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鴨
♂
繍
灘
編
「
建

『
現
代
文
明
論
』

現
代
の
哲
學
第
六
毬
」

　
隔
　
現
代
文
明
と
は
何
か
。
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
由
來
し
、
ど
こ
へ
進
む
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
設
問
ほ
ど
現
代
人
に
と
つ
て
切
實
な
問
題
は
ほ
か
に
な
い

で
あ
ろ
う
。
哲
學
、
歴
史
學
、
肚
會
學
、
政
治
學
等
々
あ
ら
ゆ
る
人
文
・
肚
會

科
學
の
諸
領
域
に
お
い
て
、
現
代
文
明
の
實
艦
を
解
明
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
試

み
は
今
や
日
常
の
協
働
作
業
に
ま
で
稜
展
し
て
い
る
と
考
え
て
も
過
百
で
は
な

か
ろ
う
。

　
從
來
、
杜
會
哲
學
の
一
端
に
位
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
交
明
論
」
は
、

そ
れ
が
《
現
代
V
文
明
の
段
階
に
到
つ
て
、
人
交
・
吐
會
諸
科
學
の
領
域
に
お

け
る
問
題
意
識
と
な
る
ま
で
獲
展
し
て
來
た
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
「
現
代

交
明
」
の
本
質
に
關
す
る
贋
値
意
識
を
確
立
し
な
く
て
は
あ
ら
ゆ
る
人
交
・
吐

會
科
學
に
た
ず
さ
わ
る
者
は
、
そ
の
封
験
と
す
る
問
題
に
封
す
る
學
問
的
態
度

さ
え
も
決
定
し
え
な
い
状
況
が
生
じ
て
來
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

假
に
政
治
學
の
領
域
に
お
け
る
灌
力
構
造
の
問
題
、
あ
る
い
は
叉
官
僚
制
の
間

題
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
そ
れ
ら
に
關
す
る
思
索
、
解
明
の
過
程
に
お
い
て

「
現
代
文
明
」
の
要
素
を
な
し
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
問
題

に
當
面
し
て
く
る
の
て
あ
る
。
危
機
意
識
の
強
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
い
て

は
、
職
後
つ
と
に
こ
の
「
現
代
文
明
論
」
が
歴
史
學
者
、
哲
學
者
、
吐
會
科

學
者
、
文
學
者
等
に
よ
つ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
A
・
J
・
ト
イ
ン
ビ

i
、
K
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
R
・
」
・
ラ
ス
キ
、
E
・
H
・
カ
；
、
K
・
マ
ン
ハ

イ
ム
、
G
・
ル
カ
ッ
チ
、
K
・
バ
ル
ト
、
あ
る
い
は
叉
G
・
V
・
ゲ
オ
ル
ギ
ウ

等
々
で
あ
り
、
「
現
代
文
明
一
の
馬
性
で
あ
る
島
旨
8
駐
9
な
性
格
に
封
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
獲
言
、
警
告
を
な
し
て
い
る
。

　
世
界
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
の
精
神
科
學
界
に
お
い
て
、
「
現
代
文
明
」
は
今

や
そ
れ
が
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
最
大
關
心
事
の
一
つ
と
な
つ
て
來
て
い
る
。

　
以
上
の
意
味
か
ら
も
偶
々
講
座
「
現
代
の
哲
學
一
第
六
雀
に
、
こ
の
「
現
代

文
明
論
一
を
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
眞
に
當
を
得
て
い
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
岩
崎
武
雄
教
授
が
「
『
現
代
文
明
論
』
が
哲
學
の
本
來
の
課
題
で
あ

る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
と
に
か
く
『
現
代
文
明
論
』
が
常
に

何
等
か
の
哲
學
的
思
想
と
結
び
つ
か
な
い
で
は
、
行
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
『
現
代
文
明
論
』
が
現
代
文
明

に
封
す
る
贋
値
判
断
を
含
ま
ね
ば
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
言
5
ま
で
も
な
い

が
、
か
か
る
贋
値
判
臨
を
與
え
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
箪
な
る
科
學
の
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
（
三
五
一
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

得
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
「
あ
と
が
き
」
に
述
べ
て
お
ら
れ
る

が
、
わ
れ
わ
れ
も
こ
の
考
え
に
封
し
て
全
面
的
な
賛
意
を
表
し
た
い
。

　
女
明
に
封
す
る
人
間
の
適
懸
障
害
を
生
じ
て
い
る
現
在
、
交
明
の
濁
走
は
放

置
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
更
に
叉
「
思
想
の
科
學
」
の
時
代
は
、
「
科
學
の

思
想
」
の
時
代
に
輔
換
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
書
は
次
の
七
氏
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
分
捲
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
ま
と
め
て

當
初
に
掲
げ
て
み
る
と
、
｝
、
文
明
論
と
哲
學
（
岩
崎
武
雄
）
、
二
、
現
代
世
界

に
お
け
る
合
理
と
非
合
理
（
中
村
雄
二
郎
）
、
三
、
機
械
時
代
と
人
間
性
（
佐
々

木
斐
夫
）
、
四
、
現
代
文
明
と
藝
術
（
伊
藤
勝
彦
）
、
五
、
現
代
文
明
に
お
け
る

肚
會
科
學
の
意
味
（
日
高
普
）
、
六
、
現
代
に
お
け
る
東
西
の
精
紳
的
方
位
－

現
代
紳
秘
思
想
の
課
題
ー
（
玉
城
康
四
郎
）
、
七
、
傳
統
と
近
代
化
の
問
題

（
針
生
一
郎
）
で
あ
り
、
更
に
各
章
ご
と
に
引
用
さ
れ
た
女
献
の
解
題
が
附
録

さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
紹
介
に
お
い
て
は
比
較
的
に
政
治
學
、
政
治
思
想
周
邊

に
關
係
あ
る
若
干
の
論
読
を
封
象
と
す
る
こ
と
を
豫
め
お
断
り
し
て
お
く
。

　
二
　
當
初
に
順
序
と
し
て
、
岩
崎
教
授
の
執
筆
に
な
る
「
交
明
論
と
哲
學
」

の
要
旨
を
み
て
み
た
い
。

　
岩
崎
教
授
は
A
・
ト
イ
ソ
ビ
ー
、
K
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
等
の
所
読
を
引
用
さ
れ

つ
つ
、
現
代
の
危
機
的
状
況
を
の
べ
ら
れ
、
「
さ
て
現
代
交
明
と
い
う
も
の
を

哲
學
的
に
批
判
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
主
要
な
る
問
題
は
次
の
二
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
は
現
代
文
明
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
O
　
　
　
（
三
五
二
）

徴
で
あ
る
機
械
文
明
に
封
す
る
批
判
で
あ
り
、
第
二
は
東
西
爾
文
明
の
批
判
瞼

討
な
ら
び
に
そ
の
評
債
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
四
頁
）
と
さ
れ
、
第
一
、
第

二
の
問
題
が
意
味
す
る
内
容
を
提
示
さ
れ
つ
つ
、
「
私
が
こ
こ
で
言
お
う
と
す

る
の
は
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
問
題
に
封
す
る
解
答
を
求
め
よ
う
と

す
る
際
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
で
あ
る
。
」
（
八
頁
）

と
述
べ
ら
れ
、
安
易
な
文
明
批
評
、
問
題
を
シ
ン
プ
ル
に
庭
理
し
て
し
ま
う
精

神
主
義
を
た
L
な
め
ら
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
が
現
代
文
明
の
批
判
を
行
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

極
め
て
愼
重
な
態
度
で
観
察
・
分
析
を
行
い
、
決
し
て
混
同
・
飛
躍
を
お
か
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
わ
れ
わ
れ
が
自
己
の
猫

断
的
な
原
理
で
現
實
の
文
明
を
簡
箪
に
割
り
切
つ
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
現

實
の
事
態
を
實
謹
的
に
よ
く
探
求
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
、

「
し
か
し
な
が
ら
第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
實
謹
的
な
探
求
を
行
つ
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
文
明
論
は
成
立
し
な
い
。
文
明
論
は
そ
の
根
底
に
お
い
て
哲
學

を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
エ
ハ
頁
）
と
文
明
論
に
お
け
る
哲
學
の
必

要
性
を
強
調
さ
れ
る
。

　
次
に
中
村
雄
二
郎
氏
は
、
「
現
代
世
界
に
お
け
る
合
理
と
非
合
理
」
と
い
う

テ
ー
マ
の
も
と
に
、
「
日
本
人
と
合
理
主
義
」
、
「
近
代
合
理
主
義
の
背
景
に
あ

る
も
の
」
、
「
近
代
合
理
主
義
の
ア
メ
リ
カ
的
縫
承
」
、
「
近
代
合
理
主
義
の
ド
イ

ツ
的
補
彊
」
、
「
現
代
合
理
主
義
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
」
、
「
合
理
主
義
と
非



合
理
的
な
も
の
」
と
い
う
各
項
目
に
問
題
を
整
理
さ
れ
つ
つ
、
近
代
合
理
主
義

と
そ
の
獲
展
、
補
強
お
よ
び
克
服
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
的
合
理
主
義
、
ド
イ
ツ

的
合
理
主
義
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
原
理
的
に
い
か
な
る
構
造
を
も
ち
、

と
く
に
そ
れ
ら
が
非
合
理
的
な
も
の
と
い
か
な
る
關
係
に
立
つ
か
に
つ
い
て
概

観
さ
れ
、
合
理
主
義
に
お
け
る
パ
タ
ー
ン
を
三
つ
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
朱
子
學
の
合
理
主
義
、
ス
コ
ラ
哲
學
の
合
理
主
義
、

ド
イ
ッ
観
念
論
の
合
理
主
義
等
「
形
式
上
完
全
に
割
切
る
パ
タ
ー
ン
」
で
あ

り
、
第
二
は
、
現
實
を
出
來
る
限
り
甥
象
化
し
、
こ
れ
を
割
り
切
つ
て
行
く
パ

タ
ー
ン
で
あ
つ
て
、
そ
の
原
型
と
し
て
は
近
代
科
學
で
あ
り
、
自
然
現
象
を
封

象
化
す
る
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
・
肚
會
・
纏
濟
現
象
、
さ
ら
に
は
心
理

現
象
を
も
鉗
象
化
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
近
代
科
學
は
そ
の
封
象
と
す
る
。

　
次
い
で
第
三
の
パ
タ
ー
ン
は
「
第
一
の
パ
タ
ー
ン
の
よ
う
に
非
合
理
的
な
も

の
を
ニ
ユ
ー
ト
ラ
ラ
イ
ズ
し
て
温
存
す
る
の
で
も
、
ま
た
、
第
二
の
パ
タ
ー
ン

の
よ
う
に
そ
れ
を
髄
系
外
に
放
置
す
る
の
で
も
な
く
、
そ
れ
を
外
側
か
ら
包
園

し
て
行
つ
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ラ
イ
ズ
す
る
だ
け
で
な
く
解
消
さ
せ
て
し
ま
お
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
四
七
頁
）
と
い
わ
れ
る
。

　
而
し
て
、
中
村
氏
に
よ
れ
ば
「
現
代
世
界
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
、

直
接
關
係
あ
る
の
は
第
二
お
よ
び
第
三
の
バ
タ
ー
ソ
の
合
理
主
義
だ
が
、
こ
こ

で
そ
の
い
ず
れ
も
が
『
科
學
的
』
で
あ
る
こ
と
に
注
目
」
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

「
現
實
が
非
合
理
で
あ
り
、
合
理
化
を
拒
否
す
れ
ば
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
に
と
つ

　
　
　
　
細
介
と
批
評

て
現
實
を
合
理
的
に
と
ら
え
、
こ
れ
を
合
理
化
す
る
合
理
主
義
が
必
要
な
の

だ
。
」
（
四
八
頁
）
と
い
わ
れ
る
。

　
然
し
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
主
張
に
封
し
て
い
さ
さ
か
疑
問
を
抱
く
こ
と
は
、

合
理
主
義
、
近
代
科
學
精
紳
、
機
械
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
テ
ク
ノ
・
ジ
ー
的
現
代

丈
明
と
い
う
圖
式
に
お
い
て
、
現
代
文
明
の
い
わ
ば
根
抵
に
あ
る
「
合
理
主

義
」
を
砦
臣
Φ
冨
昌
す
べ
き
よ
り
高
衣
元
の
思
想
が
出
現
せ
ね
ば
現
代
交
明

に
内
在
す
る
デ
ィ
レ
ン
マ
は
解
決
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ぱ
、
古
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
吐
會
、
と
く
に
ギ
リ
シ
ヤ
的
世
界
に
お
い
て

は
、
「
自
然
」
が
萬
物
の
基
底
を
な
す
と
の
思
考
が
存
在
し
、
中
世
に
至
つ
て

「
紳
」
の
観
念
が
そ
れ
に
と
つ
て
代
り
、
近
世
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
、
所
謂
「
理

性
」
が
護
見
さ
れ
、
こ
の
「
理
性
」
が
自
然
界
、
人
間
界
の
秩
序
を
形
成
し
て

い
る
と
の
思
考
が
支
配
的
に
な
つ
て
來
た
の
で
あ
り
、
こ
の
「
理
性
」
に
合
致

す
べ
き
で
あ
る
と
の
精
紳
的
態
度
が
合
理
主
義
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
然
ら

ば
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
の
「
理
性
」
の
護
見
、
合
理
主
義
が
近
代
文
明
の
諸

様
相
を
形
成
し
來
つ
た
と
す
れ
ば
、
近
代
文
明
の
終
局
と
し
て
の
現
代
文
明
の

段
階
に
お
い
て
、
「
理
性
」
に
代
る
べ
き
「
何
も
の
か
」
が
問
題
な
の
で
あ
り
、

必
然
的
に
合
理
主
義
も
叉
次
の
來
る
べ
き
「
何
も
の
か
」
に
よ
つ
て
止
揚
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
三
　
次
に
佐
々
木
斐
夫
教
授
の
執
筆
に
な
る
「
機
械
時
代
と
人
間
性
」
を
み

て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
（
三
五
三
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
佐
々
木
教
授
は
「
技
術
的
濃
境
の
展
望
」
、
「
螢
働
の
機
械
化
と
自
働
化
」
、

「
組
織
の
合
理
化
と
官
僚
制
」
「
マ
シ
ニ
ス
ム
封
ユ
マ
ニ
ス
ム
」
の
四
項
目
に
問

題
を
分
け
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
、
G
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
所
説
を
引
用
さ
れ

な
が
ら
現
代
機
械
女
明
の
も
と
に
お
け
る
人
間
の
自
己
疎
外
現
象
を
指
摘
さ

れ
、
「
超
豊
制
的
な
官
僚
化
ー
グ
ー
ル
ド
ナ
ー
（
》
O
o
巳
身
賃
）
の
い
う

『
世
界
の
官
僚
化
』
（
爵
Φ
げ
脅
＄
き
蜜
菖
墨
試
O
昌
9
爵
Φ
≦
9
崔
）
1
は
、

下
底
か
ら
の
機
械
化
と
相
い
ま
つ
て
、
人
間
性
に
新
し
い
疎
外
を
ひ
き
起
し
、

人
間
關
係
を
論
理
的
に
も
感
情
的
に
も
腐
蝕
さ
せ
か
け
て
い
る
。
マ
シ
ニ
ス
ム

の
進
行
は
私
た
ち
の
文
明
を
危
機
に
瀕
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は

こ
れ
に
封
し
て
ど
の
よ
う
に
封
庭
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
」
（
七
五
頁
）
と

提
言
さ
れ
、
疎
外
現
象
を
三
つ
の
局
面
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
の
局

面
は
、
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
か
か
わ
る
事
象
で
あ
り
、
新
し
い
段
階
の
オ
ー
ト

メ
ー
シ
ョ
ン
が
人
間
の
作
業
勢
働
や
頭
　
瞥
働
を
マ
シ
ニ
ス
ム
か
ら
完
全
に
解

放
す
る
に
い
た
る
か
ど
う
か
」
で
あ
り
、
第
二
の
局
面
は
「
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
を

先
駆
と
す
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
思
想
が
、
工
場
と
事
務
室
に
加
え
た
『
管
理
の

合
理
化
』
と
い
う
抑
匪
か
ら
饗
生
し
て
い
る
」
種
々
の
葛
藤
て
あ
る
。

　
さ
ら
に
第
三
は
「
ビ
ュ
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
重
墜
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
、
第
二

の
局
面
に
つ
づ
き
、
無
氣
力
な
・
絶
望
し
た
鍔
働
者
と
事
務
者
と
は
、
ど
こ
ま

で
い
つ
て
も
つ
い
に
そ
の
主
髄
性
を
恢
復
で
き
ず
に
終
る
だ
ろ
う
か
。
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
　
（
三
五
四
）

5
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
種
々
の
局
面
か
ら
生
ず
る
人
間
の
主
髄
性

の
喪
失
を
同
復
す
る
方
法
と
し
て
、
L
・
マ
ソ
フ
ォ
ー
ド
の
い
う
「
藝
術
の
同

復
」
を
提
唱
さ
れ
る
。

　
「
人
間
は
産
業
革
命
以
後
、
技
術
に
優
位
を
委
ね
て
、
ひ
た
す
ら
外
界
の
も

の
と
客
観
的
な
も
の
と
を
培
つ
て
き
た
結
果
、
今
日
の
よ
う
に
生
活
の
全
面
的

マ
シ
ニ
ス
ム
化
の
危
機
を
み
ず
か
ら
産
む
に
い
た
つ
た
。
し
た
が
つ
て
救
濟
策

は
、
藝
術
に
お
け
る
愛
に
帥
し
た
表
象
的
構
成
力
に
よ
つ
て
、
マ
シ
ニ
ス
ム
の

過
程
の
な
か
に
、
内
的
な
も
の
と
主
膣
的
な
も
の
と
を
養
成
す
る
こ
と
に
あ

る
。
」
（
八
三
頁
）
の
で
あ
り
、
こ
の
「
マ
シ
ニ
ス
ム
の
過
度
の
進
行
を
た
だ
す

た
め
同
復
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
『
藝
術
』
と
は
、
も
ち
ろ
ん
現
代
吐
會
の
他

の
諸
機
能
と
緊
密
に
溶
け
合
つ
て
、
時
代
的
に
限
ら
れ
た
意
味
を
捲
わ
、
ご
れ
て

い
る
特
殊
な
實
践
的
活
動
で
は
な
い
。
そ
の
基
底
に
横
わ
つ
て
い
る
人
間
性
の

本
源
的
な
思
考
活
動
な
の
で
あ
る
。
」
（
八
四
頁
）
と
結
言
さ
れ
る
。

　
最
後
に
玉
城
康
四
郎
教
授
の
「
現
代
に
お
け
る
東
西
の
精
神
的
方
位
ー
現

代
神
秘
思
想
の
課
題
ー
」
の
論
説
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

　
「
現
代
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
精
紳
的
な
混
迷
に
あ
る
。
こ
の
混
迷
は
周
知

の
よ
う
に
第
二
次
大
戦
以
後
に
は
質
的
に
攣
つ
て
き
た
。
亘
大
な
機
械
文
明
の

止
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
獲
展
に
人
類
の
精
紳
は
押
し
つ
ぶ
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
明
と
精
神
と
の
宿
命
的
な
課
題
を
展
望
し
、
こ
れ
を
解

決
に
向
わ
し
め
よ
う
と
す
る
新
な
知
性
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ま
だ
ど
こ
に
も
見
出



さ
れ
て
い
な
い
。
」
（
一
四
七
頁
」
と
「
ま
え
が
ぎ
」
さ
れ
、
現
代
の
危
機
を
救

濟
の
方
向
に
向
わ
し
め
よ
う
と
す
る
A
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
の
「
永
遠
の
哲
學
」

（
目
6
b
Φ
8
ロ
且
巴
り
ぼ
一
〇
8
b
げ
》
お
島
）
、
A
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
「
文

化
と
倫
理
天
凶
ε
ε
同
q
琶
国
浮
詩
お
器
）
、
「
イ
ン
ド
思
想
家
の
世
界
観
ー

ー
紳
秘
思
想
と
倫
理
」
（
U
δ
≦
巴
鼠
霧
9
き
目
騎
臼
霞
H
民
駐
呂
Φ
昌
∪
雪
屏
霞

ハ
唐
遂
邑
｛
G
民
国
導
跨
〉
屋
。
。
戯
）
、
ラ
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
の
「
東
と
西
」
（
国
器
貯

㊤
民
≦
Φ
9
お
綴
）
等
に
現
れ
た
思
想
を
解
読
さ
れ
つ
つ
、
「
ハ
ッ
ク
ス
レ

ー
、
シ
ェ
ヴ
γ
イ
ツ
ァ
ー
、
ラ
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
は
、
東
西
の
爾
域
に
ま
た
が

り
な
が
ら
、
し
か
も
箪
に
理
論
的
な
關
心
に
備
足
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
意
味
の
實
蹉
的
な
眞
理
を
追
究
す
る
こ
と
に
眞
剣
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
各

自
立
場
夕
異
に
し
つ
つ
共
通
の
精
神
的
方
向
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
語
を

以
て
い
え
は
紳
秘
思
想
で
あ
る
。
」
（
一
七
四
頁
）
と
い
わ
れ
る
。
而
し
て
、
現

代
世
界
に
お
け
る
東
西
の
精
神
的
方
位
を
示
し
て
い
る
こ
の
「
神
秘
思
想
」
そ

の
も
の
の
有
す
る
内
在
的
問
題
を
検
討
さ
れ
、
佛
教
哲
學
に
言
及
さ
れ
て
「
と

ま
れ
瀞
秘
性
は
、
現
代
人
に
と
つ
て
至
難
を
極
め
て
い
る
課
題
で
は
あ
る
が
、

時
代
そ
の
も
の
が
今
日
程
こ
れ
を
渇
望
し
て
い
る
の
は
曾
て
な
か
つ
た
こ
と
で

は
な
い
か
。
」
（
一
七
八
頁
）
と
結
ば
れ
て
い
る
。

　
四
　
現
代
文
明
に
本
質
的
に
内
在
す
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
格
は
、
そ
れ

を
形
成
せ
し
め
て
來
た
「
人
間
」
の
主
艦
性
を
も
破
壊
し
か
け
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
從
來
の
人
間
封
文
明
の
關
係
は
現
代
に
至
つ
て
到
錯
し
、
人
間

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

そ
れ
自
膣
の
物
化
現
象
す
ら
生
じ
て
來
て
い
る
。
い
わ
ば
最
高
の
文
明
が
最
大

の
殺
識
と
い
う
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
危
機
的
状
況
を
救
濟
す
る
方
向
に
導
こ
う
と
す
る
努
力
は
と
り
も
な
お

さ
ず
人
間
主
髄
性
の
同
復
へ
の
努
力
で
も
あ
る
。
科
學
優
位
の
思
潮
に
墜
倒
さ

れ
て
か
哲
學
者
の
現
實
的
襲
言
が
蔭
を
ひ
そ
め
て
い
た
最
近
の
状
況
に
お
い

て
、
本
書
の
よ
う
に
「
現
代
文
明
」
と
い
う
現
實
的
に
し
て
深
遠
な
問
題
を
取

暴
げ
、
そ
れ
を
哲
學
的
に
解
明
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
試
み
は
ま
こ
と
に
貴
重
な

こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
所
謂
「
思
想
の
科
學
」
の
時
期
は
す
で
に
そ
の
問

題
性
が
遠
の
い
て
來
た
か
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
今
や
「
科
學
の
思
想
」
、
換

言
す
れ
ば
機
械
丈
明
、
科
學
時
代
の
統
一
、
思
想
的
裏
附
け
の
時
代
に
入
つ
て

來
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
科
學
に
封
す
る
哲
學
優
位
の
時
代
の
到
來

を
ま
た
ね
ば
現
代
の
精
紳
方
位
は
そ
の
指
針
を
失
う
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
戦
後
、
吐
會
科
學
は
そ
れ
が
「
科
學
」
と
い
う
名
に
値
す
る
た
め
に
必
要

以
上
に
「
自
然
科
學
的
思
考
」
に
接
近
し
す
ぎ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の

た
め
に
各
問
題
の
局
面
に
關
す
る
研
究
は
深
化
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
人
間

關
係
學
、
贋
値
關
係
學
と
し
て
の
吐
會
科
學
は
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ブ
の
狭
隆

性
に
陥
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
甚
だ
雑
然
と
し
た
紹
介
に
終
始
し
各
執
筆
落
の
意
の
あ
る
庭
を
看
過
し
て
し

ま
つ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
て
掴
筆
し
た
い
。
r
有
斐
閣
獲
行
×
多
田
眞
鋤
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
（
三
五
五
）


