方
向
に
は
間
違
い
が
な
い
。
信
頼
す
る
に

足
る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
がauctoritas

で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
稲
垣
先
生
はauctoritas

だ
っ
た
の
で
す
。

な
ぜ
私
た
ち
が
持
つ
べ
き
基
準
は
、
ひ
と
つ
の
概
念
や
理
念
、
公
式
や
法
則
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
一
人
の
人
間
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
そ

れ
こ
そ
稲
垣
先
生
に
聞
い
て
み
た
い
問
題
な
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
は
し
ば
ら
く
措
き
ま
す
。

稲
垣
先
生
の
お
仕
事
は
、
特
に
後
半
生
（
１
９
７
５
年
以
降
）、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
『
神
学
大
全
』
を
毎
朝
営
々
と
翻
訳
す
る
こ
と
を
ひ

と
つ
の
柱
に
し
て
い
た
の
だ
が
（
こ
の
偉
業
は
２
０
１
２
年
に
完
成
し
た
）、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
先
生
ご
自
身
の
哲
学
的
思
索
が
そ
れ
に
劣
ら
ず

重
要
で
あ
っ
た
。
多
く
の
著
作
を
な
さ
っ
た
先
生
だ
が
、
中
で
も
哲
学
的
な
意
味
で
重
要
な
の
は
、
次
の
三
つ
で
あ
っ
た
と
思
う
。『
習
慣
の
哲

学
』（
１
９
８
１
年
）、『
抽
象
と
直
観
』（
１
９
９
０
年
）、
そ
し
て
『
神
学
的
言
語
の
研
究
』（
２
０
０
０
年
、
い
ず
れ
も
創
文
社
）
で
あ
る
。

稲
垣
先
生
は
、
世
間
的
に
は
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
翻
訳
者
・
研
究
者
」
と
し
て
著
名
で
し
た
。
し
か
し
２
０
２
２
年
の
『
中
世
思
想
研
究
』
に
、

中
世
哲
学
会
会
長
の
上
枝
美
典
先
生
が
書
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
先
生
は
「
ト
マ
ス
哲
学
の
紹
介
者
」
と
い
う
枠
に
収
ま
る
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
ト
マ
ス
の
思
想
は
、
稲
垣
先
生
ご
自
身
の
思
想
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
先
生
を
通
し
て
よ
り
生
き
生
き
と
よ
り
整
合
的
な
先
生
ご
自
身
の
哲
学
と

形
而
上
学
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

先
生
の
数
々
の
御
著
作
は
、
私
が
こ
こ
に
挙
げ
た
三
つ
の
著
作
よ
り
も
は
る
か
に
大
規
模
で
豊
か
で
あ
り
、
私
は
自
分
が
そ
れ
を
矮
小
化
し
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
と
怖
れ
る
の
で
す
が
、
確
か
に
、
最
初
に
挙
げ
た
『
習
慣
の
哲
学
』
以
前
の
先
生
の
お
仕
事
は
、「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
研
究
」
と
い

う
枠
に
ひ
と
ま
ず
収
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。『
習
慣
の
哲
学
』
は
、
ト
マ
ス
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
そ
れ
を
稲
垣
哲
学
の

中
で
展
開
さ
せ
た
書
物
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ト
マ
ス
研
究
と
い
う
形
式
を
、
先
生
は
最
後
ま
で
捨
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
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ト
マ
ス
が
稲
垣
先
生
を
通
し
て
現
代
に
向
か
っ
て
語
り
は
じ
め
る
と
い
う
、
新
し
い
あ
り
方
が
こ
の
『
習
慣
の
哲
学
』
で
は
っ
き
り
し
て
き
た
と
思
え
る

の
で
す
。

『
習
慣
の
哲
学
』
は
、
ト
マ
ス
が
諸
徳
や
学
知
な
ど
をhabitus

（
習
慣
）
と
い
う
名
で
呼
ん
で
い
た
こ
と
に
発
し
て
い
る
。habitus

は
、
ト
マ

ス
の
定
義
に
よ
る
と
能
力
（
可
能
態potentia

）
と
現
実
態
（actus

）
の
中
間
に
あ
っ
て
、
私
た
ち
が
通
常
、
個
人
の
能
力
だ
と
考
え
て
い
る
技

術
知
や
学
知
、
あ
る
い
は
個
人
の
有
す
る
倫
理
徳
な
ど
は
す
べ
て
習
慣
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
私
た
ち
の
通
常
の
習
慣
概
念
を
変
更
す
る
必
要
が
あ

る
。
先
生
の
言
葉
を
引
用
す
る
と
、「
ふ
つ
う
習
慣
は
同
じ
よ
う
な
動
作
の
く
り
か
え
し
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
じ
よ
う
な
動
作

の
単
な
る
反
復
が
習
慣
の
原
因
で
あ
る
か
の
よ
う
に
信
じ
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
」。「
む
し
ろ
同
じ
よ
う
な
動
作
の
反
復
は
、

習
慣
が
形
成
さ
れ
る
の
に
必
要
な
準
備
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
習
慣
が
根
を
下
ろ
す
の
を
妨
げ
る
反
対
勢
力
に
う
ち
か
つ
と
い
う
役
割
を
果
た
す
も
の

で
あ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
習
慣
の
原
因
は
主
体
の
内
部
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
じ
っ
さ
い
に
、
習
慣
は
人
間
の
よ
う
に
開
か
れ

た
本
性
―
人
間
は
人
間
で
あ
る
と
同
時
に
人
間
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
存
在
で
あ
る
、
と
の
意
味
で
―
を
持
つ
も
の
に
お
い
て

の
み
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
習
慣
形
成
の
原
動
力
は
、
人
間
を
人
間
に
な
る

こ
と
へ
と
向
か
っ
て
、
つ
ま
り
み
ず
か
ら
の
本
性
の
実
現
へ
と
向
か
っ
て
お
し
動
か
す
原
動
力
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
力
と
は
理
性
と

意
志
で
あ
り
、
言
い
か
え
る
と
自
由
の
能
力
で
あ
る
。
…
…
こ
う
し
て
、
習
慣
は
行
使
さ
れ
た
自
由
の
軌
跡
で
あ
り
、
人
間
が
自
由
な
能
力
の
行

使
を
通
じ
て
み
ず
か
ら
作
り
だ
す
道
で
あ
る
」（「
道
と
自
由
」
稲
垣
良
典
『
恵
み
の
時
』
８
頁
）。

『
習
慣
の
哲
学
』
の
「
は
し
が
き
」
の
中
で
先
生
は
、「
研
究
の
初
期
の
こ
ろ
行
っ
た
発
表
の
あ
と
で
、
畏
友
黒
田
亘
君
（
東
京
大
学
教
授
）
は
『
君
は

素
晴
ら
し
い
鉱
脈
を
掘
り
あ
て
た
よ
う
だ
』
と
言
っ
て
く
れ
た
」
と
い
う
こ
と
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
黒
田
先
生
が
習
慣
論
を
「
素
晴
ら
し

い
鉱
脈
」
だ
と
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
私
な
り
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、「
習
慣
」
と
い
う
概
念
が
、
認
識
論
と
倫
理
学
と
形
而
上
学
の
全
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体
に
関
わ
る
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
新
し
く
方
向
づ
け
る
可
能
性
を
持
っ
た
概
念
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
稲
垣
先
生
が
向
っ
た
道

の
先
を
見
る
な
ら
ば
、
習
慣
は
哲
学
と
神
学
を
結
び
つ
け
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
人
間
の
自
然
本
性
の
実
現
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
被
造
物
と
し
て
の
人
間
の
究
極
目
的
に
関
わ
っ
て
は
じ
め
て
十
全
に
規
定
さ
れ
う
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
良
き
習
慣
の
形
成
は
、

人
間
の
存
在
論
的
な
あ
り
よ
う
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
対
神
徳
（
信
仰
、
希
望
、
愛
徳
）
と
も
結
び
つ
き
つ
つ
、
こ
の
世
界
全
体
の
意
味
を

も
予
感
さ
せ
る
も
の
な
の
で
す
。

し
か
し
稲
垣
先
生
の
偉
大
さ
は
、
習
慣
概
念
の
重
要
性
を
発
見
し
た
と
い
う
に
は
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
自
ら
生
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
思
う

の
で
す
。
ず
っ
と
前
、
私
は
先
生
に
、
先
生
は
な
ぜ
お
忙
し
い
中
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
通
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
と
尋
ね
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

先
生
は
そ
れ
に
対
し
て
、
冗
談
の
よ
う
に
、「
私
は
習
慣
の
奴
隷
で
す
か
ら
」
と
答
え
ら
れ
ま
し
た
。『
神
学
大
全
』
の
翻
訳
も
そ
の
一
つ
な
の
で
す
が
、

よ
き
習
慣
と
い
う
も
の
を
先
生
は
守
り
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
見
て
、
先
生
は
何
て
意
志
の
強
い
人
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
す
が
、

先
生
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
何
か
意
志
と
は
別
の
、「
よ
き
習
慣
を
守
る
喜
び
」
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
す
。

稲
垣
先
生
の
ご
生
涯
は
、
ま
さ
に
こ
の
言
葉
を
実
践
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
良
き
習
慣
と
し
て
の
哲
学
の
形
成
に
向
か
っ
て
、
先
生
は

日
々
努
力
を
続
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
先
生
を
「
諸
徳
を
備
え
た
人
」
に
も
し
た
の
で
あ
っ
て
、
実
際
、
先
生
に
接
し
た
人
間
は
誰

で
も
、
先
生
の
人
格
に
お
い
て
諸
徳
が
実
現
し
て
い
る
の
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
は
、「
能
力
」
と
い
う

概
念
が
知
的
能
力
に
偏
重
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
哲
学
の
研
究
発
表
で
も
、
発
表
者
の
情
報
処
理
能
力
を
証
明
す
る
だ
け
と
い
う
場
合
が
少
な
く

な
い
。
稲
垣
先
生
の
お
仕
事
は
、
そ
れ
に
対
す
る
疑
問
符
で
も
あ
っ
た
。
習
慣
と
い
う
概
念
が
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
人
間
の
理
性
的
認
識
と
倫

理
徳
の
両
方
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
人
間
本
性
の
完
成
と
い
う
、
究
極
の
完
全
性
を
常
に
目
標
に
持
っ
て
い
る
概
念
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
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近
代
の
、
主
観
性
を
中
心
に
し
た
デ
カ
ル
ト
以
後
の
哲
学
に
対
し
て
先
生
は
常
に
批
判
的
に
対
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
近
代
的
な
思
想
は
ど

こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
を
、
先
生
は
す
で
に
早
く
か
ら
研
究
し
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
最
初
の
論
文
集
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
哲
学
の
研

究
』（
創
文
社
１
９
７
０
年
）
は
、「
経
験
主
義
と
形
而
上
学
」（
第
13
章
）
と
が
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
矛
盾
し
な
い
で
調
和
し
て
い
る
が
、
近
代
以
後
は

「
経
験
主
義
」
イ
コ
ー
ル
「
形
而
上
学
の
排
除
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
近
代
思
想
が
ど
こ
に
始
ま
っ
た
の
か
を

探
求
な
さ
っ
た
の
が
、『
抽
象
と
直
観
』（
創
文
社
、
１
９
９
０
年
）
と
い
う
作
品
で
す
。
そ
れ
は
中
世
後
期
に
お
い
て
形
而
上
学
的
霊
魂
論
が
崩
壊
し
て
、

新
し
い
認
識
理
論
が
王
座
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
、
稲
垣
先
生
以
後
、
世
界
的
に
も
し
だ
い
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
考
え
方
を
明

ら
か
に
し
た
も
の
で
す
。
海
外
文
献
を
自
由
に
読
み
こ
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
私
に
は
、
稲
垣
先
生
の
哲
学
の
世
界
的
な
意
味
に
つ
い
て
、
十
分
に
読
み

解
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
が
、
先
生
は
こ
の
世
界
的
な
思
想
潮
流
の
少
な
く
と
も
発
信
者
の
お
一
人
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

『
抽
象
と
直
観
』
は
、「
中
世
後
期
認
識
理
論
の
研
究
」
と
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と
お
り
、
中
世
後
期
に
、
特
に
オ
ッ
カ
ム

の
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
よ
っ
て
認
識
理
論
が
大
き
く
変
化
し
て
、
そ
れ
が
近
世
・
近
代
の
、
基
本
的
に
は
直
感
を
基
礎
に
す
え
た
認
識
理
論
の
原
因
と

な
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
著
作
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
お
け
る
「
抽
象
」abstractio

と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
形
而
上
学
的
認
識
は
そ
れ
に
よ
っ
て
廃

棄
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
知
性
的
霊
魂
が
よ
り
究
極
的
な
普
遍
的
な
事
物
の
認
識
へ
と
開
か
れ
た
構
造
を
持
つ
こ
と
も
、
以
後
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
。『

抽
象
と
直
観
』
の
主
題
は
、『
習
慣
の
哲
学
』
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
中
世
後
期
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
認
識
論
に
偏
重
し

た
哲
学
が
支
配
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
解
明
が
こ
こ
で
の
主
題
で
あ
る
。
そ
し
て
先
生
が
こ
れ
に
対
し
て
与
え
た
答
は
、

「
中
世
後
期
に
お
け
る
形
而
上
学
的
霊
魂
論
の
崩
壊
」
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
と
思
う
。

こ
の
オ
ッ
カ
ム
に
よ
る
認
識
理
論
の
変
化
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
「
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
」
と
い
う
思
考
の
節
約
原
理
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼
の
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個
体
主
義
に
起
因
す
る
、
と
い
う
の
が
稲
垣
先
生
の
発
見
で
あ
る
。「
オ
ッ
カ
ム
の
存
在
論
的
立
場
と
し
て
の
個
体
主
義
は
、
裏
か
ら
い
え
ば
、
実

在
の
世
界
か
ら
（
そ
れ
に
よ
っ
て
個
々
の
事
物
が
相
互
に
必
然
的
に
結
び
つ
き
、
何
ら
か
の
秩
序
あ
る
い
は
統
一
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
）
本
質

あ
る
い
は
本
性
を
す
べ
て
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。『
実
在
す
る
』
の
は
、
つ
ま
り
真
の
事
物
（res vera

）
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
類
似
し

て
は
い
る
が
、
い
か
な
る
意
味
（
類
的
、
種
的
あ
る
い
は
類
比
的
）
で
も
『
同
じ
』
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
個
体
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
し

く
『
実
在
す
る
』
の
は
個
体
の
み
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
感
覚
の
み
な
ら
ず
、
知
性
に
よ
っ
て
も
第
一
に
直
感
的
に
認
識
さ
れ
る
の
は
個
体
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
オ
ッ
カ
ム
の
認
識
理
論
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
」（『
抽
象
と
直
観
』
9（
頁
）。

こ
の
「
個
体
主
義
」
は
、
普
遍
的
実
在
を
前
提
す
る
「
形
而
上
学
」
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
有
名
な
「
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
」
は
そ
の

結
果
だ
け
を
呼
ぶ
名
称
で
あ
る
。「
オ
ッ
カ
ム
自
身
は
こ
の
よ
う
な
個
体
主
義
が
（
ト
マ
ス
派
も
ふ
く
め
て
）
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
受
け
い
れ
ら

れ
て
い
る
自
明
の
真
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
れ
は
か
れ
以
前
の
ス
コ
ラ
学
者
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
て
い
た

形
而
上
学
的
伝
統
に
た
い
す
る
根
本
的
な
批
判
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
存
在
論
的
立
場
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
こ
ん
に
ち
近
代
哲
学
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
オ
ッ
カ
ム
に
お
け
る
存
在
論
的
立
場
の
根
本
的
な
転
回
に
よ
っ

て
切
り
ひ
ら
か
れ
た
展
望
の
な
か
で
成
立
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
」（
同
頁
）。

形
而
上
学
の
崩
壊
は
、
私
た
ち
の
世
界
が
「
ゆ
と
り
」（
余
暇
、
教
養
）
を
失
っ
て
「
情
報
の
飽
食
と
精
神
の
飢
餓
」（『
恵
み
の
時
』
１
８
４

頁
）
の
中
で
漂
っ
て
い
る
こ
と
の
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
。

「
余
暇
」
の
問
題
は
、
ヨ
ゼ
フ
・
ピ
ー
パ
ー
『
余
暇
と
祝
祭
』
を
１
９
８
８
年
に
お
訳
し
に
な
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
今
日
に
お
い
て
形
而
上
学
的

認
識
を
復
興
し
た
い
と
い
う
、
稲
垣
先
生
の
願
い
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。「
余
暇
」
は
、
単
な
る
労
働
か
ら
の
解
放
で
は
決
し
て
な
く
、
そ
れ
こ

そ
が
人
間
的
自
由
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
る
場
所
で
あ
り
、
中
世
の
修
道
士
た
ち
が
観
想contem

platio

の
喜
び
を
味
わ
っ
た
場
所
で
あ
る
の
で
す
。
こ
の

余
暇
論
と
天
使
論
（『
天
使
論
序
説
』（
講
談
社
１
９
９
６
年
）
と
は
、『
抽
象
と
直
観
』
の
主
題
の
展
開
と
し
て
、
非
常
に
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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稲垣良典先生のお仕事を振り返る

稲
垣
先
生
は
、
九
州
大
学
文
学
部
で
の
20
年
間
（
１
９
７
２

－

１
９
９
２
）、
毎
年
前
期
の
講
義
で
は
「
経
験
論
哲
学
の
研
究
」
と
題
し
て
、

ロ
ッ
ク
や
バ
ー
ク
リ
、
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
哲
学
か
ら
カ
ン
ト
、
さ
ら
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
や
デ
ュ
ー
イ
、
パ
ー
ス
な
ど

の
哲
学
に
お
け
る
「
経
験
」
の
概
念
を
探
求
し
て
講
義
さ
れ
（
そ
の
概
観
は
、『
講
義
・
経
験
主
義
と
経
験
』
知
泉
書
館
２
０
０
８
年
で
知
る
こ
と

が
で
き
る
）、
後
期
は
そ
れ
を
承
け
る
形
で
、
ト
マ
ス
を
始
め
と
す
る
中
世
哲
学
の
研
究
を
講
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、『
抽
象
と
直
観
』
の
後
、

先
生
は
こ
れ
を
展
開
・
延
長
し
て
、
中
世
末
期
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
人
間
精
神
の
あ
り
よ
う
の
変
化
を
俯
瞰
す
る
研
究
に
着
手
す
る
可
能
性
が

あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
先
生
は
結
果
と
し
て
は
、
ト
マ
ス
に
お
け
る
形
而
上
学
あ
る
い
は
神
学
の
研
究
を
完
成
さ
せ
る
方
向
に
す
す
ま
れ
た
。

『
神
学
的
言
語
の
研
究
』
は
そ
の
代
表
で
あ
る
が
、『
人ペ

ル
ソ
ナ格

の
哲
学
』（
創
文
社
２
０
０
９
年
→
講
談
社
学
術
文
庫
２
０
２
２
年
）、『
在
る
も
の
と
本

質
に
つ
い
て
』（
ト
マ
ス
のD

e ente

の
訳
と
解
説
・
知
泉
書
館
２
０
１
２
年
）、『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
知
恵
』（
知
泉
書
館
２
０
１
５
年
）、

『
カ
ト
リ
ッ
ク
入
門
』（
ち
く
ま
新
書
２
０
１
６
年
）、『
神
と
は
何
か
』（
講
談
社
現
代
新
書
２
０
１
９
年
）
な
ど
の
後
期
の
作
品
は
す
べ
て
、
こ
の

方
向
で
の
著
作
で
あ
る
。

稲
垣
先
生
が
『
抽
象
と
直
観
』
以
後
、
形
而
上
学
と
神
学
の
内
的
関
係
を
探
求
す
る
方
向
に
進
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
個
人
に
と
っ
て
も
非
常
に

大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
私
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
を
学
ぶ
研
究
者
と
し
て
、
両
者
（
形
而
上
学
と
神
学
）
を
対
立

的
な
学
問
だ
と
す
る
考
え
方
の
中
に
育
っ
て
き
て
い
た
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
神
学
は
上
か
ら
の
、
神
の
啓
示
に
基
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
り
、
形
而
上
学

は
下
か
ら
の
、
人
間
の
経
験
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
両
者
が
と
も
に
神
を
対
象
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
学
問
の
方
向

は
正
反
対
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
稲
垣
先
生
の
著
作
を
ひ
も
と
く
う
ち
に
、
私
は
、
一
見
反
対
に
見
え
る
こ
の
二
つ
の

学
問
が
、
実
は
内
的
に
響
き
合
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
響
き
合
い
の
中
に
「
知
恵
」sapientia

と
い
う
、
人
間
最
高
の
叡
智
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
稲
垣
先
生
の
洞
察
に
感
化
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
感
化
は
ま
だ
ま
だ
途
上
で
あ
っ
て
、
私
は
ま
だ
先
生
か
ら
学
び
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
先
生
の
ご
著
書
を
通
じ
て
力
及
ば
ず
な
が
ら
学
び
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
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中
世
の
神
学
や
哲
学
を
現
代
と
比
べ
る
と
、
そ
の
大
き
な
特
徴
は
、
学
問
が
そ
の
学
者
の
修
養
や
修
道
と
い
う
「
生
き
方
」
の
問
題
と
切
り
離

せ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
現
代
思
想
に
お
い
て
は
、
そ
の
両
者
が
分
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
研
究
者
は
大
学
に
勤
め
る
教

員
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
修
道
士
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
大
学
に
お
け
る
業
務
の
か
た
わ
ら
で
、
時
間
を
捻
出
し
て

書
物
を
ひ
も
と
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
最
近
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
導
入
に
よ
っ
て
、
書
物
を
読
む
と
い
う
こ
と
の
意
味
そ

の
も
の
が
変
化
し
て
き
て
い
る
と
思
う
。
修
養
の
た
め
に
、
そ
し
て
「
徳
の
形
成
」（
知
的
徳
も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
る
）
の
た
め
に
書
物
を
読
ん
で

役
立
て
る
と
い
う
よ
り
、
書
物
の
中
の
情
報
を
い
か
に
能
率
よ
く
処
理
す
る
か
が
問
わ
れ
る
時
代
な
の
で
あ
る
。

稲
垣
先
生
の
存
在
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
人
間
が
学
問
を
す
る
と
い
う
こ
と
の
喜
び
と
意
味
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
真
理
は
あ
な
た
が
た
を
自
由
に
す
る
」（
ヨ
ハ
ネ
８
章
32
節
）
と
い
う
言
葉
を
先
生
は
お
好
き
で
、
そ
の
著
作
の
各
所
で
引
用
し
て
お
ら
れ
る
の

だ
が
、
先
生
を
見
て
い
る
と
、
確
か
に
そ
れ
は
本
当
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
も
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

永
嶋
先
生
、
東
谷
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
、
稲
垣
先
生
が
九
州
大
学
を
退
官
な
さ
っ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
、
私
た
ち
は
宗
像
市
日
の
里
の

稲
垣
先
生
の
ご
自
宅
に
集
ま
っ
て
、「
ト
マ
ス
研
究
会
」
と
い
う
会
合
を
月
に
一
度
開
い
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
著
作
を
学

ぶ
と
い
う
目
的
を
持
っ
た
会
合
で
あ
り
ま
し
た
が
、
私
の
み
な
ら
ず
10
人
ほ
ど
の
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
集
ま
っ
た
目
的
は
、
稲
垣
良
典
先
生
と
い
う
「
人
」

に
お
会
い
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。
先
生
の
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、「
哲
学
」
と
い
う
営
み
が
存
在
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
自
分
の
家
に
帰
っ
て
、
日

常
の
業
務
の
中
で
忙
し
く
し
て
い
る
と
、
そ
の
「
哲
学
」
は
い
つ
し
か
日
々
の
仕
事
や
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
相
手
の
高
級
な
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
こ
と
に
ま
ぎ

れ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
稲
垣
先
生
と
語
り
合
っ
て
い
る
と
、「
哲
学
す
る
喜
び
」
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
ト
マ
ス
研
究
会
は
、
私
た
ち
に
と
っ

て
そ
の
よ
う
な
貴
重
な
機
会
だ
っ
た
の
で
す
。

私
た
ち
は
な
ぜ
、「
哲
学
」
を
す
る
た
め
に
、
稲
垣
先
生
の
よ
う
な
先
達
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
哲
学
が
根
本
的
に
（
ソ
ク

ラ
テ
ス
以
来
）「
対
話
」
的
な
学
問
で
あ
り
、
対
話
は
「
出
会
い
」
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
生
は
あ
る
随
筆
の
な
か
で
、
次
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稲垣良典先生のお仕事を振り返る

の
よ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。「
わ
れ
わ
れ
は
出
来
事
と
し
て
の
出
会
い
か
ら
出
発
し
て
行
為
と
し
て
の
出
会
い
と
い
う
考
え
方
に
到
達
し
た
。
こ
こ

で
い
う
行
為
と
は
、『
自
分
か
ら
出
て
行
く
』
こ
と
、
自
己
超
越
の
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
が
究
極
目
的
へ
の
正
し
い
道
を
歩
む
と
き
に
の
み
可
能

で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
根
本
的
な
問
い
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
『
自
己
超
越
』
と
い

う
自
由
な
人
間
的
行
為
を
自
分
の
力
だ
け
で
為
し
う
る
の
か
？
」「
わ
れ
わ
れ
の
『
自
己
超
越
』
そ
し
て
出
会
い
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
の
は
、
最
終
的

に
は
恵
み
な
の
で
あ
る
。」（「
永
遠
の
出
会
い
を
め
ざ
し
て
」『
恵
み
の
時
』
２
３
５
頁
）

私
た
ち
が
稲
垣
良
典
先
生
に
出
会
い
、
先
生
か
ら
教
え
を
受
け
た
こ
と
は
、
最
終
的
に
は
神
か
ら
の
恩
寵
・
恵
み
（gratia

）
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
私

は
そ
う
思
う
の
で
す
。

（
元
・
西
南
学
院
大
学
神
学
部
教
授
）


